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生
い
立
ち 

 

吉
田
勘
兵
衛
良
信
は
慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
摂
津
国
能
勢
（
現
大
阪
府 

豊
能
郡
能
勢
町
）
に
生
ま
れ
た
。 

 

こ
の
と
き
は
江
戸
幕
府
二
代
将
軍
秀
忠
の
時
代
で
初
代
の
家
康
が
上
京
し
て 

二
条
城
で
豊
臣
秀
頼
と
会
見
し
た
年
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
四
年
後
の
元
和 

元
年
（
一
六
一
五
）
家
康
は
大
阪
夏
の
陣
に
よ
っ
て
豊
臣
家
を
滅
亡
さ
せ
、
天 

下
は
徳
川
幕
府
の
も
の
に
な
っ
た
。 

 

勘
兵
衛
の
生
ま
れ
た
能
勢
は
大
阪
の
西
北
に
位
置
す
る
山
間
の
地
で
、
少
年 

時
代
に
父
を
亡
く
し
た
彼
が
ど
の
よ
う
な
幼
少
期
を
過
ご
し
た
か
は
明
か
で
は 

な
い
が
大
阪
城
を
築
い
た
秀
吉
の
時
代
か
ら
開
発
が
進
み
、
江
戸
幕
府
に
よ
っ 

て
、
復
興
が
進
み
、
商
業
経
済
の
中
心
と
し
て
賑
わ
う
よ
う
に
な
っ
た
大
阪
を 

見
て
、
商
人
と
し
て
活
躍
す
る
志
と
腕
を
磨
い
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。 

                     



江
戸
に
出
て
木
材
、
石
材
商
に
な
る 

 

寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
数
え
年
二
十
四
歳
で
江
戸
に
出
、
間
も
な
く
日 

本
橋
本
材
木
町
に
店
を
構
え
て
木
材
と
石
材
の
商
売
を
始
め
た
。 

 

と
き
は
三
代
将
軍
家
光
の
時
代
で
幕
府
の
基
盤
も
よ
う
や
く
安
泰
と
な
っ
て 

江
戸
は
日
に
日
に
繁
栄
を
増
し
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。 

 

勘
兵
衛
は
稀
に
見
る
勤
倹
力
行
の
士
で
信
義
に
厚
く
か
つ
浪
花
商
人
の
血
を 

引
い
て
い
た
た
め
商
売
も
巧
み
で
あ
っ
た
。
江
戸
の
店
は
勘
兵
衛
の
人
柄
と
相 

俟
っ
て
申
し
分
無
い
発
展
を
続
け
、
開
業
十
年
三
十
歳
半
ば
で
江
戸
城
修
築
の 

御
用
木
材
を
承
り
、
諸
侯
お
出
入
り
の
豪
商
に
の
し
上
っ
た
。 

 

幕
府
へ
の
納
材
は
公
儀
御
用
で
あ
る
た
め
ど
れ
程
の
利
益
を
得
て
も
営
業
所 

得
に
は
一
文
の
税
も
か
か
ら
な
い
。 

公
儀
普
請
は
博
打
だ
と
い
わ
れ
る
程
大
幅
な
利
益
も
出
る
こ
と
も
多
い
反
面 

仕
入
れ
時
よ
り
相
場
が
下
落
す
れ
ば
欠
損
を
覚
悟
の
安
値
で
行
わ
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。 

 

幕
府
の
御
用
木
材
の
伐
り
出
し
は
主
に
幕
府
直
轄
の
「
御
林
」
か
ら
だ
が
幕 

府
の
「
御
林
」
は
全
国
に
散
在
し
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
特
に
大
き
な
「
御
林
」 

か
ら
の
出
材
は
江
戸
時
代
の
初
め
よ
り
元
和
ま
で
（
一
六
一
五
～
一
六
二
三
） 

は
、
木
曽
御
林
（
元
和
以
降
は
尾
張
藩
の
御
林
と
な
る
）
よ
り
元
和
か
ら
元
禄 

（
一
六
八
八
～
一
七
〇
三
）
ま
で
は
伊
那
の
御
林
か
ら
の
伐
り
出
し
が
主
で
あ 

っ
た
。 

              



江
戸
の
材
木
商 

 

た
だ
幕
府
は
全
国
を
支
配
す
る
最
高
の
権
力
者
だ
か
ら
必
要
と
あ
ら
ば
御
林 

以
外
の
山
か
ら
も
強
制
的
に
伐
り
出
す
こ
と
が
で
き
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
幕
府
の
必
要
材
を
山
か
ら
伐
り
出
し
て
目
的
地
ま
で
運
ぶ
「
御 

用
木
仕
出
し
」
に
は
幕
府
自
身
行
う
「
御
直
仕
出
し
」
と
商
人
に
請
負
わ
せ
る 

「
商
人
請
負
仕
出
し
」
と
の
両
様
が
あ
り
、
元
禄
時
代
に
は
後
者
の
仕
出
し
法 

が
盛
ん
に
採
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

勘
兵
衛
よ
り
少
し
遅
れ
て
元
禄
年
間
材
木
商
と
し
て
活
躍
し
た
奈
良
屋
茂
左 

衛
門
（
明
歴
八
年
、
一
六
五
五
～
正
徳
四
年
、
一
七
一
四
）
は
名
古
屋
の
材
木 

商
神
戸
屋
分
左
衛
門
と
手
を
組
ん
で
木
曽
山
や
飛
騨
山
か
ら
材
木
を
伐
り
出
し 

ま
た
同
じ
頃
豪
商
の
名
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
紀
伊
国
屋
文
左
衛
門
（
寛
文
五 

年
、
一
六
六
五
～
享
保
三
年
、
一
七
一
八
）
は
幕
府
の
御
用
木
請
負
仕
出
し
の 

際
、
駿
府
の
豪
商
松
木
新
左
衛
門
や
そ
の
弟
の
松
木
郷
蔵
と
手
を
組
ん
で
駿
州 

千
頭
山
か
ら
伐
り
出
し
て
い
る
。 

 

十
七
世
紀
の
寛
文
期
ご
ろ
ま
で
は
全
国
各
地
の
城
下
町
建
設
が
い
ち
お
う
一 

段
落
し
た
が
、
元
禄
時
代
に
は
各
城
下
町
が
さ
ら
に
拡
大
発
展
し
た
た
め
、
土 

木
建
設
工
事
に
必
要
な
材
木
の
需
要
が
大
き
く
な
っ
た
。
家
綱
の
あ
と
五
代
将 

軍
と
な
っ
た
綱
吉
（
一
六
八
〇
）
の
元
禄
政
治
も
材
木
の
需
要
を
大
い
に
促
す 

要
因
と
な
っ
た
。 

 

綱
吉
は
従
来
の
武
断
政
治
を
退
け
、
文
治
政
治
を
積
極
的
に
推
進
す
る
た
め 

儒
学
を
振
興
し
た
り
、
仏
教
を
篤
く
信
奉
し
た
り
し
て
寺
院
や
学
問
所
の
建
設 

に
力
を
注
い
だ
。
そ
の
結
果
も
の
す
ご
い
建
築
ブ
ー
ム
が
巻
き
起
こ
っ
た
。 

 

そ
し
て
当
時
の
建
築
用
材
の
基
本
は
材
木
だ
か
ら
こ
こ
に
一
大
出
材
ブ
ー
ム 

が
現
出
し
材
木
を
扱
う
商
人
が
時
流
に
便
乗
し
て
大
い
に
儲
け
た
の
で
あ
る
。 

 

奈
良
屋
茂
左
衛
門
は
（
天
和
三
年
、
一
六
八
三
）
五
月
の
日
光
大
地
震
に
よ 

り
東
照
宮
が
倒
壊
し
た
際
、
そ
の
修
復
普
請
用
材
の
調
達
を
一
手
に
請
負
っ
て 

巨
利
を
得
、
紀
伊
国
屋
文
左
衛
門
は
（
元
禄
十
一
年
、
一
六
九
八
）
に
江
戸
上 

野
の
寛
永
寺
根
本
中
堂
の
造
営
用
材
の
調
達
を
請
負
っ
て
巨
萬
の
利
益
を
得
た 

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
大
建
設
工
事
が
い
く
つ
も
行
わ
れ
る
と
一
つ
の
お
寺
を
つ
く
る 

に
も
建
物
は
本
堂
だ
け
で
な
く
、
塔
を
は
じ
め
多
く
の
付
属
坊
院
な
ど
大
迦
藍 

の
建
設
だ
か
ら
莫
大
な
費
用
と
材
料
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
し
て
材
木
商
人
は
競
っ
て
幕
府
に
納
め
る
材
木
の
御
用
請
負
を 

し
た
が
る
わ
け
だ
が
、
そ
う
簡
単
な
手
続
き
で
請
負
業
者
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。 



 
そ
れ
に
は
入
札
制
度
が
あ
り
、
当
時
既
に
裏
工
作
が
必
要
で
表
向
き
で
い
く 

ら
安
い
値
段
で
入
札
し
て
も
そ
の
人
に
は
絶
対
に
落
札
さ
れ
ぬ
カ
ラ
ク
リ
に
な 

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
カ
ラ
ク
リ
は
、
入
札
す
る
前
に
あ
ら
か
じ
め
役
人
に
保
証
金
の
よ
う
な 

「
た
て
物
」
を
差
し
出
し
て
一
種
の
賄
賂
の
額
を
申
告
し
、
入
札
す
る
前
に
す 

で
に
保
証
金
の
額
と
礼
金
（
成
功
報
酬
）
の
申
告
額
の
多
い
少
な
い
で
請
負
業 

者
は
内
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
役
人
と
一
部
特
定
の
材 

木
商
と
の
間
に
は
不
正
な
結
託
が
生
じ
て
い
た
。 

 

