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は
じ
め
に

　

大
倉
精
神
文
化
研
究
所
を
創
立
し
た
大
倉
邦
彦
は
佐
賀
県
の
出
身
で
、
佐
賀
で
は
『
葉
隠
』
と
い
う
書
物
が
非
常
に
有
名
で
あ
り
、
志

あ
る
人
は
だ
い
た
い
読
ん
で
知
っ
て
お
り
ま
す
。
大
倉
さ
ん
も
『
葉
隠
』
を
題
材
に
し
た
文
章
を
た
く
さ
ん
書
い
て
い
ま
す
の
で（

１
）、
今
日

こ
こ
で
お
話
の
題
材
に
す
る
に
は
一
番
ふ
さ
わ
し
い
と
思
っ
て
、「『
葉
隠
』
と
禅
」
と
い
う
副
題
を
選
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

佐
賀
県
は
『
葉
隠
』
発
祥
の
地
で
、
江
戸
時
代
の
は
じ
め
に
、
山や

ま

本も
と

常じ
ょ
う

朝ち
ょ
う（
以
下
、
常
朝
）
の
と
こ
ろ
に
田た

代し
ろ

陣つ
ら

基も
と

が
や
っ
て
来
て
、

聞
い
た
話
を
筆
記
し
て
ま
と
め
た
書
物
で
す
。

　

常
朝
は
佐
賀
市
内
の
水
ヶ
江
と
い
う
と
こ
ろ
で
生
ま
れ
、
二
代
藩
主
鍋
島
光
茂
が
亡
く
な
っ
た
後
に
出
家
し
て
、
佐
賀
城
か
ら
歩
い
た

ら
約
一
時
間
、
佐
賀
市
金
立
町
黒
土
原
に
隠
棲
生
活
し
て
お
り
ま
し
た
。
い
ま
、
山
の
中
腹
に
「
常
朝
先
生
垂
訓
碑
」
と
い
う
も
の
が
あ

り
ま
す
。
実
は
私
は
そ
の
す
ぐ
近
く
に
生
ま
れ
ま
し
て
、
ど
う
い
う
偉
い
人
か
知
ら
な
い
け
れ
ど
、
小
さ
い
と
き
は
こ
の
辺
で
か
く
れ
ん

ぼ
し
た
り
し
て
遊
ん
で
お
り
ま
し
た
。

　
『
葉
隠
』
は
江
戸
時
代
に
は
写
本
で
ず
っ
と
伝
わ
っ
て
お
り
、
四
〇
種
類
く
ら
い
の
写
本
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
文
字
の
統
一
が
と

れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
幕
末
に
佐
賀
藩
の
藩
校
弘
道
館
で
葉
隠
会
と
い
う
も
の
が
結
成
さ
れ
ま
し
て
、
枝
吉
神
陽
が
中
心
に
な
っ

て
校
訂
作
業
が
行
わ
れ
、『
葉
隠
聞
書
校
補（

２
）』
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、『
葉
隠
』
に
は
約
一
四
〇
〇
の
話
が
あ
っ
て
、

佐
賀
藩
の
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
書
い
て
あ
り
非
常
に
面
白
い
。
第
一
巻
か
ら
第
一
〇
巻
ま
で
あ
る
の
で
す
が
、
第
一
巻
と
二
巻
が
総
論
、
あ

と
は
各
論
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
第
一
巻
と
第
二
巻
を
よ
く
読
め
ば
、「
あ
ぁ
、
大
体
『
葉
隠
』
と
は
こ
う
い
う
も
の
か
」
と
分
か
る
よ

う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
写
本
で
出
回
っ
て
い
た
『
葉
隠
』
は
、
明
治
時
代
に
な
り
ま
し
て
、
大
隈
重
信
ら
が
相
当
肩
入
れ
し
ま
し
て
、
よ
う
や
く
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活
字
に
な
っ
て
出
版
さ
れ
、
日
本
全
国
に
広
ま
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た（

３
）。
こ
れ
に
よ
っ
て
他
の
都
道
府
県
の
人
は
初
め
て
『
葉
隠
』

の
内
容
を
知
り
、「
こ
れ
は
す
ば
ら
し
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
い

ろ
ん
な
関
係
本
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
な
か
に
は
間
違
っ

た
よ
う
な
、
校
訂
が
ち
ゃ
ん
と
行
き
届
い
て
い
な
い
も
の
も
あ
り

ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
佐
賀
の
栗
原
荒
野
先
生
が
『
校
註
葉
隠
』（
青
潮

社
）
と
い
う
分
厚
い
書
物
を
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
）
に
出
し

ま
し
て
、
こ
れ
が
定
本
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
同
じ

年
に
、
和
辻
哲
郎
、
古
川
哲
史
と
い
う
先
生
方
が
校
訂
し
て
、
上

中
下
三
冊
で
『
葉
隠
』（
岩
波
文
庫
）
を
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

も
定
本
の
一
つ
と
し
て
、
い
ま
で
も
非
常
に
よ
く
売
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
い
ず
れ
も
昭
和
一
五
年
の
も
の
で
、
ち
ょ
っ
と
古
い
ん

で
す
よ
ね
。

　

そ
の
後
も
た
く
さ
ん
関
連
書
籍
が
出
さ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

平
成
二
九
年
（
二
〇
一
七
）
で
す
か
ら
つ
い
最
近
、
菅
野
覚
明
と

い
う
方
と
そ
の
お
弟
子
さ
ん
た
ち
（
栗
原
剛
・
木
澤
景
・
菅
原
令

子
）
が
、
講
談
社
学
術
文
庫
か
ら
上
中
下
三
冊
を
出
さ
れ
ま
し
た
。

写真 １　常朝先生垂訓碑
（佐賀県佐賀市金立町）

写真 ２　山本常朝の墓（佐賀市・龍雲寺）
「旭山常朝庵主」と刻まれている。
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こ
の
菅
野
先
生
と
い
う
人
は
曹
洞
宗
の
お
坊
さ
ん
で
あ
り
ま
し
て
、
曹
洞
宗
あ
る
い
は
禅
に
関
し
ま
し
て
知
識
の
非
常
に
あ
る
方
、
ご
自

身
で
修
行
も
な
さ
っ
た
方
で
あ
り
ま
す
の
で
、
従
来
よ
く
解
釈
の
で
き
て
い
な
か
っ
た
文
章
も
分
か
り
や
す
い
解
釈
で
、「
な
る
ほ
ど
」

と
思
う
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
も
し
『
葉
隠
』
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
、
原
文
と
訳
注
も
つ
い
て
い
て
、
非
常
に
便
利
で
す
の

で
お
勧
め
し
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
菅
野
先
生
が
出
す
以
前
か
ら
『
葉
隠
』
に
つ
い
て
色
ん
な
研
究
書
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
難
し
い
江
戸

時
代
の
文
章
を
普
通
の
漢
和
辞
典
と
か
岩
波
の
『
広
辞
苑
』
と
か
で
調
べ
て
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
『
葉
隠
』
は
先
ほ
ど

も
言
い
ま
し
た
、
出
家
を
し
た
常
朝
、
禅
宗
の
坊
さ
ん
が
話
し
た
も
の
を
文
章
化
し
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
当
然
そ
こ
に
は
禅
の
言
葉

が
た
く
さ
ん
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
禅
の
言
葉
は
、
普
通
の
辞
典
で
い
く
ら
引
い
て
も
意
味
は
取
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
た
く
さ
ん
の

注
釈
書
が
出
ま
し
た
け
ど
、
ど
う
も
的
を
射
て
い
な
い
、
そ
う
い
う
解
釈
も
多
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
こ
で
平
成
一
四
年
、
私
は
佐
賀
の

葉
隠
研
究
会
の
総
会
で
「『
葉
隠
と
禅
』
管
見
」
と
題
し
て
講
演
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
『
葉
隠
』
で
よ
く
使
わ
れ
て
い

る
単
語
、
例
え
ば
境
目
の
「
境
」
で
す
。
こ
れ
を
ほ
と
ん
ど
の
注
釈
書
が
「
こ
こ
か
ら
こ
こ
と
こ
こ
と
の
境
目
」
と
い
う
解
釈
し
か
し
て

い
な
い
。
こ
れ
は
間
違
い
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
「
境
」
は
「
人
間
の
心
の
状
態
」「
境
地
」「
心
境
」
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
し
な
い
と
い

け
な
い
。
あ
る
い
は
「
自
由
」、
現
代
の
我
々
は
「
自
由
」
と
い
う
言
葉
を
よ
く
使
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
本
来
は
禅
の
言
葉
で
す（

４
）。
そ
れ

か
ら
「
君
、
大
丈
夫
か
」
と
い
う
時
の
「
丈
夫
」、
こ
れ
も
元
々
は
禅
語
で
す
ね
。
そ
う
い
う
言
葉
を
取
り
上
げ
て
、『
禅
学
大
辞
典
』
な

ど
を
引
く
な
り
し
て
調
べ
な
い
と
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
話
し
ま
し
た
。
未
熟
な
文
章
で
す
が
、『
葉
隠
研
究
』
第
四
八
号

（
平
成
一
四
年
一
一
月
）
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
興
味
の
あ
る
方
は
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

さ
て
今
回
、
講
演
の
依
頼
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
そ
の
後
私
が
『
葉
隠
』
を
読
ん
で
、
ま
だ
ま
だ
研
究
が
足
り
な
い
、
注
目
さ
れ
て
い

な
い
と
思
う
単
語
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
い
く
つ
か
を
こ
こ
で
紹
介
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
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一
　
利
発

　

最
初
に
取
り
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
は
「
利
発
」
で
す
。『
葉
隠
』
に
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
り
ま
す
。

何
和
尚
は
利
発
に
て
、
万
事
を
押
し
付
け
て
済
ま
し
申
さ
れ
候
。
今
日
本
に
手
向
ひ
申
す
出
家
な
し
。
替
り
た
る
事
少
し
も
な
し
、

大お
お

根ね

を
見
届
く
る
力
あ
る
人
な
き
も
の
な
り（
５
）。

　

い
ろ
い
ろ
な
注
釈
書
が
あ
る
中
で
、
有
名
な
歴
史
家
で
あ
り
ま
し
た
奈
良
本
辰
也
と
い
う
先
生
は
、
次
の
よ
う
に
現
代
語
訳
を
さ
れ
て

い
ま
す
。

あ
る
和
尚
は
、
た
い
へ
ん
聡
明
な
方
で
、
万
事
を
こ
と
も
な
げ
に
解
決
し
て
こ
ら
れ
た
。
い
ま
、
日
本
中
で
こ
の
和
尚
に
匹
敵
す
る

僧
侶
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
っ
て
も
格
別
に
か
わ
っ
た
こ
と
は
な
い
。
物
事
の
根
本
を
見
抜
く
眼
力
を
持
っ
た
人
が
な
い
と
い

う
ま
で
で
あ
る（

６
）。

　

非
常
に
聡
明
で
、
も
の
ご
と
の
根
本
を
見
抜
く
眼
力
も
持
っ
て
い
る
。
他
の
坊
さ
ん
た
ち
は
な
か
な
か
太
刀
打
ち
で
き
な
い
と
、
こ
の

「
あ
る
和
尚
」
を
高
く
評
価
し
て
い
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
松
永
義
弘
と
い
う
方
の
現
代
語
訳
も
大
体
同
じ
で
あ
り
ま
す
。

あ
る
和
尚
は
、
器
量
人
で
、
万
事
人
に
ま
か
せ
て
す
ま
し
て
し
ま
わ
れ
る
。
い
ま
、
日
本
で
こ
の
人
の
上
を
行
く
僧
は
い
な
い
。
間

違
わ
れ
た
こ
と
は
少
し
も
な
い
。
物
の
本
質
を
見
届
け
る
力
の
あ
る
人
は
い
な
い
も
の
で
あ
る（

７
）。

　

こ
れ
も
や
は
り
「
あ
る
和
尚
」
を
高
く
評
価
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
先
ほ
ど
紹
介
し
ま
し
た
、
菅
野
氏
も
、

