
鯉
の
生
け
簀
の
番
小
屋
を
譲
ら
れ
た
。
そ
れ
が
現
在
、
芭
蕉
庵
趾
と
史
跡
の
あ
る
江
東

区
常
盤
町
一
丁
目
三
付
近
（
芭
蕉
稲
荷
神
社
の
地
）
で
あ
る
。
芭
蕉
の
よ
き
理
解
者
で

鳴
海
の
下
里
知
足
の
『
知
足
斎
日
々
記
』
に
よ
れ
ば
、
「
深
川
本
番
所
、
森
田
惣
左
衛

門
御
屋
敷
」
と
あ
る
の
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
草
庵
は
天
和
二
（
一
六

八
二
）
年
十
二
月
二
十
八
日
の
火
災
で
消
失
し
て
し
ま
う
。
猛
火
に
襲
わ
れ
た
芭
蕉
は
、

水
を
含
ま
せ
た
筵
を
頭
に
被
り
小
名
木
川
に
浮
き
沈
み
し
て
、
よ
う
や
く
命
が
助
か
っ

た
と
門
人
の
其
角
が
そ
の
著
『
枯
尾
華
』（
元
禄
七
年
刊
行
）
に
記
し
て
い
る
。

芭
蕉
庵
か
ら
小
名
木
川
に
沿
っ
て
わ
ず
か
六
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
甲
斐
国

谷
村
藩
一
万
八
千
石
（
秋
本
喬
朝
）
の
下
屋
敷
が
あ
っ
た
。
現
在
の
白
河
二
丁
目
あ
た

り
で
あ
る
。
書
簡
に
よ
れ
ば
家
老
高
山
傳
右
衛
門
（
俳
号
糜
塒
）
は
、
す
で
に
天
和
二

び

じ

年
五
月
に
は
入
門
し
て
い
る
。
芭
蕉
は
そ
の
国
元
で
あ
る
谷
村
（
現
都
留
市
）
で
翌
年

六
月
ま
で
過
ご
し
て
い
る
。
疎
開
先
か
ら
帰
っ
て
入
居
し
、
陸
奥
の
旅
に
臨
ん
だ
と
き

の
草
庵
は
如
何
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
『
お
く
の
ほ
そ
道
』

の
旅
の
後
元
禄
三
年
九
月
二
十
三
日
付
け
芭
蕉
宛
曽
良
書
簡
で

貴
翁
御
庵
、
平
右
よ
り
夕
菊
母
義
へ
ゆ
づ
り
、
平
九
跡
ヘ
表
ノ
方
平
右
、
苔
翠
跡

ヘ
夕
菊
母
義
、
貴
庵
ヘ
ハ
中
々
愚
痴
成
浄
土
之
和
尚
隠
居
移
り
、
九
品
仏
可
夕
が

に
せ
被
致
、
十
念
出
し
、
偖
々
や
か
ま
し
く
候
。
大
屋
よ
り
被
止
候
故
、
此
間
ニ

外
へ
移
り
申
筈
ニ
候
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
芭
蕉
の
譲
っ
た
草
庵
は
平
右
衛
門
が
入
居
し
、

そ
の
後
夕
菊
の
母
が
、
そ
し
て
九
品
仏
の
浄
土
の
隠
居
が
移
り
住
む
。
隠
居
は
毎
朝
念

仏
を
唱
え
て
う
る
さ
い
た
め
、
居
住
者
達
は
大
家
に
掛
け
合
っ
て
隠
居
に
出
て
行
っ
て

も
ら
う
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
二
次
芭
蕉
庵
は
、
「
大
家
」
が
管
理
す
る
建
物
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
芭
蕉
が
平
右
衛
門
に
譲
っ
た
庵
は
そ
の
後
入
居
者
が
入
れ
替
わ

り
、
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
が
、
二
次
芭
蕉
庵
が
借
家
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
書

簡
が
、
『
笈
の
小
文
』
の
旅
の
帰
途
、
貞
享
五
（
一
六
八
八
）
年
二
月
中
旬
、
杉
風
宛

て
芭
蕉
書
簡
で
あ
る
。

卯
月
末
、
五
月
初
に
帰
庵
可
致
候
。
木
曽
路
と
心
が
け
候
。
深
川
大
屋
吉
御
逢
候

は
ば
可
然
奉
願
候
。

と
深
川
に
帰
っ
た
際
に
、
大
屋
に
伝
え
る
べ
き
旨
を
杉
風
に
依
頼
し
て
い
る
。
芭
蕉

は
（
貞
享
五
年
）
卯
月
末
か
ら
五
月
初
に
江
戸
に
帰
る
の
で
、
草
庵
の
管
理
者
で
あ
る

深
川
の
「
大
屋
吉
（
吉
を
殿
と
読
む
む
き
も
あ
る
）
」
に
会
っ
た
ら
、
宜
し
く
伝
え
て

ほ
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
点
か
ら
旅
立
つ
お
り
に
譲
っ
た
二
次
草
庵
は
、
第
一
次
と
は
異
な
り
自
ら
の

持
ち
物
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
草
庵
を
売
却
す
る
こ
と

も
旅
費
に
宛
て
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

出
発
日
三
月
二
十
日
の
疑
問

陸
奥
に
向
け
て
出
発
し
た
日
は
、
『
旅
日
記
』
に
元
禄
二
年
「
三
月
二
十
日
日
出
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
検
証
し
て
み
た
い
。
ま
ず
四
月
二
十
六
日
付
杉
風
宛

芭
蕉
書
簡
を
見
て
み
よ
う
。
須
賀
川
の
相
良
伊
左
衛
門
、
俳
号
等

躬
宅
で
記
し
た
も

と
う
き
ゆ
う

の
で
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

『
お
く
の
ほ
そ
道
』「
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」

本
文
と
日
記
と
実
地
踏
査
一
人
旅

杉
田

美
登

趣
旨

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
を
一
人
徒
歩
に
よ
る
実
地
踏
査
と
本
文
研
究
・
『
旅
日
記
』

を
丁
寧
に
読
み
直
し
た
こ
と
で
、
新
た
に
知
り
得
た
点
に
つ
い
て
言
及
し
た
。

深
川
の
草
庵
と
旅
立
ち
か
ら
白
河
・
須
賀
川
ま
で
の
疑
問
点
に
つ
い
て
訂
正
を

加
え
る
べ
き
事
柄
を
取
り
あ
げ
て
考
証
し
た
も
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
は
、
冒
頭
の
「
月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
行
き
か
う
年
も
又

