
In April 2022, Osaka City University and Osaka Prefecture University marge to Osaka Metropolitan University 

Osaka Metropolitan University 
 

 

Title 藤田幽谷研究ノート 
Author 大月, 明 
Citation 人文研究. 29 巻 4 号, p.227-247. 

Issue Date 1977 
ISSN 0491-3329 
Type Departmental Bulletin Paper 

Textversion Publisher 
Publisher 大阪市立大学文学部 

Description  
 

Placed on: Osaka City University Repository 



藤
田
幽
谷
研
究
ノ
ー
ト

藤

田

幽

谷

研

究

々
此
許
よ
り
出
懸
申
候
者
有
レ
之
委
敷
様
子
も
承
り
、

る
水
戸
藩
と
藤
田
東
湖
（
虎
之
介
）
ら
の
動
向
に
深
い
関
心
を
示
し
た
が
、
さ
ら
に
福
井
滞
在
中
の
文
久
元
年
二
月
二
十
五
日
、
熊
本
の

荻
角
兵
衛
宛
に
、

「
江
戸
表
は
水
府
党
類
の
為
に
何
も
心
魂
を
被
レ
奪
、

扱
々
學
言
語
＿
申
候
。
此
許
も
有
志
者
と
被
唱
候
者
は
大
抵
此
学
に
陥
入
居
申
候
慮
、

候
て
は
先
此
弊
害
は
消
亡
に
至
り
申
候
。
」

関
心
の
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

と
占
い
て
い
る
。

五

水
府
之
学
問
天
下
之
大
害
を
為
し
、

天
保
十
年
か
ら
文
久
元
年
ま
で
の

二
十
二
年
間
を
経
て
み
ら
れ
る
水
府
之

学
1
1
水
戸
学
の
華
々
し
い
展
開
と
、
そ
れ
に
対
す
る
小
楠
の
激
し
い
批
判
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
東
湖
は
す
で
に
六
年
前
の
安
政
二

年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
（
い
ず
れ
も
山
崎
正
査
編
「
横
井
小
楠
追
稿
」
に
よ
る
。
）
こ
の
小
楠
の
水
戸
学
観
察
は
、
半
面
小
楠
の
思
想
逼

歴
の
跡
で
も
あ
る
が
、
水
戸
学
を
肯
定
す
る
に
せ
よ
否
定
す
る
に
せ
よ
、
水
戸
藩
及
び
水
戸
学
の
動
向
が
、
こ
の
当
時
の
人
々
に
と
っ
て

ほ
ぼ
天
保
期
以
降
、

政
治
思
想
と
し
て
の
機
能
を
よ
う
や
く
示
し
は
じ
め
て
き
て
い
た
尊
王
攘
夷
思
想
、
及
び
そ
の
担
い
手
た
ち
の
活

に
遊
学
仕
筈
に
て
：
・・:
0

小
拙
罷
出
候
て
は
必
死
に
打
破
り
、
今

nに
至
り

他
之
事
に
及
び
不
レ
申
候
。

幸
水
藩
藤
田
虎
之
介
知
音
に
て
…
・:
」
と
手
紙
を
書
き
送
り
、

天
保
以
降
に
お
け

ノ

横
井
小
楠
は
、
江
戸
に
あ
っ
た
天
保
十
年
十
一
月
二
十
五
日
に
兄
の
左
平
太
宛
に
、

「
来
春
は
：・
・
・
ニ
月
余
寒
退
き
候
時
節
よ
り
水
府

水
戸
は
此
許
よ
り
織
に
三
十
里
余
に
て
格
別
之
遠
藩
に
て
無
＿
一
御
座
―‘

且
当
時
は
一
藩
不
レ
怪
盛
に
相
成
、
追

ー

ト

大

月

明
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つ

て、

削
月
と
後

て
ぢ
え

面
期
ん

打

11
光

て
'
1
2

ら
れ
た

k
H
・
み
史

を
中
心
と
し

ぞ
オ
の
時

て
の
理
解
の
相
述
ガ
あ
っ
て
9

の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る

の

単
こ
前
期
と
後
期
と
い
う
だ
け
で

c
ら
こ

る
見

す
る
と

前
期
と

i
期
と
い
う
区
分

rし
て

、
時
fj
区
分
を
し
て
前
期
と
後
期
に
分
け
、
そ
の
史
的
[K
り
を
み
よ
う
と
す
る
こ
と
が

., ゲ

こ゚
の
時
期
区
分
に
つ
し
て

i

し
て

治
的

t 問

・
思
想
の

向
ょ
、
特
色

る

の
と
し
て
自
他
共
こ

め
て

う？こ、

を
つ
ナ
る
こ
と
4.

る
こ
と
も
あ
っ
た
と

っ
力
こ
区
分

う
こ
、
↑ー

た
の
で
あ
る
。

こ
の
水
戸
学
の

安
政
頃
、
4
i

つ
内
容
に
つ
し
て
弓
え

と

の
呼
名
と
し
て
実
学
と
呼
y

う

•
本
に
あ
っ
て
、

水
戸

の

Ij打
の
い
う

て
し
た
思

、
的
、
そ

は
そ
れ
で
あ
っ
た
が
、

内
で

ベ
湖
が
常
陸
の

こ
お
け
る

t
I
J

山
巴

rが
水
府
の
学
ん
ど
と
呼
び
、
あ
る
し

f

向
を
総
称
し
て
特
別
た
名

他
括
の
人
た
ち
こ

周
知
の
よ
う
こ

っ
て
行
わ
れ
て
い
た

水
戸
学
の
内
容
は

派
を
形
成
し
た
と
し
ぅ
ほ
ど
の
も
の
で
ー

t

し
か
し
、
水
戸
汽

、。

た
し

り
組
み
方
や
兄
通
し
な
ど
を
述
ぺ
て
お
い
た
。
今
こ
こ
で
膝
田
幽
谷
研
究
を
対
象
と
す
る
こ
と
マ

せ
て
、

（
「
前
期
水
戸
学
、・ーの

そ
の
返
点
を
取
り
出
し
、

文
研
究
第

19巻
第

8
分
冊

・
昭
泊

3
年
）
、
そ
の
8
が
、

こ
の
水
戸
学
に
つ
い
て
、
私
ー
さ

水
戸
午
研
究
こ
っ
し
て
の
節

lliな
私
た
り
の
取

-
1

そ
の
前
期
の
学
S

]
ヽ

．．
 
全
宅
観
秘
と
栗
山
昧

を
取
り

K.
、
そ
の
学
問

．
m
心
想
か

i
況
？
し
た
が

ィ
、
小
戸
学
、
と
く
に
後
期
水
戸
学
の
占
め
る
部
分
の

e 
し‘

ま
た
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る

想
形
成
に
お
い
て

あ
る
い
は
ま
た
小
苗
の
場
合
こ
み
た

言ー
．L

末
の
政
治

・
社
会
こ
月
心
を
も
つ

か
、
明
治
維
新
の
股
開
を
み
る
と

く
の
人
々
の
m
心
想
形
成
に
お

ヽ

た
え
ず
強
凋
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

-
）
の
珀
モ

t
犬

と
そ
の
人
々
の
息

で
あ
っ
た
と
す
る
兄

同
時
代
史
し
第
ニ
登
氏
治
元
年
の
項
）

あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
内
容
ー

動
に
つ
し
し
ー
例
え
／
、
水
戸
晶
の

に
（
し
ぇ

t
し

ト
田

谷
研
究
ノ
ー
ト

長
州
4

の
そ
れ
こ
比
ぺ
v

、

憐
よ
り
霞
伝
す
る
を
-
•
-
r
し

、
攻
治
的
よ
り

も
宋
攻
的

il
四
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藤
田
幽
谷
研
究
ノ
ー
ト

い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
よ
う
が
、

五
五

「
水
戸
史
局
モ
学
者
今
ノ
蓼
々
タ
リ
。

名
護
屋

に
よ
っ
て
、
前
期
の
伝
統
の
上
に
立
ち
、
外
憂
内
患
の
政
治

・
社
会
に
つ
い
て
も
激
し
い
主
張
と
行
動
を
展
開
し
、
や
が
て
藩
内
に
お
け

る
苛
烈
な
対
立
抗
争
を
引
き
起
こ
し
て
い
く
時
期
を
後
期
と
し
、
慕
藩
体
制
の
崩
壊
と
共
に
そ
の
本
質
的
な
活
動
を
終
わ
っ
た
と
み
た
の

た
東
湖
が
安
政
二
年
に
、
正
志
斎
が
文
久
三
年
に
亡
く
な
り
、
ま
た
尊
攘
思
想
を
軸
と

で
あ
る
。
と
く
に
、
後
期
の
中
心
的
人
物
で
あ
っ

し
た
政
治
思
想
の
闘
争
が
、
文
久
か
ら
慶
応
に
か
け
て
、

大
き
く
か
つ
微
妙
に
転
換
し
て
い
く
状
勢
を
考
え
合
わ
せ
て
み
る
と
、
水
戸
学

っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
後
期
の
み
で
な
く
、
前
期
を
も
含
め
た
水
戸
学
の

ろ
う
し
、
水
戸
学
の
内
容
は
そ
の
よ
う
に
単
純
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

た
だ
水
戸
学
を
、
幽
谷

・
東
湖

・
正
志
斎
だ
け
で
代
表
さ
せ
て
し
ま
う
の
は
、
後
期
に
お
い
て
も
一
面
的
で
あ

史
的
展
開
の
な
か
で
、

も
っ
と
も
は
っ
き
り
と
し
た
水
戸
学
の
実
像
を
描
き
出
し
て
く
れ
る
の
は
、
森
藩
体
制
の
確
立
か
ら
崩
壊
に
至
る

封
建
社
会
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
そ
の
生
命
は
幕
藩
体
制
と
共
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

即
ち
、

幕
藩
体
制
確
立
期
と
も
い
う
べ
き
時
期
に
あ
っ
て
、
尊
王
思
想
を
最
大
の
軸
と
し
た
光
囲
の
修
史
事
業
は
、
体
制
イ
テ
オ
ロ
キ

ー
の
確
立
と
、
体
制
に
組
み
込
ま
れ
る
べ
き
武
士
層
の
教
育
の
問
題
の
な
か
で
考
え
ら
れ
よ
う
し
、
光
肉
の
修
史
事
業
に
対
す
る
意
図
も

―
つ
の
観
点
は
、

以
上
の
よ
う
な
体
制
確
立
期
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
政
策
の
面
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後
史
館
の
衰
退
も
あ
り
、

享
保
後
、
宝
暦
頃
に
か
け
て
の
古
学
派
の
人
々
か
ら
は
、

中
々
ヨ
キ
学
問
ニ
ア
ラ
ズ
。
」
（楊
浅
常
山

「
文
会
雑
記
」
巻
之
二

十
蔵
総
裁
（
名
越
南
渓
、
延
享
二
年
総
裁
と
な
る
ー
ー
大
月
）
タ
リ
。

上
）
の
言
も
聞
か
れ
た
。
し
か
し
、
修
史
事
業
の
継
続
と
共
に
後
期
の
活
動
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、

と
外
国
関
係
の
緊
張
化
と
い
う
新
し
い
政
治
環
境
下
に
あ
っ
て
、

修
史
事
業
の
伝
統
を
土
壌
に
、
前
期
が
か
つ
て
も
っ
た
政
治
的
意
味
の

の
政
治
思
想
と
し
て
の
展
開
は
、
文
久
か
ら
慶
応
に
か
け
て
の
時
期
、

―
つ
に
は
体
制
の
危
機

新
し
い
強
調
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
考
え
方
か
ら
、
前
期

・
後
期
の
も
つ
―
つ
の
、
し
か
し
な
が
ら
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
特
色
を
考
え
て

つ
ま
り
は
幕
藩
体
制
の
崩
壊
と
期
を
合
わ
せ
て
本
質
的
に
は
終
わ

天
明
期
に
幽
谷
が
彰
考
館
へ
入
る
頃
（
天
明
八
年
）
ま
で
と
し
た
。

か
9
~
t
r

り

I

/

0

 

9
 

..

