
一一寸

一一寸

現
在
」

む

か

し
し一一

と

は
じ
め
に

軍
霊
泉
謹
芭
の
末
尾
に
付
け
加
え
ら
れ
た

「
作
後
輩
一=
己
は
、
「
締
措
置

本
編
と
の
内
容
の
整
合
性
に
関
す
ゑ
要
事
乞
呼
ん
だ
。
た
と
え
ば
宮
城
達
郎
は

「
濯
東
風
俗
と
対
蹄
的
な
銀
座
の
夜
景
を
移
し
昭
和
十
年
と
い
う
時
代
の
都

会
の
新
旧
両
断
面
図
の
描
出
に
成
功
し
て
い
る
」
と
評
価
し
、
「
椅
措
置
と
の

対
比
を
浮
き
彫
り
に
し
た

(1)
。
そ
の
一
方
で
重
友
毅
は
、
社
ム
産
損
力
に
つ

い
て
の
言
及
が
作
風
を
乱
し
て
い
る
と
評
し
、
「
作
徐
賓
言
」
は
蛇
足
と
判
断

し
て
い
る

(2)
。
高
瞳
央
夫
も
「
作
後
萱
一
=
ロ
の
こ
と

1
4何
風
私
見
」
な
ど

で
触
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
く

な
い
う
え
に
、
「
長
大
な
あ
と
が
き
「
作
後
賛
否
一
口
」
は
内
容
が
本
体
と
離
れ
す

ぎ
て
い
る
、
作
品
の
均
衡
を
失
し
て
い
る
と
見
ら
れ
な
く
も
な
い
」

(3)
と

い
う
よ
う
に
、
否
定
的
な
評
個
が
大
半
手
占
め
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

の

仮

象

井

荷

風

=司

還

東

締

語
』

三'..6..
日間

鹿

島

右
子

し
か
し
、
佐
勝
春
夫
に
よ
る
次
の
証
言
は
「
作
後
賢
言
」
の
位
置
づ
け
の
再

考
を
迫
る
。「

万
大
喜
中
の
タ
」
は
本
来
濯
東
謹
一
碍
の
最
後
の
部
分
で
あ
っ
た
も
の
を

割
愛
し
て
便
宜
上
独
立
さ
せ
た
と
い
ふ
の
は
直
接
先
生
か
ら
伺
っ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
や
は
り
こ
れ
を
管
笠
木
に
添
へ
て
読
む
方
が
、
両
篇
相
待
っ

て
興
味
も
津
々
作
意
も
明
瞭
に
な
る
も
の
を
覚
え
た
。

(4)
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こ
こ
で
い
う

「万
歪
亭
の
タ
」
は
、

「
作
徐
賓
言
」
の
も
と
と
な
っ
た
小
品

文
で
あ
る
。
細
部
の
異
聞
は
あ
る
も
の
の
、
内
容
は
ほ
ほ
同
じ
で
あ
る
。
さ
ら

に
「
夏
喜
志
タ
」
の
成
立
過
程
を
追
う
と
、
そ
も
そ
も
こ
の
一
節
は
「
凄
葉

余
語
」
と
い
う
仮
題
で
執
筆
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。



十
一
月
初
二
日

(
前
略
)
年
佳
選
東
金
詐
塾
章
。
(:
)

士
一
月
十
一
日
。
晴
又
陰
。
(
:・
)
午
後
一
睡
を
司
も
。
晴
時
中
央
公
論

社
長
嶋
中
氏
来
り
新
年
号
の
原
稿
を
も
と
め
て
止
ま
ず
。
拙
電
虐
東
余
語

を
改
題
し
て
互
金
田
中
の
タ
と
な
し
之
を
与
し
印
。

(5)

「
塞
束
余
語
」
あ
ら
た
め
「
夏
季
〒
の
タ
」
は
、
朝
日
新
聞
で
連
載
の
「
絹

語
」
よ
り
も
早
く
、
中
央
公
論
で
発
表
さ
れ
た
(
「
締
罰
庄
は
一
九
三
七
年
の
四
月

か
ら
連
載
「
万
茶
亭
の
タ
」
は
同
年
の
一
月
に
掲
事
。
先
ほ
ど
引
用
し
た
隼
勝
春

夫
に
よ
る
「
便
宜
上
」
独
立
さ
せ
た
、
と
い
う
荷
風
の
証
言
の
盲
歪
思
は
分
か
ら

な
い
が
、
題
名
手
泰
弘
え
て
別
の
媒
体
で
発
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
中
央

公
論
の
嶋
中
雄
作
の
求
め
に
応
じ
て
原
稿
を
渡
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る

と
推
測
で
き
る
。

そ
の
た
め
ど
罷
圃
の
新
聞
紙
上
で
は
「
十
」
の
章
で
完
結
と
さ
れ
、
連
載
も
終

わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
新
聞
連
欝
終
ア
後
-
岩
波
量
出
か
ら
到
竹
さ
れ
た
単
行

本
で
「
亙
全
苧
の
タ
」
は
「
作
徐
賛
否
一
口
」
と
名
を
変
え
て
作
品
に
組
み
込
ま
れ

た
の
だ
っ
た
。
名
券
ャ
変
え
る
だ
け
で
は
な
く
作
品
の

一
部
に
組
み
込
み
な
お
し

発
表
さ
れ
た
経
緯
を
考
え
る
と
、
こ
の

一
節
は
作
品
の
一
部
と
し
て
解
釈
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

「作
後
萱
豆
が
描
く
の
は
、
他
界
し
た
神
岱
一
明
葉
と
の
思
い
出
と
、
同
時

代
の
社
会
の
動
き
だ
っ
七
、
明
治
時
代
を
知
る
知
人
の
死
と
、
新
し
い
時
代
の

様
子
を
小
説
家
「
わ
た
く
し
」
が
語
る
こ
の

一
節
に
は
、
過
去
と
現
代
へ
の
視

線
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

重
県
一
謹
芭
は
、
「
還
東
一
謹
碍
」
と
、
そ
れ
を
書
き
終
え
た
後
の
「
作
後

輩
一
豆
を
併
せ
て
解
釈
す
る
、
醤
女
が
あ
る
。
小
説
家
「
わ
た
く
し
」
の
物
語
で

あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
失
跡
」
を
書
く
物
語
と
し
て
の
「
濯
東
締
請
」
を

完
成
さ
せ
た
後
に
「
萱
士
一
巳
を
加
え
て
い
る
こ
と
は
大
き
な
意
味
を
持
つ
。

本
論
で
は
、
「
わ
た
く
し
」
が
語
る
過
去
と
現
在
の
様
相
券
詳
細
に
検
討
し
、

小
説
を
書
く
こ
と
で
「
わ
た
く
し
」
に
起
き
た
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
。
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一
、
過
去
へ
の
偏
執