旅
人
也
」
で
始
ま
る
不
朽
の
名
文
で
あ
り
、
今
日
も
多
く
の
人
々
に
讃
え
続
け
ら
れ
る

最
高
傑
作
で
あ
る
。
芭
蕉
は
、
四
十
六
歳
の
元
禄
二
（
一
六
八
九
）
年
二
月
の
中
旬
、

隅
田
川
の
ほ
と
り
小
名
木
川
の
傍
に
あ
っ
た
草
庵
を
妻
子
の
あ
る
平
右
衛
門
一
家
に
譲

っ
た
。
そ
し
て
、
仙
台
堀
川
の
ほ
と
り
江
東
区
平
野
町
一
丁
目
七
の
八
（
滝
沢
馬
琴
宅

旧
跡
に
近
い
）
杉
山
市
兵
衛

俳
号
杉
風
の
別
荘
採
荼
庵
に
移
っ
た
。
（
平
成
に
入
っ

さ
い
と
あ
ん

て
何
時
の
頃
か
海
辺
橋
を
渡
っ
た
右
側
、
深
川
一
丁
目
十
の
現
在
地
に
移
っ
て
い
る
。）

三
月
二
十
七
日
、
友
人
知
己
に
見
送
ら
れ
て
現
在
の
大
橋
公
園
（
南
千
住
の
千
住
大
橋

詰
め
）
で
下
船
、
曽
良
と
共
に
陸
奥
（
福
島
・
岩
手
・
秋
田
・
青
森
の
各
県
を
ふ
く
む
）

・
出
羽
（
山
形
・
秋
田
）
・
北
陸
の
各
地
を
ま
わ
り
、
大
垣
に
至
る
旅
に
発
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
八
月
二
十
一
日
、
藩
士
な
ど
多
く
の
人
々
の
待
つ
美
濃
の
大
垣
に
到
着

し
た
。
し
か
し
、
九
月
六
日
に
は
再
び
伊
勢
神
宮
の
御
遷
宮
を
拝
む
た
め
に
、
曽
良
と

路
通
を
伴
い
（
お
く
の
ほ
そ
道
結
び
の
地
・
谷
木
因
宅
前
）
船
町
の
水
門
川
よ
り
舟
に

乗
っ
て
旅
立
っ
た
。

こ
の
百
五
十
六
日
間
五
百
里
に
及
ぶ
旅
を
、
俳
文
学
者
の
師
に
従
い
昭
和
四
十
七
年

か
ら
平
成
六
年
ま
で
は
、
毎
年
五
日
間
づ
つ
春
季
は
（『
野
ざ
ら
し
紀
行
』『
嵯
峨
日
記
』

『
更
科
紀
行
』
『
鹿
島
詣
』
の
実
地
踏
査
を
、
夏
季
は
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
実
地
踏

査
を
交
通
機
関
を
用
い
た
り
、
歩
い
た
り
し
て
行
っ
た
。
そ
の
後
『
お
く
の
ほ
そ
道
』

三
百
周
年
を
経
て
、
千
住
か
ら
大
垣
ま
で
一
人
で
繋
ぎ
つ
な
ぎ
し
な
が
ら
徒
歩
で
辿
っ

た
。
こ
れ
ら
の
体
験
を
踏
ま
え
て
新
た
に
知
り
得
た
事
柄
や
、
本
文
の
虚
実
を
再
吟
味

し
た
う
ち
の
一
部
を
記
し
て
み
た
い
。

出
発
前
と
そ
の
後

芭
蕉
と
曽
良
が
江
戸
を
発
っ
た
日
は
、
『
曽
良
旅
日
記
』
の
最
初
の
一
行
目
に
「
三

月
二
十
日
日
出
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
曽
良
が
旅
立
ち
の
初
日
に

書
き
誤
る
筈
な
ど
あ
り
得
な
い
と
し
、
二
十
七
日
ま
で
の
七
日
間
を
千
住
に
お
い
て
俳

諧
興
行
を
行
っ
て
旅
費
に
充
て
た
と
か
、
ま
た
、
深
川
の
草
庵
を
売
却
し
て
旅
費
に
充

て
た
と
の
説
が
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
深
川
の
第
一
次
草
庵
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。
芭
蕉
は
延
宝
八
（
一
六

八
〇
）
年
冬
、
大
名
や
幕
府
に
魚
御
用
達
を
し
て
い
た
杉
山
市
兵
衛
俳
号
杉
風
か
ら
、
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鯉
の
生
け
簀
の
番
小
屋
を
譲
ら
れ
た
。
そ
れ
が
現
在
、
芭
蕉
庵
趾
と
史
跡
の
あ
る
江
東

区
常
盤
町
一
丁
目
三
付
近
（
芭
蕉
稲
荷
神
社
の
地
）
で
あ
る
。
芭
蕉
の
よ
き
理
解
者
で

鳴
海
の
下
里
知
足
の
『
知
足
斎
日
々
記
』
に
よ
れ
ば
、
「
深
川
本
番
所
、
森
田
惣
左
衛

門
御
屋
敷
」
と
あ
る
の
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
草
庵
は
天
和
二
（
一
六

八
二
）
年
十
二
月
二
十
八
日
の
火
災
で
消
失
し
て
し
ま
う
。
猛
火
に
襲
わ
れ
た
芭
蕉
は
、

水
を
含
ま
せ
た
筵
を
頭
に
被
り
小
名
木
川
に
浮
き
沈
み
し
て
、
よ
う
や
く
命
が
助
か
っ

た
と
門
人
の
其
角
が
そ
の
著
『
枯
尾
華
』（
元
禄
七
年
刊
行
）
に
記
し
て
い
る
。

芭
蕉
庵
か
ら
小
名
木
川
に
沿
っ
て
わ
ず
か
六
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
甲
斐
国

谷
村
藩
一
万
八
千
石
（
秋
本
喬
朝
）
の
下
屋
敷
が
あ
っ
た
。
現
在
の
白
河
二
丁
目
あ
た

り
で
あ
る
。
書
簡
に
よ
れ
ば
家
老
高
山
傳
右
衛
門
（
俳
号
糜
塒
）
は
、
す
で
に
天
和
二

び

じ

年
五
月
に
は
入
門
し
て
い
る
。
芭
蕉
は
そ
の
国
元
で
あ
る
谷
村
（
現
都
留
市
）
で
翌
年

六
月
ま
で
過
ご
し
て
い
る
。
疎
開
先
か
ら
帰
っ
て
入
居
し
、
陸
奥
の
旅
に
臨
ん
だ
と
き

の
草
庵
は
如
何
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
『
お
く
の
ほ
そ
道
』

の
旅
の
後
元
禄
三
年
九
月
二
十
三
日
付
け
芭
蕉
宛
曽
良
書
簡
で

貴
翁
御
庵
、
平
右
よ
り
夕
菊
母
義
へ
ゆ
づ
り
、
平
九
跡
ヘ
表
ノ
方
平
右
、
苔
翠
跡

ヘ
夕
菊
母
義
、
貴
庵
ヘ
ハ
中
々
愚
痴
成
浄
土
之
和
尚
隠
居
移
り
、
九
品
仏
可
夕
が

に
せ
被
致
、
十
念
出
し
、
偖
々
や
か
ま
し
く
候
。
大
屋
よ
り
被
止
候
故
、
此
間
ニ

外
へ
移
り
申
筈
ニ
候
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
芭
蕉
の
譲
っ
た
草
庵
は
平
右
衛
門
が
入
居
し
、

そ
の
後
夕
菊
の
母
が
、
そ
し
て
九
品
仏
の
浄
土
の
隠
居
が
移
り
住
む
。
隠
居
は
毎
朝
念

仏
を
唱
え
て
う
る
さ
い
た
め
、
居
住
者
達
は
大
家
に
掛
け
合
っ
て
隠
居
に
出
て
行
っ
て

も
ら
う
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
二
次
芭
蕉
庵
は
、
「
大
家
」
が
管
理
す
る
建
物
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
芭
蕉
が
平
右
衛
門
に
譲
っ
た
庵
は
そ
の
後
入
居
者
が
入
れ
替
わ