と
あ
る
和
尚
は
利
発
で
、
万
事
を
人
に
ま
か
せ
て
済
ま
さ
れ
て
い
る
。
今
、
日
本
に
手
向
か
い
す
る
出
家
は
い
な
い
。
変
わ
っ
た
人

で
は
少
し
も
な
い
。
物
事
の
根
本
を
見
届
け
る
力
の
あ
る
人
は
い
な
い
も
の
で
あ
る（

８
）。

と
、「
あ
る
和
尚
」
は
利
発
で
、
物
事
の
根
本
を
見
届
け
る
力
の
あ
る
人
と
は
こ
の
人
だ
と
い
う
解
釈
を
し
て
お
り
ま
す
。
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こ
れ
を
ぱ
っ
と
見
ま
し
て
、
私
は
「
本
当
か
な
？
」
と
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
三
つ
の
注
釈
書
と
も
に
、
あ
る
和
尚
さ
ん
は
非
常
に

優
れ
た
人
で
、
利
発
で
、
物
事
の
根
本
を
見
届
け
る
力
の
あ
る
坊
さ
ん
だ
と
、
だ
か
ら
万
事
を
人
に
任
せ
て
済
ま
せ
て
い
る
ん
だ
と
解
釈

し
て
い
る
わ
け
な
ん
で
す
が
、
私
は
結
論
を
先
に
申
し
ま
す
と
、

あ
る
お
坊
さ
ん
は
「
才
気
走
っ
た
人
」
で
、
何
事
も
人
に
押
し
付
け
て
し
ま
う
。
た
だ
ち
ょ
っ
と
才
気
が
あ
る
か
ら
、
今
の
日
本
で

は
こ
の
お
坊
さ
ん
に
面
と
向
か
っ
て
手
向
か
う
こ
と
の
で
き
る
僧
侶
は
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
和
尚
は
大
し
た
こ
と
は
何
も
し
て

い
な
い
。
世
間
に
は
、
人
の
本
性
を
見
抜
く
力
を
持
っ
て
い
る
人
は
い
な
い
も
の
だ
。

　

私
は
、
こ
の
「
あ
る
和
尚
」
は
た
い
し
た
人
間
で
は
な
い
ん
だ
、
と
い
う
文
章
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
ね
。
皆
さ
ん
が
ど
う
お
考
え
に

な
る
か
、
今
日
は
国
語
の
勉
強
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
も
う
一
遍
原
文
を
見
ま
す
と
、「
利
発
」
と
い
う
言
葉
が
ど
う
い
う
意
味
で
使
わ
れ

て
い
る
か
を
考
え
れ
ば
解
け
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

で
は
、『
葉
隠
』
で
「
利
発
」
が
出
て
く
る
文
章
を
い
く
つ
か
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

今
時
の
奉
公
人
を
見
る
に
、
い
か
う
低
い
眼
の
つ
け
所
な
り
。
ス
リ
の
目
遣
ひ
の
様
な
り
。
大
か
た
身
の
た
め
の
欲
得
か
、
利
発
だ

て
か
、
又
は
少
し
魂
の
落
ち
着
き
た
る
様
な
れ
ば
、
身
構
へ
す
る
ば
か
り
な
り
。
我
が
身
を
主
君
に
奉
り
、
す
み
や
か
に
死
に
切
つ

て
幽
霊
と
な
り
て
、
二
六
時
中
主
君
の
御
事
を
歎
き
、
事
を
整
へ
て
進
上
申
し
、
御
国
家
を
堅
む
る
と
云
ふ
所
に
眼
を
つ
け
ね
ば
、

奉
公
人
と
は
言
は
れ
ぬ
な
り（

９
）。

　

最
近
の
奉
公
人
、
今
で
い
う
と
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
目
の
付
け
ど
こ
ろ
が
低
い
、
す
り
の
よ
う
な
目
を
し
て
い
る
と
、
あ
ま
り
良
い
評
価

を
し
て
い
な
い
で
す
ね
。
欲
得
で
自
分
の
た
め
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
る
と
あ
り
ま
す
の
で
、「
利
発
だ
て
」
を
ど
う
解
釈
す
る
か
は

難
し
い
で
す
が
、
良
い
評
価
で
は
な
い
と
い
う
の
は
分
か
り
ま
す
ね
。

　

次
を
見
て
み
ま
す
と
、
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「
利
発
な
る
面つ
ら

に
て
候
間
、
や
が
て
仕
損
じ
申
す
べ
く
候
。
殿
様
別
け
て
御
嫌
ひ
な
さ
る
ゝ
が
、
利
発
め
き
候
者
に
て
候
。」（
中

略
）
利
発
を
面
に
出
し
候
者
は
、
諸
人
請
け
取
り
申
さ
ず
候
。
ゆ
り
す
わ
り
て
、
し
か
と
し
た
る
所
の
な
く
て
は
、
風
体
宜
し
か
ら

ざ
る
な
り
。
う
や
〳
〵
し
く
、
に
が
み
あ
り
て
、
調
子
静
か
な
る
が
よ
し）

（1
（

。

　
「
利
発
を
面
に
出
し
候
者
」、
皆
さ
ん
も
周
り
を
思
い
出
し
て
ご
ら
ん
に
な
れ
ば
「
私
、
賢
い
よ
」
と
顔
に
書
い
て
あ
る
よ
う
な
人
が
た

ま
に
い
ま
す
よ
ね
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
の
は
「
諸
人
請
け
取
り
申
さ
ず
」、
他
の
人
は
あ
ま
り
信
頼
し
な
い
と
い
う
。
だ
か
ら
「
利

発
」
と
い
う
こ
と
に
良
い
評
価
を
与
え
て
い
ま
せ
ん
。

　

さ
ら
に

湛た
ん

然ね
ん

和
尚
御
申
し
候
、「
奉
公
人
の
利
発
な
る
は
、
の
だ
た
ぬ
も
の
な
り
。
さ
れ
ど
も
、
ふ
う
け
の
人
に
な
り
た
る
事
は
な
し
。」
と）

（（
（

。

と
あ
り
ま
す
。
文
中
に
あ
る
「
の
だ
た
ぬ
」
と
い
う
の
は
佐
賀
の
方
言
で
「
伸
び
な
い
」
と
い
う
意
味
で
、
そ
し
て
「
ふ
う
け
」
も
方
言

で
あ
り
ま
し
て
「
ば
か
者
」
と
い
う
意
味
で
す
。
つ
ま
り
、「
利
発
」
な
人
間
は
馬
鹿
に
は
な
ら
な
い
け
ど
、
将
来
は
あ
ま
り
伸
び
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

次
は
、
常
朝
が
自
分
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
文
章
で
す
。

若
年
の
時
分
よ
り
一
向
に
、「
殿
の
一
人
被
官
は
我
な
り
、
武
勇
は
我
一
人
な
り
。」
と
骨
髄
に
徹
し
、
想
ひ
込
み
候
故
か
、
何
た
る

利
発
人
、
御
用
に
立
つ
人
に
て
も
、
押
し
下
げ
得
申
さ
れ
ず
候）

（1
（

。

　

私
は
若
い
時
か
ら
あ
ま
り
大
し
た
才
能
は
な
い
け
れ
ど
も
、
殿
様
の
一
番
役
に
立
つ
、
私
一
人
で
殿
様
を
助
け
る
ん
だ
と
言
っ
て
、

ず
っ
と
生
き
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
自
分
に
対
し
て
「
利
発
人
」、
つ
ま
り
自
分
よ
り
も
賢
そ
う
な
人
、
あ
る
い
は
役

に
立
ち
そ
う
な
人
は
い
っ
ぱ
い
い
た
け
れ
ど
も
、
愚
直
に
、
た
だ
殿
様
の
た
め
と
働
い
て
き
た
私
を
「
押
し
下
げ
得
申
さ
れ
ず
候
」
と
。

す
な
わ
ち
自
分
を
押
し
の
け
た
り
す
る
と
い
う
よ
う
な
人
は
い
な
い
と
い
う
意
味
で
す
。
し
た
が
っ
て
、「
利
発
」
と
い
う
単
語
に
相
対
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す
る
の
が
、
こ
こ
に
は
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
愚
直
な
」
と
か
「
実
直
な
」
と
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
見
え
て
く
る
わ

け
で
す
ね
。

　

次
の
文
章
も
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

何
某
は
、
第
一
顔
の
皮
厚
く
、
器
量
あ
り
て
、
利
発
者
に
て
、
御
用
に
立
つ
所
も
あ
り
。
こ
の
前
、「
そ
の
方
は
利
発
は
残
ら
ず
外

へ
出
て
、
奥
深
き
所
な
し
。
ち
と
鈍
に
な
り
て
、
十
の
物
三
つ
四
つ
内
に
残
す
事
は
成
る
ま
じ
き
や
。」
と
申
し
候
へ
ば
、「
そ
れ
は

成
り
申
さ
ず
。」
と
申
し
候
。
ほ
し
め
か
し
て
公
儀
前
な
ど
さ
す
れ
ば
、
何
処
ま
で
も
仕
て
行
く
と
こ
ろ
あ
り
。
さ
り
な
が
ら
、
御

身
辺
、
国
家
辺
、
重
き
事
は
少
し
も
さ
せ
ら
れ
ぬ
だ
け
な
り
。
誰
々
と
一
風
の
者
な
り
。
利
発
・
智
慧
に
て
何
事
も
す
む
も
の
と
覚

え
て
居
る
な
り
。
智
慧
・
利
発
ほ
ど
き
た
な
き
も
の
な
し）

（1
（

。

　

あ
る
「
利
発
者
」
に
、
賢
い
の
が
全
部
表
面
に
出
て
い
る
か
ら
三
つ
か
四
つ
、
内
面
に
秘
め
て
い
た
ら
ど
う
か
と
言
っ
た
ら
、「
そ
れ

は
成
り
申
さ
ず
」
と
答
え
て
き
た
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
結
局
、
常
朝
は
「
智
慧
・
利
発
ほ
ど
き
た
な
き
も
の
な
し
」
と
ま
で

言
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
頭
の
中
で
い
ろ
い
ろ
考
え
た
こ
と
、
と
っ
さ
の
ひ
ら
め
き
だ
け
で
何
で
も
や
っ
て
い
こ
う
と
す
る
の
は
駄
目
だ

と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
他
に
も
、
次
の
よ
う
な
「
利
発
」
の
使
用
例
が
見
ら
れ
ま
す
。

若
き
時
分
、
残
念
記
と
名
づ
け
て
、
そ
の
日
〳
〵
の
誤
を
書
き
つ
け
て
見
た
る
に
、
二
十
三
十
な
き
日
は
な
し
。
果
も
な
く
候
故
止

め
た
り
。
今
に
も
一
日
の
事
を
寝
て
か
ら
案
じ
て
見
れ
ば
、
言
ひ
そ
こ
な
ひ
、
仕
そ
こ
な
ひ
無
き
日
は
な
し
。
さ
て
も
成
ら
ぬ
も
の

な
り
。
利
発
任
せ
に
す
る
人
は
、
了
簡
に
及
ば
ざ
る
こ
と
な
り）

（1
（

。

同
人
食
事
半
ば
召
さ
せ
ら
れ
候
時
申
さ
れ
候
事
。
御
城
に
て
支
度
半
ば
に
、「
織
部
殿
召
ま
す
る
。」
と
申
し
候
に
付
て
、
そ
の
儘
立

つ
て
手
水
使
は
れ
候
。
舎
人
申
さ
れ
候
は
、「
年
配
に
も
似
合
ひ
申
さ
ず
候
。
先
づ
支
度
御
仕
舞
ひ
候
て
御
出
で
候
へ
か
し
。」
と
申
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さ
れ
候
へ
ば
、「
そ
れ
は
利
発
人
の
事
な
り
。
我
等
は
召
し
ま
す
る
と
聞
い
て
よ
り
は
食
物
の
味
が
せ
ぬ
。」
と
申
し
て
罷
り
出
で
ら