永
井
荷
風
の
作
品
は
、
作
家
が
抱
い
て
い
た
江
戸
情
緒
へ
の
懐
古
趣
味
を
反

映
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
荷
風
は
帰
朝

後
、
「
改
良
で
も
進
歩
で
も
建
設
で
も
な
い
、
明
治
は
破
壊
だ
」
と
評
し
(6)
、

外
国
か
ら
の
文
化
の
輸
入
と
自
国
文
化
の
破
壊
を
推
し
進
め
た
明
治
と
い
う

時
代
を
批
判
し
た
。
こ
う
し
た
文
明
批
詳

2暑
は
作
品
の
評
価
に
ま
で
及
ひ
、



そ
の
後
の
官
叩
に
も
文
明
説
判
と
江
戸
へ
の
懐
古
が
読
み
込
ま
れ
て
い
く
。

そ
し
て
軍
空
東
一
椅
語
』
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
。
同
時
代
に
河
上
徹
太
郎
、
が

「
拝
情
小
説
」
と
い
、
ヱ
墓
義
を
し
て
以
来
、
「
わ
た
く
し
」
の
堕
百
趣
味
が
語

ら
れ
た
小
説
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た

(7)
。
主
人
公
で
あ
り
語
り
手
で
も

あ
る
「
わ
た
く
し
」
が
頻
繁
に
江
戸
文
芸
や
明
治
時
代
へ
の
言
及
を
行
う
だ
け

で
な
く
、
「
わ
た
く
し
」
が
永
茸
何
風
そ
の
人
を
指
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
読

め
る
こ
と
も
そ
の
要
因
の

一
つ
で
あ
っ
h

、

し
か
し
、
多
国
蔵
人
は
苗
胤
の
描
く
官
聞
と
江
戸
文
芸
の
関
係
性
が
、
昭
和

期
以
降
は
懐
古
趣
味
や
都
市
風
俗
の
記
録
と
は
異
な
る
効
果
を
持
っ
て
い
る

と
論
じ
る
。
大
正
に
入
り
、
江
戸
研
究
{
本
か
「
江
戸
趣
味
」
を
批
判
し
始
め
、

江
戸
を
め
ぐ
る
伝
説
や
盟
諸
の
畢
種
が
橿
刑
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ま

で
の
荷
風
の
作
口
智
批
判
の
対
象
と
な
り
、
大
正
は
「
小
銃
塑
を
過
ご
す
こ

と
と
な
る
。
そ
の
後
昭
和
玄
壇
に
返
り
咲
い
た
荷
風
は
そ
の
後
も
江
戸
の
情
緒

を
書
き
込
む
が
、
そ
れ
は
明
治
期
の
そ
れ
と
は
異
な
る
か
た
ち
で
表
れ
て
い
た
。

多
田
は
冨
壁
東
一
絹
語
』
に
お
け
る
江
戸
、
明
治
へ
の
懐
古
の
ま
な
ざ
し
を
以
下

の
よ
、
つ
に
分
析
す
る
。

「わ
た
く
し
」
は
、
江
戸
や
明
治
の
文
芸
作
品
へ
の
憧
憶
を
語
り
な
が

ら
、
既
出
の
引
用
に
新
し
い
引
用
を
重
ね
、
さ
ら
に
個
人
的
な
追
憶
を
付

け
加
え
る
こ
と
で
、
い
ず
れ
の
作
品
と
も
異
な
る
時
間
域
を
作
り
上
げ
て

い
る
。
(
中
略
)
「
わ
た
く
し
」
が
近
世
・
明
治
文
芸
を
用
い
て
指
し
示
す

「
幻
影
」
と
は
、
実
際
の
江
戸
や
明
治
の
時
間
で
も
、
そ
れ
ら
の
時
間
を

描
く
文
芸
作
品
の
世
界
で
も
な
い
。
登
場
人
物
達
が
悲
劇
的
箪
木
の
予
感

の
み
を
生
き
つ
や
つ
け
る
、
終
点
を
欠
い
た
悲
劇
の
時
間
域
な
の
で
あ
る
。

(8) 

「わ
た
く
し
」
の
語
る
江
戸
や
明
治
の
文
芸
作
品
に
関
す
ス
必
但
摘
で
あ
っ
た

が
、
過
去
へ
の
憧
憶
に
個
人
的
な
記
憶
や
噛
海
憶
が
関
係
し
て
い
る
と
い
う
指
摘

は
重
要
で
あ
る
。
「
わ
た
く
し
」
が
懐
古
趣
味
に
浸
ろ
う
と
す
る
と
き
、
そ
こ
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に
立
ち
上
が
る
塑
去
の
イ
メ
ジ
は

「
わ
た
く
し
」
個
人
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ

た
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
、
世
表
れ
て
い
る
の
が
、
作
品
冒
頭
部
分
で
あ
る
。

わ
た
く
し
は
殆
ど
活
動
宝
莫
を
見
に
行
っ
た
こ
と
が
な
い
。

お
ぼ
ろ
気
な
ヨ
憶
を
た
ど
れ
ば
、
少
年
の
こ
ろ
|
|
明
治
二
十
四
五
年

頃
で
も
あ
ら
う
。
神
田
錦
町
に
在
っ
た
貸
席
錦
輝
館
で
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
市
街
の
光
景
を
写
し
た
も
の
を
見
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
活
動
写
真
と

い
う
言
葉
の
で
き
た
の
も
恐
ら
く
は
そ
の
時
分
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か

ら
四
+
会
小
年
を
過
ぎ
た
今
日
で
は
、
活
動
と
い
う
語
は
既
に
す
た
れ
て
他



の
も
の
に
代
ら
れ
て
ゐ
る
ら
し
い
が
、
初
め
て
耳
に
し
た
も
の
〉
方
が
口

馴
れ
て
言
ひ
や
す
い
か
ら
、
わ
た
く
し
は
依
然
と
し
て
む
か
し
の
廃
語
を

」

3

に
用
い
る
。

こ
の
宣
頭
英
刀
に
つ
い
て
↑
最
窪
夫
は
ヨ
覇
宣
音
色
と
い
う
語
が
用
い
ら

れ
た
時
捕
を
「
大
正
六
、
七
年
頃
ま
で
で
、

『締
誇
』
執
筆
の
昭
和
二
隼
頃

に
は
既
に
陸
自
と
い
う
の
が
普
遇
で
あ
っ
た
。
廃
語
の
蒙
神
的
な
使
用
、
が
明
ら

か
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る

(9)
。

し
か
し
、
中
津
手
磨
夫
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

確
か
に
、
当
時
は
既
に
「
映
画
」
と
い
う
詰
問
が
一
般
化
し
て
い
た
。
だ

か
ら
と
言
っ
て
、
「
活
動
写
真
」
を
「
廃
語
」
と
言
い
切
れ
る
だ
ろ
う
か
。

決
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。

今
、
阿
部
知
二
の
「
冬
の
宿
」
(
『
文
塑
ム
喜
昭
1
1
・
1
1
1
0
)
を

例
に
取
っ
て
み
る
。
こ
の
作
品
で
は
、
「
映
書
に
と
い
う
五
明
か
三
例
、
「
活

動
」
が

一
例
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
ヰ
場
」
が

会
話
文
に
お
け
る
用
例
で
、
他
は
地
の
文
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
映
書
=
と
い
う
語
が
文
章
語
と
し
て
{
墨
看
し
て
い

