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は
じ
め
に

　

万
延
元（
一
八
六
〇
）年
に
新
見
正
興
を
正
使
と
し
て
遣
米
使
節
七
十
七
名
が
派
遣
さ
れ
て
か
ら
昨
年
は
百
五
十
年
目
の
節
目
で
あ
っ

た
。
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
に
ア
メ
リ
カ
の
全
権
ハ
リ
ス
と
下
田
奉
行
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
日
米
修
好
通
商
条
約
の
批
准
書
を
交

換
す
る
た
め
、
使
節
た
ち
一
行
は
ア
メ
リ
カ
の
軍
艦
ポ
ー
ハ
タ
ン
号
に
乗
り
込
み
、
日
本
の
軍
艦
咸
臨
丸
を
先
導
と
し
て
遥
か
世
界
一

周
の
旅
に
出
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
世
界
一
周
の
旅
は
批
准
書
の
交
換
と
い
う
任
務
の
遂
行
の
み
な
ら
ず
、
わ
が
国
の
多
方
面
の
分
野

に
亘
っ
て
数
々
の
近
代
文
明
を
齎
し
た
。
こ
の
と
き
、
ポ
ー
ハ
タ
ン
号
と
咸
臨
丸
に
乗
っ
た
七
十
七
名
の
遣
米
使
節
の
う
ち
多
く
の
者

が
旅
日
記
を
書
き
残
し
た
が
、
現
在
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
は
四
十
ほ
ど
で
あ
る
と
い
う
。
特
に
、
日
本
の
軍
艦
咸
臨
丸
に
乗
船
し
た

勝
麟
太
郎
と
福
沢
諭
吉
が
、
渡
米
の
経
験
を
こ
の
後
十
年
を
待
た
ず
し
て
行
わ
れ
た
明
治
維
新
と
近
代
日
本
に
お
け
る
啓
蒙
思
想
の
普

及
に
お
い
て
存
分
に
生
か
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

　

咸
臨
丸
に
乗
っ
た
勝
麟
太
郎
と
福
沢
諭
吉
が
近
代
日
本
を
牽
引
し
た
言
わ
ば
英
雄
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
の
栄
光
と
は
違
っ

た
角
度
か
ら
輝
き
を
放
つ
、
日
本
の
近
代
化
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
し
た
英
雄
も
ま
た
多
く
存
在
す
る
。
そ
の
一
人
が
ポ
ー
ハ
タ
ン
号
に

乗
っ
た
遣
米
使
節
の
随
臣
の
一
人
で
帰
国
後
『
航
米
日
録
』
を
著
し
た
、
玉た

ま

蟲む
し

左さ

太だ
ゆ
う夫

で
あ
る
。

　

玉
蟲
は
多
く
の
場
合
、
戊
辰
戦
争
の
際
に
奥
羽
越
列
藩
同
盟
に
尽
力
し
た
仙
台
藩
士
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
会
津
藩
主
松

平
容
保
の
意
を
汲
ん
で
会
津
討
伐
の
命
を
翻
し
、
東
北
の
夜
明
け
を
目
指
し
て
会
津
藩
と
と
も
に
戦
い
、「
義
」
心
を
貫
い
た
武
士
で

あ
る
。
し
か
し
、
戊
辰
戦
争
に
敗
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
囚
わ
れ
の
身
と
な
り
、
切
腹
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
歴
史
的
な
事
実

が
、
か
え
っ
て
玉
蟲
の
再
評
価
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
昭
和
三
十
五
年
六
月
に
発
行
さ
れ
た
仙
台
郷
土
研
究
会
編

集
に
よ
る
「
仙
台
郷
土
研
究
」
で
は
「
玉
虫
左
太
夫
特
輯
号
」
を
組
ん
で
玉
蟲
の
『
航
米
日
録
』
を
分
析
し
た
論
考
を
載
せ
、
ま
た
玉

（
１
）
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蟲
の
略
年
譜
を
作
成
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
玉
蟲
の
再
評
価
の
始
ま
り
を
高
ら
か
に
告
げ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
動
き
を
受
け
て
、
昭