れ
候
由
。
惣
じ
て
実
義
第
一
の
人
な
り
。
そ
れ
故
、
子
孫
よ
き
か
と
思
は
る
ゝ
な
り）

（1
（

。

見
懸
利
発
に
見
へ
候
者
は
、
よ
き
事
を
し
て
も
目
に
立
た
ず
。
人
並
の
事
し
て
は
不
足
の
様
に
諸
人
存
じ
候
。
打
ち
見
た
る
所
柔
和

な
る
者
は
、
す
こ
し
振
よ
き
事
候
へ
ば
、
諸
人
褒
美
仕
り
候
事）

（1
（

。

天
下
国
家
を
治
む
る
と
云
ふ
は
、
及
ば
ざ
る
事
、
大
惣
の
事
の
様
な
れ
ど
も
、
今
天
下
の
老
中
、
御
国
の
家
老
年
寄
中
の
仕
事
も
、

こ
の
庵
に
て
咄
し
候
事
よ
り
外
は
こ
れ
な
き
も
の
な
り
。
こ
れ
に
て
成
程
治
め
て
や
る
事
な
り
。
結
句
あ
の
衆
は
、
心
元
な
き
事
あ

り
。
国
学
知
ら
ず
、
邪
正
の
吟
味
せ
ず
、
生
れ
つ
き
の
利
発
ま
か
せ
に
て
、
諸
人
這
ひ
廻
り
、
お
ぢ
畏
れ
、
御
尤
も
と
ば
か
り
申
す

に
付
、
自
慢
私
欲
出
来
る
も
の
に
て
候
な
り
と）

（1
（

。

こ
こ
ま
で
挙
げ
て
く
れ
ば
、「
利
発
」
と
い
う
言
葉
に
は
あ
ま
り
高
い
評
価
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

　
『
葉
隠
』
と
同
じ
く
、
佐
賀
藩
の
人
が
よ
く
知
っ
て
い
る
言
葉
に
、
鍋
島
直
茂
の
書
い
た
「
直
茂
公
御
壁
書
二
十
一
箇
条
」
と
い
う
の

が
あ
り
ま
す
。
直
茂
は
佐
賀
藩
の
初
代
藩
主
勝
茂
の
父
親
で
、
藩
祖
と
い
い
ま
す
。
そ
の
冒
頭
に
、

利
発
は
分
別
の
花
、
花
咲
き
実み

の

ら
ざ
る
類
多
し）

（1
（

。

と
あ
り
ま
す
。
分
別
と
い
う
の
は
、
既
存
の
知
識
を
総
合
し
て
、
物
事
を
適
当
に
分
類
し
て
、
瞬
間
的
に
パ
ッ
パ
ッ
と
処
理
し
た
り
、
判

断
し
た
り
す
る
。
現
代
風
に
言
え
ば
分
析
能
力
で
す
ね
。
そ
う
い
う
能
力
が
「
利
発
」
で
あ
る
、
と
。
花
は
咲
く
だ
ろ
う
け
ど
、
し
か
し

実
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
す
。

　

常
朝
の
先
生
格
に
な
る
石い

し

田だ

一い
っ

鼎て
い

は
、
こ
の
文
章
を
次
の
よ
う
に
註
釈
し
て
い
ま
す
。

国
君
は
国
中
の
民
を
安
ん
ず
る
役
者
の
頭
人
な
り
。
国
家
の
為
に
身
を
捨
て
玉
ふ
を
よ
く
役
儀
を
勤
む
と
云
ふ
。
家
老
諸
臣
は
君
の

命
を
受
け
て
万
事
を
調
ふ
る
に
、
身
を
惜
し
ま
ざ
る
を
義
と
す
。
然
る
に
そ
の
道
を
知
ら
ず
、
我
が
為
に
楽
を
専
ら
に
す
る
故
、
上
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下
共
に
我
が
儘
の
風
と
な
り
、
そ
の
実
皆
落
ち
て
そ
の
花
独
り
栄
ゆ
る
と
、
古
今
の
序
に
紀
貫
之
が
書
き
た
る
に
等
し
。
利
発
と
は

気
質
の
敏
便
な
る
を
云
ふ
。
分
別
と
は
智
徳
を
指
す
。
人
に
天
性
の
智
徳
あ
る
は
、
道
を
知
り
て
我
を
離
れ
ん
が
為
な
り
。
根
本
智

は
木
の
根
の
如
く
、
後
に
得
る
智
は
花
の
如
し
。
そ
の
役
儀
を
よ
く
調
ふ
る
は
、
実
の
熟
す
る
が
如
し
。
我
が
為
に
智
を
用
ゐ
る
時

は
、
利
発
の
花
ば
か
り
に
て
、
国
家
を
治
む
る
実
は
成
ら
ず
。
こ
の
類
の
人
世
に
多
く
な
る
は
、
上
た
る
人
の
我
が
楽
を
求
む
る
徴

な
り）

（1
（

。

　

石
田
一
鼎
も
、
自
分
の
た
め
に
智
恵
を
用
い
る
時
は
利
発
に
な
る
と
、
花
は
咲
く
け
ど
国
を
治
め
る
と
い
う
よ
う
な
大
き
な
効
果
、
功

績
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
そ
う
言
っ
て
い
る
こ
と
が
お
わ
か
り
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
ま
で
「
利
発
」
の
注
釈
、
用
例
を
見
て
参
り
ま
し
た
が
、
最
初
の
文
章
に
も
う
一
遍
戻
り
ま
す
と
、

何
和
尚
は
利
発
に
て
、
万
事
を
押
し
付
け
て
済
ま
し
申
さ
れ
候
。
今
日
本
に
手
向
ひ
申
す
出
家
な
し
。
替
り
た
る
事
少
し
も
な
し
、

大
根
を
見
届
く
る
力
あ
る
人
な
き
も
の
な
り
。

　

利
発
だ
け
れ
ど
も
、
ち
ょ
っ
と
賢
い
け
れ
ど
も
、
色
ん
な
人
に
も
の
ご
と
を
押
し
つ
け
る
け
れ
ど
も
、
大
し
た
人
間
で
は
な
い
と
、
変

わ
っ
た
こ
と
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
「
利
発
」
と
い
う
単
語
に
注
目
し
て
一
つ
一
つ
細
か
に
分
析
し
て
い
く
と
、『
葉
隠
』
に
は
ま
だ
ま
だ
解
釈
の
余
地
が
あ

る
と
思
う
わ
け
で
す
。

二
　
慈
悲

　

次
は
「
慈
悲
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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『
葉
隠
』
に
は
「
慈
悲
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
例
が
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
『
葉
隠
』
の
冒
頭
に
は
「
夜
陰
之
閑
談
」
と
い
う
も

の
が
あ
り
、
そ
こ
に
四
つ
の
誓
願
が
あ
り
ま
す
。

一
、
武
士
道
に
於
て
お
く
れ
取
り
申
す
ま
じ
き
事
。

一
、
主
君
の
御
用
に
立
つ
べ
き
事
。

一
、
親
に
孝
行
仕
る
べ
き
事
。

一
、
大
慈
悲
を
起
し
人
の
為
に
な
る
べ
き
事）

11
（

。

　
『
葉
隠
』
と
い
う
の
は
、
佐
賀
藩
士
に
対
し
て
武
士
と
し
て
の
人
生
を
き
ち
ん
と
送
っ
て
も
ら
お
う
と
い
う
こ
と
で
、
作
り
上
げ
ら
れ

た
文
章
で
す
。
こ
の
四
つ
の
誓
願
が
大
テ
ー
マ
、
大
眼
目
で
、
一
番
に
武
士
道
に
お
く
れ
を
取
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
と
か
、
二
番
に
主
君
の

役
に
立
つ
と
か
、
三
番
の
親
に
孝
行
、
こ
れ
は
武
士
で
な
く
て
も
大
切
で
す
が
、
そ
う
あ
り
ま
す
。

　

実
は
、
先
ほ
ど
触
れ
た
常
朝
の
先
生
で
あ
っ
た
石
田
一
鼎
は
『
要
鑑
抄
』
と
い
う
文
章
を
書
い
て
お
り
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
書
い

て
あ
る
ん
で
す
ね
。

一
、
武
士
道
に
於
て
未
練
を
取
る
べ
か
ら
ず
。

一
、
先
祖
の
名
字
を
断
絶
す
べ
か
ら
ず
。

一
、
畢
竟
主
君
の
御
用
に
立
つ
べ
し）

1（
（

。

　

こ
れ
ら
は
、
さ
き
ほ
ど
の
三
つ
に
大
体
匹
敵
す
る
わ
け
で
す
が
、『
葉
隠
』
は
こ
こ
に
「
大
慈
悲
を
起
し
人
の
為
に
な
る
べ
き
事
」
を

加
え
ま
し
た
。
こ
れ
が
『
葉
隠
』
の
『
葉
隠
』
た
る
所
以
で
あ
り
ま
す
。

　

常
朝
は
二
一
歳
の
時
、
湛
然
和
尚
と
い
う
人
に
参
禅
し
て
血け

ち

脈み
ゃ
くを
受
け
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
湛
然
和
尚
は
鍋
島
家
の
菩
提
寺
で

あ
る
高
伝
寺
の
住
職
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、
あ
る
事
件
を
き
っ
か
け
に
も
う
佐
賀
に
い
た
く
な
い
と
言
っ
て
、
福
岡
へ
向
か
お
う
と
し
て
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北
の
方
に
去
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
藩
主
は
「
待
て
待
て
待
て
」
と
言
っ
て
、
三
人
の
家
臣
に
命
じ
て
引
き
止
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

そ
し
て
彼
ら
は
「
和
尚
さ
ん
、
私
た
ち
の
意
見
を
聞
い
て
く
れ
な
い
と
帰
っ
て
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」
と
言
い
、
そ
の
場
で
切
腹
す
る

ん
で
す
ね
。
湛
然
和
尚
は
「
そ
こ
ま
で
し
て
自
分
を
引
き
留
め
よ
う
と
し
て
く
れ
る
の
か
」
と
思
い
、
結
局
は
福
岡
へ
は
行
か
ず
に
、
佐

賀
市
の
北
に
あ
る
天
山
山
地
の
中
腹
に
隠
棲
し
て
、
華
蔵
庵
と
い
う
庵
を
結
び
ま
す）

11
（

。
常
朝
は
こ
の
華
蔵
庵
に
い
た
湛
然
和
尚
に
付
い
て

坐
禅
の
修
行
を
し
て
血
脈
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
常
朝
の
父
親
も
兄
も
同
じ
く
湛
然
和
尚
に
参
禅
を
し
て
血
脈
を
受
け
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
小
さ
い
時
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
教
え
を
受
け
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
常
朝
は
、
二
代
藩
主
鍋
島
光
茂
に
ず
っ
と
仕
え
て
お
り
ま
し
た
。
当
時
追
い
腹
と
言
っ
て
、
主
君
が
死
ね
ば
家
臣
た
ち
も
何
人

か
一
緒
に
死
ぬ
と
い
う
風
習
が
あ
り
、
常
朝
も
光
茂
が
亡
く
な
っ
た
際
に
は
そ
う
い
う
覚
悟
で
い
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
そ
の
光
茂
が
追

い
腹
禁
止
令
、
殉
死
禁
止
令
を
出
す
ん
で
す
ね
。
そ
の
た
め
常
朝
は
切
腹
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
四
二
歳
の
時
に
出
家
す
る
わ
け

で
あ
り
ま
す
。

　

前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
常
朝
が
書
く
文
章
に
は
そ
う
い
う
禅
的
な
要
素
と
い
い
ま
す
か
、
物
の
考
え
方
が
し
み
こ
ん

で
い
る
わ
け
で
す
。
現
在
で
も
我
々
は
「
慈
悲
深
い
人
だ
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、「
慈
悲
」
と
い
う
言
葉
を
よ
く
使
い
ま
す
が
、『
葉
隠
』