た
昭
和
十

一年
段
階
に
お
い
て
も
、
口
頭
語
で
は
「
活
動
」
と
い
う
語
が

ま
だ
並
晃
一
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
1
0
)

中
海
の
指
摘
す
る
通
り
、
昭
和
一

O
年
を
過
き
て
も

「活
動
写
真
」
と
い
う

語
は
「
廃
語
」
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

『結
語
』
連
載
当

時
の
昭
和
一
二
年
の
朝
日
新
聞
紙
上
に
掲
載
さ
れ
た
広
告
に
も
「
1
3動
宣
言
ご

の
吉
宗
用
い
ら
れ
て
い
る
。
三
番
写
盲
E

と
い
う
語
は
「
映
一
旦
に
代
わ
ら

れ
つ
つ
あ
っ
た
が
、
さ
ほ
ど
不
自
然
な
言
葉
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
あ
え
て

「
む
か
し
の
塁
間
」
と
し
て
謹
撰
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
軍
出
の
対
象

で
あ
る
車
去
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
調
す
る
が
ゆ
え
に
、
懐
古
趣
味
に
そ
ぐ
わ
な
い

点
を
歪
め
て
語
っ
て
し
ま
う
次
薮
力
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
「
わ
た
く
し
」
の
懐
古
趣
味
の
次
薮
m
は
、
お
雪
に
対
し
て
も
同
じ
よ
う
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に
表
れ
る
。

「
わ
た
く
し
」
が
お
雪
を
気
に
入
っ
た
の
は
明
治
の
名
残
を
見
出
し
た
か
ら

で
あ
っ
た
。
潰
島
田
に
髪
を
結
い
、
単
衣
物
に
伊
達
締
を
結
ぶ
姿
は
「
明
治
年

間
の
娼
妓
」
(
三
章
)
の
よ
う
で
あ
り
、
玉
の
井
に
お
い
て
小
薮
と
な
っ
て
い

た
旧
風
に
属
す
る
女
で
あ
る
こ
と
を
「
わ
た
く
し
」
は
快
く
思
う
。

一
方
で
、
お
雪
は
同
時
に
「
わ
た
く
し
」
が
嫌
草
子
'
る
は
ず
の
現
代
人
と
し

て
の
側
面
も
持
っ
て
い
た
。
お
雪
は
、
「
わ
た
く
し
」
と
の
会
話
の
中
で
年
齢

を
二
土
八
歳
だ
と
明
か
し
て
い
る
。
作
中
に
お
い
て
人
物
の
年
齢
が
す
べ
て
数



え
年
で
計
算
さ
れ
て
い
る
た
め
、
お
雪
は
満
年
齢
二
十
五
歳、

作
中
の
時
聞
か

ら
た
ど
る
と
明
治
四
四
年
生
ま
れ
に
な
る
。
翌
年
か
ら
は
大
正
の
世
が
始
ま
る

年
に
生
ま
れ
た
お
雪
は
、
明
治
と
い
う
よ
り
も
大
正
の
文
化
に
親
し
ん
で
き
た

世
代
の
一
人
な
の
だ
。
そ
し
て
大
正
以
降
の
世
代
で
あ
る
こ
と
は
、
「
わ
た
く

し
」
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
事
持
っ
て
い
た
。

「:
:
:精
刀
の
発
展
と
い
っ
た
の
は
欲
望
を
右
主
水
す
る
熱
情
と
云
ふ
意
味

な
ん
で
す
。
(
中
略
)
優
越
を
感
じ
た
い
と
患
っ
て
ゐ
る
欲
望
で
す
。
明
治

時
代
に
成
長
し
た
わ
た
く
し
に
は
こ
の
、
心
持
が
な
い
。
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
非

常
に
す
く
な
い
の
で
す
。
こ
れ
が
大
正
時
代
に
底
長
し
た
現
代
人
と
、
わ
れ

/
¥
と
の
違
ふ
と
こ
ろ
で
す
よ
。
」

(
傍
線
は
引
用
者
)

「
作
後
萱
一
z

ロ
」
の
一
節
だ
が
、
神
岱
萱
莱
の
発
言
と
し
て
、
明
治
時
代
に
成

長
し
た
「
わ
れ
わ
れ
」
と
大
正
時
代
に
育
っ
た
現
代
人
と
の
対
比
が
行
わ
れ
て

い
る
。
帯
葉
の
言
葉
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は

「
わ
た
く
し
」
を
も
含
め
た
問
題

で
あ
る
。
「
互
会
干
の
タ
」
と
し
て
中
央
公
論
に
発
表
さ
れ
た
日
悟
で
は
倍
縁

部
は
「
わ
た
く
し
」
、
つ
ま
り
明
治
時
代
の
人
聞
は
帯
葉
を
指
し
て
い
る
が
、

単
行
本
に
収
録
の
際
に
は
「
わ
れ

/
¥」
と
ホ
重
さ
れ
て
い
る
。
霊
莱
個
人
の

話
に
留
め
る
こ
と
な
く
、
「
わ
た
く
し
」
も
「
明
治
時
代
に
成
長
し
た
」

人
間

と
し
て
イ
メ
ー
ジ
ゃ
つ
け
る
こ
と
務
』
意
図
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
ん
な
「
わ
た
く
し
」
と
異
な
り
、
お
雪
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
大
正
時
代
に

成
長
し
た
現
代
込
の
一
人
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
わ
た
く
し
」

は
明
治
の
娼
妓
の
姿
を
そ
こ
に
見
る
。
ま
た
お
雪
の
出
身
に
つ
い
て
も
、

2
=口

葉
に
は
少
し
も
地
方
の
執
が
な
い
が
、
其
璽
り
一と
全
身
の
皮
膚
の
錨
麓
な
こ
と

は
、
車
尽
も
し
く
は
墓
尽
近
在
の
女
で
な
い
事
を
証
明
し
て
ゐ
る
」
(
八
章
)