.

 

・̀ 

↓ー
/

1

、々
-‘4
．
ー
・
ヽ
土

“"5ぃ
紀
r

、y,-‘

ヽ瓢
b

つ
づ
く
寛
政
以
後
か
ら
、
よ
う
や
く
幽
谷

・
東
湖

・
会
沢
正
志
斎
ら

(229) 



出
身
者
た

．
症
内
抗
争
こ
つ
い
て
の
．

S
Pの
ー
，
々
こ

の
活
動
に
対
し
て

る
回
顧
ガ
ク
く
た
っ
-

た

で
あ
る
、
坂
井
匹
郎
兵

ー
じ
明
治
水
J
見

た
斉
昭
と
、
幾
多
の

．
方
を
失
っ
た
と
さ
れ
る

以
哭
、
明
治

る
池

出
身
レ
ー

と

vこ
か
つ
て
ー
水
戸
蔀
と
共
こ

糾
の
な
カ
カ
ら

と
し
て
並
び
立
っ
た
位
州
叱

が
て
激
し
い
落
内
抗
争
が
'in

-

谷
が
、
明
治
以
'

明

の
水
戸
内
外
の
人
々
か
ら
指
摘
さ
れ
る
こ
と
の

坦
合
の

つ

t
、
文
政

t
一
年

と
力
ら
始
ゥ
て
み
た
．
、
。

一七と
fJ
り
、

府
を
中
心
と

国
内
政
治
の
表

乱
こ
〇
連
す
る
場
合
で
あ
る

と
し
う
紛

慈
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
よ
、

ず
そ
う
し
た

r谷
研
究
の
た
カ
カ
ら

つ
力
▲'

り
上
げ
、
そ
の
内
容
を
節
ド
に
み
て
み
る
｝

湖
の
父
で
あ
り
、
正
志

の
師
で

っ
た
こ
と
力
ら
の
考
察

そ
し
て

と
の
寸
L

を
め
ぐ
る
考
呆
ん
ど
力
ら
、

11.c

叶
佃
す
る
力
と
い
う
こ
と
は

h

つ
か
の

を
そ
れ
自

こ
つ
し
て
の
存
祭
の
み
た
ら

、
後
期
水
．
戸
学
の

に
お

E

ー
グ
で
あ
っ
た
fjTI

合
賛
っ

4
)
を
、
節
単
な
が
ら
弘
は
前
節
で
述
ぺ
た
よ
う
こ
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
幽
谷
に
つ
し
て
、
そ
の
存
在
を
し
か
こ

膝
田
じ
谷
（
安
永
一
二
年
ー
文
政
九
年
）

＾
社
よ
．
正
、
字
は
子
定
、

次
郎
左
律
門
と
称
し
、

谷
は
そ
の
号
で
あ
る
。

幽
谷
の
水
．
い
学

と
峡

に
つ
し
て
の

g
条
で
あ
っ
て

つ
づ
い
て
幽
谷
に
つ
し
て
の
考
察
こ

る
こ
と
を
与
え
て
し
る
の
で
あ
る
。

洛
の
面
の
強
謂
を
考
え
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
観
点
の

•
こ
L
Lっ
て
の
前
料
で
あ
っ
た
が、

そ
の
主
た
内
容
ー

、

先
述
の
よ
う
に
観
粘

谷
、
，
て
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
内
容
と
そ
の
変
化
は
、
体
制
の
展
圃
に
合
わ
せ
て
理
解
す
ぺ

-C
で
あ
る
が
、
と
く
こ
政
治
思
息
史
的
考

以
上
の
よ
う
に
水
戸
学
の
史
的
展
冊
を
み
た
坦
合
、
前
期
と
後
期
の
時
代
区
分
の
必
要
性
、

み
る
と
、
前
期
と
後
期
の
結
節
点
に
併
在
す
る
人
物
と
し
て
、

足
そ
の
両
期
の
結
節
点
に
存
在
す
る
幽

股
川

谷
研
究
ノ
ー
ト

谷
の
存
在
が
強
く
秤
か
‘
ヒ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

．
 

J
ィ‘
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藤
田
幽
谷
研
究
ノ
ー
ト

史
談
」
に
集
め
ら
れ
た
史
料
に
も
異
説
が
あ
る
よ
う
で
、

五
七

山
川
菊
栄

「
覚
書
硲
末
の
水
戸
藩
」
に
そ
の
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
）

し
以
来
政
治
上
の
党
派
は
な
し
武
公

（治
紀
）

方

藤
井
紋
太
夫
を
手
刀
し
た
ま
ひ

そ
の
編
集
目
的
か
ら
し
て
も
幽
谷

言
行
、
す
べ
て
忌
憚
な
く
聞
く
が
ま
に
、
、
ミ
之
を
記
せ
り
、

す
る
史
料
を
集
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
序
文
に
、

旧
藩
の
内
情
、
君
臣
の

大
き
か
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
。

党
派
紛
争
の
影
響
の

（
明
治
38年
）
に
収
め
る

そ
の
後
も
多
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
幽
谷
に
つ
い
て
の
指
摘
も
、
党
派
紛
争
の
遠
因
の
な
か
で
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
そ
の
翠
軒
の
門
弟
幽
谷
は
、

奮．＇

/
＇ 

4
に

・

6
よ
．

く
、
ふ
鼻

a
.

＾

（
明
治

27年
）
は
、
そ
う
し
た
回
顧
録
の

―
つ
で
あ
る
が
、
斉
昭
の
殺
封
以
後
明
治
二
年
ま
で
の
水
戸
藩
内
紛
を
詳
述
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
幽
谷
は
ど
う
扱
わ
れ
て
い
る
か
と
み
て
み
る
と
、

「
第
一
回
学
派
互
ひ
に
争
ふ
て
禍
の
根
を
胎
す
事
」
の
な
か
で
、
「
立
原
梨
軒

…
オ
学
衆
人
に
超
へ
す
と
雖
も
門
人
の
教
育
引
立
方
は
相
応
に
行
届
け
と
も
風
流
学
に
て
詩
文
害
画
等
に
専
ら
心
を
用
ゐ
た
り
」
と
す
る

最
も
深
く
其
学
風
た
る
実
用
を
本
と
し
意
を
経
世
の
略
に
注
ぐ
を
第

一
の
主
義
と
せ
り
」

「
学
問
識
見
遥
か
に
師
の
右
に
出
て
加
ふ
る
に
当
時
天
下
の
英
傑
高
山
彦
九
郎
蒲
生
君
蔵
等
と
交
誼

な
く
と
も
こ
の
部
分
が
、
藤
田
側
に
立

っ
て
書
か
れ
て
い
る
面
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
う
し
た
翠
軒
と
幽
谷
の
対
比
は
、

の
「
見
聞
実
紀
」
よ
り
少
し
遅
れ
て
刊
行
さ
れ
た
、
高
瀬
真
卿

「
故
老
実
歴
水
戸
史
談
」

も
、
「
水
戸
に
住
で
世
に
数
へ
ら
る
こ
程
の
人
は

一
人
と
し
て
党
禍
に
罹
ら
ぬ
は
な
し
」

と
高
く
評
価
し
て
い
る
。

と
伝
え
る
こ
と
か
ら
も
、

斉
昭
、
東
湖
、
天
狗
党
の
側
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
「
水
戸
史
談
」
は、

に
ふ
れ
る
と
こ
ろ
は
少
な
い
が
、

「
き
の
ふ
の
夢
」
で、

「
水
戸
に
は
義
公

（光
囲
ー
大
月
、

以
下
同
）
、

「
見
聞
実
紀
」
の
少

「
続
き
の
ふ
の
夢
L

た
だ

「
水
戸
史
談
」
は
、
ど
ち
ら
の
党
派
に
も
属
さ
ず
に
、
天
保
以
降
の
藩
内
政
争
に
関

「
史
筆
の
前
に
親
疎
な
し
の
筆
法
に
基
き
て
、

ケ
様
に
無
遠
慮
の
記
事
は
水
戸
に
於
て
曽
て
先
例
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
と
こ

ろ
か
ら
み
る
と
、
や
は
り
水
戸
の
歴
史
上
の
話
題
は
、
何
と
い
っ
て
も
天
保
期
以
降
に
お
け
る
対
立
抗
争
で
あ
り
、
そ
の
回
顧
の
多
く
が
、

の
お
ん
時
に
立
原
の
門
下
生
よ
り
藤
田
治
郎
右

（左
）
衛
門
出
て
師
説
に
反
対
し
て

に
学
派
を
立
て
た
れ
ど
も
是
は
文
字
の
上
の
事
に
て
政
治
上
の
党
派
に
は
あ
ら
ず
、
」
と
い
う
の
が
そ
の

―
つ
で
あ
ろ
う
。
（
こ
の

ー
水
戸

こ
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の
幽
谷
が
、
忠
孝
二

：
・
▼
芦
竺
致
を
魂
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
、
さ
ら
こ
、

前
の
水
戸
学
研
究
で
は
中
心
的
仔
化
の

で

（
昭
和
【
（
年
）
は

面
内
揺
犬

で
麦
り
、

し
て

玉
思

の
先
訊
者
で

て
、
諸

ヘ
影
菩
を
与
え
た
と
み
る
北

水

寸
し
て
、
後
年
志
表
を
完

し
て

っ
た
幽
谷
を
称
し
て

る

ガ
廂
し
い
水
戸
学
研
究
の
依
向
は
、

昭

n期
こ

て
述
へ
、

}r
↓r
ー
ヘ
の
影

を
み
よ
う
と
し
た
、
在印り』

水
戸
学

（
大
正
3
年

る
と
そ
の
数
を
刑

を
作
る
の
こ
f
I
位
こ
あ
っ
た
人
と
し
て

と
の
対
比
か
ら
批
谷
を
み
て
み
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
先
述
の
よ
う
こ
外
に
・

志
表
作
成
こ
つ
し
て
梢
極
的
だ
っ
た

が
、
光
閲
の
別

E
思
想
と
形
史
一
ト

｀
に
つ
し

゜
ス？ 張

こ
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
新
し
い
傾
向
の
強
く
な
っ
て

く
り
勢
の
た
力
で
の
邸
名
研
究
を
、

r, 

r
'
!
'
 