で
は

扨
又
御
国
は
、
根
元
、
剛
忠
様
御
願
力
、
隆
信
様
御
武
勇
、
利
叟
様
御
善
根
、
日
峯
様
御
勲
功
、
泰
盛
院
様
御
苦
労
に
て
、
御
家
御

長
久
に
候
へ
ば
、
御
家
中
と
し
て
毎
朝
拝
み
奉
る
べ
き
事
に
候
。
且
又
、
御
代
々
の
大
守
に
悪
人
こ
れ
な
く
、
鈍
智
こ
れ
な
く
、
日

本
の
大
名
に
劣
ら
せ
ら
る
ゝ
御
器
量
遂
に
こ
れ
な
く
候
。
他
方
に
て
は
鍋
島
律
儀
と
申
す
候
由
。
御
慈
悲
の
国
守
ば
か
り
御
出
来
遊

ば
さ
る
ゝ
候
事
、
不
思
議
の
御
事
に
候）

11
（

。

と
あ
り
、
剛
忠
様
（
龍
造
寺
家
兼
）、
龍
造
寺
隆
信
、
利
叟
様
（
鍋
島
清
久
）、
日
峯
様
（
鍋
島
直
茂
）、
泰
盛
院
（
鍋
島
勝
茂
）
と
「
御
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慈
悲
の
国
守
ば
か
り
」、
龍
造
寺
家
、
鍋
島
家
の
人
は
み
ん
な
慈
悲
深
い
人
た
ち
で
、
鍋
島
藩
と
い
う
の
は
慈
悲
の
国
で
あ
る
、
藩
主
が

家
臣
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
領
民
に
対
し
て
よ
い
施
策
を
す
る
、
慈
悲
深
い
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
二
代
目
藩
主
の
光
茂
も

〈
金
丸
氏
咄
〉
御
慈
悲
深
く
御
座
候
故
、「
御
家
中
下
々
迄
の
上
に
、
痛
み
候
事
こ
れ
な
き
様
に
。」
と
、
兼
々
思
召
し
上
げ
ら
れ

候）
11
（

。

と
、
や
は
り
領
民
に
対
し
て
慈
悲
深
い
、
そ
う
い
う
表
現
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
『
葉
隠
』
の
中
に
は
そ
う
い
う
「
慈
悲
」
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
か
な
と
い
う
「
慈
悲
」
が
ご
ざ
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
長
い
文
章

で
は
あ
り
ま
す
が
、

大
気
と
云
ふ
は
、
大
慈
悲
の
義
な
り
。
神
詠
、「
慈
悲
の
目
に
に
く
し
と
思
ふ
人
あ
ら
じ
科
の
あ
る
を
ば
な
ほ
も
あ
は
れ
め
」。
広
く

大
な
る
こ
と
限
り
な
し
。
普
く
と
云
ふ
と
こ
ろ
な
り
。
上
古
三
国
の
聖
衆
を
、
今
日
ま
で
崇
め
奉
る
も
、
慈
悲
の
広
く
至
る
と
こ
ろ

な
り
。
何
事
も
、
君
父
の
御
為
、
又
は
諸
人
の
為
、
子
孫
の
為
と
す
べ
し
。
こ
れ
大
慈
悲
な
り
。
慈
悲
よ
り
出
づ
る
智
勇
が
本
の
物

な
り
。
慈
悲
の
為
に
罰
し
、
慈
悲
の
為
に
働
く
故
、
強
く
正
し
き
こ
と
限
り
な
し
。
我
が
為
に
す
る
は
、
狭
く
小
さ
く
小
気
な
り
。

悪
事
と
な
る
な
り
。
勇
智
の
事
は
、
こ
の
前
得
心
せ
り
。
慈
悲
の
事
は
、
頃
日
篤
と
手
に
入
り
た
り
。
家
康
公
仰
に
、「
諸
人
を
子

の
如
く
思
ふ
時
、
諸
人
ま
た
我
を
親
の
如
く
思
ふ
故
、
天
下
泰
平
の
基
は
慈
悲
な
り
。」
と
。
ま
た
寄
親
・
組
子
と
申
す
事
、
親
子

の
因
み
、
一
和
の
心
を
付
け
た
る
名
か
と
思
は
れ
候
。
直
茂
公
、「
理
非
を
糺
す
者
は
、
人
罰
に
落
つ
る
な
り
。」
と
仰
せ
ら
れ
候
は
、

慈
悲
よ
り
の
御
箇
条
か
と
存
ぜ
ら
れ
候
。「
道
理
の
外
に
理
あ
り
。」
仰
せ
ら
れ
候
も
慈
悲
な
る
べ
し
。
無
尽
な
る
事
味
ふ
べ
し
。
と

精
に
入
り
て
御
咄
な
り）

11
（

。

　

こ
こ
で
は
「
大
気
」
と
「
小
気
」
が
対
比
さ
れ
て
い
ま
す
。「
大
気
」
と
い
う
の
は
大
慈
悲
の
こ
と
で
、「
科
の
あ
る
を
ば
な
ほ
も
あ
は

れ
め
」
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
「
何
事
も
、
君
父
の
御
為
、
又
は
諸
人
の
為
、
子
孫
の
為
と
す
べ
し
」。
つ
ま
り
慈
悲
と
い
う
の
は
自
分
の
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た
め
で
な
く
、
君
父
の
た
め
、
あ
る
い
は
い
ろ
ん
な
人
の
た
め
、
子
孫
の
た
め
に
す
る
こ
と
。
後
か
ら
も
出
て
き
ま
す
が
「
利
他
行
」、

人
の
た
め
に
な
る
こ
と
が
大
慈
悲
で
あ
る
、
と
。
そ
し
て
、
知
恵
と
か
勇
気
、
こ
れ
も
本
来
は
慈
悲
か
ら
出
て
こ
な
い
と
い
け
な
い
と
い

う
わ
け
で
す
ね
。「
慈
悲
の
為
に
罰
し
、
慈
悲
の
為
に
働
く
」、
人
を
処
罰
す
る
、
人
を
働
い
た
り
働
か
せ
た
り
す
る
の
は
慈
悲
の
た
め
だ

か
ら
、「
強
く
正
し
き
こ
と
限
り
な
し
」、
根
本
に
慈
悲
が
あ
る
か
ら
正
し
い
、
と
。

　

一
方
で
「
我
が
為
に
す
る
は
、
狭
く
小
さ
く
小
気
な
り
」。
な
ん
で
も
い
ろ
ん
な
こ
と
を
自
分
の
た
め
ば
っ
か
り
す
る
、
分
か
り
や
す

い
言
葉
で
言
え
ば
「
自
利
」
が
小
気
と
い
う
よ
う
に
区
別
し
て
あ
り
、
そ
れ
は
「
悪
事
と
な
る
な
り
」
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

常
朝
は
「
慈
悲
の
事
は
、
頃
日
篤
と
手
に
入
り
た
り
」
と
、
最
近
考
え
て
よ
く
わ
か
っ
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。
直
茂
が
「
理
非
を
糺
す

者
は
、
人
罰
に
落
つ
る
な
り
」
と
、「
理
」
と
「
非
」
を
は
っ
き
り
と
分
け
る
と
い
う
の
は
だ
め
と
言
わ
れ
た
の
は
慈
悲
と
い
う
観
点
か

ら
言
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。「
道
理
の
外
に
理
あ
り
」、
慈
悲
の
下
に
道
理
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

ま
た
他
の
文
章
で
は
、「
大
慈
悲
」
が
次
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

人
に
意
見
を
し
て
疵
を
直
す
と
云
ふ
は
大
切
の
事
、
大
慈
悲
、
御
奉
公
の
第
一
に
て
候
。
意
見
の
仕
様
、
大
い
に
骨
を
折
る
こ
と
な

り
。
人
の
上
の
善
悪
を
見
出
す
は
安
き
事
な
り
。
そ
れ
を
意
見
す
る
も
安
き
事
な
り
。
大
か
た
は
、
人
の
す
か
ぬ
云
ひ
に
く
き
事
を

云
ふ
が
親
切
の
様
に
思
ひ
、
そ
れ
を
請
け
ね
ば
力
に
及
ば
ざ
る
事
と
云
ふ
な
り
。
何
の
益
に
も
立
た
ず
。
人
に
恥
を
か
ゝ
せ
、
悪
口

す
る
と
同
じ
事
な
り
。
我
が
胸
は
ら
し
に
云
ふ
ま
で
な
り
。
意
見
と
云
ふ
は
、
先
づ
そ
の
人
の
請
く
る
か
請
け
ぬ
か
の
気
を
よ
く
見

わ
け
、
入
魂
に
な
り
、
此
方
の
言
葉
を
兼
々
信
仰
あ
る
様
に
仕
な
し
候
て
よ
り
、
好
き
の
道
な
ど
よ
り
引
き
入
れ
、
云
ひ
様
種
々
に

工
夫
し
、
時
節
を
考
へ
、
或
は
文
通
、
或
は
暇
乞
な
ど
の
折
か
、
我
が
身
の
上
の
悪
事
を
申
し
出
し
、
云
は
ず
し
て
も
思
ひ
当
る
様

に
か
、
先
づ
よ
き
処
を
褒
め
立
て
、
気
を
引
き
立
つ
工
夫
を
砕
き
、
渇
く
時
水
呑
む
様
に
請
け
合
せ
、
疵
直
る
が
意
見
な
り
。
殊
の

外
仕
に
く
き
も
の
な
り
。
年
来
の
曲く

せ

な
れ
ば
、
大
体
に
て
は
直
ら
ず
。
我
が
身
に
も
覚
へ
あ
り
。
諸
朋
輩
兼
々
入
魂
を
し
て
、
曲
を
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直
し
、
一
味
同
心
に
主
君
の
御
用
に
立
つ
所
な
れ
ば
御
奉
公
大
慈
悲
な
り
。
然
る
に
、
恥
を
あ
た
へ
て
は
何
し
に
直
り
申
す
べ
き
や）

11
（

。

　

同
じ
藩
の
中
に
い
ろ
ん
な
癖
の
悪
い
人
間
が
た
く
さ
ん
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
そ
の
人
に
「
お
前
も
も
う
少
し
立
派
な
、
ま
じ
め
な

行
動
を
と
っ
た
方
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
意
見
す
る
と
、
結
局
そ
の
人
は
怒
る
わ
け
で
す
ね
。
だ
か
ら
普
通
の
人
は
、
嫌
わ
れ
た
り

す
る
か
ら
注
意
し
た
り
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
良
く
な
い
、
と
。
言
い
に
く
い
け
れ
ど
も
何
と
か
言
え
る
よ
う
な
関
係
を

作
っ
て
、
自
分
の
言
う
こ
と
を
聞
か
せ
る
よ
う
工
夫
し
て
、
ま
っ
と
う
な
人
間
に
し
て
や
る
。
そ
う
す
る
と
佐
賀
藩
の
た
め
に
働
く
侍
も

増
え
て
い
く
。「
大
慈
悲
、
御
奉
公
の
第
一
に
て
」「
御
奉
公
大
慈
悲
な
り
」
と
い
う
言
い
方
で
す
。
ほ
か
に
も
、

上
下
万
民
の
心
入
れ
を
直
し
、
不
忠
不
義
の
者
一
人
も
こ
れ
な
く
、
悉
く
御
用
に
立
て
、
面
々
安
堵
仕
り
候
様
に
仕
な
す
べ
し
と
、

大
誓
願
を
起
す
べ
し
。
伊
尹
が
志
の
如
し
。
大
忠
節
・
大
慈
悲
な
り
。
人
の
癖
を
直
す
は
我
が
癖
を
直
す
よ
り
は
仕
に
く
き
も
の
な

り
。
先
づ
一
人
も
え
せ
中
を
持
た
ず
、
近
付
は
素
よ
り
、
見
知
ら
ざ
る
人
よ
り
も
、
恋
ひ
忍
ば
る
ゝ
や
う
に
仕
な
す
が
基
な
り
。
我