と
述
べ
、
大
正
時
代
の
東
京
か
、
h
d
遠
ざ
け
よ
う
と
い
、
つ
意
識
を
働
か
せ
て
す
ら

い
る
の
だ
。

「わ
た
く
し
」
は
懐
古
趣
味
に
浸
る
た
め
に
、
過
去
の
イ
メ
ー
ジ
を
仮
構
し

て
し
ま
う
。
「
活
動
宣
言
芭
と
い
う
語
を
「
む
か
し
」
の
言
葉
で
あ
る
よ
う
に

強
調
し
て
語
り
、
現
代
人
お
雪
に
明
治
の
面
影
を
魯
漉
く
見
出
す
。
「
廃
置

や
幻
影
を
見
せ
る
女
を
仮
構
し
た
う
え
で
、
自
ら
の
ヨ憶
を
語
る
の
で
あ
る
。

「
わ
た
く
し
」
の
懐
古
趣
味
に
は
、
過
去
の
イ
メ
ジ
を
強
調
し
、
そ
ぐ
わ
な

い
も
の
は
関
却
し
よ
う
と
い
う
偏
り
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

23 

二
、
「
牛
謀
」
が
描
て
も
の

霊祭
東
締
謹
は
作
家
で
あ
る
お
た
く
し
」
が
「
失
墜
と
い
、
「
J

作
品
を

完
成
さ
せ
る
物
語
で
あ
っ
た
。
で
は
、
「
わ
た
く
し
」
は
そ
の
笹
田
に
何
を
書



こ
う
と
し
た
の
か
。
こ
の
章
で
は
、
「
わ
た
く
し
」
の
書
く
動
機
に
つ
い
て
考

容公ケ」(付
、っ。

「
わ
た
く
し
」
は
小
説
参
差
聞
く
に
あ
た
っ
て
取
材
の
た
め
に
玉
の
井
を
訪
れ

た
。
「
小
説
を
つ
く
る
時
、
わ
た
く
し
の
最
も
興
を
催
す
の
は
、
作
中
人
物
の

生
活
及
び
事
件
、
が
開
展
す
る
場
所
の
選
択
と
、
そ
の
描
写
と
で
あ
る
」
と
語
っ

て
い
る
通
り
、
そ
れ
は
小
説
の
舞
台
を
描
く
た
め
で
あ
っ
た
。
同
じ
二
章
で
は

次
の
よ
う
に
も
語
ら
れ
て
い
る
。

わ
た
く
し
は
東
豆
巾
中
、
古
来
名
勝
の
地
に
し
て
、
震
災
の
畿
新
し
き
町

が
建
て
ら
れ
て
全
く
旧
観
を
失
っ
た
、
其
状
況
券
描
写
し
た
い
が
為
に
、
種

田
先
生
の
潜
伏
す
る
場
所
を
、
本
所
か
深
川
か
、
も
し
く
は
蓄
十
の
は
づ
れ
。

さ
な
く
ば
、
そ
れ
に
接
し
た
旧
郡
部
の
随
巷
に
持
っ
て
行
く
こ
と
に
し
た
。

「
わ
た
く
し
」
の
関
心
は
関
東
大
雷
岳
災
に
よ
っ
て
「
旧
観
を
失
っ
た
其
状

況
」
券
描
く
こ
と
に
あ
っ
た
。
関
東
大
膏
周
災
で
は
大
規
模
な
火
災
が
多
く
の
建

築
物
室
易
を
焼
き
払
い
、
江
戸
お
よ
び
明
治
以
来
受
け
継
が
れ
て
き
た
文
化

資
産
が
失
わ
れ
た
。
震
災
の
翌
年
に
は
、
明
治
文
化
研
究
会
と
い
う
団
体
が
明

治
時
代
に
行
わ
れ
た
政
治
改
革
ヤ
文
明
の
発
展
、
文
化
工
載
を
遺
し
て
い
く
べ

く
午
載
を
始
め
て
い
る
。
こ
の
時
期
明
治
文
化
の
記
銀
に
関
心
が
向
け
ら
れ

書t
!fさ

君主
!f ~ 

言語
量f
にて

掲天
工日

23 
喜望
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室開
一催
長 L
h告
し。支

イヒ

昨
秋
の
大
震
火
災
は
突
如
帝
都
の
過
半
と
横
浜
の
大
部
分
を
灰
撞
に
帰

せ
し
め
、
最
近
半
市
」
紀
に
築
き
上
「
け
た
物
質
文
明
を
一
朝
に
し
て
破
壊
し
尽

く
し
た
此
時
に
当
り
吾
人
は
今
更
日
夜
が
壊
滅
や
借
し
む
と
共
に
、
此
等
文

明
の
由
来
単
車
に
就
て
淳
、
偲
ば
ざ
る
を
得
な
い
。
其
笹
木
は
之
、
が
建
設
に

与
っ
た
内
外
の
先
輩
を
追
懐
す
る
の
念
を
い
よ
い
よ
加
へ
た
の
で
あ
る
。

(
1
1
)
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震
火
は
江
戸
の
や
農
を

一
掃
し
、
そ
の
後
の
復
興
に
よ
り
墓
尽
の
景
観
や
文

化
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。
「
わ
た
く
し
」
は
替
問
災
以
後
の
東
京
の
様
子
を
「
失

跨
」
に
も
よ
く
書
き
込
ん
で
い
る
。
四
節
「
小
説
『
失
墜
の

一
佐
田
を
引
用

しト品、っ。董
妻
橋
の
ま
ん
中
ご
ろ
と
覚
し
い
欄
干
に
身
を
侍
せ
、
種
田
順
平
は
松

屋
の
時
計
を
眺
め
て
は
来
か
3

る
人
影
に
気
を
つ
け
て
い
る
。
女
給
の
す

み
子
、
が
庖
を
し
ま
っ
て
か
ら
わ
ざ
〈
迫
り
道
を
し
て
来
る
の
存
待
合
し

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。



小
説
「
失
腺
」
で
主
人
公
種
田
空
丞
縫
を
捨
て
て
す
み
子
の
家
へ
身
を
隠
そ

う
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
作
中
人
物
の
生
活
及
び
事
件
が
開
塵
し

よ
う
と
い
う
箪
附
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
選
択
さ
れ
た
の
は
重
薦
で
あ
っ
た
。

「
わ
た
く
し
」
の
号
一再
来
を
信
じ
る
の
な
ら
ば
、
こ
の
場
所
に
は
何
ら
か
の
作
意

が
込
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
を
考
え
る
た
め
に
、
も
う
一
か
}
町
「
わ
た
く
し
」
に
よ
っ
て
明
か
さ

れ
る
「
失
跡
」
の
一
節
を
参
照
し
た
い
。
そ
れ
は
「
八
」
に
あ
る
通
り
、
「
種

目
順
平
が
貸
聞
の
暑
さ
に
或
蛮
同
宿
の
女
給
す
み
子
を
連
れ
、
向
可
露
橋
で
涼
み

な
が
ら
、
行
末
の
事
会
」
語
り
合
ふ
と
こ
ろ
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
作
中
人
物
た

ち
は
橋
の
上
に
い
る
。
物
語
の
罵
聞
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
と
し
て
選
は
れ
た
二