ベ
皇
中
心
の
国
家
思
想
と
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
が
調
さ
れ
て
い
く

CI

岳
哨
体
制
に
お
1
)

る
史
的
艇
叩
で
み
ら
れ
た
水
戸
学
の
実
像
と
は
異
f

団
年
）
に
所
収
）
は
、
万
世
．
糸
の
込
室
を
永
遠
こ
護
持
し

明
治
天
れ
去
の
教
有
こ
関
す
る
VJ語
の
御
主
旨
と

•
こ
し
て
こ
ヽ

っ
力
み
て
み

．．
 

に
し
て

ぇ
、
こ
よ
く
合
致
し
て
居
る
と

1
じ

そ

、

9
q
•

と
し
ぅ
ー

足
祖

宗
の
潤
訓
を
発
押
し
遵
ん
す
る
に

水
戸
学
の
虚
像
で
上
一
、
っ
た
と
も
し
ぇ
ょ
う
。
例
え
ょ
、

水
戸
学
の
大
付
，
i
‘

(232 

ぷ
、
田
勤

ー
水
戸
学

水
[
J
学
餓
話

的
に
み
る
な
ら
ば
、

(nH-n 

た

ir
し
い
体
制

F
こ
お
け
る
、

う
ぷ

ォ

れ
る
麻

E
採
犬
思
想
が
、
新
し
い

句
で

）
た
。
そ
れ
|
‘

3
 

ri"ソ

治

・
●
心
想
の
展
開
と
密
況
い
し
な
が
ら
訴
し
い
傾
向
を
作
り
出
し
て
い
）
た
の
で
あ
る

か
つ
て
の
水
戸
学
が
強
く

っ
て
し
た
も
の
と
さ

と
こ
ろ
か
、

史
へ
の
阿
顧
を
生
み
出
し
た
水
戸
咄
、

あ
る
い
は
水
戸
学
研
究
|
‘
也
り
、

'

-

あ
り

明
治
以
降
の
政

）
保
期
以
降
に
お
け
る
政
争
の
端
紀
と
な
る
人
物
で
あ
っ
た

）
と
の
指
摘
ガ

E
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る

眼
が
あ
っ
た
の
だ
が
、

は
じ
め
＇
~
谷
に
つ

て
述
ぺ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、

軒
と
の
対
立
、

以
上
は
、
明
治
期
に
刊
行
さ
れ
た
わ
ず
力

i

．
例
に
す
き
な
い
し
、

即
ら
両
名
の
学
問
と
政
治
行
可
の
を
異
で

栢
田

谷
研
究
ノ
ー
、
ト

ず
れ
も
~
似
期
以
降
の
栢
内
政
争
を
述
べう
と
す
る
こ
と
に

E

•i 

ノ
『

ー



藤
田
幽
谷
研
究
ノ
ー
ト

っ
た
高
須
芳
次
郎
は
、
「
水
戸
学
派
の
尊
皇
及
び
経
綸
」
（
昭
和
且
年）

に
か
け
て、

及
び
そ
の
他
の
部
分
で
、
幽
谷
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。
高
須
は
、
大
日
本
史
を
中
心
と
し
た
史
業
を
水
戸
史
学
と
し、

こ

の
水
戸
史
学
と
一
脈
の
交
渉
を
も
ち
な
が
ら
、
烈
公
（
斉
昭
）
時
代
に
新
興
し
た
水
戸
政
教
学
と
に
分
け
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
概
括
し

て
、
「
水
戸
学
と
は
、

日
本
国
体
蘭
明
に
主
点
を
置
い
て
皇
道
発
揚
の
精
神
を
史
学
及
び
政
教
の
上
に
明
示
し
た
学
問
だ
。
」
と
定
義
づ
け

し
、
政
教
学
の
根
幹
は
、
幽
谷

・
東
湖

・
正
志
斎
の
如
き
古
学
派
的
傾
向
を
も
っ
た
人
々
に
よ
り
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
し
た
。
高
須
の

政
教
学
の
礎
石
は
、
義
公
に
つ
い
で
幽
谷
の
手
に
よ
っ
て
置
か
れ
た
と
す
る
よ
う
に
、
か
つ
て
藩
内
政
争
の
端
緒
と
な
る
人
物
と
同
顧
さ

れ
て
い
た
の
と
は
異
な
る
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
外
に
も
、
佑
学
教
育
を
基
礎
と
し
て
、
復
古
的
傾
向
を
高
調
し
、
学
問
と

事
業
を
合
一
せ
し
め
、

世
に
道
を
行
う
の
に
役
立
つ
実
学
を
奨
励
し
た
教
育
論
と
教
授
法
、

「
熊
沢
伯
継
伝
」
（
蕃
山
伝
）
を
書
い
た
よ
う
に
、
陽
明
学
的
要
素
に
ふ
れ
た
も
の
の
存
在
、
大
義
名
分
と
華
夷
内
外
の
弁
を
力
説
す
る
彼

の
富
国
強
兵
論
と
対
蕗
観
、
農
村
救
済
策
を
立
て
た

「
勧
農
或
問
」
に
つ
い
て
な
ど
、
各
面
に
わ
た
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
幽
谷
の
学
問

と
思
想
に
つ
い
て
述
ぺ
ら
れ
る
と
き
、
多
く
が
、
正
志
斎
の

「
及
門
遣
範
」
、
あ
る
い
は

「
下
学
遥
言
」
な
ど
に
そ
の
ま
ま
よ
っ
て
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
、
論
証
の
弱
点
と
い
え
よ
う
し
、
先
に
水
戸
学
の
虚
像
と
表
現
し
た
が
、
水
戸
学
の
史
的
展
開
と
、
昭
和
期
に
高
楊
さ
れ

て
き
た
天
皇
中
心
的
な
神
国
的
国
家
思
想
と
の
接
合
が
、
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
共
に
注
意
さ
れ
よ
う
。
こ

の
虚
像
の
傾
向
は
、
時
代

が
戦
時
体
制
化
し
て
い
く
と
さ
ら
に
膨
張
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

や
や
注
釈
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
古
学
派
的
傾
向
と
い
う
言
葉
は
、

学
論
」
に
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
孔
子
に
帰
れ
、
論
語
に
よ
る
ぺ
き
だ
と
い
う
傾
向
で
あ
る
。
こ

の
考
え
方
は
終
生
変
わ
ら
な
い
で
、
孔

子
の
下
位
に
孟
子
、
そ
し
て
布
子
と
つ
づ
く
が
、
朱
子
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
学
を
共
揚
す
る
も
の
の
、
主
観
に
偏
す
る
こ
と
を
欠
点
と

指
摘
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、

「
弘
道
館
記
」

卑

I
f
.
 

t
 
4
.
 

た
だ

≫
^
 

五
九

幽
谷
の
場
合
、

志

幽
谷

・
束
湖

・
正
志
斎
の
如
き
古
学
派
的
傾
向
を
も
っ
た
人
々
、

神
道
に
関
し
て
ふ
れ
た
文
献
は
な
い
が

の
第
三
章
水
戸
政
教
学
の
漸
進
、
の
な
か
の
第
二
節
か
ら
第
六
節

の
思
想
と
幽
谷
の
思
想
と
が
内
容
的
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
後
期
水
戸
学
1
1
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学
に
お
け
る
歴
史
的
付
F
1
_

．つ
1

)

A
し
た
も
の
と
し
て
、

h
"

谷

彦
水
戸
学
の
史
的
考
マ
・

昭
和

15年
）
が
あ
る

国
ルゃ

れ
る
も
の
こ
直

れ

>
．
る
の
で
あ
合
や
は
り
水
戸
学
こ
お
け
る
批
名
の
存
在
を
麻
く
評
価
し
、

以

の
水
戸
学
の
展
開
を
準
備
し
た
人
、
エ
、
学
の

と
し
て
位
E
1_

．っ

f
ら

た

が

そ

の

学

光
例
以
来
の
水
戸
学
の
伝

呈
迅
蹄
楊
こ
至
っ
た
の
で
、
如
谷
の
学
問
よ
、
こ
の
大
方

こ
合
致
し
た

我
公
以
中
，
ト
、
ど
ん
な
学
派

・
学
者
で

の
で
あ
る
と

う
の
で
あ
る

9
.
l

つ
い
て

t

谷
は
、
翠
軒
と
共
に
斉
昭

た
め
に

ヽ

＇、めて

、
そ
え
ら
の
ネ
性
を
悉
/,

公
化
し
、
水
落
化
し
、
そ
し
て
大

n本
史

咀
逍
す
る
と
こ
ろ
の
勤
皇
籾
神
こ
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
が

そ

t

て
も
A
H

終
口
d

の
目
的
で
あ
る
ナ
匂
名
分
店
楊
に
沼
す
る

る
地

J

生
は

て
も
笈
ゥ
て
も
邸
谷
こ
と

て
忘
れ
え
ぬ
も
の
で

違

t‘、
し
そ
の
学

i
i
‘ど
の
芹
派
こ
も
泥

ヽ

•q
‘ 一

公

9’
、
孝
道
ヒ
‘

の
首
明
者
で
あ

た
が
、
同
時
こ

た
、
父
の
シ

の
卑
し
さ
を
打
ら
箔
す
に
足

表
的
人
物
で
上

っ
て
、
こ
の
中
典
時
代
の
思
想
と
僣
勢
力
が
、
9
,
q

ら
切
‘

ー、t
d-
i
'

烈
公
時
代
の
財
き
ん

い
た
と
す
る
の
で
あ
る

ら
に
幽
／
イ

第
i

期
の
大
日
本
史
ぃ油

の
水
戸
学
こ
武
装
せ
し
め
て
、
こ
れ
を
実
学
こ

き
た
る
｝
、
即
ち
翠
汗
と
そ
の
門

F
幽
谷
が
こ
の
時
期
の
代

西
村
は
、
光
囮
中
心
の
第

5

期
を
蚤
て
、
百
八
卜
度
の
転
換
を
行
わ
し
め
た
、
メ
明
か
ら
文
化
―

カ
け
て
の
約

.t余
年
刷
が
第

．期
で

み
ら
れ
る
よ
う
-
文
は
っ
た
。
そ
の

つ
、
西
す
文
則

沢

ffl
幽
谷

戸
学
大
系
」

な
ど
史
料
~
の
刊
行

あ
り
、
研
究
の
影

（
昭
和

15年）
4

心
、
幽
谷
の
伝
氾
と
評
伝
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る

す
る
部
分
も
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
き
た
が
、
幽
谷
個
人
の
研
究
’
ー
も
よ
う
や
く

こ
う
し
た
昭
泊
期
に

っ
て
の
研
究
の
傾
向
に
加
え
て
、
与
池

-
.
R
-'o 

．
良

も
と
づ
く
古
学
派
学
者
と
い
う
厳
密
な
意
味
で
は
、
ま
だ
こ
こ
で
は
使
用

内
容
的
に
は
上
述
し
た
と
こ
ろ
と
た
u
m珠
は
な
し

幽
谷
全
＼
ヽ

（
昭
和

10年
）

の
外
、

水

和

16年）、

一
水
戸
学
の
ノ
々

（
昭
和

17年
）
な
ど
の
啓
ぇ
的
な
も
の
も
あ
る
が
れ
て
い
な
い
。
な
~

向
須
こ
ま
、

水
戸
学
徒
列
伝
」
（
昭

ら
は
古
学
派
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
，

、
こ
の
表
現
は
外
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
が
も
る
が
、
祖
裸
学
な
ど
の
古
学
派
理
論
に

し
て
孔
子
に
帰
れ
と
説
く
の
で
あ
り
、

膝
田
開
谷
研
究
ノ
！
ト

が
花
志
斎
に

承
さ
れ
る
の
で
あ
る

以

K
の
よ
う
た
と
こ
ろ
か
ら
幽
谷

、,.