が
身
に
て
も
覚
へ
あ
り
。
相
口
の
人
よ
り
云
は
る
ゝ
意
見
は
よ
く
請
く
る
な
り）

11
（

。（
後
略
）

　

こ
こ
で
は
古
代
中
国
の
政
治
家
で
あ
る
伊い

尹い
ん

の
故
事
が
出
て
き
ま
す
。
伊
尹
は
殷
王
朝
の
成
立
に
非
常
に
貢
献
し
た
わ
け
で
す
が
、
四

代
目
の
王
・
太た

い

甲こ
う

が
あ
ま
り
良
い
人
間
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
王
位
か
ら
追
放
す
る
ん
で
す
ね
。
し
ば
ら
く
伊
尹
が
そ
の
国
を
治
め
ま
す

が
、
追
放
さ
れ
た
太
甲
は
非
常
に
後
悔
し
て
、
ま
っ
と
う
な
人
間
に
変
わ
っ
て
戻
っ
て
く
る
。
そ
う
す
る
と
伊
尹
は
改
心
し
て
戻
っ
て
き

た
太
甲
を
受
け
入
れ
て
、
ふ
た
た
び
王
に
戻
し
た
の
で
す）

11
（

。
つ
ま
り
最
初
か
ら
優
し
く
相
手
と
接
す
る
の
で
は
な
く
て
、
時
に
は
厳
し
く

処
罰
を
し
た
り
あ
る
い
は
追
放
し
た
り
、
そ
れ
が
大
き
な
目
か
ら
み
れ
ば
結
局
は
い
い
こ
と
で
あ
る
、
と
。
大
慈
悲
と
い
う
の
は
高
み
の

あ
る
慈
悲
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
意
味
合
い
で
使
っ
て
お
り
ま
す

　

さ
て
、
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、『
葉
隠
』
に
は
「
慈
悲
門
」
と
い
う
言
葉
も
出
て
ま
い
り
ま
す
。

自
他
の
思
ひ
深
く
、
人
を
憎
み
、
え
せ
中
な
ど
す
る
は
、
慈
悲
の
す
く
な
き
故
な
り
。
一
切
悉
く
慈
悲
の
門
に
括
り
込
ん
で
か
ら
は
、
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あ
た
り
合
ふ
こ
と
な
き
も
の
な
り）

11
（

。

恩
を
受
け
た
る
人
、
懇
意
の
人
、
味
方
の
人
に
は
、
た
と
へ
悪
事
あ
り
と
も
潜
か
に
意
見
い
た
し
、
世
間
に
は
よ
き
様
に
取
り
成
し
、

悪
名
を
云
ひ
ふ
さ
ぎ
、
誉
め
立
て
、
無
二
の
味
方
・
一
騎
当
千
に
な
り
、
内
々
に
て
よ
く
受
け
候
様
に
意
見
す
れ
ば
、
疵
も
直
り
、

よ
き
者
に
な
る
な
り
。
誉
め
立
て
候
へ
ば
、
人
の
心
も
移
り
、
自
然
と
悪
し
き
沙
汰
止
む
も
の
な
り
。
す
べ
て
慈
悲
門
に
括
り
込
み

て
、
よ
く
な
さ
ね
ば
置
ぬ
念
願
な
り
と）

11
（

。

　

仏
教
の
根
本
は
「
慈
悲
」
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
慈
悲
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
、
先
ほ
ど
出
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
人
の
た
め
に
何

か
を
す
る
と
い
う
こ
と
、
利
他
行
で
す
。
利
他
の
精
神
と
置
き
換
え
て
も
構
わ
な
い
。
人
の
た
め
に
な
る
、
そ
う
い
う
利
他
の
精
神
を
育

む
よ
う
に
す
る
。
そ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
「
慈
悲
門
」
と
い
う
言
葉
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
湛
然
和
尚
の
教
え
を
例
に
し
て
「
慈
悲
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
り
ま
す
。

堪
然
和
尚
平
生
の
示
し
に
、
出
家
は
慈
悲
を
表
に
し
て
内
に
は
飽
く
ま
で
勇
気
を
貯
へ
ざ
れ
ば
、
仏
道
を
成
就
す
る
事
成
ら
ざ
る
も

の
な
り
。
武
士
は
勇
気
を
表
に
し
て
、
内
心
に
は
腹
の
破
る
ゝ
程
大
慈
悲
を
持
た
ざ
れ
ば
、
家
業
立
た
ざ
る
も
の
な
り
。
こ
れ
に
依

つ
て
、
出
家
は
武
士
に
伴
ひ
て
勇
気
を
求
め
、
武
士
は
出
家
に
便
り
て
慈
悲
を
求
る
も
の
な
り
。
我
数
年
の
褊へ

ん

袗さ
ん

に
、
知
識
に
逢
ひ

て
修
行
の
便
に
な
り
た
る
事
一
つ
も
な
し
。
そ
れ
故
、
所
々
に
て
勇
士
と
さ
へ
聞
け
ば
、
道
の
難
儀
を
も
厭
は
ず
尋
ね
行
き
、
武
道

の
咄
を
聞
き
し
が
、
こ
れ
に
て
仏
道
の
助
け
に
な
り
た
る
事
、
し
か
と
覚
え
あ
り
。
ま
づ
武
士
は
武
具
を
持
つ
に
依
つ
て
、
そ
れ
を

力
に
し
て
な
り
と
も
、
敵
陣
に
駆
け
入
ら
る
ゝ
な
り
。
出
家
は
珠
数
一
連
に
て
鑓
・
長
刀
の
中
へ
駆
け
入
る
事
、
柔
和
・
慈
悲
心
ば

か
り
に
て
何
と
し
て
な
る
べ
き
や
。
大
勇
気
な
く
し
て
駆
け
入
ら
る
べ
か
ら
ず
。
そ
の
証
拠
に
は
、
大
法
事
の
時
、
焼
香
を
す
る
和

尚
な
ど
が
、
ふ
る
は
る
ゝ
な
り
。
勇
気
な
き
故
な
り
。
よ
み
が
へ
る
死
人
を
蹴
倒
し
、
地
獄
の
衆
生
を
引
き
上
ぐ
る
事
、
皆
勇
気
の

業
な
り
。
然
る
に
、
近
代
の
出
家
皆
あ
ら
ぬ
事
を
取
り
持
ち
、
殊
勝
柔
和
に
な
り
た
が
り
、
道
を
成
就
す
る
者
な
し
。
剰
へ
武
士
に
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仏
道
を
す
ゝ
め
、
す
く
た
れ
者
に
仕
な
す
事
、
残
念
の
事
ど
も
な
り
。
年
若
き
侍
な
ど
の
仏
道
を
聞
く
は
、
以
て
の
外
の
僻
事
な
り
。

仔
細
は
物
が
二
つ
に
な
る
故
な
り
。
一
方
向
き
に
て
な
け
れ
ば
、
益
に
た
ゝ
ぬ
も
の
な
り
。
隠
居
閑
居
の
老
人
な
ど
は
、
遊
び
仕
事

に
仏
法
を
聞
く
も
よ
し
。
武
士
た
る
者
は
、
忠
と
孝
と
を
片
荷
に
し
、
勇
気
と
慈
悲
と
を
片
荷
に
し
て
、
二
六
時
中
、
肩
の
割
り
入

る
ほ
ど
荷
ふ
て
さ
へ
居
れ
ば
、
侍
は
立
つ
な
り
。
朝
夕
の
拝
礼
、
行
住
座
臥
、「
殿
様
々
々
」
と
唱
ふ
べ
し
。
仏
名
真
言
に
す
こ
し

も
違
は
ざ
る
な
り
。
又
常
に
氏
神
に
つ
り
あ
う
て
居
る
べ
し
、
運
強
き
も
の
な
り
。
又
慈
悲
と
い
ふ
も
の
は
、
運
を
育
つ
る
母
の
様

な
も
の
な
り
。
無
慈
悲
に
し
て
勇
気
ば
か
り
の
士
、
断
絶
の
例
、
古
今
顕
然
な
り
、
と）

1（
（

。

　
「
出
家
」
と
「
武
士
」
を
対
比
し
て
、「
出
家
」
は
表
面
に
「
慈
悲
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
し
か
し
内
心
に
は
勇
気
が
あ
る
。

「
武
士
」
に
は
勇
気
が
表
面
に
あ
っ
て
、
心
の
中
に
は
「
腹
の
破
る
ゝ
程
大
慈
悲
」
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
武
士
が
慈
悲

心
を
持
た
な
い
で
、
勇
気
ば
か
り
持
っ
て
い
て
は
だ
め
だ
と
、
そ
う
い
う
武
士
は
断
絶
す
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
先
ほ
ど
も
触
れ
ま
し
た

が
、『
葉
隠
』
に
あ
る
有
名
な
言
葉
、「
慈
悲
よ
り
出
づ
る
智
勇
が
本
の
物
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

大
隈
重
信
は
佐
賀
出
身
で
、
明
治
・
大
正
に
二
度
総
理
大
臣
と
な
り
、
早
稲
田
大
学
を
つ
く
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
皆
さ
ん
ご
承
知
で

し
ょ
う
。
最
晩
年
の
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
に
佐
賀
に
戻
り
ま
し
て
、
五
月
二
一
日
に
菩
提
寺
の
龍
泰
寺
で
法
要
を
営
み
、
そ
こ
で
講

演
し
ま
し
た
。
そ
の
時
に
自
分
の
一
生
を
振
り
返
っ
て
、

慈
悲
は
家
族
制
度
の
根
本
で
あ
る
許
り
で
な
く
、
又
実
に
勇
気
の
源
で
あ
る
。
吾
々
が
三
百
年
来
養
は
れ
来
つ
た
葉
隠
の
根
本
的
精

神
に
も
亦
、
此
慈
悲
を
重
ず
る
事
が
あ
り
、
所
謂
四
誓
願
が
葉
隠
の
根
本
を
為
し
て
い
る
。
吾
輩
微
力
短
才
に
し
て
今
日
の
地
位
に

在
る
は
実
に
龍
造
寺
鍋
島
の
遺
沢
、
殊
に
名
君
閑
叟
公
撫
育
の
賜
で
あ
る）

11
（

。

と
、
大
隈
さ
ん
も
「
葉
隠
の
慈
悲
の
精
神
が
あ
っ
た
か
ら
今
日
の
私
が
あ
る
」
と
、『
葉
隠
』
に
触
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
大
隈

さ
ん
の
家
は
ち
ょ
っ
と
裕
福
で
し
た
の
で
、
貧
乏
な
人
に
小
遣
い
を
や
っ
た
り
と
か
、
お
菓
子
を
与
え
た
り
と
か
、
あ
る
い
は
大
隈
さ
ん
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は
大
き
く
な
っ
て
か
ら
は
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
寄
付
し
た
り
と
か
し
て
い
ま
す
。
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
こ
う
し
た
環
境
で
育
ち
、
そ
の
根

本
に
は
『
葉
隠
』
の
慈
悲
の
精
神
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

三
　
正
念

　

あ
と
『
葉
隠
』
に
よ
く
出
て
く
る
の
が
「
念
」
と
い
う
字
で
す
。「
正
念
」
と
か
「
一
念
」、「
無
念
」
と
か
「
残
念
」
と
か
、「
念
々
正

念
」
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
熟
語
で
出
て
ま
い
り
ま
す
。「
念
」
と
い
う
単
語
は
出
て
き
ま
せ
ん
が
、
聞
書
第
二
の
九
〇
番
に
、
次
の
よ
う

に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

貪と
ん

・
瞋じ
ん

・
痴ち

と
、
よ
く
撰
り
分
け
た
る
も
の
な
り
。
世
上
の
悪
事
出
来
た
る
時
、
引
き
合
ひ
て
見
る
に
、
こ
の
三
箇
条
に
迦は
ず

る
ゝ
事

な
し
。
吉
事
を
引
き
合
ひ
て
見
る
に
、
智
・
仁
・
勇
に
洩
れ
ず
と
あ
り）

11
（

。

　