こ
う
し
た
カ
ラ
ク
リ
を
う
ま
く
利
用
し
て
役
人
や
政
治
家
に
と
り
入
り
一
攫 

千
金
の
利
権
に
あ
り
つ
い
た
の
が
綱
吉
時
代
の
元
禄
政
治
と
い
わ
れ
る
。 

 

こ
の
時
代
は
利
権
を
獲
得
し
た
材
木
商
が
大
儲
け
を
し
た
だ
け
で
な
く
建
設 

ブ
ー
ム
に
便
乗
し
た
役
人
や
政
治
家
も
賄
賂
を
取
り
込
み
大
い
に
私
腹
を
肥
や 

し
た
と
い
わ
れ
る
。 

 

こ
う
し
て
完
全
に
政
商
は
高
度
経
済
成
長
時
代
に
は
政
治
家
と
コ
ネ
が
出
来 

て
い
て
、
大
い
に
日
が
当
っ
て
い
た
が
、
い
っ
た
ん
政
権
が
交
代
し
て
馴
染
み 

の
政
治
家
が
失
脚
す
る
と
斜
陽
に
な
り
、
や
が
て
没
落
の
運
命
を
た
ど
る
の
は 

現
在
と
変
わ
り
は
な
い
。 

 

一
方
勘
兵
衛
は
、
紀
文
や
奈
良
茂
と
異
な
り
権
力
と
結
び
つ
く
こ
と
を
極
力 

避
け
て
、
儲
け
た
金
を
畢
生
の
悲
願
で
あ
る
埋
立
事
業
に
つ
ぎ
込
ん
で
あ
く
ま 

で
も
公
共
の
為
、
一
般
の
民
衆
が
相
手
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
貫
い
た
。 

 

幕
府
の
御
用
材
を
扱
う
問
屋
は
幕
府
の
必
要
と
す
る
材
木
を
購
入
、
販
売
す 

る
の
を
主
と
し
て
民
間
の
需
要
は
賄
わ
な
い
。
材
木
の
扱
い
高
が
全
く
違
う
の 

だ
。
こ
れ
に
対
し
町
方
一
般
の
建
築
材
を
扱
う
問
屋
は
川
辺
材
問
屋
と
い
っ
て 

区
別
さ
れ
て
い
る
。 

 

江
戸
の
材
木
商
仲
間
に
は
、
深
川
木
場
問
屋
、
板
材
木
熊
野
問
屋
、
川
辺
一 

番
組
古
問
屋
が
あ
る
。 

 

深
川
と
熊
野
と
は
、
公
儀
、
大
名
家
御
用
材
を
扱
い
、
川
辺
は
町
家
の
用
材 

を
扱
う
。 

 

川
辺
材
は
利
根
川
、
荒
川
、
多
摩
川
な
ど
を
利
用
し
て
上
流
か
ら
運
ば
れ 

巨
木
は
稀
で
お
お
か
た
細
手
の
穂
付
丸
太
、
切
り
小
丸
太
で
あ
っ
た
。 

 

こ
れ
ら
の
材
木
は
町
方
の
建
築
材
料
と
し
て
四
辺
を
張
り
、
柱
、
桁
な
ど
の 

小
屋
材
に
用
い
ら
れ
た
。 

 

江
戸
の
町
家
は
九
尺
二
間
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
長
屋
が
多
く
、
巨
木
や
上
質 

の
四
方
無
地
な
ど
の
材
木
を
使
う
贅
沢
と
は
縁
が
遠
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 



江
戸
城
の
修
築 

 

一
方
江
戸
城
の
修
築
は
殆
ど
諸
大
名
の
御
手
伝
普
請
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
が
、 

こ
の
た
め
各
大
名
は
莫
大
な
費
用
と
労
役
を
課
せ
ら
れ
た
。 

 

江
戸
城
の
総
講
は
、
武
家
地
、
寺
社
地
、
町
地
が
配
さ
れ
た
外
郭
と
狭
義
の 

城
内
で
あ
る
内
郭
と
に
大
別
さ
れ
る
。 

 

江
戸
城
は
表
、
大
奥
あ
わ
せ
て
一
万
一
三
七
三
坪
、
西
丸
殿
舎
も
一
万
一
〇 

〇
〇
坪
余
あ
り
、
こ
れ
ら
の
殿
舎
は
工
事
期
間
が
毎
回
十
月
が
定
例
で
、
表
向 

殿
舎
は
幕
府
作
事
方
が
担
当
し
、
大
奥
は
す
べ
て
小
普
請
方
が
担
当
し
た
。 

 

ま
た
、
江
戸
城
外
郭
、
石
垣
、
天
守
台
な
ど
は
、
各
大
名
に
分
担
し
て
行
わ 

せ
た
。
こ
の
た
め
各
大
名
は
、
普
請
奉
行
と
人
足
を
尾
張
や
伊
豆
な
ど
に
派
遣 

し
て
木
・
石
材
を
採
取
さ
せ
運
搬
し
た
。 

 

ま
た
江
戸
市
中
の
町
地
は
町
奉
行
支
配
、
寺
社
地
は
寺
社
奉
行
支
配
、
武
家

地
は
大
目
付
・
目
付
支
配
と
い
う
よ
う
に
支
配
系
統
が
異
な
っ
て
い
た
。 

 

大
名
は
上
屋
敷
の
ほ
か
、
中
・
下
屋
敷
の
両
方
を
保
有
す
る
と
は
限
ら
な
か

っ
た
が
、
下
屋
敷
を
二
つ
も
持
つ
も
の
も
あ
っ
た
。 

 

（
延
宝
五
年
、
一
六
七
七
）
家
綱
時
代
の
「
江
戸
雀
」
に
は 

  
 

 

大
名
屋
敷 

 
 

 
 

約 
 
 

五
二
〇
ヶ
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小
名
屋
敷 

 
 

 
 

約 
 

二
八
七
〇
ヶ
所 

 
 

 

寺 

院 
 
 

 
 

 

約 
 
 

八
五
〇 

寺 
 

 
 

神 

社 
 
 

 
 

 

約 
 
 

一
二
〇 

社 
 

 
 

橋 

数 
 
 

 
 

 

約 
 
 

二
七
〇 

橋 
 

 
 

町 

数 
 
 

 
 

 

約 
 
 

九
〇
〇 

町 
 

さ
ら
に 

 
 

 

上
屋
敷 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

三
六
五
ヶ
所 

 
 

 

中
・
下
屋
敷 

 
 

 
 

 
 
 

七
三
四
ヶ
所 

 

江
戸
の
町
数
が
八
百
八
町
と
い
う
の
は
誇
張
で
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
町
並
が
江
戸
城
は
じ
め
諸
大
名
家
な
ら
び
に
江
戸
市
中
を
な
め
ま
わ 

し
た
大
火
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。 

 

そ
れ
は
家
康
（
慶
長
）
秀
忠
（
慶
長
・
元
和
）
家
光
（
元
和
・
寛
永
・
慶
安
） 

家
綱
（
承
応
・
明
暦
・
万
治
・
寛
文
・
延
宝
）
綱
吉
（
延
宝
・
天
和
・
元
禄
） 

の
一
六
〇
〇
年
代
は
江
戸
に
大
火
・
大
地
震
が
頻
発
し
た
年
で
あ
っ
た
。 

 

江
戸
城
の
修
築
は
殆
ど
諸
大
名
の
御
手
伝
普
請
で
諸
大
名
が
幕
府
か
ら
公
認 



さ
れ
た
朱
印
高
を
も
と
と
し
て
賊
課
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
普
請
に
際
し
て
、 

幕
府
か
ら
そ
の
費
用
の
一
部
と
し
て
金
員
が
頒
か
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ 

を
上
廻
る
負
担
金
は
巨
額
に
の
ぼ
っ
た
。 

 

し
か
も
一
六
〇
〇
年
代
前
後
約
五
十
年
間
に
行
わ
れ
た
数
次
に
わ
た
る
大
工 

事
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
工
事
は
い
が
い
な
ほ
ど
の
短
期 

間
で
完
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

こ
の
際
、
莫
大
な
物
量
の
投
入
が
行
わ
れ
た
こ
と
と
、
ま
た
城
郭
と
い
う
軍 

事
施
設
の
建
設
と
い
う
性
格
か
ら
工
事
の
短
期
間
終
了
が
要
請
さ
れ
た
こ
と
は 

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
一
面
に
お
い
て
築
城
の
縄
張
り
そ
の
も
の
が
地
形
の
確 

実
な
把
握
と
そ
の
十
分
な
利
用
の
上
に
行
わ
れ
た
こ
と
も
ま
た
工
事
の
完
成
を 

早
め
た
大
き
な
原
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。 

 

し
か
し
徳
川
も
元
和
時
代
を
経
て
、
世
は
泰
平
を
謳
歌
す
る
時
代
に
な
る
に 

し
た
が
い
江
戸
城
は
徳
川
氏
の
居
城
と
し
て
の
本
来
の
軍
事
的
、
戦
略
的
性
格 

を
次
第
に
減
じ
、
幕
藩
体
制
統
一
の
本
拠
と
し
て
わ
が
国
の
政
治
、
行
政
の
中 

枢
部
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
に
つ
れ
て
内
部
の
役
割
も
城
郭
そ
の
も
の
が
幕
府
の
官
庁
と
も
い
う
べ 

き
殿
舎
の
地
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。 

 