(234) 



藤
田
幽
谷
研
究
ノ
ー
ト

至
尊
天
ツ
日
嗣
、

須
下
令
二
万
国
一仰
中
レ
皇
朝
矢
」

を
あ
げ
て
、

さ
ら
に
そ
の
国
学
的
教
投
や
武
道
面
に
も
論
及
し
て
実
学
的
精

を
枢
軸
と
す
る
幽
谷
の
学
問
の
発
展
的
形
成
を
五
期
に
分
け
て
考
察
し
、

水
戸
学
の
時
期
区
分
を
前
期

・
中
期

・
後
期
に
分
け
、
前
期
と
中
期

（
元
文
頃
か
ら
天
明

神
を
分
析
し
た
が
、
そ
の
指
摘
す
る
重
点
は
、

そ
し
て
後
期
を
復
活
期
（
寛

期
）
に
お
け
る
義
公
精
神
の
内
容
と
、
義
公
没
後
に
お
け
る
義
公
精
神
や
大
日
本
史
編
篠
の
継
続
を
述
ぺ
、

か
ら
享
保
頃
ま
で
の
前
期
の
内
容
が
、
中
期
を
経
て
後
期
へ
入
っ

政
か
ら
文
政
）
と
完
成
期
（
天
保
以
降
）
と
し
、
頼
房
（
初
代
藩
主
）

い
う
点
で
あ
り
、
と
く
に
幽
谷
の
存
在
を
核
と
し
て
、
天
明
期
か
ら
化
政
期
へ
か
け
て
の
体
制
動
揺

て
完
成
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と

期
に
、
前
期
の
内
容
を
復
活
さ
せ
て
い
く
の
だ
と
す
る
点
で
あ
っ
た
。
前
期
の
内
容
が
、

後
期
に
入
っ
て
完
成
さ
せ
ら
れ
て
い
っ
た
の
だ

と
す
る
見
解
に
は
異
論
を
持
つ
が
、

水
戸
学
の
歴
史
的
展
開
の
な
か
に
幽
谷
の
存
在
を
位
置
つ
け
た
史
的
考
察
と
し
て

、
戦
前
の
幽
谷
研

研
究
者
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
、
水
戸
学
研
究
の
深
化
で
は
な
く
、
水
戸

し
か
し
、
聖
戦
完
遂
を
呼
号
す
る
戦
時
体
制
の
強
化
は
、

学
の
特
色
と
さ
れ
る
も
の
を
超
時
代
的
に
当
時
の
時
勢
に
よ
り
密
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
動
き
も
強
ま
っ
た
。
立
林
宮
太
郎
「
水
戸
学
研

し
う
が
、
今
、
昭
和

18年
版
を
み
て
み
よ
う
。
水
戸
学
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
義
公
中
心

究
」
は
、
は
じ
め
大
正

5
年
に
刊
行
さ
れ
た
と
>

文
公
（
第
六
代
藩
主
治
保
）
．
中
心
の
中
興
時
代
、
復
古
的
水
戸
学
の
時
期
を
お
き
、
そ
こ
に

の
第
一
期
と
烈
公
中
心
の
第
三
期
の
間
に
、

幽
谷
に
つ
い
て
略
述
し
て
い
る
こ
と
は
他
書
と
大
差
は
な
い
。
こ
の
告
は
、
中
等
学
校
の
国
民
精
神

で
あ
る
が
、
大
東
亜
戦
に
お
け
る
連
戦
連
勝
の
皇
軍
魂
、
こ
れ
こ
そ
真
の
水
戸
学
精
神
の
花
で
あ
り

涵
旋
資
料
と
し
て
記
述
さ
れ
た
も
の

実
で
あ
る
と
す
る
立
場
に
至
っ
て
は
、
戦
時
中
に
お
け
る
水
戸
学
研
究
の
一
斑
を
如
実
に
示
す
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
い
。
菊
池
謙
二

郎
「
水
戸
学
論
薮
」
（
昭
和

18年
）
も
、
尊
皇
思
想

・
名
分
論

・
国
体
尊
厳
説
、
及
び
皇
化
主
義
は
、

し
た
も
の
で
、
幽
谷
は
こ
の
水
戸
学
上
特
殊
の
地
位
を
占
め
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
、

翠
軒

・
幽
谷
の
存
在
を
位
置
づ
け

究
に
お
い
て
は
興
味
あ
る
指
摘
で
あ
っ
た
。

二

.. 

』
"
‘

彼
が
皇
化
主
義
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、

-
P
 
• 

....__ 
ノ

単
に
尊
皇
思
想
を
抱

烈
公
時
代
の
水
戸
学
の
根
底
を
な

文
化
五
年
元
旦
の
詩
か
ら
「
宇
内
ノ
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の
定
改
を
つ

，
ヽ
戸
学
研
究
、

て
し

こっ
4
)

でキ

キー

4
r

そ
れ
は
究

し

う
と
す
る

後
の
ぶ
み
で
あ
る
と

う
ふ
う

の
ー
つ
の
傾
向
で
あ
り

も
う
[
っ
は
主
と
し
て

の

研
究
で

こ
れ
は
逆
の
紅
叫
で

が
お
こ
か
わ
れ
イ

て

乱

す
と
、
旧
・

9
.

p
学
イ

ロ

の
名

う
態
度
が
、

ぷ
勾
粒
付

t'.. 

、
昭
祖

49年
）
は

の
よ
う
こ
述
ぺ
て
い
る

し一
‘
の
芍
王
で
あ
り
、
封
建
的
階

後
の
研
究
こ
は

研
究
の
内
容
と
現

迅
徳
の
紋
店
の
一

て
へ
叫
及
し
て
い
る
研
究
の
カ
カ
カ
ら
そ
の

な
分
け
方
を
し

て
ー
．
る
の
で
あ
る

水
戸
学
と
し
う
の
4

ー
を
そ
の

水
戸
学
マ

つ

打
名
た
わ
り
に
、
内
在
的
fJ
理

f
ょ
お
多
く
の
批
1
1
が
つ
づ

年
以
裕
、

し
ぇ
ぱ

、

店
川
文
一
•
一玉水
戸
・
千
再
了

(-n 

そ
う
し
た

f
向
こ
対
す
る
批
判
が
強
く

股
開
を
み
た
も
の
で
あ
る
が

っ
た
の
で
あ
る
が
、
じ
ら
い

．」
十
年
以
上
を
経
て
、
水．
f

そ
こ
で
は
研
究
の
迎
展
と
併
せ
て
、
時
勢
こ
努
在
し
て
d.
，
っ
た
領
向
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る

以
上
ー
、

．
九
四
五

-...... 
月lj

谷
こ
つ

叫
を
取
り
上

谷
研
究
、
ひ
し
て
は
水
戸
学
研
究
の

た
こ
と
を
論
じ
た
点
|
—
て
の
ー
つ
でる

和
期
の
迂
枡
思
想
は
、
動
槻
且
的
に
お
い
て
直
接
現
6

と
し
て
の
羽

E
で
あ
り
、
ー
必
も
硲
府
の
什
在
と
背
他
す
る
も
の
で
は
た
力
っ

の
政
治
と
結
び
つ
し
て
い
て
枯
邸
府
で
も
反
封

で
あ
っ
た

と
、
治
紀

・
斉
昭
中
心
の
後
期
に
お
け
る

枡
思
想
の
封
廷
制
に
寸
す
る
性
格
を
考
y
卜
し
た
研
究
で
、
花
後
に
お
け
る
研
究
こ
も
影
秤
を
り
え
た

ん
く
、
硲
府
を
介

王
思
想
の
性

の
で
あ
る
。
な
力
で

を
持
つ
も
の
ゞ
立
か
り
で
は
な
い

し
て
、
明
治
維
新
の
推
辿
カ

山
茂
樹
f

水
戸
学
の
性
洛

化
を
万
国
に
及
ほ
し

（
「
国
民
生
活
史
研
究
生
活
と
思
判
昭
rll10年
）
は
、
光
閣
巾
ヽ
し
の

四
界
に
光

せ
し
む
ぺ
し
と
し
ぅ
q
手
化

t

ヽ

≫'J 

社
臣
の
大
義
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
努
力
し
た
ば
ヵ
り
で
な
く
、
万
世
．
系
の
う
朝
の

ー
ト
ょ
旧
幽
谷
研
究
ノ
ー
ト

繁
の
理
想
を
抱
い
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
も
ら
ろ
ん
、
こ
う
し
た
領
向

厳
は
宇
内
に

つ
で
あ
る
力
ら
、
ア
朝
の
徳

’
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藤
田
幽
谷
研
究
ノ
ー
ト

数
の
信
奉
者
た
ち
が
、

ー』，， 

「
及
門
遣
範
」
・
「
下
学
適
言
」
に
主
と
し
て
よ
り
、
大
義

規
定
す
る
わ
け
で
す
ね
。
さ
ら
に
も
う

―
つ
の
タ
イ
プ
は
、
平
泉
澄
さ
ん
の
お
弟
子
さ
ん
た
ち
が
や
っ
て
い
る
日
本
学
協
会
、
そ
れ
は
客

観
主
義
的
、
実
証
主
義
的
な
方
法
で
、
水
戸
学
の
形
成
過
程
、
主
と
し
て
初
期
の
水
戸
学
と
か
、
義
公
の
思
想
の
形
成
過
程
を
問
題
に
し

て
い
る
が
、
こ
の
場
合
は
後
期
な
い
し
明
治
以
後
の
水
戸
学
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
言
及
が
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
と
っ
て
み
ま
す
と
、
ぽ
く

水
戸
学
は
あ
る
少

フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
に
信
奉
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
普
通
に
思
想
関
心
を
も
つ
人
だ
っ
た
ら
、
だ
れ
で
も
興
味
を

も
っ
て
し
か
る
ぺ
き

―
つ
の
学
問
の
流
れ
、
思
想
の
流
れ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
立
証
す
る
こ
と
が
水
戸
学
の
た
め
に
も
い
い
、

こ
れ
は
従
来
の
水
戸
学
研
究
に
つ
い
て
の
簡
単
で
は
あ
る
が
研
究
史
で
あ
り
、

法
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
よ
く
研
究
の
現
況
を
説
明
す
る
も
の
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
戦
後
の
幽
谷
研
究
と
そ
れ
に
関
連
す
る
水
戸
学
研
究
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
幾
つ
か
に
つ
い
て
ふ
れ
て
み
た
い
。
ま