我
々
が
悪
い
こ
と
を
す
る
原
因
を
ず
っ
と
探
っ
て
い
く
と
、「
貪
」「
瞋
」「
痴
」
に
た
ど
り
着
く
。「
貪
」
と
は
人
よ
り
お
い
し
い
も
の

を
食
べ
た
い
、
人
よ
り
い
い
も
の
を
着
た
い
と
か
い
う
貪
り
。
そ
れ
か
ら
「
瞋
」
は
怒
り
、「
痴
」
は
愚
痴
を
こ
ぼ
す
。
そ
う
い
う
も
の

が
あ
る
。
一
方
で
良
い
こ
と
を
し
た
時
に
は
「
智
」「
仁
」「
勇
」
が
根
本
に
あ
る
、
と
。
こ
れ
は
儒
教
的
、
仏
教
的
な
言
い
方
を
す
る
と
、

「
智
」
と
「
仁
」
が
「
慈
悲
」
に
な
り
ま
す
ね
。
し
た
が
っ
て
心
の
奥
底
を
ず
っ
と
追
求
し
て
い
く
と
、
良
い
要
素
も
あ
れ
ば
悪
い
要
素

も
あ
っ
て
、
色
ん
な
考
え
が
ポ
ッ
ポ
ッ
ポ
ッ
ポ
ッ
と
心
の
奥
底
に
出
て
く
る
。
そ
の
ポ
ッ
ポ
ッ
と
出
て
く
る
の
が
「
念
」
で
あ
り
ま
す
。

「
念お

も

う
」、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
出
て
く
る
ん
で
す
ね
。

　

そ
し
て
最
初
の
「
念
」
が
ポ
ッ
と
出
て
く
る
と
、
そ
こ
か
ら
「
念
」
が
ず
っ
と
連
な
っ
て
い
っ
て
、
あ
ら
ぬ
方
向
へ
行
っ
て
し
ま
う
と

い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。
禅
で
は
「
無
念
無
想
」「
無
念
無
心
」、
無
念
に
な
れ
ば
い
い
、
念
じ
な
け
れ
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ば
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、『
葉
隠
』
に
は
堪
然
和
尚
の
話
と
し
て
、

湛
然
和
尚
の
物
語
に
、「
無
念
無
心
と
ば
か
り
教
ふ
る
故
に
、
落
ち
着
か
せ
ぬ
な
り
。
無
念
と
云
ふ
は
正
念
の
事
な
り
。」
と
仰
せ
ら

れ
候
。
面
白
き
事
に
て
候
。
実さ

ね

教の
り

卿
も
、「
一
呼
吸
の
中
に
邪
を
含
ぬ
所
が
、
則
ち
道
な
り
。」
と
仰
せ
ら
れ
候
。
然
れ
ば
道
は
一
ツ

な
り
。
こ
の
光
を
、
先
づ
見
付
く
る
者
も
な
き
も
の
な
り
。
純
一
に
な
る
事
は
、
功
を
積
む
ま
で
は
成
る
ま
じ
き
事
な
り）

11
（

。

と
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
「
無
念
無
心
」
と
邪
を
、「
貪
」「
瞋
」「
痴
」
を
無
く
そ
う
と
し
て
も
無
理
だ
と
。
そ
れ
よ
り
も
「
貪
」「
瞋
」

「
痴
」
と
い
う
念
が
ポ
ッ
ポ
ッ
と
湧
い
て
き
た
ら
、
そ
の
横
の
方
に
あ
る
「
智
」「
仁
」「
勇
」
と
い
う
「
正
念
」
に
集
中
す
れ
ば
、
ど
こ

か
脇
に
行
っ
て
し
ま
う
。「
こ
の
光
を
、
先
づ
見
付
く
る
」、
そ
う
い
う
関
係
で
あ
る
わ
け
で
す
。

「
人
と
し
て
肝
要
に
心
懸
け
、
修
行
す
べ
き
事
は
何
事
に
て
候
や
。」
と
問
は
れ
候
時
、
何
と
答
へ
こ
れ
あ
る
べ
き
や
、
ま
づ
申
し
て

見
る
べ
し
。
只
今
正
念
に
し
て
居
る
様
に
な
り
。
諸
人
心
が
抜
け
て
ば
か
り
見
ゆ
る
な
り
。
活
き
た
面
は
正
念
の
時
な
り
。
万
事
を

な
す
内
に
、
胸
に
一
つ
出
来
る
物
あ
る
な
り
。
こ
れ
が
君
に
対
し
て
忠
、
親
に
は
孝
、
武
に
は
勇
、
そ
の
外
万
事
に
つ
か
は
る
ゝ
も

の
な
り
。
こ
れ
を
見
つ
く
る
事
も
な
り
が
た
し
。
見
つ
け
て
不
断
持
つ
事
又
な
り
が
た
し
。
只
今
の
当
念
よ
り
外
は
こ
れ
な
き
な
り）

11
（

。

人
間
が
一
番
素
晴
ら
し
く
あ
る
た
め
に
は
と
に
か
く
「
正
念
に
し
て
居
る
様
」、
そ
う
い
う
状
態
に
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
活
き
た
面

は
正
念
の
時
な
り
」
と
。
そ
し
て
「
正
念
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
ん
な
人
に
対
し
て
も
「
万
事
に
つ
か
は
る
ゝ
も
の
」、
何
で
も
で
き
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

打
ち
見
た
る
所
に
、
そ
の
儘
、
そ
の
人
々
の
長た

け

分ぶ
ん

の
威
が
顕
は
る
ゝ
も
の
な
り
。
引
き
嗜
む
所
に
威
あ
り
、
調
子
静
か
な
る
所
に
威

あ
り
、
詞
寡
き
所
に
威
あ
り
、
礼
義
深
き
所
に
威
あ
り
、
行
義
重
き
所
に
威
あ
り
、
奥
歯
噛
し
て
眼
差
尖す

る
どな
る
所
に
威
あ
り
。
こ
れ

皆
、
外
に
顕
は
れ
た
る
所
な
り
。
畢
寛
は
気
を
ぬ
か
さ
ず
、
正
念
な
る
所
が
基
に
て
候
と
な
り）

11
（

。

　
「
正
念
」
で
い
る
時
に
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
姿
、
恰
好
を
見
た
だ
け
で
も
、
静
か
に
し
て
い
て
も
威
力
と
い
う
か
、
威
勢
が
あ
る
と
い
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う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
「
一
念
」
が
ど
う
い
う
役
割
を
果
た
す
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
面
白
い
例
で
す
が
、
新
田
義
貞
、
大
野
道
賢
と
い
う
二
人
の
人
物

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

出
し
抜
き
に
首
打
ち
落
さ
れ
て
も
、
一
働
き
は
し
か
と
成
る
筈
に
候
。
義
貞
の
最
期
証
拠
な
り
。
心
か
ひ
な
く
候
て
、
そ
の
儘
打
ち

倒
る
と
相
見
え
候
。
大
野
道
賢
が
働
き
な
ど
は
近
き
事
な
り
。
こ
れ
は
何
か
す
る
事
と
思
ふ
ぞ
只
一
念
な
り
。
武
勇
の
為
、
怨
霊
悪

鬼
と
な
ら
ん
と
大
悪
念
を
起
し
た
ら
ば
、
首
の
落
ち
た
る
と
て
、
死
ぬ
筈
に
て
は
な
し）

11
（

。

　

新
田
義
貞
は
鎌
倉
時
代
末
期
の
武
士
で
す
け
れ
ど
も
、
藤
島
の
戦
い
で
矢
が
眉
間
に
当
た
る
ん
で
す
ね
。「
あ
ぁ
俺
は
も
う
死
ぬ
な
ぁ
、

し
か
し
こ
の
ま
ま
死
ん
だ
ら
首
を
持
っ
て
い
か
れ
る
」
と
思
い
、
自
分
の
刀
を
さ
っ
と
抜
い
て
首
を
斬
っ
て
、
目
の
前
の
穴
に
頭
を
入
れ

て
隠
し
、
倒
れ
て
死
ん
だ
と
言
い
ま
す）

11
（

。
本
当
に
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
首
を
敵
に
取
ら

せ
て
な
る
も
の
か
と
い
う
「
一
念
」
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
訳
で
す
。
ま
た
大
野
道
賢
（
道
犬
）
は
大
坂
の
陣
で
豊
臣
方
に
付
い
て
徳
川

家
康
と
戦
っ
た
武
士
で
す
。
堺
の
町
に
火
を
付
け
た
と
い
う
理
由
で
火
あ
ぶ
り
の
刑
に
処
さ
れ
た
の
で
す
が
、
役
人
が
本
当
に
焼
け
た
か

ど
う
か
を
調
べ
よ
う
と
し
た
ら
、
焼
け
た
大
野
は
立
ち
上
が
っ
て
役
人
を
切
り
付
け
て
、
そ
し
て
灰
と
な
っ
て
ボ
ロ
ボ
ロ
と
崩
れ
た
と
い

う
逸
話
が
あ
り
ま
す）

11
（

。
こ
れ
も
ま
た
戦
う
と
い
う
「
一
念
」
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
精
神
的
な
も
の
で
す
が
、「
一
念
」
が

あ
れ
ば
起
こ
り
う
る
と
い
う
の
で
す
。

　

だ
か
ら
、「
正
念
」
を
ず
っ
と
持
ち
続
け
る
、「
一
念
」
が
大
切
な
の
で
す
。

端
的
只
今
の
一
念
よ
り
外
は
こ
れ
な
く
候
。
一
念
々
々
と
重
ね
て
一
生
な
り
。
こ
ゝ
に
覚
え
つ
き
候
へ
ば
、
外
に
忙せ

は

し
き
事
も
な
く
、

求
む
る
こ
と
も
な
し
。
こ
ゝ
の
一
念
を
守
つ
て
暮
す
ま
で
な
り
。
皆
人
、
こ
ゝ
を
取
り
失
ひ
、
別
に
あ
る
様
に
ば
か
り
存
じ
て
探
促

い
た
し
、
こ
ゝ
を
見
つ
け
候
人
な
き
も
の
な
り
。
守
り
詰
め
て
抜
け
ぬ
様
に
な
る
こ
と
は
、
功
を
積
ね
ば
な
る
ま
じ
く
候
。
さ
れ
ど
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も
、
一
度
た
づ
り
つ
き
候
へ
ば
、
常
住
に
な
く
て
も
、
最
早
別
の
物
に
て
は
な
し
。
こ
の
一
念
に
極
り
候
事
を
、
よ
く
〳
〵
合
点
候

へ
ば
、
事
す
く
な
く
な
る
事
な
り
。
こ
の
一
念
に
忠
節
備
は
り
候
な
り
と）

11
（

。

　
「
貪
」「
瞋
」「
痴
」
の
念
慮
な
ど
が
あ
る
と
、
と
ん
で
も
な
い
悪
い
こ
と
を
す
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
良
い
念
慮
を
、「
一
念
々
々
」
と

重
ね
て
一
生
続
け
て
い
く
し
か
な
い
。
他
に
も

当
念
を
守
り
て
、
気
ぬ
か
さ
ず
、
勤
め
て
行
く
よ
り
外
に
、
何
も
入
ら
ず
、
一
念
々
々
と
過
ぐ
す
迄
な
り）

1（
（

。

と
、
い
ろ
い
ろ
な
所
で
「
一
念
一
念
」
と
「
当
念
」
を
守
っ
て
い
く
し
か
な
い
と
書
い
て
い
ま
す
。

　

禅
寺
に
行
き
ま
す
と
「
正
念
相
続
」、
正
し
い
念
を
ず
っ
と
続
け
て
い
く
、
あ
る
い
は
「
念
念
正
念
」「
正
念
相
続
」
と
い
う
言
い
方
が

さ
れ
ま
す
。『
葉
隠
』
に
書
い
て
あ
る
の
も
、
こ
の
こ
と
と
同
じ
こ
と
で
す
。

お
わ
り
に

　