ま
た
西
丸
に
付
随
し
た
吹
上
の
場
合
、
御
三
家
は
じ
め
親
藩
、
譜
代
の
有
力 

大
名
が
邸
宅
を
構
え
、
文
字
ど
お
り
徳
川
家
の
藩
屏
と
し
て
そ
の
役
割
を
果
た 

し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

西
丸
下
は
日
比
谷
入
江
を
埋
め
立
て
た
場
所
で
あ
り
、
こ
こ
は
大
手
門
に
も 

西
丸
大
手
門
に
も
近
く
、
登
城
に
便
利
で
あ
る
と
い
う
関
係
か
ら
幕
府
の
高
級 

官
僚
の
官
邸
地
帯
と
し
て
の
性
格
を
与
え
ら
れ
た
。 

 

す
な
わ
ち
老
中
、
若
年
寄
な
ど
の
閣
僚
ク
ラ
ス
の
者
が
そ
の
職
に
任
命
さ
れ 

る
と
、
西
丸
下
の
邸
地
に
移
転
を
命
じ
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
西
丸
下
は
江
戸
城
が
中
央
政
庁
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
最
も
よ 

く
反
映
し
た
地
域
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。 

 

ま
た
外
郭
の
範
囲
の
大
部
分
が
武
家
地
で
あ
り
、
現
在
の
丸
の
内
・
霞
ヶ
関
・ 

永
田
町
一
帯
は
主
と
し
て
大
名
屋
敷
地
帯
で
あ
り
、
番
町
（
当
時
は
九
段
上
ま 

で
の
総
称
）
か
ら
駿
河
台
の
東
側
、
昌
平
橋
（
筋
違
橋
門
）
か
ら
神
田
橋
を
結 

ぶ
線
ま
で
は
、
こ
と
ご
と
く
旗
本
屋
敷
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
中
で
江
戸
時
代
を
通
じ
て
町
人
の
居
住
を
許
さ
れ
た
町
屋
は
わ
ず
か
に 

麹
町
通
り
の
麹
町
一
～
十
丁
目
と
九
段
中
坂
（
飯
田
町
）
に
あ
る
だ
け
で
あ
っ 

た
。 

 



旧
領
主
等
と
の
親
交 

 

勘
兵
衛
が
時
の
将
軍
家
光
か
ら
江
戸
城
の
城
郭
を
修
理
す
る
に
当
り
、
木 

材
・
石
材
の
御
用
達
を
命
ぜ
ら
れ
た
り
、
参
勤
交
代
制
度
の
確
立
に
よ
っ
て
、 

各
大
名
屋
敷
の
建
設
な
ど
に
参
画
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
生
来
の
勤
勉
カ 

行
、
鋭
意
家
業
に
精
励
し
、
一
大
富
豪
に
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、 

そ
の
裏
に
は
関
ヶ
原
の
役
で
家
康
に
従
い
、
偉
功
を
奏
し
て
旧
領
を
与
え
ら
れ 

能
勢
城
主
と
な
っ
た
能
勢
摂
津
守
頼
次
（
寛
永
三
年
、
一
六
二
六
没
）
の
次
男 

頼
高
の
子
で
勘
兵
衛
の
故
郷
、
摂
津
国
歌
垣
の
城
主
で
あ
っ
た
。 

 

能
勢
庄
左
衛
門
頼
春
（
妙
法
寺
過
去
帳
に
圓
通
院
殿
覚
庵
日
皎
居
士
と
記
載 

あ
り
）
や
頼
次
の
次
女
で
家
光
や
家
綱
に
老
女
近
江
局
と
し
て
仕
え
た
旧
主
能 

勢
一
族
の
口
添
え
や
、
後
に
吉
田
新
田
の
干
拓
を
祈
願
し
て
勘
兵
衛
と
と
も
に 

外
護
を
寄
せ
、
千
住
中
村
の
地
に
開
創
し
た
運
千
山
自
性
寺
の
開
基
と
称
せ
ら 

れ
る
安
藤
伊
賀
守
重
元
の
兄
で
高
崎
藩
五
万
六
千
石
の
二
代
藩
主
安
藤
伊
勢
守 

重
長
が
西
城
の
石
垣
修
理
を
は
じ
め
江
戸
城
二
の
丸
修
理
の
奉
行
を
つ
と
め
た 

こ
と
か
ら
勘
兵
衛
と
の
親
交
が
生
ま
れ
、
重
元
も
ま
た
肝
胆
相
照
す
交
友
を
つ 

づ
け
た
。 

 

重
長
、
重
元
の
父
重
信
は
慶
長
か
ら
元
和
ま
で
老
中
を
つ
と
め
、
重
長
も
ま 

た
寛
永
十
二
年
よ
り
明
暦
三
年
ま
で
二
十
二
年
間
も
寺
社
奉
行
を
つ
と
め
る
な 

ど
幕
閣
に
多
大
の
功
績
が
あ
っ
た
。 

               



千
石
の
悲
願 

 

勘
兵
衛
は
旧
藩
主
や
幕
府
重
臣
の
引
立
て
も
あ
っ
て
着
実
に
業
績
を
拡
大
し 

て
い
っ
た
が
、
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
三
月
の
江
戸
の
大
地
震
に
よ
り
木
・ 

石
材
の
販
売
で
巨
利
を
得
、
そ
の
巨
利
を
も
っ
て
、
か
ね
て
念
願
の
干
拓
事
業 

を
思
い
立
ち
、
初
め
隅
田
川
沿
い
の
湿
地
帯
、
千
住
中
村
の
音
無
川
流
域
の
湿 

原
を
干
拓
し
た
。 

 

勘
兵
衛
は
木
材
・
石
材
の
販
売
だ
け
で
な
く
農
業
経
営
に
も
人
並
み
す
ぐ
れ 

た
才
を
見
せ
、
南
千
住
に
開
い
た
新
田
か
ら
は
数
年
の
う
ち
に
七
、
八
百
石
の 

収
穫
を
上
げ
る
に
至
っ
た
。 

 

江
戸
幕
府
は
高
千
石
を
超
え
た
地
主
に
は
、
社
の
建
立
を
許
す
と
い
う
布
告 

を
出
し
て
い
た
。 

 

千
石
に
悲
願
を
か
け
て
年
ご
と
に
資
力
を
没
入
し
て
い
っ
た
が
、
千
住
の
地 

は
周
囲
を
他
家
の
所
有
地
に
囲
ま
れ
て
お
り
千
石
の
悲
願
は
不
可
能
と
思
わ
れ 

た
が
、
彼
は
こ
の
実
績
を
も
と
に
幕
府
に
新
田
開
発
を
請
願
し
た
。 

 

然
し
隅
田
川
（
荒
川
）
沿
岸
の
と
く
に
江
戸
府
内
側
は
奥
州
外
様
大
名
の
防 

備
に
あ
て
ら
れ
た
重
要
地
帯
で
あ
る
た
め
、
幕
府
の
許
可
が
お
り
な
か
っ
た
。 

 

一
大
富
豪
と
な
っ
た
勘
兵
衛
の
畢
生
の
願
い
は
、
千
石
の
収
穫
の
あ
る
新
田 

の
開
発
で
あ
っ
た
た
め
適
地
を
他
新
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

 

尾
張
、
飛
騨
、
信
州
、
木
曽
、
遠
州
な
ど
の
木
・
石
材
の
買
付
先
や
、
し
ば 

し
ば
東
海
道
を
辿
っ
て
旅
を
し
た
箱
根
な
ど
も
街
道
筋
は
家
や
田
畑
も
整
然
と 

並
ん
で
食
い
入
る
余
地
は
な
さ
そ
う
に
思
わ
れ
た
。 

 

街
道
を
外
れ
て
鎌
倉
や
金
沢
の
地
続
き
を
さ
ま
よ
い
、
あ
る
日
横
浜
村
に
や 

っ
て
き
た
。 

 

汀
に
立
っ
た
勘
兵
衛
は
、
ま
ず
州
乾
湾
の
明
媚
な
風
向
き
に
心
惹
か
れ
た
。 

細
長
く
突
出
し
た
砂
州
と
整
然
と
並
ぶ
田
畑
、
松
の
緑
と
点
綴
す
る
農
家
の
姿 

が
地
上
の
楽
園
を
思
わ
せ
る
た
た
ず
ま
い
で
あ
っ
た
。 

 

漁
ど
る
白
帆
が
藍
色
の
波
に
映
え
、
州
乾
岬
の
松
籟
が
爽
や
か
に
鳴
り
わ
た 

る
朱
色
の
弁
天
の
鳥
居
と
社
が
夢
の
よ
う
な
倒
影
を
水
に
投
げ
か
け
る
。 

湾
は
奥
深
く
食
い
込
み
、
水
天
彷
彿
の
彼
方
に
富
士
の
姿
が
気
高
い
。 

陶
然
と
佇
む
勘
兵
衛
の
胸
の
う
ち
が
清
々
と
し
た
。
こ
こ
こ
そ
平
和
の
里
、

神
の
お
わ
す
地
に
違
い
な
い
。
日
本
橋
の
繁
栄
や
変
化
に
乏
し
い
千
住
の
新
田 

が
色
あ
せ
た
も
の
に
思
わ
れ
た
。 

 

勘
兵
衛
は
所
要
の
旅
ご
と
に
足
を
ま
げ
て
横
浜
村
を
訪
れ
た
。
そ
し
て
訪
れ 

る
ご
と
に
い
ち
だ
ん
と
深
く
州
乾
の
風
光
に
魅
せ
ら
れ
て
い
っ
た
。 



 
陸
行
し
て
湾
を
め
ぐ
り
、
漁
の
小
舟
を
浮
か
べ
て
海
上
か
ら
探
っ
た
。
湾
は 

奥
に
入
る
ほ
ど
浅
く
な
っ
て
い
た
。
汀
の
一
部
は
泥
嚀
と
化
し
葦
が
群
生
し
て 

舟
行
を
妨
げ
た
。 

 