り
、
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
が
、
二
次
芭
蕉
庵
が
借
家
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
書

簡
が
、
『
笈
の
小
文
』
の
旅
の
帰
途
、
貞
享
五
（
一
六
八
八
）
年
二
月
中
旬
、
杉
風
宛

て
芭
蕉
書
簡
で
あ
る
。

卯
月
末
、
五
月
初
に
帰
庵
可
致
候
。
木
曽
路
と
心
が
け
候
。
深
川
大
屋
吉
御
逢
候

は
ば
可
然
奉
願
候
。

と
深
川
に
帰
っ
た
際
に
、
大
屋
に
伝
え
る
べ
き
旨
を
杉
風
に
依
頼
し
て
い
る
。
芭
蕉

は
（
貞
享
五
年
）
卯
月
末
か
ら
五
月
初
に
江
戸
に
帰
る
の
で
、
草
庵
の
管
理
者
で
あ
る

深
川
の
「
大
屋
吉
（
吉
を
殿
と
読
む
む
き
も
あ
る
）
」
に
会
っ
た
ら
、
宜
し
く
伝
え
て

ほ
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
点
か
ら
旅
立
つ
お
り
に
譲
っ
た
二
次
草
庵
は
、
第
一
次
と
は
異
な
り
自
ら
の

持
ち
物
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
草
庵
を
売
却
す
る
こ
と

も
旅
費
に
宛
て
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

出
発
日
三
月
二
十
日
の
疑
問

陸
奥
に
向
け
て
出
発
し
た
日
は
、
『
旅
日
記
』
に
元
禄
二
年
「
三
月
二
十
日
日
出
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
検
証
し
て
み
た
い
。
ま
ず
四
月
二
十
六
日
付
杉
風
宛

芭
蕉
書
簡
を
見
て
み
よ
う
。
須
賀
川
の
相
良
伊
左
衛
門
、
俳
号
等

躬
宅
で
記
し
た
も

と
う
き
ゆ
う

の
で
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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里
十
丁
・
高
内
矢
板
間
十
八
丁
・
矢
板
大
田
原
間
二
里
八
丁
・
大
田
原
余
瀬
間
二
里
）

お
よ
そ
七
里
の
道
の
り
で
あ
る
。

当
時
は
不
定
時
法
で
あ
る
か
ら
、
季
節
に
よ
っ
て
日
の
出
、
日
没
は
変
化
し
、
刻
限

も
変
化
す
る
が
、
昼
間
の
長
い
季
節
で
あ
る
か
ら
、
辰
の
刻
で
お
お
よ
そ
朝
の
七
時
こ

ろ
の
旅
立
ち
と
な
る
。
芭
蕉
は
一
時
間
に
五
キ
ロ
ほ
ど
歩
い
て
い
る
か
ら
、
休
憩
を
入

れ
遅
く
と
も
午
後
三
時
に
は
黒
羽
に
到
着
し
て
い
た
筈
で
あ
る
。
昼
寝
を
し
て
か
ら
で

も
曽
良
が
日
記
を
ま
と
め
る
の
に
充
分
余
裕
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

直
筆
を
見
る
と
穂
先
が
す
れ
切
れ
た
筆
で
、
か
す
れ
た
文
字
で
記
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
乱
れ
た
一
群
は
、
四
日
か
ら
十
五
日
ま
で
続
く
。
で
は
十
五
日
に
曽
良
は
ど
の
よ
う

な
健
康
状
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
み
る
と
「
雨
止
。
昼
過
、
翁
と
鹿
助
右
同
道

ニ
テ
図
書
ヘ
被
参
。
是
ハ
昨
日
約
束
之
故
也
。
」
と
記
載
し
て
い
て
十
五
日
の
記
載
で

あ
る
こ
と
は
「
昨
日
約
束
之
故
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
一
方
曽
良
は
「
予

ハ
少
々
持
病
気
故
不
参
。
」
と
あ
る
。
芭
蕉
は
四
月
四
日
に
翠
桃
（
鹿
子
畑
豊
明
）
の

か
の
こ
ば
た

兄
で
館
代
の
浄
法
寺
図
書
高
勝
（
桃
雪
・
秋
鴉
）
の
招
き
に
応
じ
る
約
束
が
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
図
書
の
家
来
鹿
助
が
芭
蕉
を
案
内
し
て
余
瀬
の
翠
桃
宅
か
ら
出
掛
け
て
い

る
。
一
方
曽
良
は
「
予
ハ
少
々
持
病
気
故
不
参
」
と
翠
桃
宅
に
在
宿
し
て
い
る
。
こ
の

体
調
の
悪
い
日
に
認
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

曽
良
に
つ
い
て
み
る
と
、「
山
中
温
泉
の
章
」
で
「
曽
良
は
腹
を
病
み
て
、
伊
勢
の
国

長
島
と
云
う
所
に
ゆ
か
り
あ
れ
ば
、
先
に
立
て
行
く
」
と
あ
り
、
文
面
か
ら
は
山
中
温

泉
か
ら
伊
勢
に
直
行
し
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
芭
蕉
も
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た

の
で
あ
る
が
、
曽
良
は
直
接
伊
勢
の
国
長
島
に
は
向
か
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
八
月

十
四
日
に
大
垣
に
到
着
し
、
芭
蕉
が
到
着
す
る
こ
と
を
蕉
門
の
近
藤
如
行
や
竹
戸
に
会

っ
て
伝
え
、
嗒
山
・
此
筋
・
千
川
・
浅
香
に
は
手
紙
を
書
き
残
し
て
い
る
。
そ
の
後
で

伊
勢
長
島
へ
と
向
か
い
、
叔
父
が
住
職
を
し
て
い
る
大
智
院
に
訪
れ
た
。
そ
し
て
そ
の

翌
日
の
十
六
日
の
夜
よ
り
薬
を
用
い
て
い
る
。
腹
の
痛
み
を
十
一
日
ほ
ど
も
堪
え
て
い

た
こ
と
に
な
る
。

曽
良
と
い
う
人
物
は
あ
く
ま
で
も
芭
蕉
に
忠
実
に
仕
え
、
律
儀
で
我
慢
強
く
繊
細
な

神
経
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
が
伺
い
知
ら
れ
る
。
既
に
黒
羽
で
体
調
を
崩
し
て
い
て
、

優
れ
な
い
体
調
で
日
記
を
ま
と
め
た
の
で
あ
る
。
芭
蕉
も
疲
労
困
憊
の
身
で
は
句
を
詠

む
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
当
然
曽
良
も
毎
日
日
記
を
記
す
ゆ
と
り
は
な
か

っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

芭
蕉
は
弟
子
の
其
角
に
宛
て
、
元
禄
元
年
十
二
月
五
日
付
け
書
簡
で
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。処

々
風
景
御
作
意
、
感
心
い
た
し
候
。
た
び
ニ
て
ハ
句
も
出
難
き
も
の
に
て
候
に
、

お
か
し
き
句
共
出
候
而
、
感
じ
申
事
ニ
候
。

旅
に
あ
っ
て
は
疲
労
の
た
め
に
な
か
な
か
句
が
詠
め
な
い
も
の
で
、
其
角
の
句
作
に
感

心
し
た
と
記
し
て
い
る
。

旅
の
同
行
予
定
者
路
通

芭
蕉
の
同
行
予
定
者
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
路
通
と
さ
れ
、
何
故
曽
良
に
変
更
に
な