つ
の
橋
は
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
旧
観
を
失
っ
た
」
状
況
を
描
く
と
い
う
作
者
「
わ
た
く
し
」
の
動
機
と
関

連
付
け
る
な
ら
ば
、
こ
の
吾
妻
橋
と
白
髭
橋
は
と
も
に
、
震
災
複
興
事
業
の

一

つ
と
し
て
建
造
さ
れ
た
橋
で
あ
っ
た
。
「
帝
都
復
興
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
と
も

に
進
め
ら
れ
た
膏
厩
災
復
興
事
業
の
中
で
も
、
橋
梁
事
業
は
重
要
な
位
置
を
占
め

て
い
九
復
興
局
が
山
服

し
た

『復
興
事
金
穣
置
に
よ
れ
ば
、
寝
袋
町
東

京
の
橋
は
「
構
造
は
鉄
橋
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
橋
面
は
木
造
に
過
ぎ
な
か
っ

た
」
。
そ
の
た
め
雷
原
災
と
同
時
に
発
生
し
た
火
災
に
よ
っ
て
焼
け
落
ち
、
「
橋
梁

に
よ
盃
ハ
λ
通
は
殆
ん
ど
朴
結
し
、
激
震
と
猛
火
に
追
は
れ
た
市
民
は
逃
け
道
を

失
っ
て
、
鴎
附
に
あ
た
ら
量
重
な
る
人
命
を
さ
へ
失
ふ
た
」
。
そ
の
経
験
を
ふ

ま
え
、
「
其
の
欠
点
を
補
正
」
し
つ
つ
「
新
時
代
の
要
求
に
適
合
せ
し
む
る
こ

と
」
を
目
指
し
橋
梁
の
建
設
が
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
数
は
百
以
上
に

も
の
ぼ
り
、
新
し
い
墓
事
乞
作
る
一
大
事
業
と
な
っ
た
。
そ
し
て
新
し
く
架
け

ら
れ
る
橋
の
特
徴
は
強
虞
に
け
で
は
な
か
っ
九

次
に
橋
梁
の
意
匠
は
都
市
に
於
け
る
建
造
物
の
一
と
し
て
美
観
よ
重
要

な
る
役
目
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

一般
的
に
謂
っ
て
凡
そ
都
市
の
街
路
橋

梁
其
の
他
建
築
物
は
其
都
市
の
本
性
及
文
化
の
程
度
を
語
る
も
の
で
あ
る

が
故
に
、
復
興
橋
梁
は
其
の
呼
応
像
の
健
実
な
る
と
共
に
外
観
も
亦
之
を

健
実
な
ら
し
め
、
由
主
+
軽
薄
な
る
壮
語
を
避
け
て
見
厭
き
の
せ
ぬ
良
き
感

じ
を
起
さ
せ
る
こ
と
に
立
雪
用
ひ
、
(
中
略
叫
殊
に
帝
都
を
骨
量
す
る
隅
田

川
に
架
設
す
べ
き
六
大
橋
の
如
き
は
広
重
の
昔
を
偲
ぶ
風
慣
笠
与
ふ
る
こ

と
こ
そ
難
け
れ
、
復
興
の
墓
尽
に
相
応
し
き
四
区
の
風
景
に
調
和
せ
る
形

式
を
採
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
(
1
2
)
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た
の復
だ興
がに
『ーあ

?i 
需H
は lz
支尖

房5
作委
りロ
h に

定型
主つ
弁る
同橋
じ柔
隅け
出 l旦
川し



に
架
か
る
橋
と
し
て
は
壬
一
間
橋
駒
形
橋
も
『
謹
-E
の
作
中
に
触
れ
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
ら
も
ま
た
復
興
事
業
に
よ
っ
て
架
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

(1
3
1

隅
田
川
を
中
心
と
し
た
河
川
に
架
け
ら
れ
た
数
々
の
橋
梁
は
外
観

も
含
め
て
新
し
い
士
皐
口
小
房
構
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「わ
た
く
し
」
は
橋
以
外
に
も
明
治
も
し
く
は
震
災
後
の
墓
尽
に
現
れ
た
も

の
を
描
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
す
み
子
の
ア
パ
ー
ト
へ
向
か
う
際
に
は
円
タ

ク
を
利
用
し
て
い
た
。

そ
し
て
向
動
車
の
能
力
を
如
実
に
現
す
こ
と
に
な
っ
た
の
が
関
東
大
震

災
で
あ
る
。
勤
定
に
制
限
さ
れ
ず
、
人
や
物
資
を
縦
横
に
運
搬
す
る
新
た

な
交
通
機
関
と
し
て
、
自
動
車
に
対
す
る
認
識
が
、
こ
れ
を
機
に
大
き
く

変
わ
る
の
で
あ
る
。

翌
一
九
二
四
(
大
正
=
ニ
)
年
に
は
大
阪
で
市
内
均

一
円
で
営
業
す

る
タ
ク
シ
が
登
場
す
る
。
同
じ
く
二
五
年
(
大
正
一
四
)
年
に
は
東
京

で
も
車
尽
均
一
タ
ク
シ
ー
会
社
、
が
京
橋
で
開
業
し
、
も
は
や
タ
ク
シ
ー
は

賛
沢
品
で
は
な
く
な
っ
て
ゆ
く
。

(
1
4
)

し「

W i 
ク言

2E 
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りり
古れ

害急
車震
伊金

「
歩
い
た
っ
て
停
留
場
三
つ
く
ら
い
」
と
い
う
す
み
子
の
発
言
か
ら
考
え
る
に
、

家
ま
で
は
歩
く
こ
と
も
で
き
る
距
離
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
え
て
円

タ
ク
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
で
新
し
い
都
市
の

-
面
を
描
い
て
い
る
。

ま
た
、
人
物
の
設
定
も
旧
風
を
廃
し
た
も
の
に
整
え
ら
れ
て
い
る
。
す
み
子

は
警
扇
形
町
の
力
フ
ェ
で
女
給
を
し
て
い
る
。
こ
の
カ
フ
ェ
は
震
を

機
に
増
え
た
業
態
の
屈
で
あ
っ
た
。
カ
フ
エ
ー
の
庖
舗
数
の
推
移
に
つ
い
て
は
、

初
田
亨
が
『
カ
フ
ェ
と
翠
全
と
の
中
で
検
討
し
て
い
る
。
初
回
は
『
墓
尽

市
辞
訂
ま
歪
を
一
八
九
八
年
か
ら
一
九
O
七
年
ま
で
参
岳
…
し
て
グ
ラ
フ
券
作

成
し
て
い
る
。
一
九
O
七
年
頃
ま
で
は
六

O
庖
舗
ほ
ど
で
安
定
し
て
い
た
翠
余

庖
は
そ
れ
以
降
減
少
し
て
い
き
、
一
九
一
八
年
に
最
少
の
二
五
庖
に
と
ど
ま
る
。

し
か
し
関
東
蚕
底
災
が
初
議
と
な
り
、
一
九
二
三
年
か
ら
は
翠
〈
ホ
庖
の
庖
舗
奴

ぎ
識
に
増
え
、
一
九
三
八
年
に
は
三
O
O
O庖
以
上
を
-
記
録
し
最
大
値
と
な

っ
た
と
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
カ
フ
エ
ー
と
そ
の
女
給
は
震
公
穫
に
告
露
目