ず
、
吉
田

一
徳

「
大
日
本
史
紀
伝
志
表
撰
者
考
」
（
昭
和

40年
）
で
は
、
当
然
、
編
修
を
め
ぐ

っ
て
の
水
戸
学
派
分
裂
の
問
題
か
ら
、
翠
軒

と
幽
谷
の
学
風
の
比
較
が
行
わ
れ
た
が
、
幽
谷
の
学
問
と
思
想
に
つ
い
て
は
、

名
分

・
王
覇
の
緋

・
内
外
の
分
を
重
ん
じ
、
国
体
の
本
義
に
徹
す
る
こ
と
こ
そ
経
世
済
民
の
学
の
第

一
義
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ

と
が
、
幽
谷
学
の
根
本
理
念
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
瀬
谷
の
書
と
同
じ
く
、
義
公
精
神
を
復
活
し
、
こ
れ
を
発
展
拡
充
さ
せ
る
こ
と

を
生
命
と
す
る
の
が
幽
谷
の
思
想
の
中
核
と
し
て
い
る
が
、
翠
軒
の
学
は
詞
賦
文
章
を
重
ん
じ
、
幽
谷
の
学
は
経
済
実
用
の
学
で
あ
っ
て
、

国
体
思
想

・
正
名
論
に
も
差
異
が
あ
り
、
思
想
的
行
動
形
態
に
お
ぃ
て
は
、
翠
軒
は
現
実
肯
定
主
義
に
傾
き
、
幽
谷
は
現
実
打
破
、
義
公

復
帰
の
革
新
意
識
に
燃
え
て
い
た
と
対
照
的
に
比
較
し
、
そ
こ
に
修
史
事
業
を
め
ぐ
っ
て
の
意
見
の
対
立
を
き
た
し
た
原
因
を
み
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
み
ら
れ
る
幽
谷
像
の
内
容
は
、
戦
前
か
ら
の
研
究
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
が
、
戦
後
の
幽
谷
研

究

・
水
戸
学
研
究
に
お
い
て
、
新
し
い
方
向
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
が
よ
う
や
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

そ
ん
な
感
じ
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
」

に
は
ど
う
も
も
の
足
り
な
い
。
（
中
略
）
簡
単
に
い
い
ま
す
と
、

水
戸
学
を
解
放
し
た
い
と
い
う
気
持
が
あ
り
ま
す
。

一
’
39
,‘‘

・
に

J,9r丹

ア
プ
ロ
ー
チ
の
方

ぐ
•
~
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の
及
門
‘

描
し
イ

弘
迅

nじ

が
つ
つ
く
の
で
あ
る

今
井
仁
ヤ

面
}

学
こ
お
け
る
位
者
の
受
な

田

谷

・
会
沢
正
志

を
セ
と
し
て

で
は
、
正
志

期
カ
・
ー
っ
化
政
期
こ
か
け
て
の
水
戸

の
学
者
た
ち
の
新
し
い

向
を
IJ

ベ
湖
や
lE
志

ら

慈
臨
郎
が
昂
担

｀
益
心
想
が
発
生
し
た
｝
）
と
は
、
と
く
こ

政
力
ら
化
政
期
こ
み
ら
れ
る
水
戸
告
の
｝

r
し
い
傾
向
で
あ
，
た
。
―

の
中

ヵ込

て
れ
こ

ま
し
て
著
し
い
後
期
の
特
色
は
、
学
者
間
こ

が

対
外
的
に
危

附
が

L
に
な
る
と

江
戸
史
館
，

止
さ
れ
て
、

谷
研
究
ノ
ー
ト

て
み
よ
う
。
瀬
谷

ヒ
一
二
巻

・
列
伝
：
七

巻
）
が
脱
方
す
る
。
・

所
収
の
解
説
の
諸
益
ー
、
そ
う
し
た
．
つ
の
成
果
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ら
を
み

は
、
水
戸
蔀
の
動
向
こ
つ
い
て
存
殺
し
、
水
一
尺
図
に
と
っ
て
の
定
府
制
の
持
つ
邸
味
を
各
2
J

で
の
五
ー
八
年
間
を
前
期
と
し
、
収
保
元
年
ヵ
ら
~
明
八
年

ら
明
治
四
年
こ
水
戸
湘
が
解
体
す
る
ま
で
の
八
十
一
年
間
を
後
期
と
し
、
各
期
毎
に
、

j

H
・
に
史
の
決

前
述
し
た
旧
9
k
3
に
お
け
る
、
時
期
区
分
な
ど
の
論
点
を
さ
ら
に
辿
め
て

削
期
で
は
水
戸
蔀
出
身
者
の

．． 

倍
半
近
く
も
あ
っ
た
他
地
方
の
者
は
、
中
期
に
た
る
と
わ

fJ
る
が
、
こ
の
時
期
yJ
め
て
:tr

内
の
庶
民
力
ら
．． 

名
の
人
館
者
を
出

ぶ
と
な
り
、

こ
対
応
し
て

こ
み
え
る
万

父
弘
近
館
と
共
こ
水
戸
藩
文
孜
の
中
心
と
f
：

た

浪
じ
て
一
石
名
と
な
）
、
水
戸
落
出
身
者
は
四
ト
一
●
名
を

え
、
庶
民
出
身
が
四
名
、

ち
一
．
名
が
総
裁
こ

れ
て
い
る
。
し
か
し
斉

す
と

う
注
目
す
ぺ
：
，
ー
傾
向
ガ
あ
っ
た
。
そ
の

．
名
と
は
、
地
理
浮
者
伍
久
伐
材
水
と
幽
谷
で
あ
る
、
後
期
は
さ
ら
に
他
地
方
の
行
ー

rirl昔
出
身
者
が
前
期
こ
比
し
て
倍
培
し
、

他
地
方
の
五
倍
近
く
こ

y
ヰ
に
よ
る
と
、

か
た
改
に
激
坂
し
て
、
7L' 

館
且
に
つ
し
一

そ
の
出
身
地
な
ど
を
魂
査
し

た
。
そ
の

・
校
訂
に
関
係
し
た
主
ん
彰
考

も
蔀
政
に
と
っ
て
も
オ
板
の
七
十
i

i

年
間
を
中
期
と
し
、

人
日
本
史
賃
10

に
t
i
-
＼
件
と
学
問
復
興
の
兆
し
ガ
;
え
始
め
た
、
究
政
元
年
ヵ

で
の
、
侶
史
市
裳
に
と
っ
て

而
か
ら
牙
さ
れ
た
が
、
絣
政
の
な
か
で
彰
考
餡
の
歴
史
を
概
観
す
る
と
き
、

明

＿
涵
｝
力
ら

iE
徳
五
年
、

K
甜
5

l,‘
し

（
本
紀

彦

ぷ
や
注
了

を
収
め
て
い
る
か
、

こ
の
口
水
戸
学

n本
思
tl芋
大
系

53
水
戸
学
L

（
昭
和

48年
）
げ
、
幽
谷
の
翠
止
名
船

,＇
L
I
 

佼

JE
屈
訊
心
J
k
に
与
ふ
る
の
り

r巳
封
市
L

の
校
p
u

J

四
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藤
田
幽
谷
研
究
ノ
ー
ト

そ
れ
ぞ
れ
の
論
点
に
差
異
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、

な
お
検
討
す
べ
き
問
題
点
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、

六
五

水
戸
学
を
対
象
と

「
正
名
論
」
と

「
丁
巳
封
事
」
な
ど
か
ら
そ
の
名
分
論
の
強
い
主
張
や
具

に
い
た
っ
た

が
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、

「
及
門
遣
範
」
の
述
ぺ
る
こ
と
の
妥
当
性
を
認
め
て
い
る
。

記
」
が
、

そ
の
教
学
綱
領
に
お
い
て
、
師
の
そ
れ
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と
の
方
が
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
と
い
う
理
巾
も

あ
る
の
だ
が
、
ま
た
、

幽
谷
の
学
問
を
語
る
と
き
の
必
須
文
献
で
あ
る
「
及
門
遣
範
」
の
内
容
が
、
館
記
と
相
似
点
を
持
つ
こ
と
に
、
花

し
か
、

と
の
疑
念
を
抱
か
せ
る
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
反
論
も
含
め
て
の
結
論
で
あ

志
斎
の
主
観
的
な
見
解
が
混
在
し
て
い
る
の
で
は
な
>

っ
た
。
尾
藤
正
英
「
水
戸
学
の
特
質
」
は
、
従
来
の
水
戸
学
研
究
の
持
つ
曖
昧
さ
を
鋭
く
突
く
と
共
に
、
水
戸
学
と
い
う
概
念
は
、
天
保

期
を
中
心
と
す
る
水
戸
藩
の
学
風
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
に
も
、
朱
子
学
か
ら

11彼
学

・
国
学
へ
と
い
う
学
界
の
潮
流
と
、
そ

れ
に
照
応
す
る
大
日
本
史
編
箱
事
業
内
部
の
変
化
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
と
く
に
幽
谷
と
祖
裸
学
の
影
響
、
そ
し
て
編
篠
事
業
と
し
て

は
、
寛
文
か
ら
享
保

・
安
永
頃
ま
で
の
前
期
に
お
け
る
人
物
中
心

・
道
徳
本
位
の
歴
史
思
想
か
ら
全
く
脱
却
し
、

―
つ
の
国
家
の
命
運
の

長
短
を
決
定
す
る
も
の
と
し
て
、

制
度
の
在
り
方
を
重
視
す
る
歴
史
観
に
立
脚
し
て
い
た
人
物
と
し
て
幽
谷
を
あ
げ
、
ま
た
志
表
の
編
袋

方
針
に
お
い
て
も
、
前
期
の
儒
教
的
合
理
主
義
的
歴
史
観
か
ら
、
天
明
六
年
以
後
の
後
期
の
神
話
的
歴
史
観
へ
と
い
う
、
思
想
的
吃
場
の

転
回
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
寛
政
年
間
を
中
心
と
し
て
、
編
纂
事
業
が
急
角
度
な
思
想
的
転
同
を
遂
げ
る

そ
の
動
き
を
最
も
強
力
に
推
進
し
た
の
が
幽
谷
で
あ
り
、
幽
谷
に
よ
っ
て
新
し
い
水
戸
学
の
立
場
の
基
礎
が
定
め
ら
れ
た

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
幽
谷
の
政
治
思
想
と
行
動
を
、

体
例
を
示
し
、
こ
の
「
正
名
論
」
が
、

水
戸
学
の
出
発
点
な
い
し
そ
の
原
型
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
幽
谷
の
存
在
が
、
水

戸
学
の
歴
史
の
な
か
で
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

古
く
か
ら
い
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
学
界
の
潮
流
の
な
か
か
ら
の
飢
彼

学
の
影
響
、
及
び
編
纂
事
業
に
み
ら
れ
る
思
想
的
変
化
を
推
進
し
た
幽
谷
の
思
想
内
容
を
、
新
し
い
観
点
力
ら
示
し
た
の
で
あ
る
。
以
ト