っ
た
か
疑
問
と
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
の
新
出
書
簡
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で

発
句
も
さ
の
み
出
不
申
候
。
宗
五
無
事
に
達
者
被
致
候
。
道
々
泊
々
、
其
元
の
事

の
み
申
出
候
。
先
月
の
け
ふ
は
貴
様
御
出
候
、
た
れ
よ
り
忝
候
な
ど
と
い
ふ
事
の

み
に
泣
き
い
だ
し
候
。
深
川
衆
へ
御
心
得
可
被
成
候
。
方
々
故
態
と
た
れ
へ
も
た

れ
へ
も
書
状
遣
し
不
申
候
。

卯
月
二
十
六
日

桃
青

杉
風
様

芭
蕉
は
仙
台
堀
川
に
あ
る
杉
風
の
採
荼
庵
に
二
月
中
旬
か
ら
一
ヶ
月
以
上
も
滞
在
し

て
い
た
が
、
旅
立
つ
前
日
の
二
十
六
日
に
杉
風
が
訪
れ
て
い
た
こ
と
は
「
先
月
の
け
ふ

は
貴
様
御
出
候
。
」
か
ら
確
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
二
十
日
の
旅
立
ち
は
な
か
っ
た

こ
と
に
な
る
。
『
旅
日
記
』
は
毎
日
日
を
追
っ
て
い
て
記
載
の
な
い
日
が
無
い
に
も
拘

わ
ら
ず
、
冒
頭
初
日
の
三
月
二
十
日
か
ら
突
然
二
十
七
日
に
飛
ん
で
い
る
。
六
日
間
も

抜
け
て
い
る
こ
と
自
体
が
不
可
解
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
二
十
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で

記
さ
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
「
七
」
の
文
字
を
脱
字
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
は

な
い
か
。

で
は
脱
字
と
根
拠
づ
け
る
も
の
が
あ
る
の
か
。
こ
こ
で
は
そ
の
一
例
を
挙
げ
て
み
る

こ
と
と
す
る
。

四
月
二
十
一
日
の
条
「
白
河
の
古
跡
旗
ノ
宿
ノ
下
里
程
下
野
ノ
方
」
の
「
下
里
」
の

間
に
「
一
」
の
字
が
脱
字
で
あ
る
。
ま
た
六
月
二
十
七
日
「
山
方
へ
赴
カ
ン
シ
テ
止
ム
」

と
あ
り
「
ト
」
が
脱
字
で
あ
り
、
四
月
二
十
一
日
の
条
で
「
左
五
左
衛
門
方
ニ
預
置
置
」

と
「
置
」
が
重
ね
書
き
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
関
で
の
五
月
十
三
日
の
条
「
主
、

水
風
呂
敷
ヲ
シ
テ
待
、
宿
ス
」
で
は
、
「
水
（
据
）
風
呂
」
か
ら
日
常
の
生
活
で
用
い

る
「
風
呂
敷
」
と
記
し
て
気
が
付
か
な
い
で
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
「
二
十
七
日
」
の
「
七
」
が
脱
字
だ
っ
た
と
断
定
し
た
い
。

で
は
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
誤
謬
が
生
じ
た
の
か
。
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
し
て
『
旅
日

記
』
は
毎
日
記
し
た
も
の
で
は
な
く
、
数
日
間
滞
在
し
た
宿
で
ま
と
め
書
き
し
た
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
表
記
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
紙
面
の
関
係
上
、
次
の
例
を
挙

げ
る
こ
と
と
す
る
。
三
月
二
十
八
日
の
条
「
此
日
栗
橋
ノ
関
所
通
ル
」
二
十
九
日
の
条

に
「
同
晩
鹿
沼
ニ
泊
ル
」
、
四
月
朔
の
条
「
其
夜
日
光
上
鉢
石
町
五
左
衛
門
ト
云
者
ノ

方
ニ
宿
。
」
二
日
「
同
晩
玉
入
泊
」
と
あ
る
。
当
日
に
記
載
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
「
此

日
」「
同
晩
」「
其
夜
」
と
は
記
さ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
、
活
字
を
見
て
い
て
は
疑
問
を
生
じ
な
い
が
、
『
旅
日
記
』
（
『
芭
蕉
紀
行
文

集
』
・
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
・
天
理
大
学
図
書
館
藏
・
八
木
書
店
出
版
）
に
よ
っ
て

直
筆
を
見
る
と
同
筆
群
が
塊
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
興
味
を
覚
え
る
。
例
え
ば
、
旅
立

ち
か
ら
四
月
三
日
ま
で
の
筆
跡
の
流
れ
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
四
日
か
ら
十
五
日
ま
で

は
同
じ
筆
勢
群
と
な
っ
て
い
る
。
三
日
の
玉
入
か
ら
黒
羽
に
到
着
す
る
ま
で
の
記
載
を

み
る
と
、
「
同
三
日
、
快
晴
。
辰
の
上
剋
、
玉
入
ヲ
立
。
鷹
内
ヨ
リ
ヤ
イ
タ
ヘ
壱
リ
ニ

近
シ
。
ヤ
イ
タ
ヨ
リ
沢
村
ヘ
壱
リ
。
沢
村
ヨ
リ
大
田
原
ヘ
二
リ
八
丁
。
大
田
原
ヨ
リ
黒

羽
へ
三
リ
ト
云
ト
モ
二
リ
余
也
」。
芭
蕉
と
曽
良
は
四
月
二
日
、
玉

入
の
名
主
七
左
衛

た
ま
に
ゆ
う

門
宅
に
泊
ま
っ
て
い
る
。
現
在
（
日
光
北
街
道
・
国
道
４
６
１
線
、
塩
谷
町
玉
入
）
こ

の
地
は
「
芭
蕉
一
宿
之
碑
」
と
あ
る
が
今
は
藪
と
な
っ
て
い
る
。
（
玉
入
・
高
内
間
二
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里
十
丁
・
高
内
矢
板
間
十
八
丁
・
矢
板
大
田
原
間
二
里
八
丁
・
大
田
原
余
瀬
間
二
里
）

お
よ
そ
七
里
の
道
の
り
で
あ
る
。

当
時
は
不
定
時
法
で
あ
る
か
ら
、
季
節
に
よ
っ
て
日
の
出
、
日
没
は
変
化
し
、
刻
限

も
変
化
す
る
が
、
昼
間
の
長
い
季
節
で
あ
る
か
ら
、
辰
の
刻
で
お
お
よ
そ
朝
の
七
時
こ

ろ
の
旅
立
ち
と
な
る
。
芭
蕉
は
一
時
間
に
五
キ
ロ
ほ
ど
歩
い
て
い
る
か
ら
、
休
憩
を
入

れ
遅
く
と
も
午
後
三
時
に
は
黒
羽
に
到
着
し
て
い
た
筈
で
あ
る
。
昼
寝
を
し
て
か
ら
で

も
曽
良
が
日
記
を
ま
と
め
る
の
に
充
分
余
裕
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

直
筆
を
見
る
と
穂
先
が
す
れ
切
れ
た
筆
で
、
か
す
れ
た
文
字
で
記
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
乱
れ
た
一
群
は
、
四
日
か
ら
十
五
日
ま
で
続
く
。
で
は
十
五
日
に
曽
良
は
ど
の
よ
う