し
た
が
、
そ
の
聾
著
す
み
子
に
与
え
る
こ
と
で
現
代
の
雰
囲
気
を
ま
と
わ
せ

26 

ょ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

物
語
の
罵
開
す
る
場
所
描
く
景
観
人
物
の
設
定
な
ど
「
失
跡
」
作
中
の

あ
ら
ゆ
る
も
の
は
現
代
の
状
況
を
表
し
て
い
る
。
「
わ
た
く
し
」
は
「
失
掠
」

の
な
か
に
旧
観
、
旧
時
代
の
要
素
が
失
わ
れ
た
後
の
社
会
を
描
い
て
い
た
の
で

あ
る
。



三
、
作
泊
盟
否
世
』
去
に
~
く
し
」
の
変
化

現
代
を
描
く
作
品
を
執
筆
し
よ
う
と
し
て
い
た
「
わ
た
く
し
」
は
、
旧
観
を

失
っ
た
墓
尽
を
描
く
た
め
に
玉
の
井
の
近
辺
へ
出
向
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
そ
こ
で
出
会
っ
た
お
雪
に
明
治
の
幻
影
を
見
る
。
お
雪
の
姿
を
眺
め
な
が

ら
「
青
春
の
こ
ろ
押
れ
し
た
し
ん
だ
女
達
の
姿
や
そ
の
住
居
の
さ
ま
」
、
「
友
達

の
女
の
事
ま
で
」
を
あ
り
あ
り
と
思
い
出
す
「
わ
た
く
し
」
は
、
ま
さ
に
幻
影

に
魅
せ
ら
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
「
わ
た
く
し
」
は
「
旧
観
を
失
っ
た
」

益
事
令
書
き
た
い
と
思
い
つ
つ
も
「
む
か
と
へ
の
郷
愁
は
捨
て
き
れ
な
い
、

と
い
う
相
反
す
義
信
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
分
裂
は
「
失
践
」
の
完
成
と
と
も
に
解
消
さ
れ
て
ゆ
く
。
十

五
夜
の
目
、
玉
の
井
の
コ
庭
婆
」
か
ら
お
雪
の
入
院
を
聞
い
た
「
わ
た
く
し
」

は
そ
れ
以
上
の
情
報
を
求
め
よ
う
と
せ
ず
、
「
燈
火
に
親
し
む
こ
と
が
で
き
る

や
う
に
な
っ
た
」
皇
至
へ
と
一
戻
っ
て
い
く
。
お
雪
の
病
状
を
宏
子
る
素
振
り
を

見
せ
っ
つ
、
「
わ
た
く
し
」
は
老
人
か
ら
聞
い
た
言
葉
を
思
い
出
す
。

こ
れ
ほ
ど
気
に
入
っ
た
女
は
な
い
。
早
く
話
を
つ
け
な
い
と
、
外
の
お
客

に
身
受
け
を
さ
れ
て
し
ま
ひ
は
せ
ぬ
か
と
思
ふ
や
う
な
気
が
す
る
と
、
其
女

は
き
っ
と
病
気
で
死
ぬ
か
、
さ
う
で
な
け
れ
ば
突
盆
献
な
男
に
身
受
を
さ
れ

て
遠
い
国
へ
行
っ
て
し
ま
ふ
。
何
の
訳
も
な
い
気
病
み
と
い
ふ
も
の
は
不
思

議
に
当
る
も
の
だ
と
云
ふ
話
で
あ
る
。

直
後
に
耳
目
と
今
と
は
時
代
が
ち
が
ふ
か
ら
、
病
む
と
も
死
ぬ
よ
う
な
事
は

あ
る
ま
い
。
義
理
に
か
ら
ま
れ
て
思
は
ぬ
人
に
一
生
を
卑
早
」
る
事
も
あ
る
ま
い

:
:
」
と
語
ら
れ
て
い
る
が
、
お
雪
の
病
状
に
生
死
の
分
れ
目
を
相
U
{
疋
す
る
こ

と
で
不
士
口
な
雰
囲
気
が
漂
う
。

作
品
の
精
び
に
書
か
れ
た
詩
に
お
い
て
は
、
死
の
イ
メ
l
ん
シ
は
よ
り
缶
濯
く

暗
示
さ
れ
て
い
る
。
倒
れ
死
す
べ
き
定
め
も
知
ら
ず
、
色
を
増
す
蓑
埠
頭
、
傷

つ
い
た
翼
に
よ
ろ
め
く
病
め
る
蝶
。
これ、

P
ケ
」
作
品
に
寄
せ
て
解
釈
を
す
る
な

ら
ば
、
小
説
の
塾
章
に
悩
む
「
わ
た
く
し
」
と
そ
の
作
品
主
茂
せ
し
め
た
ミ

ュ
ー
ズ
と
し
て
の
お
雪
の
関
係
が
連
想
さ
れ
る
。そ
し
て
、
そ
の
葉
語
頭
は
一
倒

れ
死
す
べ
き
定
め
」
に
あ
る
。
こ
の
詩
は
筆
を
摺
い
た
「
濯
東
舘
梓
」
の

「草

稿
の
裏
の
数
行
の
余
白
」
に
書
き
連
ね
た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
わ
た
く
し
」
は

表
面
上
で
は
「
病
む
と
も
死
ぬ
よ
う
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
」
と
死
の
司
話
畦
を

否
認
す
る
が
、
そ
の
裏
で
は
筆
の
ゆ
く
ま
ま
に
記
し
た
詩
に
よ
っ
て
諦
念
が
表
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明
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
「
わ
た
く
し
」
が
お
雪
と
距
離
を
と
ろ
う
と
し
て
い
る
の
が
語
り
か



ら
も
窺
え
る
。
お
雪
と
別
れ
た
あ
と
、
「
一
た
び
別
れ
て
し
ま
へ
ば
生
涯
相
逢

ふ
べ
ま
議
会
も
手
段
も
な
い
間
柄
」
、
コ
再
会
の
望
み
な
き
事
を
初
め
か
ら
知
り

ぬ
い
て
ゐ
た
別
離
陸
な
ど
と
語
る
。
お
雪
の
病
状
や
行
く
末
に
か
か
わ
ら
ず
、

会
う
こ
と
は
な
い
と
確
信
し
た
か
の
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
特
に
根
拠
が
な
い
。