和
四
十
九
年
十
二
月
に
は
沼
田
次
郎
氏
に
よ
る
校
注
が
付
さ
れ
た
『
航
米
日
録
』
が
岩
波
書
店
の
日
本
思
想
大
系
の
な
か
に
収
録
さ
れ

て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
玉
蟲
研
究
の
動
向
は
無
論
、
玉
蟲
の
歴
史
的
位
置
付
け
を
理
論
的
に
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
池
田
哲

郎
氏
は
〈
そ
の
知
識
欲
と
受
け
入
れ
体
制
は
新
し
い
も
の
を
摂
取
す
る
準
備
と
し
て
申
分
が
な
か
っ
た
〉
と
し
玉
蟲
の
外
国
へ
の
興
味

関
心
の
強
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
石
川
謙
吉
氏
は
〈
先
生
は
毅
然
と
し
て
世
界
の
大
勢
を
説
き
、
勤
皇
開
国
の
所
信
を
明
ら
か

に
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
藩
論
動
揺
の
犠
牲
と
な
っ
〉
た
玉
蟲
の
先
見
性
と
悲
劇
性
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
池
田
哲
郎
氏
と
石
川
謙
吉

氏
の
見
解
は
、
玉
蟲
が
明
治
維
新
を
待
つ
ま
で
も
な
く
新
し
い
時
代
精
神
を
身
に
つ
け
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お

い
て
一
致
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
玉
蟲
の
思
想
研
究
の
始
ま
り
は
、
玉
蟲
の
人
生
か
ら
汲
み
取
っ
た
先
見
性
と
悲
劇
性
と
い
っ
た
枠

組
み
の
な
か
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
先
見
性
と
悲
劇
性
を
そ
の
思
想
の
な
か
に
内
包
す
る
玉
蟲
の
人
生
を
辿
り
つ
つ
、『
航
米
日
録
』
の

執
筆
の
周
辺
を
考
察
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
今
後
さ
ら
に
多
角
的
に
玉
蟲
を
研
究
す
る
た
め
の
第
一
段
階
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ

る
。

一　
「
実
行
者
」
と
し
て
の
玉
蟲

　

先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
玉
蟲
は
新
見
正
興
の
随
臣
と
し
て
遣
米
使
節
の
一
行
に
加
わ
り
、
帰
国
後
艦
内
で
書
き
綴
っ
た
日
記
を
も

と
に
万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
、『
航
米
日
録
』
一
巻
か
ら
八
巻
を
上
梓
し
て
、仙
台
藩
主
に
奉
呈
し
た
。
こ
の
旅
行
記
は
、万
延
元
（
一

八
六
〇
）
年
一
月
十
八
日
に
品
川
沖
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
軍
艦
ポ
ー
ハ
タ
ン
号
に
乗
り
込
ん
だ
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
ま
ず
は
簡

（
２
）

（
３
）

（
４
）
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略
に
遣
米
使
節
の
一
行
の
足
跡
を
辿
っ
て
み
る
。
同
年
一
月
二
十
二
日
横
浜
を
出
帆
、
以
後
二
月
十
四
日
に
ハ
ワ
イ
に
到
着
、
三
月
九

日
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
到
着
、
さ
ら
に
閏
三
月
六
日
に
パ
ナ
マ
を
経
て
閏
三
月
二
十
五
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
に
到
着
す
る
。
条
約
書

に
調
印
し
た
の
は
閏
三
月
二
十
八
日
に
ア
メ
リ
カ
大
統
領
と
接
見
し
た
後
の
四
月
三
日
で
あ
っ
た
。
玉
蟲
を
含
め
た
遣
米
使
節
の
一
行

は
そ
の
後
ワ
シ
ン
ト
ン
に
十
九
日
ま
で
滞
在
し
、
各
地
に
赴
き
見
聞
を
広
げ
た
。

　

同
年
五
月
十
二
日
に
は
軍
艦
ナ
イ
ア
ガ
ラ
号
に
て
大
西
洋
を
渡
り
、
六
月
二
十
一
日
に
ア
フ
リ
カ
の
ル
ア
ン
ダ
港
に
入
港
、
同
月
三

十
日
に
イ
ン
ド
洋
を
横
断
し
た
。
さ
ら
に
八
月
、
ジ
ャ
ワ
島
等
を
経
由
し
て
九
月
十
日
、
香
港
に
到
着
し
た
。
同
月
十
八
日
、
香
港
を