な
健
康
状
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
み
る
と
「
雨
止
。
昼
過
、
翁
と
鹿
助
右
同
道

ニ
テ
図
書
ヘ
被
参
。
是
ハ
昨
日
約
束
之
故
也
。
」
と
記
載
し
て
い
て
十
五
日
の
記
載
で

あ
る
こ
と
は
「
昨
日
約
束
之
故
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
一
方
曽
良
は
「
予

ハ
少
々
持
病
気
故
不
参
。
」
と
あ
る
。
芭
蕉
は
四
月
四
日
に
翠
桃
（
鹿
子
畑
豊
明
）
の

か
の
こ
ば
た

兄
で
館
代
の
浄
法
寺
図
書
高
勝
（
桃
雪
・
秋
鴉
）
の
招
き
に
応
じ
る
約
束
が
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
図
書
の
家
来
鹿
助
が
芭
蕉
を
案
内
し
て
余
瀬
の
翠
桃
宅
か
ら
出
掛
け
て
い

る
。
一
方
曽
良
は
「
予
ハ
少
々
持
病
気
故
不
参
」
と
翠
桃
宅
に
在
宿
し
て
い
る
。
こ
の

体
調
の
悪
い
日
に
認
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

曽
良
に
つ
い
て
み
る
と
、「
山
中
温
泉
の
章
」
で
「
曽
良
は
腹
を
病
み
て
、
伊
勢
の
国

長
島
と
云
う
所
に
ゆ
か
り
あ
れ
ば
、
先
に
立
て
行
く
」
と
あ
り
、
文
面
か
ら
は
山
中
温

泉
か
ら
伊
勢
に
直
行
し
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
芭
蕉
も
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た

の
で
あ
る
が
、
曽
良
は
直
接
伊
勢
の
国
長
島
に
は
向
か
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
八
月

十
四
日
に
大
垣
に
到
着
し
、
芭
蕉
が
到
着
す
る
こ
と
を
蕉
門
の
近
藤
如
行
や
竹
戸
に
会

っ
て
伝
え
、
嗒
山
・
此
筋
・
千
川
・
浅
香
に
は
手
紙
を
書
き
残
し
て
い
る
。
そ
の
後
で

伊
勢
長
島
へ
と
向
か
い
、
叔
父
が
住
職
を
し
て
い
る
大
智
院
に
訪
れ
た
。
そ
し
て
そ
の

翌
日
の
十
六
日
の
夜
よ
り
薬
を
用
い
て
い
る
。
腹
の
痛
み
を
十
一
日
ほ
ど
も
堪
え
て
い

た
こ
と
に
な
る
。

曽
良
と
い
う
人
物
は
あ
く
ま
で
も
芭
蕉
に
忠
実
に
仕
え
、
律
儀
で
我
慢
強
く
繊
細
な

神
経
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
が
伺
い
知
ら
れ
る
。
既
に
黒
羽
で
体
調
を
崩
し
て
い
て
、

優
れ
な
い
体
調
で
日
記
を
ま
と
め
た
の
で
あ
る
。
芭
蕉
も
疲
労
困
憊
の
身
で
は
句
を
詠

む
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
当
然
曽
良
も
毎
日
日
記
を
記
す
ゆ
と
り
は
な
か

っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

芭
蕉
は
弟
子
の
其
角
に
宛
て
、
元
禄
元
年
十
二
月
五
日
付
け
書
簡
で
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。処

々
風
景
御
作
意
、
感
心
い
た
し
候
。
た
び
ニ
て
ハ
句
も
出
難
き
も
の
に
て
候
に
、

お
か
し
き
句
共
出
候
而
、
感
じ
申
事
ニ
候
。

旅
に
あ
っ
て
は
疲
労
の
た
め
に
な
か
な
か
句
が
詠
め
な
い
も
の
で
、
其
角
の
句
作
に
感

心
し
た
と
記
し
て
い
る
。

旅
の
同
行
予
定
者
路
通

芭
蕉
の
同
行
予
定
者
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
路
通
と
さ
れ
、
何
故
曽
良
に
変
更
に
な

っ
た
か
疑
問
と
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
の
新
出
書
簡
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
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中
危
険
に
さ
ら
さ
れ
得
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
学
識
が
豊
富
で
あ
っ
て
も
「
数
珠
を
手

に
握
ル
」
路
通
で
は
頼
り
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
二
人
の
間
に
仲
違
い

が
あ
っ
た
と
い
う
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
「
能
登
の
方
ニ
テ
行
き
連
、
同
道
」
と
あ
る

よ
う
に
芭
蕉
を
敦
賀
ま
で
出
迎
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
人
の
間
は
連
絡
が
密
だ
っ
た

こ
と
が
伺
え
る
。
九
月
六
日
に
は
、
大
垣
の
水
門
川
か
ら
（
木
因
か
近
藤
如
行
の
舟
か

と
云
わ
れ
る
が
、
）
芭
蕉
・
曽
良
・
路
通
の
三
人
で
伊
勢
外
宮
の
遷
宮
式
を
拝
む
旅
に

出
る
。
そ
の
時
の
発
句
が
「
た
ふ
と
さ
に
み
な
お
し
あ
ひ
ぬ
御
遷
宮
」
で
あ
っ
た
。
そ

の
後
路
通
と
芭
蕉
と
の
関
係
が
悪
化
す
る
の
は
、
元
禄
三
年
九
月
二
十
六
日
付
け
芭
蕉

宛
曽
良
書
簡
を
待
つ
こ
と
に
な
る
。

曽
良
は
神
道
家
吉
川
惟
足
門
下
で
故
事
来
歴
や
歌
枕
（
古
人
が
名
所
旧
跡
で
歌
を
詠

き
つ
か
わ
こ
れ
た
る

ん
だ
地
）
に
委
し
く
（
森
川
許
六
の
描
い
た
芭
蕉
と
曽
良
の
旅
姿
）
健
脚
で
武
芸
に
優

れ
心
配
り
も
繊
細
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
。

白
川
の
関
の
発
句

芭
蕉
が
白
川
の
関
で
歌
枕
に
圧
倒
さ
れ
て
句
が
詠
め
な
か
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
こ

と
で
本
文
に
は
、

先
白
河
の
関
い
か
に
こ
え
つ
る
や
と
問
ふ
。
長
途
の
く
る
し
み
身
心
つ
か
れ
、
且

つ
は
風
景
に
魂
う
ば
ゝ
れ
懐
旧
に
腸
を
断
ち
て
、
は
か
ば
か
し
う
思
ひ
め
ぐ
ら
さ

ず
。

風
流
の
初
や
お
く
の
田
植
う
た

無
下
に
こ
え
ん
も
さ
す
が
に

と
あ
る
。
芭
蕉
は
旅
立
ち
の
直
前
に
認
め
た
閏
正
月
猿
雖
宛
書
簡
で
「
待
侘
候
塩
竃
の

櫻
、
松
嶋
の
朧
月
」
と
い
い
、
二
月
十
五
日
付
桐
葉
宛
書
簡
で
も
「
松
嶋
の
朧
月
に
と

お
も
ひ
立
候
。
白
川
・
塩
竃
の
櫻
、
御
浦
や
ま
し
か
る
べ
く
候
。
」
と
心
待
ち
に
し
た

歌
枕
の
地
に
訪
れ
る
こ
と
の
喜
び
つ
い
て
、
書
き
送
っ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
白
河