さ
て
「
正
念
」
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
ま
す
が
、
ど
う
や
っ
て
持
ち
続
け
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。『
葉
隠
』
が
仏
教

書
と
い
う
側
面
が
あ
る
な
ら
ば
、
も
う
少
し
詳
し
く
解
説
し
た
方
が
い
い
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
こ
は
ち
ょ
っ
と
し
か
書
か
れ
て
お
ら
ず
、

物
足
り
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
あ
え
て
探
し
て
み
ま
す
と
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
「
夜
陰
の
閑
談
」
に
あ
る
次
の
文
章
が
参
考
に
な
る
で
し
ょ

う
。

薬
罐
道
心
に
て
、
さ
め
易
き
事
あ
り
。
そ
れ
は
、
さ
め
ぬ
仕
様
あ
り
。
我
等
が
一
流
の
誓
願
、

一
、
武
士
道
に
於
て
お
く
れ
取
り
申
す
ま
じ
き
事
。

一
、
主
君
の
御
用
に
立
つ
べ
き
事
。
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年
三
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一
、
親
に
孝
行
仕
る
べ
き
事
。

一
、
大
慈
悲
を
起
し
人
の
た
め
に
な
る
べ
き
事
。

こ
の
四
誓
願
を
、
毎
朝
仏
神
に
念
じ
候
へ
ば
、
二
人
力
に
な
り
て
、
後
へ
は
し
ざ
ら
ぬ
も
の
な
り
。
尺
取
虫
の
様
に
、
少
し
づ
ゝ
先

へ
に
じ
り
申
す
も
の
に
候
。
仏
神
も
、
先
づ
誓
願
を
起
し
給
ふ
な
り）

11
（

。

　

薬
罐
は
お
湯
が
沸
い
て
も
す
ぐ
冷
め
て
し
ま
い
ま
す
よ
ね
。
道
心
が
出
て
き
て
も
長
続
き
し
な
い
。
テ
レ
ビ
を
見
て
「
こ
れ
い
い
な
」

と
思
っ
て
も
そ
の
日
の
晩
だ
け
で
、
翌
日
に
は
続
か
な
い
。
な
か
な
か
い
い
と
思
っ
て
も
続
か
な
い
、
冷
め
や
す
い
。
で
は
ど
う
す
る
か

と
言
う
と
、
毎
日
毎
日
お
祈
り
の
よ
う
に
唱
え
て
や
っ
て
い
く
し
か
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

仏
教
に
は
「
四し

弘ぐ

誓ぜ
い

願が
ん

」、
四
つ
の
誓
願
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

衆
生
無
辺
誓
願
度

煩
悩
無
尽
誓
願
断

法
門
無
量
誓
願
学

仏
道
無
上
誓
願
成）

11
（

　

こ
れ
を
常
に
、
何
か
あ
る
ご
と
に
唱
え
る
の
で
す
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
『
葉
隠
』
の
四
誓
願
を
、「
一
、
武
士
道
に
於
て
お
く
れ
取

り
申
す
ま
じ
き
事
。
一
、
主
君
の
御
用
に
立
つ
べ
き
事
。
一
、
親
に
孝
行
仕
る
べ
き
事
。
一
、
大
慈
悲
を
起
し
人
の
た
め
に
な
る
べ
き

事
。」
と
、
毎
日
唱
え
続
け
れ
ば
少
し
ず
つ
少
し
ず
つ
進
ん
で
い
く
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
後
ろ
へ
は
進
ま
な
い
。
恐
ら
く
、
常
朝
は

出
家
し
て
か
ら
四
弘
誓
願
を
ず
っ
と
唱
え
て
い
て
、
そ
れ
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
、『
葉
隠
』
の
四
誓
願
を
書
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
「
正
念
」、
例
え
ば
「
大
慈
悲
、
大
慈
悲
、
大
慈
悲
…
…
」
と
唱
え
る
こ
と
を
守
っ
て
い
っ
て
、
と
り
あ
え
ず
は
近
場
、
自

分
の
で
き
る
範
囲
で
少
し
ず
つ
や
っ
て
い
く
、
大
慈
悲
を
起
こ
し
て
い
け
ば
少
し
ず
つ
進
歩
し
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
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た
だ
「
正
念
」、
正
し
い
念
慮
が
出
て
も
時
に
は
慢
心
が
出
る
ん
で
す
ね
。
あ
る
坐
禅
道
場
で
貧
し
い
人
が
修
行
し
て
い
て
、
み
す
ぼ

ら
し
い
恰
好
で
あ
る
お
坊
さ
ん
に
会
い
に
行
っ
た
ら
、「
お
ぉ
、
わ
し
も
君
た
ち
み
た
い
に
若
い
時
に
は
そ
ん
な
修
行
し
て
い
た
ん
だ
、

頑
張
れ
」
と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
お
坊
さ
ん
は
自
分
で
修
行
が
終
わ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
だ
め
な
ん
で
す
ね
。

宗
龍
寺
江
南
和
尚
に
、
美
作
守
殿
・
一
鼎
な
ど
学
文
仲
間
面
談
に
て
学
文
咄
を
仕
懸
け
申
さ
れ
候
へ
ば
、「
各
は
物
識
り
に
て
結
構

の
事
に
候
。
然
れ
ど
も
道
に
う
と
き
事
は
平
人
に
は
劣
る
な
り
。」
と
申
さ
れ
候
に
付
、「
聖
賢
の
道
よ
り
外
に
道
は
あ
る
ま
じ
。」

と
一
鼎
申
さ
れ
候
。
江
南
申
さ
れ
候
は
、「
物
識
り
の
道
に
疎
き
事
は
、
東
に
行
く
筈
の
者
が
西
へ
行
く
が
ご
と
く
に
て
候
。
物
を

知
る
ほ
ど
道
に
は
遠
ざ
か
り
候
。
そ
の
仔
細
は
、
古
の
聖
賢
の
言
行
を
書
物
に
て
見
覚
へ
、
咄
に
て
聞
き
覚
へ
、
見
解
高
く
な
り
、

は
や
我
が
身
も
聖
賢
の
様
に
思
ひ
て
、
平
人
は
虫
の
様
に
見
な
す
な
り
。
こ
れ
道
に
疎
き
所
に
て
候
。
道
と
云
ふ
は
、
我
が
非
を
知

る
事
な
り
。
念
々
に
非
を
知
つ
て
一
生
打
ち
置
か
ざ
る
を
道
と
云
ふ
な
り
。
聖
の
字
を
ヒ
ジ
リ
と
訓
む
は
、
非
を
知
り
給
ふ
故
に
て

候
。
仏
は
知ち

非ひ

便べ
ん

捨し
ゃ

の
四
字
を
以
て
我
が
道
を
成
就
す
る
と
説
き
給
ふ
な
り
。
心
に
心
を
付
て
見
れ
ば
、
一
日
の
間
に
悪
心
の
起
る

こ
と
数
限
り
な
く
候
。
我
は
よ
し
と
思
ふ
事
は
な
ら
ぬ
筈
な
り
。」
と
申
さ
れ
候
に
付
、
座
中
そ
れ
よ
り
崇
敬
い
た
さ
れ
候
由
。
然

れ
ど
も
武
篇
は
別
筋
な
り
。
大
高
慢
に
て
、
吾
は
日
本
無
双
の
勇
士
と
思
わ
ね
ば
、
武
勇
を
あ
ら
は
す
こ
と
は
な
り
が
た
し
。
武
勇

を
あ
ら
は
す
気
の
位
こ
れ
あ
る
な
り
。〈
口
伝）

11
（

〉

　

日
本
人
は
位
の
高
い
人
を
「
聖
」
と
い
い
ま
す
ね
。『
広
辞
苑
』
を
引
い
た
ら
、
ひ
じ
り
は
「
日
知
り
」「
日
の
よ
う
に
天
下
の
物
事
を

知
る
人
」
と
あ
り
ま
す
。
し
か
し
『
葉
隠
』
で
は
、
自
分
の
不
足
を
、
足
り
な
い
と
こ
ろ
を
よ
く
知
っ
て
い
る
人
、
つ
ま
り
「
非
知
り
」

と
解
釈
し
て
い
る
。
果
た
し
て
当
た
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
な
か
な
か
面
白
い
解
釈
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
偉
く
な

れ
ば
な
る
ほ
ど
自
分
の
非
を
知
っ
て
、
死
ぬ
ま
で
自
分
は
不
足
不
足
と
思
う
の
で
し
ょ
う
。

修
行
に
於
て
は
、
こ
れ
ま
で
成
就
と
い
ふ
事
は
な
し
。
成
就
と
思
ふ
所
、
そ
の
儘
道
に
背
く
な
り
。
一
生
の
間
、
不
足
々
々
と
思
ひ
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て
、
思
ひ
死
す
る
と
こ
ろ
、
後
よ
り
見
て
、
成
就
の
人
な
り）

11
（

。

　
『
葉
隠
』
に
は
こ
う
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た）

11
（

。

（
付
記
）
本
稿
は
、
平
成
三
一
年
（
二
〇
一
九
）
三
月
一
六
日
、
横
浜
市
大
倉
山
記
念
館
ホ
ー
ル
に
て
行
わ
れ
た
大
倉
山
講
演
会
の

講
義
録
を
基
と
し
て
い
ま
す
。
講
師
の
島
善
高
氏
は
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
九
月
四
日
に
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
生
前
に
本
論
集
へ

の
掲
載
の
許
可
を
得
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
テ
ー
プ
起
し
を
行
い
、
当
研
究
所
研
究
員
の
星
原
大
輔
が
文
意
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に

努
め
た
上
で
、
本
文
に
加
筆
補
正
を
施
し
、
注
を
付
し
ま
し
た
。
ま
た
講
演
当
日
に
配
布
さ
れ
た
レ
ジ
メ
の
資
料
及
び
紹
介
さ
れ
た

画
像
を
、
適
宜
本
文
中
に
挿
入
し
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
本
稿
の
本
文
ま
た
注
の
文
責
は
、
一
切
星
原
に
あ
り
ま
す
。

注（
１
）　

例
え
ば
、
大
倉
邦
彦
「
葉
隠
の
眞
髄
」（
西
田
長
男
編
『
葉
隠
講
話
』
収
録
、
有
精
堂
出
版
部
、
昭
和
一
七
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
２
）　

今
日
に
至
る
ま
で
『
葉
隠
』
研
究
の
根
幹
的
基
礎
資
料
で
あ
り
、
平
成
一
七
年
（
二
〇
〇
五
）
に
は
じ
め
て
佐
賀
県
近
世
資
料
編
さ
ん
委
員
会
編

『
佐
賀
県
近
世
史
料
』
第
八
編
第
一
巻
（
佐
賀
県
立
図
書
館
）
に
活
字
収
録
さ
れ
た
。

（
３
）　
『
葉
隠
』
の
最
初
の
刊
本
は
、
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）、
佐
賀
市
の
小
学
校
教
員
中
村
郁
一
が
全
体
の
三
分
の
一
を
抄
録
し
て
自
費
出
版
し
た

『
葉
隠
』（
丁
酉
社
）
で
あ
る
（
小
池
喜
明
『
葉
隠
―
武
士
と
「
奉
公
」
―
』、
講
談
社
、
平
成
一
一
年
、
四
三
頁
）。
そ
れ
か
ら
一
〇
年
後
の
大
正

五
年
（
一
九
一
六
）、
中
村
は
全
文
を
収
録
し
、
葉
隠
記
念
出
版
会
か
ら
『
鍋
島
論
語
葉
隠 

全
集
』
を
刊
行
し
た
。
同
書
の
冒
頭
に
あ
る
「
本
書

出
版
の
経
緯
」
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　

 

大
隈
侯
爵
閣
下
は
、
本
書
出
版
の
為
め
に
序
文
掲
載
を
許
諾
せ
ら
れ
た
る
の
み
な
ら
ず
、
種
々
の
指
導
と
高
助
と
を
給
り
、
公
私
の
席
上
機