お
雪
の
名
刺
は
手
元
に
あ
り
、
室
牒
ま
さ
と
い
う
抱
王
の
名
も
分
か
っ
て
い
る

「わ
た
く
し
」
に
は
、
玉
仇
ほ
が
十
八
互
側
っ
て
い
る
と
z=
聞
え
る
は
ず
で
あ
る
。
そ

れ
だ
け
で
は
な
い
。
+
ー
章
の
次
の
よ
う
な
自
己
言
及
を
思
い
起
こ
し
た
い
。

運
東
絹
護
は
こ
3

に
筆
を
欄
く
べ
き
で
あ
ら
う
。
然
し
な
が
ら
若
し

こ
3

に
古
風
な
小
説
的
笥
杏
ケ
う
け
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
半
隼
或
は

一
年
の
後
、
わ
た
く
し
が
偶
然
思
ひ
が
け
な
い
処
で
、
既
に
去
小
人
に
な
っ

て
ゐ
る
お
雪
に
廻
り
逢
ふ
一
節
を
書
添
へ
れ
ば
よ
い
で
あ
ら
う
。

(中
略
)
わ
た
く
し
が
濯
東
椅
語
の
一
篇
に
小
説
的
色
彩
を
添
加
し
ゃ

う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
徒
に
口
ツ
チ
の
筆
T
乞
学
ん
で
至
ら
ざ
る
の
笑
を
招

く
に
過
ぎ
ぬ
か
も
知
れ
な
い
。

っ
た 「
際 わ
にた
一円 く
芙 上
地 こ
のは
遭 小
遇 説

高宮
色 彩
せ を
ず 加
にえ

そ 5
のと
まを
と 好

EE 
し心
-t"_ 0 

のお
に雪

過品
仏 会

ぃ
。
何
の
作
意
も
無
い
の
で
あ
る
」
と
注
釈
を
い
れ
で
も
い
る
。
し
か
し
、
お

雪
と
生
涯
会
う
こ
と
も
な
い
、
再
会
の
望
み
が
な
い
と
閤
疋
す
る
語
り
に
は
ま

さ
に
小
説
的
色
彩
が
施
さ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
わ
た
く
し
」
が

「失

跨
」
務
蓄
き
あ
げ
た
時
点
で
は
お
雪
と
の
再
会
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
、
均
す
、
「
病
気
で
死
ぬ
か
、
さ
う
で
な
け
れ
ば
突
盆
献
な
男
に
身

受
を
さ
れ
て
遠
い
国
へ
行
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
可
能
草
ケ
」
示
し
た
り
、
死
を

暗
示
さ
せ
る
よ
う
な
詩
事
蔑
し
て
盟
諸
を
閉
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
可
能
性

を
否
認
し
、
お
雪
と
の
距
離
を
誇
張
し
て
語
る
こ
と
で
、
お
雪
を
晴
て
た
場
所

に
置
こ
う
と
い
、
つ
意
識
が
働
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

冒
頭
で
語
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
埴
去
の
イ
メ
ジ
を
過
剰
に
見
出
そ
う
す

る
姿
勢
は
薄
れ
、
む
し
ろ

「過
去
の
世
の
幻
影
」
か
ら
の
決
別
の
意
志
が
見
て

取
れ
る
。
こ
の

「小
説
的
色
彩
」
と
も
言
え
る
強
調
に
よ
っ
て
お
雪
と
の
決
別

を
宣
言
し
て

「
還
東
締
謹
」
を
閉
じ
た

「わ
た
く
し
」
は

「作
後
輩
一
一
日
」
を
語

り
始
め
る
。
小
説

「失
跡
」
を
字
読
さ
せ
た
後
か
ら
、

「わ
た
く
し
」
の
塞
耐
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は
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

過
去
本
品
畑
く
意
識
を
捨
て
た
「
わ
た
く
し
」
は
何
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の

か
を
探
る
に
あ
た
っ
て
、
先
行
研
究
に
興
味
深
い
指
摘
が
学
け
ら
れ
て
い
る
。

第
二
段
に
つ
い
て
、
霊
友
は
次
の
よ
う
に
幅
掃
す
る
。

『
日
詞
芭
で
見
る
と
、
雀
合
戦
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
年
八
月
二
十
二
貝



審
査
の
鳴
声
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
年
八
月
=
干
日
、
同
九
星
百
の
条
に
、

そ
の
記
事
が
あ
る
。
い
、ず
〆
れ
も
実
地
の
見
聞
に
基
づ
く
も
の
で
、
違
っ
て
い

る
の
は
年
J

次
が
前
山
後
し
て
い
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
つ
い
で
に
い
、
え
ば
、
こ

れ
に
つ
づ
い
て
、
白
木
屋
の
飾
窓
に
満
州
罰
呂
の
兵
士
の
人
形
が
並
べ
ら
れ
、

し
か
も
通
行
の
群
集
が
そ
れ
に
は
無
関
心
で
あ
っ
た
と
い
う
の
も
、

雀
ムロ戦

、が
あ
っ
た
の
と
同
じ
年
の
暮
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も

『日日
止

に
よ
れ
は
、
実
は
翌
六
年
の
十
一
月
二
十
七
月
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

ど
う
で
も
い
い
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
年
次
の
哩
亭
ケ
}
違
え
、
こ

れ
を
斐
口
よ
く
按
排
し
て
、
こ
こ
に
取
り
纏
め
た
こ
と
に
は
、
作
者
に
一
つ

の
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
お
そ
ら
く
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
時
勢

の
動
き
に
対
す
る
庶
民
の
反
発
と
い
う
も
の
を
写
し
出
そ
う
と
し
た
の
で

あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
い
か
に
4

平
口
風
で
、
生
温
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
既

に
見
た
通
り
で
、
ま
だ
飾
窓
の
兵
士
の
人
形
へ
の
無
闘
心
と
い
う
こ
と
も
、

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
単
な
る
ゆ
宅
「
占所
見
で
確
か
め
ら
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
(
1
5
)

「作
後
宣
言
」
で
は
、
昭
和
三
年
の
聖
書
事
件
お
よ
び
F口
和
五
年
の
雀
ム
ロ
戦

が
、
そ
れ
ぞ
れ
昭
和
五
年
、
六
年
に
改
変
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
改
変
は
、
昭

和
六
年
の
満
州
事
変
へ
の
補
助
線
と
し
て
意
味
を
持
た
さ
れ
る
。
そ
の
後
-
昭

和
七
年
の
「
霞
ヶ
関
の
需
主

l
五・

一五
事
件
と
、
カ
フ
ェ
の
革
定
、
百

貨
庖
の
水
者
広
生
尺
地
下
鉄
道
の
工
事
の
騒
責
等
々
の

「都
人
の
趣
味
」
の

低
下
を
物
語
る
出
来
事
が
羅
列
さ
れ
て
い
く
。
こ
れ
ら
は
門
附
の
娘
と
の
再
会

か
ら

「五
年
」
の
聞
に

「時
勢
の
変
っ
た
こ
と
」
と
ま
と
め
ら
れ
る
の
だ
が
、

冨
空
東
箆

庄

の
官
田
内
は
昭
和
二
年
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
や
は
り

昭
和
六
年
を
一
つ
の
時
代
の
区
切
り
と
し
て
仮
構
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
浮