度
重
な
る
検
討
の
す
え
、
勘
兵
衛
は
こ
こ
に
新
田
を
開
く
こ
と
を
決
心
し
た
。 

汀
か
ら
漸
次
沖
に
向
か
っ
て
埋
立
て
て
い
け
ば
か
な
ら
ず
千
石
の
悲
願
は
達
せ 

ら
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。 

 

横
浜
村
は
小
さ
い
な
が
ら
も
砂
利
の
う
え
に
先
祖
伝
来
の
田
畑
を
耕
し
て
い 

る
。
海
の
幸
も
少
な
く
な
い
。
村
民
は
富
ん
で
は
い
な
い
が
、
貧
窮
の
姿
に
は 

見
え
な
い
。
陸
田
が
主
体
な
の
は
、
水
利
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
だ
が
大
岡 

川
の
水
を
引
け
ば
、
水
田
耕
作
も
不
可
能
で
は
な
い
と
判
断
し
た
。 

 

浅
い
海
が
沖
に
遠
く
続
い
て
い
る
、
無
限
の
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。 

                        



新
田
埋
立
て
の
決
意
と
実
行 

 

勘
兵
衛
の
夢
は
大
き
く
膨
ら
ん
だ
。 

 

彼
は
意
を
決
し
、
埋
立
て
開
墾
を
幕
府
に
請
願
し
た
。 

 

当
時
の
老
中
、
酒
井
雅
楽
守
忠
清
（
天
和
元
年
没 

享
年
五
十
八
） 

 
 

 
 

老
中
、
松
平
伊
豆
守
信
綱
（
寛
文
二
年
没 

享
年
六
十
七
） 

の
聴
許
を
得
て
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
七
月
、
干
拓
工
事
に
着
手
し
た
。 

 

勘
兵
衛 

四
十
六
歳
の
時
で
あ
っ
た
。 

埋
立
て
は
黒
田
助
兵
衛
が
請
負
い
、
苦
心
惨
膽
之
を
続
行
し
た
が
翌
年
五
月
十 

八
日
よ
り
十
三
日
間
降
り
続
い
た
大
雨
の
た
め
、
折
角
築
い
た
潮
除
提
は
残
ら 

ず
流
出
崩
壊
し
た
。
洪
水
に
よ
り
干
拓
工
事
は
頻
挫
す
る
が
、
こ
の
年
（
明
暦 

三
年
）
正
月
十
八
日
に
起
っ
た
振
袖
火
事
と
呼
ば
れ
る
本
郷
丸
山
の
日
蓮
宗
本 

妙
寺
か
ら
出
火
し
た
火
は
翌
日
も
燃
え
つ
づ
け
、
江
戸
の
町
の
大
半
及
び
江
戸 

城
本
丸
、
二
の
丸
、
天
守
閣
も
灰
燼
と
帰
し
た
た
め
本
材
の
価
格
が
高
騰
し
、 

勘
兵
衛
は
ま
た
ま
た
巨
利
を
得
、
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
二
月
十
一
日
再
度 

の
埋
立
て
を
決
行
し
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
年
、
幼
い
頃
か
ら
仏
心
に
厚
く
深
く
日
蓮
宗
に
帰
依
し
て
い
た
勘
兵
衛 

は
身
延
山
登
り
大
願
成
就
を
祈
念
し
た
。 

 

そ
の
お
り
、
久
遠
寺
二
十
九
世
日
莚
上
人
に
か
つ
て
干
拓
し
た
千
住
中
村
の 

地
に
一
宇
を
創
建
し
て
寄
進
す
る
旨
を
申
し
出
て
快
諾
を
得
、
下
山
す
る
や
直 

ち
に
諸
堂
宇
を
建
立
し
た
。 

 

日
莚
上
人
は
自
性
院
日
身
上
人
を
送
っ
て
開
山
と
し
、
運
千
山
自
性
寺
と
号 

し
た
。
自
性
寺
は
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
下
谷
真
養
寺
を
本
山
の
名
に
よ
っ 

て
自
性
寺
に
移
し
て
合
寺
し
運
千
山
真
養
寺
と
号
し
た
。
こ
の
寺
は
勘
兵
衛
が 

本
堂
、
鬼
子
母
神
堂
、
書
院
な
ど
を
譜
代
旗
本
山
本
正
吉
（
四
〇
〇
石
）
が
稲 

荷
堂
と
門
を
建
立
寄
進
、
安
藤
重
元
を
勘
請
開
基
と
し
て
い
る
。 

 

自
性
寺
は
勘
兵
衛
が
新
た
に
企
画
せ
る
新
田
埋
立
開
墾
の
成
就
、
五
穀
豊
饒 

の
祈
願
、
諸
霊
供
養
の
た
め
、
寺
地
二
千
二
百
四
〇
坪
を
寄
付
し
て
建
立
し
た 

も
の
で
あ
る
。 

      



新
田
の
完
成 

 

新
田
開
発
の
追
願
が
叶
っ
た
万
治
二
年
、
企
画
請
負
は
三
浦
郡
砂
村
内
川
新 

田
を
開
墾
し
た
、
摂
津
大
阪
上
福
島
の
人
、
砂
村
左
衛
門
入
道
真
悦
が
主
と
な 

り
他
に
、
坂
本
養
庵
、
友
野
与
右
衛
門
ら
の
協
力
を
得
、
資
金
は
主
と
し
て
勘 

兵
衛
が
提
供
し
、
同
年
二
月
十
一
日
鍬
入
れ
を
し
た
の
で
あ
る
。 

  

開
墾
事
業
は
、 

 
 

太
田
村
天
秤
山 

 
 

長
さ 

七
〇 

間 
 

高
さ 

二
五
間 

 
 

石
川
中
村
大
丸
山 

 

長
さ 

九
九 

間 
 

高
さ 

二
五
間 

 
 

横
浜
村
宗
閑
島 

 
 

長
さ 
一
六
〇
間 

 

幅 
 

四
〇
間 

の
土
砂
を
切
崩
し
て
埋
立
て
た
も
の
で
あ
る
。 

  

か
く
し
て
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
吉
田
新
田
の
干
拓
は
完
成
し
た
。 

総
面
積
一
一
六
町
四
反
、
そ
の
内
訳
は
水
田
九
四
町
一
反
、
畑
地
二
〇
町
三
反 

寺
地
宅
地
二
町
歩
で
金
額
は
八
千
三
八
両
を
費
や
し
た
と
い
う
。 

 

新
田
と
海
岸
と
の
間
に
は
、
塩
除
提
（
長
さ
一
〇
三
三
間
、
提
敷
一
三
間
、 

高
さ
三
間
）
を
築
き
、
大
岡
川
を
両
岸
に
延
長
、
新
川
を
（
幅
一
二
間
、
深
さ 

三
間
）
作
り
、
河
岸
提
（
右
側
約
一
七
〇
〇
間
、
左
側
約
一
三
〇
〇
間
、
幅
各
々 

一
間
）
を
め
ぐ
ら
し
、
新
田
中
央
に
大
岡
川
の
水
を
引
き
用
水
と
し
中
川
（
幅 

五
間
、
深
さ
二
間
）
と
称
し
引
入
口
に
し
ゃ
く
は
ち
樋
（
高
さ
一
間
半
、
幅
三 

間
半
）
川
下
に
ま
ね
き
戸
樋
（
高
さ
一
間
、
幅
五
間
）
を
設
け
、
そ
の
間
埋
樋 

を
お
き
河
岸
提
に
は
用
水
戸
樋
、
塩
除
提
に
は
二
ヶ
所
の
大
水
門
く
る
ま
樋
（
高 

さ
二
間
、
幅
三
間
）
が
設
け
ら
れ
、
新
田
は
中
川
を
中
心
に
南
北
に
分
け
、
さ 

ら
に
六
区
画
し
川
口
か
ら
順
次
、
南
（
北
）
一
つ
目
、
六
つ
目
と
称
し
た
。 

 

さ
ら
に
砂
村
新
左
衛
門
は
、
新
田
新
提
に
松
六
〇
〇
〇
本
を
植
え
て
、
堤
の 

補
強
策
と
と
も
に
将
来
の
用
水
と
し
て
役
立
た
し
め
ん
と
し
て
い
た
こ
と
は
い 

う
ま
で
も
な
い
。 

 

徳
川
時
代
、
領
主
最
大
の
経
済
的
基
礎
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
貢
租
（
米
）

に
あ
っ
た
か
ら
幕
府
諸
侯
は
よ
り
多
額
の
貢
租
を
収
取
で
き
る
新
田
の
開
発
を 

奨
励
し
た
。
幕
府
が
新
田
の
開
墾
に
非
常
な
熱
意
を
示
し
積
極
的
な
奨
励
の
態 

度
を
と
っ
た
の
は
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
財
政
が
よ
う
や
く
収
支
の
均
衡
を 

失
っ
て
窮
乏
の
徴
候
を
現
わ
し
て
か
ら
で
あ
る
。 

 

吉
田
新
田
開
発
の
追
願
が
叶
っ
た
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
は
そ
の
徴
候
が 

見
え
始
め
た
こ
ろ
で
、
時
宣
を
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 



 
大
名
を
統
括
す
る
徳
川
幕
府
は
、
大
名
領
を
超
え
た
大
区
域
の
治
水
灌
漑
工 

事
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
幾
多
の
治
水
灌
漑
工
事
が
営
ま
れ
た
結
果
、
肥 