会
あ
る
毎
に
本
書
出
版
に
勢
援
を
与
へ
ら
れ
ま
し
た
。
本
出
版
の
閣
下
に
負
ふ
所
極
め
て
大
な
る
者
が
あ
り
ま
す
。
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（
４
）　

島
善
高
「
中
江
兆
民
の
『
自
由
』
に
つ
い
て
」（『
法
史
学
研
究
会
会
報
』
八
、
法
史
学
研
究
会
、
平
成
一
五
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
５
）　
「
聞
書
第
一
」
一
六
六
（
和
辻
哲
郎
・
古
川
哲
史
校
訂
『
葉
隠
』
上
、
岩
波
文
庫
、
昭
和
一
五
年
、
七
七
頁
）。
以
下
、『
葉
隠
』
の
引
用
文
は
上
掲

書
の
上
中
下
に
よ
る
。

（
６
）　

奈
良
本
辰
也
『
日
本
の
名
著
（1 

葉
隠
』（
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
九
年
）
一
一
〇
頁
。

（
７
）　

松
永
義
弘
訳
『
葉
隠
』
上
（
教
育
社
、
昭
和
五
五
年
）
一
二
一
頁
。

（
８
）　

菅
野
覚
明
・
栗
原
剛
・
木
澤
景
・
菅
原
令
子 

新
校
訂
全
訳
注
『
葉
隠
』
上
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
平
成
二
九
年
）
二
四
二
頁
。

（
９
）　
「
聞
書
第
一
」
三
五
（
前
掲
注
５
『
葉
隠
』
上
、
三
六
頁
）。

（
（1
）　
「
聞
書
第
一
」
一
〇
八
（
前
掲
注
５
『
葉
隠
』
上
、
六
三
頁
）。

（
（（
）　
「
聞
書
第
一
」
一
八
〇
（
前
掲
注
５
『
葉
隠
』
上
、
八
一
頁
）。

（
（1
）　
「
聞
書
第
二
」
六
三
（
前
掲
注
５
『
葉
隠
』
上
、
一
一
三
頁
）。

（
（1
）　
「
聞
書
第
二
」
九
七
（
前
掲
注
５
『
葉
隠
』
上
、
一
二
三
頁
）。

（
（1
）　
「
聞
書
第
一
」
一
七
三
（
前
掲
注
５
『
葉
隠
』
上
、
七
九
頁
）。

（
（1
）　
「
聞
書
第
七
」
四
七
（
前
掲
注
５
『
葉
隠
』
中
、
一
八
二
頁
）。

（
（1
）　
「
聞
書
第
十
一
」
九
六
（
前
掲
注
５
『
葉
隠
』
下
、
一
九
四
頁
）。

（
（1
）　
「
聞
書
第
十
一
」
一
六
九
（
前
掲
注
５
『
葉
隠
』
下
、
二
一
八
頁
）。

（
（1
）　
「
直
茂
公
御
壁
書
」
二
十
一
箇
条
（
栗
原
荒
野
『
校
註
葉
隠
』
青
潮
社
、
一
〇
一
〇
頁
）。

（
（1
）　

典
拠
は
、
石
田
一
鼎
「
喬
木
真
宝
」（『
佐
賀
県
近
世
史
料
』
第
八
編
第
三
巻
、
佐
賀
県
立
図
書
館
、
四
八
〇
頁
）。
引
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、
カ
タ

カ
ナ
は
ひ
ら
が
な
に
改
め
る
な
ど
、
読
み
や
す
く
適
宜
修
正
し
た
。

（
11
）　
「
夜
陰
之
閑
談
」（
前
掲
注
５
『
葉
隠
』
上
、
二
一
頁
）。

（
1（
）　

石
田
一
鼎
「
要
鑑
抄
」（
前
掲
注
（1
『
佐
賀
県
近
世
史
料
』
第
八
編
第
三
巻
、
四
六
頁
）。
引
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、
書
き
下
し
文
に
改
め
た
。
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『
大
倉
山
論
集
』
第
六
十
七
輯
　
令
和
三
年
三
月

（
11
）　

前
掲
注
６
『
日
本
の
名
著
（1 

葉
隠
』
一
九
～
二
六
頁
。

（
11
）　
「
聞
書
第
四
」
八
一
（
前
掲
注
５
『
葉
隠
』
上
、
二
〇
七
頁
）。

（
11
）　
「
聞
書
第
五
」
一
三
（
前
掲
注
５
『
葉
隠
』
中
、
三
三
頁
）。

（
11
）　
「
聞
書
第
一
」
一
七
九
（
前
掲
注
５
『
葉
隠
』
上
、
八
〇
頁
）。

（
11
）　
「
聞
書
第
一
」
一
四
（
前
掲
注
５
『
葉
隠
』
上
、
二
八
～
二
九
頁
）。

（
11
）　
「
聞
書
第
二
」
一
二
九
（
前
掲
注
５
『
葉
隠
』
上
、
一
三
八
頁
）。

（
11
）　
『
史
記
』
殷
本
紀
第
三
（『
新
釈
漢
文
大
系
11 

史
記 

一
（
本
紀
）』、
明
治
書
院
、
昭
和
四
八
年
、
一
二
三
～
一
二
五
頁
）。

（
11
）　
「
聞
書
第
二
」
一
〇
八
（
前
掲
注
５
『
葉
隠
』
上
、
一
二
七
頁
）。

（
11
）　
「
聞
書
第
二
」
一
一
九
（
前
掲
注
５
『
葉
隠
』
上
、
一
二
七
頁
）。

（
1（
）　
「
聞
書
第
六
」
一
八
（
前
掲
注
５
『
葉
隠
』
中
、
九
二
～
九
三
頁
）。

（
11
）　
『
大
隈
侯
爵
講
演
集
：
帰
郷
記
念
』（
大
隈
侯
講
演
集
記
念
刊
行
会
、
大
正
七
年
）
五
～
六
頁
。

（
11
）　
「
聞
書
第
二
」
九
〇
（
前
掲
注
５
『
葉
隠
』
上
、
一
二
一
頁
）。

（
11
）　
「
聞
書
第
一
」
三
九
（
前
掲
注
５
『
葉
隠
』
上
、
五
八
頁
）。

（
11
）　
「
聞
書
第
一
」
六
一
（
前
掲
注
５
『
葉
隠
』
上
、
五
八
頁
）。

（
11
）　
「
聞
書
第
二
」
八
九
（
前
掲
注
５
『
葉
隠
』
上
、
一
二
一
頁
）。

（
11
）　
「
聞
書
第
二
」
五
二
（
前
掲
注
５
『
葉
隠
』
上
、
一
〇
九
頁
）。

（
11
）　
『
太
平
記
』
巻
第
二
〇
「
義
貞
自
害
事
」
に
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
（『
日
本
古
典
文
学
大
系
11 

太
平
記 

二
』、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
一
年
、

三
二
〇
頁
）。

　
　
　
　
　

 

義
貞
弓
手
の
足
を
し
か
れ
て
、
起
あ
が
ら
ん
と
し
給
ふ
処
に
、
白
羽
の
矢
一
筋
、
真
向
の
は
づ
れ
、
眉
間
の
真
中
に
ぞ
立
た
り
け
る
。
急
所

の
痛
手
な
れ
ば
、
一
矢
に
目
く
れ
心
迷
ひ
け
れ
ば
、
義
貞
今
は
叶
は
じ
と
や
思
け
ん
、
抜
た
る
太
刀
を
左
の
手
に
取
渡
し
、
自
ら
頚
を
か
き
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講
演
録　
「
今
」
を
生
き
る
―
葉
隠
と
禅
、
そ
の
現
代
的
活
用
―
（
島
）

切
て
、
深
泥
の
中
に
蔵
し
て
、
其
上
に
横
て
ぞ
伏
給
ひ
け
る
。

（
11
）　

大
野
道
賢
の
逸
話
は
、「
聞
書
第
七
」
六
七
（
前
掲
注
５
『
葉
隠
』
中
、
一
九
四
～
一
九
五
頁
）
と
、「
聞
書
第
十
」
五
六
（
前
掲
注
５
『
葉
隠
』

上
、
一
一
九
～
一
二
一
頁
）
を
参
照
。

（
11
）　
「
聞
書
第
二
」
一
七
（
前
掲
注
５
『
葉
隠
』
上
、
九
七
頁
）。

（
1（
）　
「
聞
書
第
二
」
二
〇
（
前
掲
注
５
『
葉
隠
』
上
、
九
八
頁
）。

（
11
）　

前
掲
注
11
「
夜
陰
の
閑
談
」（
前
掲
注
５
『
葉
隠
』
上
、
二
〇
～
二
一
頁
）。

（
11
）　

本
文
中
に
掲
示
し
た
「
四
弘
誓
願
」
は
禅
宗
（
曹
洞
宗
・
臨
済
宗
・
黄
檗
宗
）
の
偈
文
。
宗
派
に
よ
っ
て
若
干
異
な
っ
て
お
り
、
真
言
宗
は
「
衆

生
無
辺
誓
願
度
、
福
智
4

4

無
辺4

誓
願
集4

、
法
門
無
辺4

誓
願
学
、
如
来
無
辺
誓
願
事

4

4

4

4

4

4

4

、
無
上
菩
提

4

4

4

4

誓
願
成
」
の
五
句
、
天
台
宗
は
「
衆
生
無
辺
誓
願
度
、

煩
悩
無
辺4

誓
願
断
、
法
門
無
尽4

誓
願
知4

、
無
上
菩
提

4

4

4

4

誓
願
證4

」
の
四
句
と
な
っ
て
い
る
（
塚
本
善
隆
［
ほ
か
］
編
『
望
月
佛
教
大
辞
典 

第
二
巻
』、

世
界
聖
典
刊
行
協
会
、
昭
和
三
六
年
［
増
訂
］、
一
七
五
五
～
一
七
五
六
頁
）。

（
11
）　
「
聞
書
第
一
」
四
七
（
前
掲
注
５
『
葉
隠
』
上
、
四
二
頁
）。

（
11
）　
「
聞
書
第
一
」
一
三
九
（
前
掲
注
５
『
葉
隠
』
上
、
七
二
頁
）。

（
11
）　

講
演
後
の
質
疑
応
答
に
て
、「
慈
悲
を
現
代
的
に
訳
す
と
、
思
い
や
り
と
か
優
し
さ
と
い
う
言
葉
で
解
釈
し
て
よ
い
の
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、

島
氏
が
次
の
よ
う
に
回
答
し
た
こ
と
も
付
記
し
て
お
く
。

　
　
　
　
　

 

儒
教
で
は
「
仁
」
と
言
い
ま
す
ね
。
書
物
の
中
に
出
て
く
る
の
は
、
道
端
を
歩
い
て
い
て
、
子
供
が
井
戸
か
何
か
に
落
ち
よ
う
と
し
て
い
る

の
を
見
た
瞬
間
、
良
い
と
か
悪
い
と
か
何
に
も
考
え
ず
に
、「
危
な
い
」
と
い
っ
て
走
っ
て
抱
き
か
か
え
る
。
そ
う
い
う
行
動
に
出
る
こ
と
が

「
仁
」。
そ
れ
に
仏
教
で
匹
敵
す
る
の
が
「
慈
悲
」
で
す
。
慈
悲
の
「
悲
」
と
い
う
字
が
あ
る
よ
う
に
、
お
金
を
持
っ
て
い
れ
ば
色
々
や
れ
る

の
で
す
が
、
な
く
て
も
苦
し
ん
で
い
る
人
が
い
た
ら
側
へ
行
っ
て
、
一
緒
に
涙
を
流
す
。
そ
う
い
う
気
持
ち
が
あ
る
か
な
い
か
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
書
物
を
二
、
三
冊
読
ん
で
「
そ
れ
は
こ
う
だ
、
あ
あ
だ
」
と
言
っ
て
も
何
の
役
に
立
た
な
い
。
実
際
に
行
動
し
て
み
な
い
と
い

け
な
い
、
根
本
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
、
私
は
思
い
ま
す
。