の
三
篇
に
は
、
水
戸
学
の
概
念
規
定
、
時
期
区
分
の
問
題
か
ら
、
幽
谷
関
係
の
史
料
批
判
、
あ
る
い
は
幽
谷
と
祖
裸
学
と
の
関
係
な
ど

そ
れ
は
、

東
湖
や
幽
谷
門
下
の
手
に
な
る
「
弘
道
館
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期
へ
の
政
梢
推
移
の
な
か
で
、

、
の
再
興
と
、
立
百

・
品
田
両
派
分
裂
の

年
）
の
第
十
一

ふ
ォ
て
い
る

如
谷

み
て
み
よ
う

中
巻

（昭↓”

尾
胆
正
英
）

．
J

•
四

谷

ク/-)で

P

笈
政
か
ら
化

.
P
学
研
究
を
可
能
に
し
て
し
く
も
の
と
し
て
期
待
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
や
よ
り
¢
名
マ

て
、
刊
行
済
の
水
戸
市
史
ー
の
成
果
＃

此
史
」
の
『

単
こ
学
問
的
展
開
ご
の
み
笥

を
限
る
の
で

f
た
＜
、

の
研
究
ん

こ
の
記
念
論
文
ー
ー
、

‘
．
う
ま
で
も
な
く
地
元
の
水
戸
こ
生
ま
れ
た
も
の
だ
が
、

は
り
地
元
の

水
↓
｝
市
史
L

の
刊
行

火
城

る
よ
う
な
研
究
状
況
を
、
品
念
論
文
集
か
ら
も
う
か
が
わ
せ
る
も
の
だ
と
．
9

え
よ
う

産
主

、
ま
た
民
主

i
l

の
痛
弊
を
深
く
突
く
'

え
て
の
水

の
で
茨
る
と
し
っ
た
込

あ
る
こ
と

、
先
述
の

g
川
ぶ
“
P
学
再
号

が
指
摘

、、る
3
、
天
証
的
な
研
究

多
い

面

＾ 政
三
年
-
1

成
る
。
）

l-lu
の

現
代
の
汽

や
共

の
内
容
4
d
、
藤
田
家
の
系

ヵ
ら

そ
の
封

1

卜

、

谷
の
ク
骰
で
あ
る
r
I

て
な
ど
の
諸
論
文
を
収
め
て

と
か
ら
、

“
戸
で
は
記
念
iJr業
が
行
わ
れ
た
よ
う
だ
が
、
品
念
論
文
佑
、

森
田
幽
谷
の
研
究

（
昭
和

9
年

が
刊
行
さ
れ
て
い
る

C

そ

伝
）
の
ち
る
幽
谷
か
ら
考
え
て
い
る
。

）
の
幽
谷
は
安
永

l

こ
一
年
の
生

孔
で
、
昭
阻
四
卜
，
I
£

ー
”
て
の
生

-tf年
こ
灯
た
る
と
い
う
こ

ぅ｝
r
し
い
要
素
を
水
戸
9

,J

持
ら
込
ん
だ
こ
と
を
、

水
戸
学
の

t
場
力
ら
は
ほ
と
ん
ど

LI
こ

れ
な
い
と
し
て
、

沢
伯
約
伝

（
栢
111

錯
さ
せ
つ
つ
新
た
な
展
開
を
示
し
始
め
た
こ
と
に
な
る
と
し
て
い
る

っ
カ
ゥ
f
、
い
と
こ
―
t

が
あ
る
が
、
こ
の
賜
明
学
と
し

丑
肌
（

た
ら
は
、

公
の
史
学
の
上
に

11採
学
と
阻
明
学
の
杉
懇
を
交

光
別
の
大
日

「ト
な
が
ら
後
期
水
戸
学
へ
の
股
訓
に
つ
い
て
、

は
、
や
は
り
狙
’t学
の
杉

を
強
く
み
て
い
て
、
水
戸
学
の
国
体
倫
こ
つ
い
て
、
れ
付
学
と
の
関
係
力
ら
論

y
し
て
い
る

政
年
間
を
―
つ
の
両
期
と
し
て
、

軒
）
総
裁
時
代
の
名
い
俊

実
態
は
よ
'
瓜

そ
し
て
、
如

一
疎
あ
る
綸
点
を
幾
つ
か
月
し
た
ガ
後
期
へ
の
疫
容

r
っ

先ア』
、
＇
て
の
水
戸
学
研
究
批
判
を
紹
介
し
た
翡
川
文
ー
ー

ー
は
、
『
水
戸
学
の
源
流
と
成
立

す
る
歴
史
学
研
究
と
し
て
の
幾
つ
か
の
指
摘
は
、

•
4
7後
の

朕
田

谷
研
究
ノ
ー
ト

(
』

In本
の
名
著

味
あ
る
課
題
で
あ
る
と
し
う
こ
と
は
し
ぇ
ょ
う

て

第

29む
、
昭
和

9
年
）
で
、
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藤
田
幽
谷
研
究
ノ
ー
ト

第
一
節

「
水
戸
学
の
形
成
と
婆
王
懐
犬
論
」
の
総
括
の
項

（
伊
束
）
に
お
い
て
、

'、ヒ

1
ノ

水
戸
学
の
形
成
に
は
、
伝
統
に
基
づ
く
思
想
の
糾
受
と

幽
谷
の
思
想
が
そ
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
。

即
ち
、

水
戸
学
の
基
調
思
想
は
幽
谷
に
よ
り
捉
唱
さ
れ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

成
立
し
た
の
は
天
保
改
革
期
で
、
「
弘
道
館
記
」

の
制
定
、

と
く
に
、

翠
軒
の
学
問
を
継
承
し
て
新
し
い
方
向
へ
発
展
さ
せ
、
や
が
て
翠
軒
と
学
問
上
政
治
上
対
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
幽
谷
と
、
彼
の
学

風
を
受
け
継
い
だ
正
志
斎
や
東
湖
ら
に
よ
っ
て
築
き
上
げ
ら
れ
た
学
問
と
思
想
の
体
系
が
、
天
保
の
藩
政
改
革
の
指
羽
理
念
と
な
り
、
ま

た
、
森
末
維
新
の
際
の
藩
外
及
び
全
国
の
政
治
運
動
に
大
き
な
影
響
を
及
ぽ
し
た
。
と
く
に
、
若
い
頃
の
「
安
民
論
」

・
「
正
名
論
」
に
み
ら

れ
る
思
想
の
性
格
、
為
政
者
と
し
て
は
、
単
に
道
徳
上
の
修
殺
を
勉
め
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
実
際
に
政
治
ヒ
の
効
果
が
学
が

る
よ
う
な
方
策
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
ま
た
君
臣
上
下
の
秩
序
を
重
ん
じ
、
華
犬
内
外
の
区
分
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た

点
な
ど
を
あ
げ
、

こ
う
し
た
思
想
か
ら
、
「
丁
巳
封
事
」
な
ど
に
み
ら
れ
る
政
治
思
想
で
は
、
政
治
や
経
済
の
問
題
を
道
徳
の
問
題
よ
り
も

歴
先
さ
せ
る
傾
向
が
著
し
い
も
の
を
生
み
出
し
て
い
く
の
で
あ
り
、
ま
た
君
臣
上
下
の
秩
序
を
維
持
し
て
、
体
制
の
崩
れ
を
建
て
直
そ
う

と
す
る
も
の
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
幽
谷
と
、
儒
学
の
理
論
家

・
文
献
学
者
で
も
な
く
、
経
学
の
上
で
は
折
衷
学
の

立
場
に
近
く
、

学
派
に
拘
泥
せ
ず
に
儒
学
の
実
践
に
関
心
の
強
か
っ
た
翠
軒
と
の
比
較
で
は
、
と
く
に
、
学
問

・
思
想
の
相
迩
に
つ
い
て
、

翠
軒
以
上
に
積
極
的
に
、

天
皇
の
地
位
が
不
変
で
あ
る
日
本
の
国
柄
の
優
秀
性
、
及
ひ
朝
廷
と
慕
府
の
関
係
に
つ
い
て
、
正
し
い
名
分
を

重
ん
ず
る
考
え
を
述
べ
た
（
「
正
名
論
」
）
点
を
例
証
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
中
巻
口

（
昭
和

51年
）
は
、
第
十
七
屯
を
「
水
戸
学
の
発
展

と
尊
王
懐
夷
論
」
と
し
て
お
り
、
尾
藤
正
英

・
伊
東
多
三
郎

・
鈴
木
嘆
一
．と

執
筆
者
は
異
な
る
が
、
若
年
の
頃
、
幽
谷
が

111徳
学
に
強
く

引
か
れ
る
と
共
に
、

半
面
そ
の
中
華
思
想
な
ど
を
批
判
し
た
こ
と
な
ど
に
み
ら
れ
る
他
学
派
と
の
交
渉
、
内
菱
外
患
の
危
機
意
識
か
ら
生

ま
れ
た
尊
王
讐
夷
論
と
幽
谷
な
ど
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
水
戸
学
の
実
質
は
正
志
斎
の

「
新
論
」
で
形
成
さ
れ
、
名
実
共
に

弘
道
館
の
開
設
を
も
っ
て
そ
の
画
期
的
市
実
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
立
場
を
と
り
、
こ
の
思
想
大
系
の
完
成
と
藩
内
外
へ
の
宣
揚
に
は
、
斉
昭
の
存
在
と
幽
谷
門
下
の
活
動
が
主
要
な
役
割
を
果
た
し
た
が
、

4

し、

t
＊
争
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以
上
の
通
り

だ
と
思

谷
研
究
の

fC
力
の

四

れ
る
。

つ
か
に
つ

イ

っ
と
す
る
た
め

、
対
立
す
る
問
題
点
の
明
確
化
と
、

単
こ
ふ
れ
-

た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
出
さ
れ
イ

前
の
研
究
こ
対
す
る
反
省
、
例
え
ば
水
戸
学
の

,
1

広
く

こ
対
す
る
反
省
は
必
要

し
い
対
立
が
あ
る
こ
と
は
、

後
の
研
究
力
ら
も
理

で
き

う
と
述
ぺ
た
が
、
そ
う
し
た
対
立
を
、
共
に
研
究
の
進
歩
こ
役
立
た
せ

•• 
8

さ
せ
、

を

K

こ
与
え
た
こ
と

認
め
て
お
力
ね
ょ
な
ら
な
い
-

ろ
う

C

先
こ
、
現
代
こ
至
っ
て
も
研
究
を
め
ぐ
る

こ
つ
，
3
-

の
研
究
の
相
積
と
共
こ
、
明
治
以
降
、
と
く
ご

っ
て
は
、
時
勢
に
密
れ
J

し
た
し
ゎ
ぱ
水
戸
学
の
虚
像
を
跳

し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
慈
見
の
ま
と
ま
る
と
こ
ろ
で
上

っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
う
し
た
幽
谷
、

ひ
い
て
は
水
戸
学

’ヽ
6

↓
‘
 

な
い
問
題
は

こ。
＋ー

f
 

力

し
か
し
な
が
・、
、

告

浮

こ
5
9
し
て
、
あ
る
い
は
近
世
思
想
史
r
I

お
い
て
、
幽
谷
の
存
在
は
や
は
り
傑
出

の
で
あ
る
か

長
所
短
所
を
含
み
な
が
ら
、

共
に
水
戸
学
研
究
の
進
虐
翌
っ
こ
と
が
期
待
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
力
‘