か
び
上
が
る
。
年
次
の
改
車
に
よ
っ
て
用
意
さ
れ
た
時
代
の
切
断
線
に
よ
り
、

昭
和
六
年
区
別
と
以
後
で
は
時
代
が
異
な
る
よ
う
に
語
り
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
表
れ
て
い
る
の
は
、
現
代
と
以
前
の
時
代
の
違
い
を
強
調
し
よ
う
と

い
う
次
意
力
と
、
そ
れ
に
よ
り
現
在
の
社
会
務
品
習
さ
出
そ
う
と
い
-
つ
且
墨
耐
で
あ
る
。

一
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
「
わ
た
く
し
」
は
過
去
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
調
、
誇
張

す
る
際
に
個
入
的
な
追
憶
や
域
住
同
と
接
続
し
て
語
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
と
類
似

し
た
語
り
が
こ
こ
に
も
見
出
せ
る
。
自
ら
の
周
囲
に
起
き
た
こ
と
、
印
象
深
い
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出
来
事
を
接
続
す
る
の
は
過
去
と
の
隔
た
り
を
強
調
す
る
た
め
な
の
で
あ
る
。

昭
和
六
年
の
満
州
事
ホ
久
昭
和
七
年
の
五
・

一
五
事
件
を
中
心
に
時
代
の
変
わ

り
目
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
そ
こ
に
主
観
に
よ
る
歪
み
が
生
じ
て
し

ま
う
。
過
去
と
の
区
切
り
に
よ
っ
て
現
代
の
イ
メ
ー
ん
シ
を
誇
張
し
よ
う
と
い
う

次
車
力
主
表
れ
て
い
る
。

過
去
移
懐
古
し
語
っ
て
い
た

「わ
た
く
し
」
は
、
官
叩
を
完
成
さ
せ
お
雪
と



決
別
す
る
こ
と
で
現
実
を
描
く
こ
と
へ
と
意
識
が
向
く
。
過
去
へ
の
偏
執
と
そ

れ
を
億
構
し
よ
う
と
い
、
っ
意
識
は
変
化
し
、
現
代
の
様
ヱ
士
乞
描
い
て
い
く
の
で

あ
る
。
軍
空
東
一
一
椅
描
芭
は
懐
古
趣
味
を
語
λ
r
物
語
と
し
て
で
は
な
く
、
小
説
家

「
わ
た
く
し
」
が
書
く
と
い
う
行
橋
の
な
か
で
過
去
か
ら
現
代
へ
と
描
く
対
象

を
移
し
て
い
く
物
語
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
濯
東
締
謹
」

と
「
作
後
萱
一
=口
」
は
筆
致
、
内
容
と
も
に
罪
離
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
て
き
た

が
、
描
こ
う
と
す
る
対
象
に
対
す
る
「
わ
た
く
し
」
の
態
度
は

一
貫
し
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
中
で
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
「
わ
た
く
し
」
の
主
観
が
作
り
土
け

る
時
代
の
イ
メ
ジ
に
他
な
ら
な
い
。

[注]

軍
葉
謹
直
本
文
の
引
用
は
ヨ
宙
風
会
華
同
一
第
十
七
巻
(
岩
波
書
高

月
)
に
拠
っ
た
。

一
九
九
四

・
六

(l
)
宮
城
達
郎
蓮
東
謹
詩
の
成
立
と
構
造
」
(
『
解
釈
』

二
巻
八
貴
一
九
五
六
・
八
)

(2)
霊
友
毅
「
草
東
語
講
孜
」
(
事
束
謹
語
の
世
界
』
笠
間
雲
院
一
九
七
六
・
九
)

(3
)
高
軍
央
夫
「
「
作
後
輩
一
一
白
」
の
こ
と
荷
風
私
星
(
『文
樹
東

ι
二
O
二
・
=
一
)

(4
)
娃
隆
容
夫
「
謹
東
締
讃
を
読
む
」

(『文
t
E
第
五
巻
八
号
、
一
九
三
七
・
八
)

(5
)
永
弁
壮
吉
富
腸
亭
日
差
第
四
巻
害
波
書
居
、
一
九
八
0
・
一一一)

(6
)
永
井
荷
風
「
稲
帰
朝
者
日
記
」

(
罰
何
風
会
奪
容
第
四
巻
、
岩
波
書
后
ぺ
一
九
六
四
・

八(7
)
河
上
徹
太
郎
は
、

「
二
つ
の
拝
借
小
説
「
濯
東
締
誇
」

と

「
吾
薗
」
」
(
『
車
示
朝

日
新
聞
』

一
九
三
七
七
・
三
)
主
存
品
を
接
戦
し
つ
つ
、
「
主
観
的
な
杯
情
小
説
」

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

ii 
!j 
ii 
塁 δ

一
九
七
六

九(1
0
)
中
華
事
天
「
「
選
東
建
碑
」
序
論
|
金
置
と
し
て
の
大
江
匡
|

|」
(
『
冥

徒
』
五
養

一
九
八
三
・
五
)

(1
1
)
大
隈
重
苦
「
明
治
文
化
発
桂
記
金
属
聾
奮
」
(
萌
治
文
化
発
提
起
達
也

大
日
本
文
明
協
会
、
一
九
二
四
年
・
一
二
)

(1
2
)
復
思
議
『
帝
都
復
興
事
告
穣
塑
(
車
塁
巾
政
調
査
ム
弐

一
九
二
八
・
三
)

(1
3
)
復
興
事
書
籍

『
帝
都
復
興
事
業
↓藍

土
本
編
上
巻
(
肉
桜
省
復
書
均
一
九

三
一
・
三
)
に
は
襲
警
れ
た
橋
梁
の
一
貫
か
あ
り
、
そ
こ
に
五
曇
橋
二
z

高
橋
白

髭
橋
駒
形
橋
も
記
録
が
あ
る
。

(1
4
)
片
山
宏
行
「
円
タ
ク
」
(
『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

・
モ
ダ
ン
文
化
都
市
第
7
巻
円
タ

ク
・
地
下
詰
片
山
宏
任
編
、
ゆ
ま
に
董
異
二

O
O九
・
二
)

(1
5
)
初
田
亨

『カ
フ
ェ
と
喫
茶
底
/
モ
ダ
ン
都
市
の
た
ま
り
場
』
宮
員
、
一
九

30 

九
三
・
二
)