沃
な
大
河
川
の
沿
岸
や
下
流
平
野
で
新
田
が
続
々
と
開
発
さ
れ
て
い
っ
た
。 

 

か
く
て
水
利
の
改
修
と
新
田
の
開
発
は
、
農
村
生
産
力
の
飛
躍
的
拡
大
を
も 

た
ら
し
た
。 

  

十
七
世
紀
初
頭
（
慶
長
年
間
） 

 
 

全
国
総
石
高 

 
 

一
八
〇
〇
万
石 

 
 

耕
作
面
積 

 
 

 
一
五
〇
万
町
歩 

こ
れ
に
対
し 

 

十
七
世
紀
終
期
（
享
保
年
間
） 

 
 

全
国
総
石
高 

 
 

二
六
〇
〇
万
石 

 
 

耕
作
面
積 

 
 

 

三
〇
〇
万
町
歩 

 

勘
兵
衛
は
そ
の
功
に
よ
り
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
四
代
将
軍
家
綱
よ
り
激 

賞
さ
れ
、
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
己
が
苗
字
吉
田
と
い
え
る
を
も
っ
て
、
吉
田
新 

田
と
名
乗
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

 

そ
の
後
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
八
木
仁
兵
衛
の
検
地
に
よ
れ
ば
、
石
高
一 

〇
三
八
石
で
勘
兵
衛
及
び
長
子
吉
太
郎
良
春
、
次
子
長
吉
郎
常
政
の
三
名
の
所 

有
と
な
っ
た
。 

               



敬
神
崇
仏 

 

寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）
勘
兵
衛
は
干
拓
事
業
の
大
願
成
就
を
謝
し
、
自 

性
寺
境
内
に
宝
塔
（
供
養
塔
）
を
造
立
し
た
ほ
か
鐘
楼
堂
も
建
立
し
た
。
一
般 

に
鐘
楼
堂
の
建
立
は
寺
院
の
隆
昌
を
意
味
し
、
こ
の
頃
の
自
性
寺
の
寺
運
が
隆 

昌
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。 

 

万
治
二
年
二
月
新
田
開
墾
の
鍬
初
め
を
行
っ
た
勘
兵
衛
が
新
田
の
永
遠
の
安 

寧
繁
栄
を
祈
る
た
め
守
護
神
と
し
て
山
王
権
現
奉
祀
を
思
い
立
っ
た
に
は
江
戸 

本
材
木
町
の
居
住
地
の
鎮
守
で
あ
り
且
つ
出
身
地
摂
津
国
能
勢
歌
垣
の
氏
神
で 

も
あ
っ
て
、
幼
時
か
ら
尊
崇
し
て
い
た
山
王
権
現
の
鎮
座
を
願
っ
た
も
の
で
あ

る
。 

 

即
ち
埋
立
事
業
の
未
だ
完
成
し
て
い
な
い
寛
文
五
年
七
月
既
に
新
田
南
七
つ

目
に
四
〇
〇
坪
の
宮
地
を
選
定
し
て
宮
守
、
地
守
を
置
い
た
こ
と
で
も
明
ら
か 

で
あ
る
。 

 

寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
に
新
田
埋
立
開
墾
の
事
業
が
完
成
し
同
九
年
四
月 

将
軍
家
綱
か
ら
改
め
て
吉
田
新
田
の
名
称
を
公
認
さ
れ
勘
兵
衛
は
苗
字
帯
刀
を 

許
さ
れ
た
の
で
寛
文
十
三
年
九
月
に
至
っ
て
い
よ
い
よ
新
田
七
つ
目
（
山
王
町
） 

に
山
王
権
現
の
社
殿
を
創
設
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

即
ち
今
の
日
枝
神
社
、
通
称
お
さ
ん
の
宮
で
あ
っ
て
大
横
浜
開
発
の
最
初
の 

最
も
意
味
深
き
事
蹟
で
あ
る
。 

 

ま
た
山
王
権
現
と
同
時
に
そ
の
境
内
地
に
稲
荷
大
明
神
（
稲
荷
神
社
）
を
建 

て
て
宇
迦
御
魂
神
を
祀
っ
た
。
勘
兵
衛
は
さ
ら
に
一
寺
を
建
立
し
た
。 

即
ち
栄
玉
山
常
清
寺
で
あ
る
。
長
者
町
八
丁
目
（
元
八
丁
縄
手
）
に
建
て
ら 

れ
た
こ
の
寺
は
日
蓮
宗
身
延
山
久
遠
寺
の
末
寺
で
、
本
尊
は
釈
迦
多
宝
及
び
日 

蓮
上
人
で
あ
る
。
寺
も
ま
た
寛
文
七
年
に
吉
田
新
田
の
埋
立
開
墾
事
業
が
竣
工 

し
、
同
十
三
年
に
山
王
大
権
現
を
勧
請
奉
祀
し
た
同
じ
心
持
に
て
新
田
守
護
諸 

霊
供
養
の
た
め
、
さ
き
に
請
じ
て
江
戸
の
南
千
住
に
建
立
し
た
自
性
寺
の
自
性 

院
日
身
上
人
（
元
禄
二
年
十
月
十
九
日
）
を
新
田
の
地
に
招
じ
、
延
宝
四
年
（
一 

六
七
六
）
そ
の
建
立
し
た
身
延
山
の
末
寺
と
し
て
時
の
同
山
貫
主
一
圓
院
日
脱 

上
人
は
寺
に
栄
玉
山
常
清
寺
と
命
名
さ
れ
た
。 

 

山
号
の
栄
玉
は
勘
兵
衛
の
父
の
法
名
、
春
清
院
栄
玉
日
昌
に
ち
な
み
、
寺
名 

は
勘
兵
衛
の
法
名
、
運
千
院
常
清
日
凉
か
ら
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

日
身
は
同
寺
の
開
山
に
日
脱
を
推
し
、
自
ら
は
中
興
二
世
と
な
っ
た
の
で
あ 

る
。 

 

一
圓
院
日
脱
上
人
は
身
延
山
久
遠
寺
の
貫
主
で
初
め
て
紫
衣
を
拝
受
し
た
る 



身
延
山
中
興
と
仰
が
る
る
名
僧
で
あ
る
。 

 
勘
兵
衛
が
こ
の
よ
う
に
熱
心
に
信
仰
を
続
け
て
社
寺
を
建
立
す
る
に
至
っ
た 

動
機
に
は
次
の
よ
う
な
心
情
も
一
因
を
な
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

即
ち
勘
兵
衛
が
、
寛
永
年
中
僅
か
二
十
四
歳
を
も
っ
て
能
勢
を
出
て
、
江
戸 

に
お
い
て
木
材
・
石
材
の
商
売
を
営
み
、
遂
に
一
大
富
豪
に
な
る
に
至
っ
た
こ 

と
は
本
人
の
勤
勉
カ
行
、
鋭
意
家
業
に
精
励
し
た
当
然
の
結
果
で
あ
る
こ
と
は 

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
他
面
、
寛
永
十
八
年
の
大
火
、
慶
安
三
年
の
大
地
震
、 

明
暦
三
年
翌
万
治
元
年
の
大
火
等
、
頻
発
せ
る
江
戸
の
変
災
は
勘
兵
衛
に
開
運 

の
機
会
を
与
え
た
。 

 

そ
う
し
た
幾
た
び
か
の
変
災
に
あ
っ
た
勘
兵
衛
は
幸
に
も
身
を
全
う
し
、
し 

か
も
次
第
に
そ
の
業
が
繁
昌
し
て
、
幕
府
や
諸
侯
よ
り
江
戸
城
修
理
の
用
度
を 

命
ぜ
ら
れ
る
ま
で
の
一
か
ど
の
商
人
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

こ
こ
に
お
い
て
勘
兵
衛
は
幾
た
び
か
の
災
難
を
免
れ
た
感
謝
の
念
や
、
難
に 

殉
じ
た
人
々
に
対
す
る
供
養
の
心
も
加
わ
っ
て
身
延
山
久
遠
寺
に
詣
で
て
道
標 

石
を
寄
進
し
た
り
社
寺
建
設
の
志
を
起
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
吉
田
新
田
の 

埋
立
開
墾
を
決
行
す
る
に
当
っ
て
も
、
そ
の
成
就
を
祈
願
す
る
た
め
に
身
延
山 

に
、
七
年
の
年
詣
で
を
続
け
た
こ
と
な
ど
、
何
れ
も
信
仰
心
に
燃
え
て
い
た
こ 

と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
建
立
す
る
神
社
、
佛
寺
を
挙
げ
れ
ば
運
千
山
自
性
寺
（
運
千
山
真
養
寺
）、 

山
王
大
権
現
（
日
枝
神
社
）、
稲
荷
大
明
神
（
稲
荷
神
社
）、
栄
玉
山
常
清
寺
の 

二
社
、
二
寺
で
あ
る
。 

 

明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
五
月
、
洪
水
に
よ
り
干
拓
工
事
が
頓
挫
し
た
が
、 

そ
の
年
一
月
の
江
戸
大
火
（
振
袖
火
事
）
で
木
材
販
売
で
巨
利
を
得
た
勘
兵
衛 

は
、
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
干
拓
事
業
を
再
開
し
た
。 

こ
の
と
き
勘
兵
衛
は
四
十
九
歳
で
あ
っ
た
。 

こ
の
大
火
後
の
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
江
戸
城
本
丸
殿
舎
の
工
事
に
参
画 

し
た
相
馬
藩
六
万
石
の
藩
主
で
名
君
の
誉
れ
高
き
、
相
馬
長
門
守
忠
胤
家
に
残 

る
記
録
に
よ
れ
ば
、
勘
兵
衛
が
江
戸
城
修
理
の
材
木
の
御
用
達
に
貢
献
し
て
い 

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

 