て
も
、
研
究
を
め
ぐ
る
問
翌
」
厳
し
い
も
の
が
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る

「
水
戸
市
史

一
中
殊

J

り
ま
で
、
函
谷
こ
つ
い
て
の
故
多
い
で
あ
―
ク
う
研
究
の
な
か
か
ら
、

四
谷
の
学
問

・
思
想
か
ら
行
動
こ
ま
で
わ
た
っ
て
、
そ
の
内
容

・
誅
価
に
は
、
今
後
さ
ら
に
倹
討
し
、
倅
決
し
な
け
れ
ド

っ
力
の
研
究
に
限
っ
て
取
り
上
げ
て
み
た

と
か
ら
も
、
そ
れ
は
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
ろ
う

の
で
あ
り
、
戦
後
の

っ
力
の
研
究
に
ふ
れ
て
み
て

た
こ

）
の
こ
と
ー
、
現
代
に
弔
っ

明
治
時
代
以
降
現
代
ま
で
の
水
戸
学
研
究
史
ご
み
ら
れ
る
水
戸
学
観
の
対
立
に
つ

て
、
対
立
の
決
許
を
盆
ぐ
ペ

3

で
た
＜
、
そ
れ
ぞ
れ

想
の
惹
義
、
有
志
哲
学

志

k
哲
学
と
水
戸
学
に
み
ら
れ
る
階
級
竹
の
こ
皿
な
し

A
戸
学
の
監
史
的
意

を
探
る

k
で
の
提
甘
と
共
に

時
勢
の
変
動
ァ
ぷ
刈
す
る
斤
思
想
の
活
動
と
が
経
と
た
り
糾
と
な
っ
て
を
を
成
し
、

｝
田
屯
谷
研
究
ノ
ー
ト

-f
彩
を
放
っ
て
い
る
こ
し

水
戸
学
に
お
け
る
神
迫
m心

，． 

ー
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田
幽
谷
研
究
ノ
ー
ト

ヽ

L

ナ
j

も
少
な
く
な
い
。
次
に
は
そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
検
討
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
こ
こ
で
は
、
先
述
の
前
稿
で
も
取
り
上
げ
た

研
究
」
）
に
詳
し
い
が
、
水
戸
郊
外
の
常
陸
那
珂
郡
飯
田
村
（
現
那
珂
郡
那
珂
町
飯
田
）
に
住
む
腹
家
で
あ
っ
た
藤
田
家
が
、
村
の
荒
廃
の

幽
谷
の
出
自
に
つ
い
て
は
、
古
く
は
、
西
村
文
則

「
藤
田
幽
谷
」
、
最
近
で
は
、
杉
崎
仁

「
藤
田
家
の
系
譜
に
つ
、
て

一（「
藤
田
幽
谷
の

し

下
に
水
戸
に
出
て
き
た
の
は
、
宝
永

・
正
徳
年
間
か
、
遅
く
と
も
享
保
初
年
頃
、
彼
の
祖
父
の
時
代
で
あ
っ
て
、
水
戸
で
は
古
着
屋
を
開

き
、
幽
谷
の
父
言
徳
が
後
を
継
い
だ
。
言
徳
の
長
子
の
時
億
が
家
業
を
継
ぐ
が
、

安
永
三
年
二
月
十
八
日
に
次
子
と
し
て
生
ま
れ
た
の
が

幽
谷
で
、

飯
田
村
時
代
と
は
異
な
り
、
当
時
は
、
「
先
生
の
父
を
奥
衛
門
言
徳
と
云
商
貿
を
以
て
活
計
と
す
頗
る
富
を
な
せ
り
」
（
石
川
久

徴
「
幽
谷
遣
談
」
ー
「
幽
谷
全
集
」
（
以
下

「
全
集
」
と
い
う
。
）
所
収
）
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
幽
谷
が
翠
軒
の
門
に
入
る
の

が
、
天
明
三
年
十
オ
の
時
で
あ
り
、
十
五
オ
の
天
明
八
年
に
藩
に
召
し
出
さ
れ
、

二
十
三
オ
の
頃
ま
で
、
翠
軒
門
に
あ
り
、
ま
た
彰
考
館
に
お
い
て
勉
学
を
つ
づ
け
、
あ
る
い
は
交
友
を
通
じ
て
と
い
っ
た
研
策
を
校
む
の

で
あ
る
が
、
翌
九
年
、
大
日
本
史
の
題
号
に
つ
い
て
の
意
見
を
出
し
て
、
師
翠
軒
と
の
対
立
が
顕
在
化
し
、
ま
た

「
修
史
始
末
」
を
苫
す

外、

「
丁
巳
封
事
」
を
提
出
し
て
、

期
が
、
ほ
ぽ
寛
政
八
年
頃
ま
で
の
時
代
で
あ
っ
た
ろ
う
。
幽
谷
は
、
思
想

・
学
問
の
形
成
に
お
い
て
い
か
な
る
影
響
を
う
け
た
か
、
に
つ

不
敬
の
罪
で
免
職
に
な
っ
て
い
る
。
•
こ
う
し
た
思
想
的
政
治
的
行
動
の
時
期
へ
の
準
備
と
胎
動
の
時

い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
先
人
の
水
戸
学
者
の
な
か
で
は
、
栗
山
潜
鋒
か
ら
強
い
影
器
を
う
け
て
い
る
。

「
及
門
遣
範
」

（
文
久
元
年
版
）
と
述
ぺ
て
い
る
が
、
「
保
建
大
記
」
（
以

部
分
で
、
「
成
童禎
ー
保
建
大
記
、
憤
発
興
起
、
従
レ
此
好
二
詔
書
伍
空
他
日
—
‘
」

下
「
大
記
」
と
い
う
。
）
は
潜
鋒
の
著
書
で
あ
り
、

ま
た
天
明
八
年
五
月
、
翠
軒
に
あ
て
た

「
呈
＿
＿
伯
時
先
生

i

」
(
「
全
集
」
所

も
の
で
、
彼
の
没
後
十
年
の
正
徳
六
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

収
）
で
は
、
十
五
オ
の
幽
谷
が
潜
鋒
の

「
倭
史
後
編
」
を
継
ぐ
志
を
述
べ
て
お
り
、
「
修
史
始
末
」

保
元
元
年
か
ら
建
久
三
年
ま
で
の
間
、

（
「
全
集
」
所
収
）

巻
之
下
の
宝
永
三

即
ち
武
家
政
権
成
立
に
至
る
事
情
を
述
ぺ
た

栗
山
潜
鋒
と
、
幽
谷
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

・ に

ヽ•

は
そ
の
冒
頭
の

「
史
館
小
僧
」
と
な
っ
て
い
る
。
r

そ
の
後
、
寛
政
八
年

4' 

ク
バ
、
ぷ
・
r
｀
が
が
、
•
-
‘
"
｀

91

さ
A
ヽ

t
-

•—
Ì 
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門
下
の

で
お

門
下
ょ

の
名
を
水
．
｝
で
み
ブ
-

-A
月
）
正

ー
テ

メ
テ
心
ア
ル
珍
軍
ナ
ル

ナ

IJ

と

し
て
い
る

↓、る。

・
固
学
を
学
ん
だ
が

19
の

―― 

が
を

孔
孟
ノ

ニ
シ
タ
ト
云
モ
ノ
ゾ
…
…
日
・
一

ノ
芦
呑
ノ
只
コ
ノ

一
学
問

ら
の
以
前
こ
・

、
、
た
よ
う
で

七
佐
の
人
4

定
ホ
ド
珍
軍
ナ
事
ノ
ナ
イ
古
今
メ
ソ
ラ
＞
イ

シ
ナ
ス
ベ
ク
モ
ノ
ゾ
千

祈
祝
ノ
至
也

し一'

る
C

森
山
ょ
、

（「

っ」-da
L
 

ま
'
l
大
月
）

ゾ＂心

の
名

ぷ
i
(
t

、一
の

冊
（
な
4
五
年
刊
J

r

て

の
J

名
が
み
え
る
た
力
で

自
廿
・
1

日
（
恐
ら
く
十
．
月
か
9

・
大
月
）
閲
之
即
柊
」
と
己
し
て
い
る

J

し
か

-」（「北＿

定
信

．
オ
）
の
条
こ

‘

k
H

本
史
•
H

本
史

一
條
L

が
あ
り
、
神
盛
と

る
、
も
ち
ろ
ん
、
即
谷
と

h
時
代
）
卜
も
品
ま
れ
て
い
た

っ
た
古
田
公
店
の
「

附
化

こ
の
楷
鋒
の
名

i

そ
の
｝
“
ー

孟
余
話
」
（
「
吉
田
松
在
4

全
隼

子
の
正
統
一
団
を
述
ぺ
て

上
在
所
収
）
安
永
ヒ
年

の
内
、
と
く
こ

を

思
想
の
降
盛

F
に
知
ら

i
て
い
た

水
J
に
関
心
を
持

叶
価
の
血
と
な
る
点
ー
変
わ
ら
た
い
と
い
う
も
の
が
多
し
ょ
う
で
あ
る
。

公
粘
神
を
も
っ
と
も
よ
く
体
現
し
て
ナ

名
分
を
明
ら
力
こ
し
た
学
者
と
し
て
指
摘
し
て

る

う
こ
、
そ
の

る
と
共
に

の
複
古
更
生
力
ら
天

mt
政
を
屯
ん
だ
の
だ
と
し
、

後
の
研
究
で

ヽ

、
古
田
．
徳
ー

の
系
統
を
引
く
一
人
で
、

1

大
記

の
内
容
か
ら
み
る
と
、
彼
は
、
「
神
q
辛
止
統
品

こ
由
来
す
る
一

1

面
稲
の
神
船
の
絶
対
的

t
を
強
訊

舒
を
ど
う
み
て
い
る
だ
ろ
う
力
。
例
え
ょ
在
須
芳
次
郎
「
水
戸
学
派
の

合
は
前
期
水
戸
学
こ
お
い
て
綺
門
学
派

服
不
品
塑
自
已
ー
。
」
と
し
て
し
る
。
幽
谷
が
斧

．
盆
坦
い
関
心
を
持
っ
て
し
る
こ

て
い
る
が
、
先
述
の
研
究
の
た
力
で
は

年
四
月
ヒ

H
、
E

す
る

H
の
条
で
は

脱
田
比
谷
研
究
ノ
：
ト

先
生
之
学
術
文
や

建
大
氾

JE
ナ
之
へ

雅
健
之
辞
。
使
＿
＿
人
推

七
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藤
田
幽
谷
研
究
ノ
ー
ト

稲
府
存
在
肯
定
論
で
あ
り
、

前
に
、
潜
鋒
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。

（
後
小
松
天
皇
ー
後
花
園
天
皇
）

の
幕
府
論

・
将
軍
論
を
志
し
た
も
の
で
、
「
南
朝
之
凶
゜

す
る
な
ど
、
「
大
記
」
に
通
じ
る
面
も
多
い
が
、
実
証
的
傾
向
も
強
く
、

ま
た
史
実
の
羅
列
す
る
部
分
も
多
い
。

七

し
か
し
注
意
し
た
い
の

雖
レ
日
レ
由
＿
＿
逆
賊
,

o

そ
の
内
容
か
ら
し
て
も
当
然
間
斎
門
下
の
人
々
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
、
珍
璽