で
一
句
も
詠
ん
で
い
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
『
笈
の
小
文
』
に
「
わ
れ
言
は
ん
こ
と

ば
も
な
く
て
、
い
た
づ
ら
に
口
閉
じ
た
る
、
い
と
口
惜
し
」
と
あ
り
、
『
三
冊
子
』
で

も
「
師
の
い
は
く
、
絶
景
に
向
か
ふ
時
は
奪
は
れ
て
か
な
は
ず
。
（
中
略
）
師
、
松
嶋

に
て
句
な
し
、
大
切
の
こ
と
な
り
」
と
記
し
て
い
る
。
は
た
し
て
芭
蕉
は
、
待
望
の
歌

枕
の
地
白
川
・
松
嶋
・
塩
竃
で
一
句
も
詠
ん
で
い
な
い
。
古
歌
の
世
界
か
ら
抜
け
出
し

て
自
ら
が
見
い
だ
す
新
し
い
境
地
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

芭
蕉
が
旅
の
途
に
お
い
て
句
文
を
な
す
の
に
苦
心
し
て
い
る
様
子
の
一
端
は
、
『
更

科
紀
行
』
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

夜
は
草
の
枕
を
求
め
て
、
昼
の
う
ち
思
ひ
ま
う
け
た
る
け
し
き
、
む
す
び
捨
た
る

発
句
な
ど
、
矢
立
取
出
て
、
灯
の
下
に
め
を
と
ぢ
頭
た
ゝ
き
て
う
め
き
伏
せ
ば
、

か
の
道
心
の
坊
、
旅
懐
の
心
う
く
て
物
思
ひ
す
る
に
や
と
推
量
し
、
我
を
な
ぐ
さ

め
ん
と
す
。

こ
の
よ
う
に
「
め
を
と
ぢ
頭
た
ゝ
き
て
う
め
き
伏
」
す
姿
に
、
如
何
に
し
て
句
文
を
生

み
出
す
か
苦
し
み
の
ほ
ど
が
見
て
取
れ
る
。
芭
蕉
の
「
方
寸
を
責
め
る
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

「
風
流
の
初
や
お
く
の
田
植
う
た
」
は
「
無
下
に
こ
え
ん
も
さ
す
が
に
」
と
一
句
を

あ
る
。
抑
も
陸
奥
の
旅
を
共
に
し
ょ
う
と
誘
っ
た
の
が
路
通
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。

旅
を
目
前
に
控
え
た
、
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
正
月
上
旬
に
、
芭
蕉
は
伊
賀
上
野
の

友
人
で
酒
造
業
の
窪
田
惣
七
（
猿
雖
）
に
宛
て
に
、
「
こ
と
し
の
た
び
は
や
つ
し
や
つ

し
て
こ
も
か
ぶ
る
べ
き
心
が
け
に
て
御
坐
候
。
其
上
能
道
づ
れ
、
堅
固
の
修
業
、
道
の

風
雅
の
乞
食
尋
出
し
、
隣
庵
に
朝
夕
か
た
り
候
而
、
此
僧
に
さ
そ
は
れ
、
こ
と
し
も
わ

ら
じ
に
て
と
し
を
く
ら
し
可
申
と
、
う
れ
し
く
た
の
も
し
く
、
」
と
記
し
て
送
っ
て
い

る
。路

通
が
陸
奥
の
旅
に
芭
蕉
を
誘
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
芭
蕉
は
路
通
に
つ
い
て
、

元
禄
元
年
十
二
月
五
日
付
け
、
大
津
の
尚
白
宛
書
簡
で
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
る
。

襟
巻
き
に
首
引
入
て
冬
の
月

杉
風

火
桶
抱
て
お
と
が
ひ
臍
を
か
く
し
け
り

路
通

ほ
ぞ

此
作
者
は
松
本
に
て
つ
れ
づ
れ
よ
み
た
る
狂
隠
者
、
今
我
隣
庵
に
有
。
俳
諧
妙
を

得
た
り
。

路
通
は
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
『
の
ざ
ら
し
紀
行
』
の
旅
に
お
い
て
、
三
井
寺
か

ら
五
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
街
道
筋
、
松
本
村
（
現
在
の
松
本
一
丁
目
、
滋
賀
県
県
庁
に

近
い
月
見
坂
付
近
で
あ
っ
て
琵
琶
湖
の
辺
り
で
は
な
い
。
）
で
『
徒
然
草
』
の
講
釈
を

し
て
い
た
狂
隠
者
で
あ
っ
た
。
芭
蕉
は
当
時
、
一
般
庶
民
が
古
典
文
学
作
品
を
読
む
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
路
通
に
関
心
を
寄
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
三
井
寺
の
学
僧
と
も
云
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
一
方
芭
蕉
に
心
酔
し
た
路

通
は
意
気
投
合
し
て
、
貞
享
五
年
の
春
に
深
川
の
芭
蕉
庵
近
く
に
越
し
て
き
た
。
芭
蕉

は
路
通
と
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
を
と
も
に
す
る
予
定
で
い
た
の
で
あ
る
が
、
元
禄

二
年
（
一
六
八
九
）
閏
正
月
二
十
日
付
島
金
右
衛
門
宛
書
簡
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

る
。

十
七
日
上
方
へ
登
り
候
と
て
、
夜
前
江
戸
よ
り
愚
庵
音
信
御
座
候
而
、
残
多
、
千

歳
之
愁
、
昨
日
よ
り
泪
落
し
か
ち
に
て
茫
々
前
と
あ
き
れ
た
る
計
ニ
御
座
候
。
い

さ
ゝ
か
の
交
に
哀
な
る
情
共
云
残
し
て
、
行
衛
し
た
は
し
く
打
暮
申
候
。

芭
蕉
が
納
得
で
き
な
い
簡
単
な
理
由
を
言
い
残
し
、
十
七
日
上
方
に
向
け
て
旅
立
っ
た

の
で
あ
る
。
芭
蕉
は
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
「
茫
々
前
と
あ
き
れ
た
る
計
」
り
で
、
「
涙

が
ち
」
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
大
垣
に
到
着
し
た
芭
蕉
と
路
通
を
迎
え
た
大
垣
藩
家
老

戸
田
如
水
は
、『
如
水
日
記
』
で
路
通
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