こ
こ
に
そ
の
記
録
抜
粋
を
挙
げ
る
。 

 

御
本
丸 

内 

追 

手 
 

 
 

 
 

二
之
御
丸 

 
 

 
 
 

塩 

見 

坂 
 
 

 

御
門
御
作
業
入
用
帳 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

相
馬
長
門
守 



万
治
元
年
戌
年
江
戸
御
門
御
手
傅
金
千
八
百
弐
両 

桁
行 

六
間
半 

梁
間 

五
間
半 

 
 

内
御
手
御
門
の
倏 

 

一
銀
百
九
貫
弐
百
三
十
目
一
厘 

買
材
木
之
代 

 
 

 

鎌
倉
屋
大
助
、
吉
田
勘
兵
衛 

ほ
か
十
九
名 

 
 

桁
行 

十
三
間
半 

梁
間 

二
間
半 

 
 

二
之
御
丸
御
番
所
屋
根
土
瓦
葺
の
候 

 
 

 

一
銀
六
十
一
貫
四
百
九
十
七
匁
弐
分
一
厘 

買
材
木
之
代 

鎌
倉
屋
大
助
、
吉
田
勘
兵
衛 
ほ
か
十
二
名 

桁
行 

三
間 

 

梁
間 

三
間
五
寸 

 

塩
見
板
御
門 

 
 

桁
行 

二
間 

 
 

梁
間 

一
間
半 

 
 

同
所
帳
番
所
屋
根
土
瓦
葺
の
候 

一
銀
十
六
貫
三
百
八
十
一
匁
八
分
五
厘 

買
材
木
之
代 

鎌
倉
屋
大
助
、
吉
田
勘
兵
衛 

ほ
か
十
六
名 

桁
行 

三
間 

梁
間 

八
尺
七
寸 

 

蓮
池
喰
違
御
門
木
地
屋
土
瓦
葺 

桁
行 

二
間
一
尺
七
寸 

袖
之
間
壱
丈 

 
 
 

富
士
見
下
冠
木
御
門
屋
根
土
瓦
葺 

桁
行 

二
十
四
間 

 

横
家
共
二
中
御
門
北
御
多
門 

梁
間 

三
間 

 
 
 

屋
根
土
瓦
葺 

桁
行 

二
十
六
間 

 

中
御
門
、
南
天
御
多
門 

梁
間 

三
間 

 
 
 

屋
根
土
瓦
葺
の
候 

一
銀
四
十
貫
三
百
四
十
八
匁
六
分 買

材
木
之
代 

小
島
徳
兵
衛
、
吉
田
勘
兵
衛 

ほ
か
八
名 

右
寄
之
候 

一
銀
二
百
三
十
七
貫
四
百
五
十
七
匁
六
分
七
厘 

鎌
倉
屋
大
助
、
吉
田
勘
兵
衛 

ほ
か
十
九
名 

   



 
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
九
年
の
歳
月
を
費
や
し
て
埋
立
て
の
難
工
事
が
完 

成
し
、
大
新
田
が
竣
成
し
た
後
も
な
お
勘
兵
衛
は
江
戸
と
往
来
し
て
石
・
材
木 

商
を
営
ん
で
い
た
。 

 

自
ら
の
最
初
の
活
動
の
地
で
あ
り
、
親
戚
、
知
己
も
多
く
、
創
立
し
た
寺
院 

真
養
寺
や
墓
地
も
あ
り
、
江
戸
と
の
関
係
は
切
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

勘
兵
衛
は
新
田
の
作
徳
が
増
殖
す
る
に
及
ん
で
、
江
戸
の
店
を
南
吉
田
家
や 

支
配
人
に
譲
り
横
浜
に
移
住
し
た
。 

 

住
居
は
天
神
山
裾
で
入
海
中
最
も
地
盤
の
固
い
北
三
ツ
目
八
丁
縄
手
通
り
、 

大
岡
川
の
土
橋
（
現
在
の
長
者
町
）
南
詰
に
三
〇
〇
〇
坪
の
敷
地
に
建
立
し
た
。 

 

こ
の
地
は
埋
立
が
鐘
形
湾
中
北
岸
及
び
南
岸
か
ら
始
め
ら
れ
た
が
稍
浅
く
、 

水
底
が
台
地
の
裾
を
引
い
た
岩
盤
を
な
し
て
い
た
天
神
山
裾
の
北
岸
の
地
で
あ 

っ
た
。
ま
ず
こ
の
地
点
を
埋
立
て
此
処
に
邸
を
構
え
て
工
事
場
の
本
拠
と
し
た
。 

そ
し
て
必
須
の
飲
料
用
水
を
得
る
た
め
に
井
戸
を
掘
削
し
た
と
こ
ろ
、
岩
盤
か 

ら
湧
き
出
し
た
水
は
清
冽
で
、
埋
立
に
従
事
す
る
人
々
は
も
ち
ろ
ん
新
田
内
に 

住
む
者
に
永
く
飲
料
に
供
さ
れ
多
く
の
恩
恵
を
与
え
て
い
た
。 

 

吉
田
新
田
の
地
割
り
に
つ
い
て
は
、
中
央
の
中
川
を
境
に
南
北
二
つ
に
分
け 

ら
れ
、
こ
れ
を
ま
た
東
か
ら
七
つ
に
区
分
け
、
中
村
川
側
を
南
一
ツ
目
か
ら
七 

ツ
目
、
大
岡
川
側
を
北
一
ツ
目
か
ら
七
ツ
目
と
呼
ん
だ
。 

八
丁
縄
手
通
り
（
長
者
町
通
り
）
は
か
つ
て
の
吉
田
新
田
の
大
堰
提
の
あ
と
で 

実
際
の
堰
提
は
大
岡
川
の
長
者
橋
か
ら
中
村
川
の
車
橋
ま
で
で
約
一
三
〇
〇
メ 

ー
ト
ル
で
あ
っ
た
。 

 

北
二
ツ
目
に
勘
兵
衛
の
建
立
し
た
栄
玉
山
常
清
寺
が
あ
っ
た
。 

 

新
田
は
初
代
勘
兵
衛
の
遺
言
に
よ
り
北
地
区
は
嫡
子
が
相
続
し
、
南
地
区
は 

二
男
、
三
男
の
分
家
の
吉
田
南
家
が
誕
生
し
、
現
在
の
末
吉
町
一
丁
目
あ
た
り 

に
南
家
が
あ
っ
た
。 

 

江
戸
本
材
木
町
四
丁
目
で
幕
府
御
用
の
石
材
・
木
材
商
の
店
を
支
配
人
の
吉 

田
屋
喜
兵
衛
に
譲
り
、
南
吉
田
家
が
横
浜
に
移
っ
た
の
は
勘
兵
衛
没
後
、
二
十 

五
年
を
経
た
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
の
こ
と
で
、
世
は
六
代
将
軍
家
宣
の
時 

代
で
あ
っ
た
。
独
立
の
新
村
と
し
て
出
発
し
た
吉
田
新
田
は
延
宝
二
年
（
一
六 

七
四
）
石
高
、
一
〇
三
八
石
は
勘
兵
衛
一
人
の
所
有
す
る
と
こ
ろ
で
次
子
長
吉 

郎
（
二
代
目
勘
兵
衛
）
及
び
支
配
人
を
置
い
て
管
理
さ
せ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。 

 

ち
な
み
に
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
干
拓
事
業
を
再
開
し
た
と
き 

勘
兵
衛
良
信 

 
 

四
十
九
歳 

長
子 

 

吉
太
郎
良
春 

 
 
 

 

七
歳 

次
子 

 

長
吉
郎
常
政
は
翌
年
の
出
生
で
あ
る
。 



 
石
高
一
〇
三
八
石
は
勘
兵
衛
の
二
子
に
頒
ち
ら
れ
た
が
、
こ
の
時
吉
太
郎
二 

十
二
歳
、
長
吉
郎
十
五
歳
で
あ
っ
た
。
長
子
吉
太
郎
は
江
戸
に
残
っ
て
石
・
材 

木
商
を
継
承
し
て
い
た
が
延
宝
三
年
六
月
十
七
日
、
病
の
た
め
逝
去
し
た
。 

 

承
応
元
年
（
一
六
五
二
）
生
ま
れ
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
二
十
三
歳
の
若
さ
で 

父
よ
り
も
十
一
年
も
早
い
死
で
あ
っ
た
。 

 

法
名 

秋
性
院
良
意
日
覚 

 

真
養
寺
及
び
常
清
寺
の
両
寺
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
。 

 

往
昔
、
魚
蝦
の
棲
み
た
る
海
湾
の
入
海
は
一
転
し
て
瑞
々
し
い
田
圃
と
な
り
、 

田
圃
か
ら
市
街
、
或
い
は
寄
州
か
ら
塩
田
、
塩
田
か
ら
市
街
と
変
化
し
た
横
浜 

は
、
安
政
以
来
止
む
こ
と
な
き
人
工
が
加
え
ら
れ
て
、
今
や
世
界
屈
指
の
貿
易 

港
で
あ
り
大
都
市
へ
と
発
展
し
た
。
ま
た
吉
田
新
田
を
二
分
す
る
初
代
勘
兵
衛 

家
を
継
承
す
る
北
元
締
が
中
川
（
現
在
市
営
地
下
鉄
線
）
の
北
側
、
若
死
し
た 

長
子
吉
太
郎
家
を
継
承
し
た
方
が
南
元
締
で
中
川
の
南
を
所
有
し
南
家
と
称
し 

た
。
然
し
な
が
ら
明
治
の
始
め
南
家
は
吉
田
常
次
郎
の
代
に
新
田
内
南
一
ツ
目
、 

沼
六
万
坪
の
埋
立
、
中
村
川
の
浚
渫
、
根
岸
堀
割
の
開
削
、
滝
頭
波
止
場
の
築 

設
に
努
め
公
共
の
為
に
は
大
な
る
利
益
を
遺
し
た
が
、
吉
田
家
に
て
は
大
な
る 

損
失
を
蒙
り
南
吉
田
家
は
遂
に
こ
の
事
業
に
殉
ず
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
開
拓
史
に
偉
大
な
足
跡
を
遺
し
た
初
代
勘
兵
衛
は
貞
亨
三
年 