た
。
そ
う
し
た
拙
斎
門
で
あ
る
こ
と
を
軸
に
し
て
み
る
と
、

て
読
み
継
が
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
水
戸
の
後
輩
た
ら

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
さ
ら
に
定
信
、
そ
し
て
松
陰
ら
に
よ
っ

で
は
、
「
大
記
」
の
著
者
で
あ
り
、
幽
谷
に
影
響
を
与
え
た
潜
鋒
に
つ
い
て
は
、

て
考
え
て
み
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
幽
谷
と
の
関
連
を
考
え
る

先
述
の
評
価
の
通
り
で
あ
ろ
う
か
。
私
も
先
述
の
よ
う
に
潜
鋒
に
つ
い

ん
と
す
る
幽
谷
に
は
大
き
な
感
銘
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

潜
鋒
の
主
著
が
「
大
記
」
（
「
水
戸
学
大
系
」
第
七
巻
所
収
）
で
あ
る
こ
と
は
、
先
述
す
る
と
こ
ろ
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
外
に

「
倭
史
後
編
」
（
「
甘
雨
亭
叢
書
」
所
収
）
が
あ
り
、

（
「
甘
雨
亭
叢
書
」
所
収
）

「
大
記
」
の
特
色
の
一
っ
は
、
三
種
の
神
器
に
つ
い
て
の
厳
格
な
、
絶
対
的
な
価
値
を
持
つ
も
の
と
し
て
の
規
定
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
神

さ
ら
に
そ
う
し
た
神
器
主
義
は
、
武
家
政
権
1
1
覇
道
論
難
の
根
拠
に
な
る
の
だ
が
、
同

器
主
義
と
も
い
え
る
も
の
が
あ
っ
た
点
で
あ
る
。

ま
た
彼
の
遣
文
を
集
め
た

「
弊
帯
集
」

時
に
天
皇

・
上
皇
側
に
非
の
あ
る
時
は
こ
れ
を
突
く
な
ど
、
是
々
非
々
主
義
の
立
場
を
と
り
、
と
く
に
天
皇
は
政
治
に
長
じ
、
臣
に
仁
で

あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
親
に
孝
、
子
に
慈
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
天
皇
は
、
全
人
格
的
に
徳
の
完
備
し
、
政
治
に
長
じ

た
完
全
な
存
在
で
あ
る
ぺ
き
で
、

こ
れ
が
神
器
の
存
在
と
共
に
天
皇
親
政
の
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
る
。
天
命
の
下
に
、
私
と
し
て
の
人

格
と
公
的
人
格
と
が
同
一
視
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
上
（
法
）
皇
も
ま
た
し
か
り
で
あ
る
。
そ
う
し
た
天
皇
の
徳
に
順
い
服
す
る
と
い
う
感

化
の
下
に
あ
っ
て
は
、
鎌
倉
幕
府
の
創
設
と
そ
の
後
の
武
家
政
治
の
展
開
は
肯
定
さ
れ
、
ま
た
天
皇
親
政
へ
と
復
古
す
る
た
め
の
要
件
は
、

天
皇
の
全
人
格
的
完
成
で
あ
り
、
自
修
の
必
要
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
、
公
私
共
に
条
件
を
完
備
し
た
天
皇
の
下
に
お
け
る
、
条
件
付
の

同
時
に
神
器
主
義
を
併
せ
た
尊
王
論
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
倭
史
後
編
」
は
、

一
曇

．．
． 

「
大
記
」

が
あ
る
。
ま
ず

に
つ
づ
く
時
代

而
天
命
之
所
レ
帰
。
」
と
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ヽ

仕
事
の
‘

か

ご
う
と
す
る

J

を
述
べ
る

-
る

て
4

ー
i
く
か
r
こク‘

召
作
を
＇

で
と
は
大

こ

明
4

、
p
藩

K
・
史
官
と
し
て
の
唸

と
、
強
'
b

た
と

．
 

そ
オ
カ

以
上
の

冗

・
宝
永
期
こ
お
’
'
る

¥
を
述
べ
て
い
る

ポ
孟
＃
な
出
一
面
育
之
右
．
。

と
r

す
る
の
で
あ
る

こ
れ
ら
の

こ
、
学
問
r
I

つ
い
て
ー
、

実
践
を
む
る

レ
世
之
減

点
厄
元
皿
益
固
。
其

~
i

之
ど

rr公
2

死
ぶ
皿
不
レ
Jul芳

の
「
見
レ
危
而
諌
゜

ヽ

北
畠
親
屈
の
ー
ぷ
年
勤
襟
泊

如
似
レ

命
中
で
あ
る
。
）

の
期
待
す
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
と
、
＇
う
の
で
あ
る
。

た

関
城
I

で
'
‘

膝
原
脱
一
ー
リ

・
孝
観
念
を
確
立
し
、
信

一
人
節
を
重
ん
じ
、
死
を
恐
れ
ぬ
武
士
を
有
て
上
げ
る
こ
と
で
、

）
れ
は

E
（
第
ぼ
一
代
岡
條
、
光
例
も
存

と
。
た
3

が
落
士
夜
宥
で
強
謂
し
た
の
は
、
し
た
ず
ら
こ
し

g
．
文
平
を

っ
て
す
る
の
で
は
f

、
名
分

・
倫
理
を
攻
え
る
こ
と
で
h

旦
。
則
其
柊
遂
至
土
胚
利
沿
レ

捨レ

哉
。
使
丘
我
保
他
H
受
ー
・
其
唆
耶

れ
也

亦
北
也

確
平
。
身
杖
＿
＿
r
．E筏
•
O

竺
死
岡
レ

゜

ヘ
吐
＜
r-
ヽ

ltt

か
で
あ
る
°
こ
れ
は
彼
の
洪
文
の
内
、
災
火
を
免
れ
た

を
み
て
み
よ
う
。

惟
是
我
侯
命
レ
君
之
意
也

取
ェ
生
耳
。
登
tlJレ
不
レ

曲
悦
和
禄
ー
＼
作
．

f
(
‘

ぶ
念
'-olfnIlt-＿畑
冗

頒
而
存
―
°

則
岱
レ
子
者
孝
。
岱
レ
臣
者
忠
。
而
枠
！
俗

也
c

J
節

で
あ
る
と
さ
れ
る
水
戸
藩
士
の

烈
郡
の

い
た
「
送

沐
大
兄
之
ー
ー
常
陸
序

体
制
の
桁
備
も

i
め
ら
れ
た
が
、
元
禄
年
問
に
守
力
れ
た

の
が
A

し．、
レ

は
;
升
俯
集
」
の

膵
田
庄
谷
研
究
ノ
ー
ト

の
を
究
採
．．
 

年
・・
で

rー
写
し
た
も
の
で
、
彰
号
館

r

う
で
あ
を
そ
の
な
カ
カ
ら
、
元
禄
九
年
、
森
尚
謙
が
湘

K
教
宥
の
た
め
に
水
・
）

i

と
ま
ろ
う
と
す
る
時
期

宥
に
つ
し
て
、
森
へ
の
助
―

-
9

ぃ
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
。

と
し
た
こ
と
を
1,JJ<f佃
し
た
の
こ
対
し
て
、

向
の
持
ち
E
で

府
夜
ビレ
之
。
以
名

中
略
）
名
攻
赫
然
゜

友
）
の
ぅ
宅
観

の
論
ず
る
と
こ
ろ
力
ら
そ
の
特
色
を
ま
と
め
て
み
る
と

と
す
る
頃
ァ

倫
狸
。
所

ヒ
K
府
）
物
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藤
田
幽
谷
研
究
ノ
ー
ト

の
私
見
を
述
べ
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。 ,t"JtTa.dLhi

』・:‘グ‘,t'＜
4
く

"
‘
,
r
7
Jじ・
TA
・3
『
ヽ
／
＼

l

,

r

-

≫

↑
5

.

リ^

あ
り
、
そ
の
後
も
史
館
な
ど
で
潜
鋒
の
も
の
に
接
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
幽
谷
は
、
富
裕
で
は
あ
る
が
古
着
屋
の
次
子
て
あ

っ
た
。
そ
の
才
能
に
よ
っ
て
史
館
小
僧
と
な
り
、
藩
士

・
史
官
と
し
て
の
身
分
を
え
る
よ
う
に
な
る
が
、
恐
ら
く
幽
谷
は
、
外
の
藩
士
た

ち
以
上
に
藩
士

・
史
官
と
し
て
の
意
識
を
強
く
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
西
村
は

「
藤
田
幽
谷
」
で
、
父
の
家
業
の
卑
し
さ
を
打

ち
消
す
に
足
る
地
位
は
、
幽
谷
に
と
っ
て
忘
れ
え
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
と
推
且
し
た
が
、
む
し
ろ
も
っ
と
秘
極
的
に
武
土
で
あ

ろ
う
と
し
、
武
士
と
し
て
の
学
問

・
思
想
、
そ
し
て
政
治
へ
の
道
を
真
剣
に
体
得
し
、
歩
も
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
幽
谷
の

姿
を
考
え
て
み
る
と
、
若
年
以
来
の
幽
谷
が
、

「
大
記
」

な
ど
を
通
じ
て
潜
鋒
か
ら
強
く
影
器
を
う
け
た
と
い
う
こ
と
は
、

な
論
点
と
特
色
を
持
つ
潜
鋒
に
強
く
引
か
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
も
い
え
よ
う
。
「
大
記
」

ら
い
っ
て
、
当
然
、
元
禄

・
宝
永
期
と
異
な
っ
た
解
釈
と
力
点
の
お
き
方
が
可
能
で
あ
る
。
潜
鋒
は
、
幽
谷
に
と
っ
て
藩
士

・
史
官
と
し

て
の

一っ

の
理
想
像
で
あ
り
、

「
大
記
」
は
、
幽
谷
の
学
問

・
思
想
に
強
い
刺
激
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

幽
谷
に
つ
い
て
の
問
題
点
の
多
い
こ
と
は
先
述
し
た
が
、

紙
幅
も
尽
き
た
の
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
幽
谷
と
潜
鋒
と
の
関
係
に
つ
い
て

、'
-
1
に一

（未
完
）

に
し
て
も
、

、ー
＇
』
＜
、
り
こ
う
と
す
ヽ
“

'、つー`

-，‘↓
f

，
R,,

● . 
1.. 
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そ
の
尊
王
論
は
内
容
か

先
述
の
よ
う
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