能
登
の
方
ニ
テ
行
き
連
、
同
道
に
ー
（
中
略
）
ー
西
国
之
生
レ
、
文
学
之
才
等
有

之
ト
云
々
。
歳
三
十
よ
り
内
也
。
白
き
木
綿
之
小
袖
数
珠
を
手
に
握
ル
。
心
底
難

斗
け
れ
と
も
浮
世
を
安
ク
み
な
し
不
諂
不
奢
有
様
也
。

東
海
道
の
旅
と
は
異
な
り
未
知
の
整
備
さ
れ
な
い
陸
奥
路
の
旅
で
あ
る
。
「
尿
前
の

章
」
で
「
出
羽
の
国
に
、
大
山
を
隔
て
、
道
さ
だ
か
な
ら
ざ
れ
ば
、
道
し
る
べ
の
人
を

頼
み
侍
れ
ば
、
究
竟
の
若
者
、
反
脇
差
を
よ
こ
た
へ
、
樫
の
杖
を
携
て
、
我
々
が
先
に

立
て
行
。
け
ふ
こ
そ
必
ず
あ
や
ふ
き
め
に
も
あ
ふ
べ
き
日
な
れ
と
、
辛
き
思
ひ
を
な
し

て
後
に
つ
い
て
行
（
ー
中
略
ー
）
肌
に
つ
め
た
き
汗
を
流
し
て
、
最
上
の
庄
に
出
づ
。

か
の
案
内
せ
し
お
の
こ
の
云
や
ふ
。
此
み
ち
必
不
要
の
事
有
。
恙
な
う
を
く
り
ま
い
ら

せ
て
仕
合
し
た
り
と
よ
ろ
こ
び
て
わ
か
れ
ぬ
。
」
と
い
う
体
験
を
し
た
の
で
あ
る
。
道
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中
危
険
に
さ
ら
さ
れ
得
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
学
識
が
豊
富
で
あ
っ
て
も
「
数
珠
を
手

に
握
ル
」
路
通
で
は
頼
り
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
二
人
の
間
に
仲
違
い

が
あ
っ
た
と
い
う
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
「
能
登
の
方
ニ
テ
行
き
連
、
同
道
」
と
あ
る

よ
う
に
芭
蕉
を
敦
賀
ま
で
出
迎
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
人
の
間
は
連
絡
が
密
だ
っ
た

こ
と
が
伺
え
る
。
九
月
六
日
に
は
、
大
垣
の
水
門
川
か
ら
（
木
因
か
近
藤
如
行
の
舟
か

と
云
わ
れ
る
が
、
）
芭
蕉
・
曽
良
・
路
通
の
三
人
で
伊
勢
外
宮
の
遷
宮
式
を
拝
む
旅
に

出
る
。
そ
の
時
の
発
句
が
「
た
ふ
と
さ
に
み
な
お
し
あ
ひ
ぬ
御
遷
宮
」
で
あ
っ
た
。
そ

の
後
路
通
と
芭
蕉
と
の
関
係
が
悪
化
す
る
の
は
、
元
禄
三
年
九
月
二
十
六
日
付
け
芭
蕉

宛
曽
良
書
簡
を
待
つ
こ
と
に
な
る
。

曽
良
は
神
道
家
吉
川
惟
足
門
下
で
故
事
来
歴
や
歌
枕
（
古
人
が
名
所
旧
跡
で
歌
を
詠

き
つ
か
わ
こ
れ
た
る

ん
だ
地
）
に
委
し
く
（
森
川
許
六
の
描
い
た
芭
蕉
と
曽
良
の
旅
姿
）
健
脚
で
武
芸
に
優

れ
心
配
り
も
繊
細
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
。

白
川
の
関
の
発
句

芭
蕉
が
白
川
の
関
で
歌
枕
に
圧
倒
さ
れ
て
句
が
詠
め
な
か
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
こ

と
で
本
文
に
は
、

先
白
河
の
関
い
か
に
こ
え
つ
る
や
と
問
ふ
。
長
途
の
く
る
し
み
身
心
つ
か
れ
、
且

つ
は
風
景
に
魂
う
ば
ゝ
れ
懐
旧
に
腸
を
断
ち
て
、
は
か
ば
か
し
う
思
ひ
め
ぐ
ら
さ

ず
。

風
流
の
初
や
お
く
の
田
植
う
た

無
下
に
こ
え
ん
も
さ
す
が
に

と
あ
る
。
芭
蕉
は
旅
立
ち
の
直
前
に
認
め
た
閏
正
月
猿
雖
宛
書
簡
で
「
待
侘
候
塩
竃
の

櫻
、
松
嶋
の
朧
月
」
と
い
い
、
二
月
十
五
日
付
桐
葉
宛
書
簡
で
も
「
松
嶋
の
朧
月
に
と

お
も
ひ
立
候
。
白
川
・
塩
竃
の
櫻
、
御
浦
や
ま
し
か
る
べ
く
候
。
」
と
心
待
ち
に
し
た

歌
枕
の
地
に
訪
れ
る
こ
と
の
喜
び
つ
い
て
、
書
き
送
っ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
白
河

で
一
句
も
詠
ん
で
い
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
『
笈
の
小
文
』
に
「
わ
れ
言
は
ん
こ
と

ば
も
な
く
て
、
い
た
づ
ら
に
口
閉
じ
た
る
、
い
と
口
惜
し
」
と
あ
り
、
『
三
冊
子
』
で

も
「
師
の
い
は
く
、
絶
景
に
向
か
ふ
時
は
奪
は
れ
て
か
な
は
ず
。
（
中
略
）
師
、
松
嶋

に
て
句
な
し
、
大
切
の
こ
と
な
り
」
と
記
し
て
い
る
。
は
た
し
て
芭
蕉
は
、
待
望
の
歌

枕
の
地
白
川
・
松
嶋
・
塩
竃
で
一
句
も
詠
ん
で
い
な
い
。
古
歌
の
世
界
か
ら
抜
け
出
し

て
自
ら
が
見
い
だ
す
新
し
い
境
地
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

芭
蕉
が
旅
の
途
に
お
い
て
句
文
を
な
す
の
に
苦
心
し
て
い
る
様
子
の
一
端
は
、
『
更

科
紀
行
』
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

夜
は
草
の
枕
を
求
め
て
、
昼
の
う
ち
思
ひ
ま
う
け
た
る
け
し
き
、
む
す
び
捨
た
る

発
句
な
ど
、
矢
立
取
出
て
、
灯
の
下
に
め
を
と
ぢ
頭
た
ゝ
き
て
う
め
き
伏
せ
ば
、

か
の
道
心
の
坊
、
旅
懐
の
心
う
く
て
物
思
ひ
す
る
に
や
と
推
量
し
、
我
を
な
ぐ
さ

め
ん
と
す
。

こ
の
よ
う
に
「
め
を
と
ぢ
頭
た
ゝ
き
て
う
め
き
伏
」
す
姿
に
、
如
何
に
し
て
句
文
を
生

み
出
す
か
苦
し
み
の
ほ
ど
が
見
て
取
れ
る
。
芭
蕉
の
「
方
寸
を
責
め
る
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

「
風
流
の
初
や
お
く
の
田
植
う
た
」
は
「
無
下
に
こ
え
ん
も
さ
す
が
に
」
と
一
句
を
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旧
奥
州
街
道
に
面
し
て
、
陸
奥
（
福
島
県
側
）
と
下
野
（
栃
木
県
側
）
の
国
境

を
挟
ん
で
堺
の
明
神
が
二
社
並
列
し
て
い
る
。
陸
奥
側
の
堺
の
明
神
は
、
玉
津
島

明
神
を
祀
り
、
下
野
側
の
明
神
は
住
吉
明
神
を
祀
っ
て
い
る
。
堺
の
明
神
の
由
緒

は
不
詳
で
あ
る
が
、
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
に
当
時
白
河
を
支
配
し
て
い
た
会