 

（
一
六
八
六
）
七
月
二
十
六
日
、
病
の
た
め
北
元
締
の
自
宅
に
於
い
て
七
十

六
歳
を
も
っ
て
没
し
た
。
新
田
埋
立
完
成
後
、
十
九
年
の
歳
月
が
経
っ
て
い
た
。 

 

辞
世
の
歌
は 

 
 

 

妙
な
る
や
法
の
蓮
の
華
の
香
を 

 
 

 
 
 

し
ば
し
と
ど
め
て
浮
世
経
に
け
り 

 

こ
の
歌
に
も
法
蓮
華
経
と
い
う
法
句
が
詠
み
込
ん
で
あ
り
、
勘
兵
衛
の
宗
教 

心
が
い
か
に
深
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
窺
う
こ
と
を
得
る
の
で
あ
る
。 

 

法
名
は
運
千
院
常
清
日
凉
居
士 

 

今
そ
の
偉
業
を
讃
仰
す
る
人
々
の
参
詣
を
得
て
大
発
展
を
遂
げ
た
横
浜
の
地 

を
眺
め
つ
つ
久
保
山
の
地
に
静
か
に
眠
っ
て
い
る
。 

 

大
正
十
三
年
春
、
東
宮
殿
下
ご
成
婚
の
ご
慶
典
を
挙
げ
さ
る
に
際
し
、
そ
の 

年
の
二
月
十
一
日
を
以
っ
て
従
五
位
を
贈
ら
れ
地
下
の
枯
骨
の
上
に
至
大
の
栄 

誉
が
輝
く
に
至
っ
た
。 

    



吉
田
家
の
家
系 

 

吉
田
家
の
家
系
に
就
い
て
は
初
代
勘
兵
衛
良
信
の
父
母
及
び
祖
父
母
に
関
す 

る
記
載
が
殆
ど
現
存
し
な
い
。 

し
か
も
父
、
春
清
院
栄
玉
日
昌
（
寛
永
四
年
二
月
朔
日
没
）
母
、
春
意
院
妙 

成
日
就
（
寛
永
二
十
一
年
二
月
二
十
九
日
没
）
に
関
し
て
は
没
年
日
と
法
名
の 

ほ
か
俗
名
を
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

ま
た
祖
父
母
に
関
し
て
は
、
東
京
南
千
住
の
真
養
寺
法
塔
の
右
側
に
、
慈
父 

法
春
、
慈
母
妙
恵
と
刻
し
て
あ
り
、
こ
れ
が
良
信
の
祖
父
母
の
法
名
で
あ
ろ
う 

と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
地
に
は
知
る
べ
き
資
料
は
な
い
。 

 

久
保
山
の
吉
田
家
墓
地
に
も
祖
父
母
、
父
母
の
法
名
の
碑
は
あ
る
が
、
没
年 

月
日
等
の
記
載
は
な
い
。 

 

従
っ
て
勘
兵
衛
は
慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
生
ま
れ
で
あ
る
か
ら
故
郷
の 

能
勢
に
て
十
六
、
七
歳
の
時
に
父
を
亡
く
し
、
そ
の
後
二
十
四
歳
の
と
き
に
江 

戸
に
出
、
木
材
・
石
材
の
商
業
を
営
み
、
そ
の
業
大
い
に
発
展
し
て
豪
商
と
な 

り
、
そ
の
富
を
も
っ
て
吉
田
新
田
の
大
埋
立
開
墾
を
成
就
し
初
期
の
目
的
の
千 

石
余
り
の
収
穫
を
達
成
し
貞
亨
三
年
（
一
六
八
六
）
七
月
二
十
六
日
七
十
六
歳 

を
も
っ
て
没
し
た
の
で
あ
る
。 

 

二
代
勘
兵
衛
（
長
吉
郎 

享
保
八
年
十
月
七
日
没
、
行
年
六
十
四
）、
三
代
勘 

兵
衛
（
萬
吉
郎 

延
亨
三
年
四
月
二
十
八
日
没
、
行
年
六
十
一
）、
四
代
勘
兵
衛 

（
喜
平
二 

延
亨
元
年
五
月
没
、
行
年
二
十
六
）、
五
代
勘
兵
衛
（
喜
八
郎 

文 

化
二
年
六
月
二
十
一
日
没
、
行
年
八
十
五
）、
六
代
勘
兵
衛
（
郡
二
郎 

文
政
二 

年
十
月
十
四
日
没
、
行
年
五
十
九
）
と
代
々
世
襲
し
て
き
た
が
、
二
代
及
び
五 

代
在
世
の
時
は
、
初
代
勘
兵
衛
の
吉
田
新
田
埋
立
の
伝
統
的
な
考
え
と
横
浜
移 

住
後
も
江
戸
は
初
代
の
最
初
の
活
動
の
地
で
あ
り
親
戚
知
己
も
お
り
、
ま
た
真

養
寺
の
如
き
寺
や
墓
地
も
あ
り
江
戸
と
の
関
係
は
切
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

享
保
、
元
文
、
寛
保
、
延
亨
の
三
十
年
間
及
び
、
そ
の
後
も
時
の
八
代
将
軍 

吉
宗
は
治
水
墾
田
に
心
を
傾
け
盛
ん
に
川
普
請
を
行
い
灌
漑
を
便
に
し
、
米
穀 

の
収
穫
を
多
く
す
る
こ
と
に
努
め
た
。 

 

こ
の
時
代
三
代
及
び
五
代
勘
兵
衛
は
葛
飾
郡
猿
ケ
又
の
水
利
、
土
木
事
業
の 

大
工
事
を
請
負
い
、
同
地
方
の
開
発
に
は
大
き
な
功
績
を
挙
げ
た
が
、
こ
の
工 

事
は
事
意
の
如
く
な
ら
ず
、
祖
先
以
来
折
角
築
き
上
げ
て
き
た
財
産
に
か
な
り 

の
痛
手
を
蒙
り
経
済
上
に
は
大
打
撃
を
受
け
た
。
吉
田
家
で
は
数
多
か
っ
た
珍 

宝
も
そ
の
と
き
に
喪
わ
れ
た
と
語
り
継
が
れ
て
い
る
。 

そ
し
て
こ
の
猿
ケ
又
の
工
事
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
関
東
大
震
災
後
の
現 



在
、
同
家
の
文
書
記
録
が
焼
失
し
て
探
ぬ
べ
き
資
料
は
全
く
な
い
。 

 
六
代
勘
兵
衛
及
び
七
代
勘
兵
衛
（
元
二
郎 

弘
化
四
年
八
月
五
日
没
、
行
年 

四
十
四
）
が
猿
ケ
又
工
事
等
の
後
を
受
け
て
家
産
を
整
理
快
復
せ
し
め
た
。 

 

と
く
に
七
代
勘
兵
衛
は
十
四
歳
の
と
き
父
を
失
っ
た
が
、
生
来
貸
殖
の
道
に 

長
け
父
租
の
遺
業
を
整
理
し
散
在
す
る
財
を
集
め
子
孫
を
し
て
安
寧
な
ら
し
め 

吉
田
家
中
興
の
租
と
称
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

八
代
勘
兵
衛
（
小
市
郎 

明
治
四
十
二
年
一
月
二
十
六
日
没
、
行
年
八
十
六
） 

並
び
に
九
代
勘
兵
衛
（
良
二
郎 

明
治
四
十
四
年
六
月
三
日
没
、
行
年
六
十
三
） 

は
、
南
家
の
吉
田
常
次
郎
（
明
治
十
一
年
七
月
十
五
日
没
、
行
年
三
十
五
）
ら 

は
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
四
月
神
奈
川
県
知
事
井
関
盛
良
の
「
吉
田
新
田 

南
一
ツ
目
沼
地
埋
立
て
と
そ
れ
と
同
時
に
行
わ
れ
る
根
岸
堀
割
開
削
及
び
中
村 

川
堀
拡
げ
浚
渫
工
事
を
望
む
者
に
は
許
可
す
る
」
と
い
う
触
書
に
接
し
大
い
に 

驚
き
、
南
一
ツ
目
は
沼
地
で
あ
る
が
祖
先
伝
来
の
地
で
あ
り
付
近
一
帯
の
土
地 

所
有
権
を
持
っ
て
い
た
の
で
こ
れ
を
躊
躇
し
長
引
か
せ
て
、
こ
の
事
業
を
他
人 

に
奪
わ
れ
て
は
子
孫
た
る
も
の
の
忍
び
難
い
と
こ
ろ
か
ら
八
代
勘
兵
衛
は
意
を 

決
し
て
願
書
を
提
出
し
て
許
可
を
得
、
同
年
十
一
月
か
ら
十
八
ヶ
月
間
の
目
標 

で
工
事
は
開
始
さ
れ
た
。 

 

し
か
し
開
削
、
埋
立
て
、
諸
付
帯
工
事
の
難
し
さ
に
加
え
て
住
民
の
移
転
等
、 

次
々
と
予
期
し
な
い
幾
多
の
諸
問
題
が
発
生
し
、
計
画
期
日
を
遙
か
に
越
え
て 

明
治
七
年
ま
で
大
巾
に
延
び
て
し
ま
っ
た
。 

 

如
何
に
困
難
な
事
業
で
あ
っ
た
か
が
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

工
事
は
先
ず
掘
割
川
の
開
削
、
そ
こ
で
出
土
す
る
土
を
採
る
こ
と
と
舟
便
の 

為
の
堀
割
川
の
整
備
か
ら
始
め
ら
れ
、
中
村
川
を
経
た
土
は
石
川
町
の
対
岸
か 

ら
陸
揚
げ
が
行
わ
れ
た
が
次
々
に
難
問
題
が
行
く
手
を
阻
ん
だ
。 

 

そ
れ
は
八
ヶ
谷
（
山
谷
）
を
切
り
開
き
、
堀
之
内
村
、
根
岸
村
、
滝
頭
村
の 

三
ヶ
村
の
田
畑
に
新
し
い
川
を
掘
割
す
る
こ
と
、
そ
の
他
農
家
の
取
払
い
、
土 

手
の
築
工
、
土
留
の
た
め
の
石
垣
、
板
柵
、
架
橋
の
工
事
等
で
日
数
を
費
や
し 

総
工
事
費
の
一
割
も
出
費
し
て
し
ま
っ
た
。 

 

今
日
の
よ
う
に
機
械
力
で
な
く
す
べ
て
人
海
作
戦
に
の
み
頼
る
し
か
な
い
時 

代
に
、
一
説
に
よ
る
と
万
と
い
う
人
間
が
稼
動
し
た
た
め
人
件
費
に
多
く
の
出 

費
が
か
さ
ん
だ
た
め
で
あ
る
。 

 

明
治
七
年
に
至
り
全
工
事
を
完
了
し
た
が
足
掛
け
三
年
延
び
た
こ
と
に
な
る
。 

 

沼
地
埋
立
て
完
成
後
の
総
坪
数
は
六
万
二
七
〇
九
坪
、
町
数
は
三
十
一
ヶ
町 

が
誕
生
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
堀
割
川
は
沼
地
を
埋
立
て
る
た
め
、
土
地
を
開
削
す
る
こ
と
に 



よ
っ
て
出
来
た
も
の
で
そ
れ
が
本
牧
、
根
岸
を
す
っ
ぽ
り
包
む
よ
う
に
根
岸
湾 

に
通
じ
さ
せ
、
そ
の
先
に
防
波
堤
を
建
設
し
横
浜
港
と
根
岸
湾
を
結
ぶ
唯
一
の 

水
運
路
と
し
て
一
石
二
鳥
の
効
果
を
得
た
。 

 

然
し
な
が
ら
こ
の
事
業
は
極
め
て
難
工
事
の
上
、
長
期
に
わ
た
っ
た
た
め
資 

金
に
窮
し
外
国
商
社
か
ら
多
額
の
借
財
を
な
し
た
め
、
そ
の
返
済
に
苦
慮
し
、

南
家
（
吉
田
常
次
郎
）
は
連
帯
責
務
の
た
め
悉
く
祖
先
か
ら
の
産
を
失
う
悲
境 

に
沈
ん
で
し
ま
っ
た
。 

 

十
代
勘
兵
衛
（
銀
次
郎
良
循 

昭
和
十
七
年
二
月
二
十
五
日
没
、
行
年
七
十 

一
）
は
先
祖
の
恩
に
報
い
る
志
厚
く
、
明
治
四
十
四
年
五
月
身
延
山
久
遠
寺
に 

参
詣
の
折
、
奥
の
院
思
親
閣
の
参
道
に
初
代
が
建
立
の
道
標
を
発
見
し
、
大
正 

二
年
三
月
之
を
山
内
大
乗
坊
境
内
に
移
建
し
、
も
と
の
地
に
新
道
標
を
建
て
、 

由
来
を
記
し
て
祖
先
の
志
を
受
け
継
い
だ
。 

 

大
乗
坊
に
移
さ
れ
た
道
標
石
に
は
次
の
文
字
が
あ
っ
た
。 

 

南
無
妙
法
蓮
華
経
運
千
院
常
清
日
凉 

 
 

 
 
 

施
主
江
戸
住
吉
田
勘
兵
衛
良
信 

 

ま
た
京
浜
急
行
日
ノ
出
町
駅
裏
手
の
石
段
の
あ
る
坂
道
の
中
途
に
「
天
神
阪 

碑
」
が
建
っ
て
い
る
。 

 

碑
に
は
万
治
二
年
初
代
勘
兵
衛
が
幕
府
に
吉
田
新
田
の
埋
立
て
を
再
請
し
て 

許
可
を
得
、
天
神
山
及
び
石
川
中
村
の
大
丸
山
等
を
切
り
崩
し
、
そ
の
土
砂
を 

も
っ
て
新
田
を
埋
立
て
た
土
採
場
の
跡
で
あ
る
旨
と
、
こ
れ
に
伴
っ
て
通
行
の 

用
に
供
し
て
い
た
無
名
の
坂
道
に
十
代
勘
兵
衛
が
「
天
神
阪
」
と
命
名
し
由
来 

を
記
し
た
碑
を
昭
和
九
年
九
月
二
十
五
日
建
立
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

梅
林
を
も
っ
て
世
に
知
ら
れ
た
磯
子
の
杉
田
に
中
山
法
華
経
寺
の
末
で
日
蓮 

宗
の
牛
頭
山
妙
法
寺
が
あ
る
。
梅
林
は
妙
法
寺
境
内
を
中
心
と
し
往
年
、
英
照 

皇
太
后
、
照
憲
皇
太
后
の
台
覧
や
、
天
下
の
俳
人
ま
た
観
賞
の
詩
歌
を
ほ
し
い 

ま
ま
に
し
た
が
、
今
は
境
内
に
僅
か
に
残
る
名
木
の
み
に
し
て
梅
林
は
影
を
ひ 

そ
め
た
。 

 

妙
法
寺
は
文
和
元
年
（
一
三
五
二
）
の
創
立
で
第
九
世
日
除
の
代
に
旧
来
の 

堂
宇
を
廃
し
、
本
堂
を
再
建
し
た
が
、
当
時
天
井
板
並
び
に
大
黒
柱
は
初
代
勘 

兵
衛
の
寄
進
に
か
か
る
も
の
と
の
文
献
が
あ
る
。 

 

さ
ら
に
明
和
元
年
十
二
月
二
十
六
日
（
一
七
六
四
）
第
二
十
六
世
、
日
将
の 

代
、
本
堂
が
焼
失
し
第
二
十
七
世
、
日
享
の
代
に
再
建
さ
れ
た
現
在
の
本
堂
の 

天
井
板
並
び
に
大
黒
柱
も
ま
た
勘
兵
衛
の
寄
付
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

（
五
代
勘
兵
衛
の
頃
か
も
） 

 



む
す
び 

 

吉
田
家
の
末
が
現
在
胸
を
張
っ
て
勘
兵
衛
の
治
績
を
語
れ
る
の
は
、
土
に
根 

着
い
て
い
た
も
の
の
強
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。 

 

勘
兵
衛
は
大
富
豪
と
な
っ
た
が
、
さ
ら
に
新
田
開
発
事
業
に
も
手
を
延
ば
す 

と
い
っ
た
歴
史
が
あ
る
。 

 

そ
の
経
営
は
き
わ
め
て
多
角
的
で
あ
る
と
同
時
に
い
つ
で
も
商
売
を
切
り
換 

え
る
柔
軟
さ
が
あ
っ
た
。 

 

材
木
一
筋
の
江
戸
成
金
と
は
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
。
御
用
請
負
の
商
人
は 

は
じ
め
権
力
を
利
用
し
よ
う
と
接
近
し
、
そ
し
て
事
実
一
時
は
大
儲
け
す
る
が 

そ
の
う
ち
逆
に
権
力
に
利
用
さ
れ
、
骨
の
髄
ま
で
絞
り
取
ら
れ
て
没
落
の
憂
き 

目
を
見
る
こ
と
が
お
お
か
っ
た
。 

 

封
建
権
力
に
一
定
の
距
離
を
お
き
、
家
業
第
一
と
す
る
立
場
こ
そ
政
権
の
交 

代
や
幕
府
崩
壊
の
荒
波
を
の
り
越
え
豪
商
と
し
て
の
生
命
を
持
続
し
得
る
商
人 

道
で
あ
っ
た
。 

 

有
為
転
変
の
世
に
と
く
に
金
の
力
の
儚
さ
が
痛
感
さ
れ
る
。 

 

勘
兵
衛
の
土
に
着
い
た
も
の
は
強
く
新
田
は
近
代
の
繁
華
街
に
変
っ
て
立
派 

に
生
き
て
い
る
し
日
枝
神
社
も
稲
荷
神
社
も
健
在
、
常
清
寺
は
久
保
山
に
移
っ 

た
が
、
代
々
の
勘
兵
衛
は
安
ら
か
に
眠
っ
て
い
る
。 

 

初
代
勘
兵
衛
の
七
月
二
十
六
日
の
命
日
に
は
、
子
孫
縁
者
が
相
寄
っ
て
か
か 

す
こ
と
な
く
施
餓
鬼
供
養
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。 

 

敬
神
、
崇
仏
の
念
の
厚
い
人
な
ら
ば
、
勘
兵
衛
の
敬
虔
な
信
心
心
を
説
く
で 

あ
ろ
う
。 
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