津
藩
主
蒲
生
氏
が
社
殿
を
造
営
し
て
い
る
。
現
存
す
る
の
は
弘
化
元
年
（
一
八
四

四
）
に
た
て
ら
れ
た
小
祠
で
あ
る
。

と
あ
る
。

栃
木
県
側
か
ら
福
島
県
側
に
歩
み
を
進
め
る
と
、
手
前
が
玉
津
島
神
社
で
福
島
県
側

が
住
吉
神
社
。
福
島
県
側
か
ら
栃
木
県
側
に
行
く
と
、
手
前
が
玉
津
島
明
神
で
栃
木
県

側
が
住
吉
神
社
と
な
る
の
で
あ
る
。
行
っ
た
り
来
た
り
、
眺
め
て
み
た
が
ど
う
も
矛
盾

し
て
い
る
。
理
解
で
き
な
い
ま
ま
白
河
市
教
育
委
員
会
に
尋
ね
て
み
た
。
す
る
と
、

玉
津
島
明
神
（
女
神
・
衣
通
姫
）
と
住
吉
明
神
（
男
神
・
中
筒
男
命
）
は
、
国
境

の
神
・
和
歌
の
神
と
し
て
知
ら
れ
、
女
神
は
内
（
国
を
守
る
）
、
男
神
は
外
（
外

敵
を
防
ぐ
）
と
い
う
信
仰
に
基
づ
き
祀
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
陸
奥
・
下
野

と
も
に
「
自
ら
の
関
を
玉
津
島
を
祀
る
」
、
と
し
反
対
側
に
「
住
吉
明
神
を
祀
る
」

と
し
て
い
る
。

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。「
女
神
は
内
（
国
を
守
る
）、
男
神
は
外
（
外
敵
を
防
ぐ
）
と

い
う
信
仰
に
基
づ
き
祀
ら
れ
て
い
る
。
」
つ
ま
り
は
、
双
方
が
国
内
を
守
る
玉
津
島
明

神
、
外
敵
か
ら
守
る
住
吉
明
神
で
あ
り
、
一
社
で
二
つ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い

う
実
に
合
理
的
な
祀
り
方
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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詠
ん
だ
と
あ
る
。
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れ
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つ
い
て
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当
た
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の
が
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る
九
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の
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笈
の

小
文
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京
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享
五
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五
月
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旬
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と
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あ
る
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時
京
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阜
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、
妙
照
寺
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俳

号
己
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阜
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落
梧
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依
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岐
阜
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賛
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暫
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し
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ゝ
国
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た
び
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桑
門
己
百
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ぬ
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み
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し
る
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せ
む
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て
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ひ
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し
る
べ
し
て
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せ
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の
ゝ
田
植
歌

己
百

笠
あ
ら
た
め
む
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の
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は
せ
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こ
の
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風
流
の
初
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お
く
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う
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の
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地
踏
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茶
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右
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漆
塚
に
至
る
（
殺
生
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踏
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９
４
号
線
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十
三
キ
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が
栃
木
県
と
福
島
県
の

境
界
、
二
所
の
関
で
、
到
着
し
た
の
は
、
三
時
四
十
分
で
あ
っ
た
。
『
旅
日
記
』
で
曽

良
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、
「
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神
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関
東
ノ
方
ニ
、
一
社
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州
ノ
方
ニ
、
一
社
、
間
二
十
間
計
有
。
両

者
ノ
門
前
茶
や
有
。
」
と
記
し
て
い
る
。
福
島
県
側
の
社
の
道
の
前
を
隔
て
た
前
に
、

日
本
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の
方
の
住
ま
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が
あ
り
、
茶
屋
「
南
部
屋
七
兵
衛
」
の
子
孫
で
あ
る
と
言
い

い
、
こ
こ
が
白
川
の
関
跡
で
あ
る
と
強
調
す
る
。

芦
野
か
ら
歩
い
て
行
く
と
、
「
堺
の
明
神
は
国
境
を
は
さ
み
下
野
側
が
衣
通
姫
（
玉

そ
と
お
り
ひ
め

津
島
神
社
）
を
祀
り
、
陸
奥
側
は
中

筒

男

命
（
住
吉
神
社
）
を
そ
れ
ぞ
れ
祀
っ
て
い

な
か
つ
つ
お
の
み
こ
と

る
」
と
説
明
板
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
男
女
二
体
の
神
を
堺
の
神
と
し
て

向
か
い
合
わ
せ
て
祀
り
、
境
界
標
識
と
す
る
の
が
古
代
か
ら
の
慣
わ
し
と
さ
れ
て
い
る
。

東
山
道
の
関
ヶ
原
の
不
破
の
関
も
東
海
道
の
逢
坂
の
関
、
こ
の
何
れ
も
男
女
両
神
を
並

べ
て
祀
っ
て
い
る
。（
訪
ね
て
み
る
と
不
破
の
関
は
二
所
の
関
よ
う
に
社
は
な
い
。）

か
つ
て
こ
の
二
つ
の
神
社
の
前
に
は
茶
屋
が
あ
っ
た
が
、
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
、

明
治
天
皇
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東
北
巡
幸
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し
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「
む
さ
苦
し
い
」
と
し
て
道
よ
り
奥
に
あ
る
、
現
在

の
敷
地
内
に
移
転
さ
せ
ら
れ
た
も
の
と
い
う
。
こ
の
時
に
明
神
前
の
坂
道
を
六
尺
掘
り

下
げ
て
な
だ
ら
か
な
道
と
し
、
昭
和
に
入
っ
て
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
現
在
の
高
低
差
の

な
い
道
路
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
見
る
と
一
目
瞭
然
で
、
石
垣
が
二
段
に
な
っ
て
い
る
。

福
島
県
側
も
栃
木
県
側
も
玉
津
島
神
社
の
不
思
議

数
回
目
に
訪
れ
た
あ
る
時
、
両
社
が
同
じ
神
社
名
で
あ
る
こ
と
に
不
思
議
を
感
じ
た

の
で
あ
る
。
陸
奥
側
（
福
島
県
）
の
説
明
書
き
に

「

堺

の

明

神
」

さ
か
い

み
よ
う
じ
ん
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旧
奥
州
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島
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。
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奥
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津
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造
営
し
て
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る
。
現
存
す
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弘
化
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八
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た
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る
。
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県
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が
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の
で
あ
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。
行
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来
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り
、
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め
て
み
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が
ど
う
も
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盾

し
て
い
る
。
理
解
で
き
な
い
ま
ま
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河
市
教
育
委
員
会
に
尋
ね
て
み
た
。
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る
と
、
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津
島
明
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（
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・
衣
通
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と
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（
男
神
・
中
筒
男
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の
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和
歌
の
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と
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て
知
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れ
、
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は
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（
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を
守
る
）
、
男
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は
外
（
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敵
を
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ぐ
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と
い
う
信
仰
に
基
づ
き
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ら
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て
い
る
。
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の
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、
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の
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島
を
祀
る
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、
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し
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対
側
に
「
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明
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を
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る
」
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。

と
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も
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た
。「
女
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は
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（
国
を
守
る
）、
男
神
は
外
（
外
敵
を
防
ぐ
）
と

い
う
信
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に
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祀
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て
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る
。
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つ
ま
り
は
、
双
方
が
国
内
を
守
る
玉
津
島
明

神
、
外
敵
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ら
守
る
住
吉
明
神
で
あ
り
、
一
社
で
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つ
の
役
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を
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た
し
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る
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う
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な
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