出
発
し
、
同
月
二
十
八
日
横
浜
に
帰
港
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
遣
米
使
節
の
旅
は
一
月
十
八
日
に
品
川
沖
を
出
航
し
て
か
ら
九
月
二
十

八
日
に
横
浜
に
帰
港
す
る
ま
で
、
閏
三
月
を
挟
ん
で
お
よ
そ
十
カ
月
間
に
及
ぶ
世
界
一
周
旅
行
で
あ
っ
た
。

　

玉
蟲
が
こ
の
間
、
一
日
も
欠
か
さ
ず
つ
け
て
い
た
日
記
が
『
航
米
日
録
』
と
な
っ
た
。
そ
の
記
述
は
、
日
付
、
天
候
、
寒
暖
計
の
目

盛
り
、
船
の
現
在
の
位
置
に
始
ま
り
、
船
の
揺
れ
具
合
、
波
の
様
子
ま
で
非
常
に
細
か
い
。
ま
た
、
比
較
的
長
く
滞
在
し
た
場
所
に
つ

い
て
は
、
例
え
ば
ワ
シ
ン
ト
ン
の
場
合
、〈
形
勢
〉〈
風
俗
〉〈
時
候
〉〈
草
木
〉〈
生
物
〉〈
貨
幣
〉〈
物
価
〉〈
旅
館
〉
と
い
っ
た
項
目
を

立
て
、
そ
の
時
々
に
お
い
て
文
章
が
長
か
っ
た
り
短
か
っ
た
り
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
観
察
眼
を
働
か
せ
て
記

述
し
て
い
る
。

旅
館
ハ
着
岸
場
ヨ
リ
一
里
許
西
南
ニ
当
リ
、
巨
大
ノ
家
ニ
テ
南
面
ナ
リ
。
前
長
サ
半
町
余
、
酒
店
・
書し

よ
し肆

其
外
諸
品
ノ
売
買
所
此

処
ニ
備
（
そ
な
わ
）
ル
。
横
一
町
許
皆
旅
客
ノ
房
室
ナ
リ
。
中
央
ニ
出
入
戸
ア
リ
、
階
級
ヲ
歴
（
へ
）
テ
上
下
ス
。
後
ロ
屋
角
ヨ

リ
六
七
間
旅
客
ノ
房
室
ニ
テ
、
其
中
央
ニ
出
入
戸
ア
リ
。
階
級
ヲ
歴
ズ
二
階
ヨ
リ
直
道
ナ
リ
。
此
ハ
地
ノ
高
低
ヲ
平
面
ニ
ナ
シ
家

ヲ
作
リ
シ
ユ
ヘ
、前
ハ
下
層
ト
直
道
ニ
シ
テ
後
ハ
二
層
ト
直
道
ナ
リ
。
此
処
ヨ
リ
少
シ
ク
隔
テ
前
六
七
間
横
十
二
三
間
ノ
家
ア
リ
、

傍
ニ
廊
下
ア
リ
テ
諸
房
ニ
通
ズ
。
其
家
ノ
中
広
フ
シ
テ
一
ノ
限
隔
ナ
ク
、
正
面
ニ
縦
二
間
横
一
間
許
、
高
サ
四
五
尺
許
ノ
木
壇
ア

リ
テ
、
其
上
ニ
長
サ
一
間
許
ノ
天
鵞
絨
ニ
テ
飾
リ
シ
椅
子
ヲ
設
ケ
、
壁
間
ニ
楽
器
ノ
図
ヲ
掛
ケ
、
其
前
面
ニ
当
リ
、
出
入
戸
ノ
上

（
５
）



186　玉蟲左太夫論 ⑸

ニ
前
六
七
間
横
一
間
半
許
ノ
大
閣
板
ア
リ
。

　

こ
れ
は
、閏
三
月
二
十
五
日
か
ら
四
月
十
九
日
ま
で
滞
在
し
た
ワ
シ
ン
ト
ン
の
〈
旅
館
〉
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
港
か
ら
約
三
・

九
キ
ロ
の
と
こ
ろ
に
南
向
き
の
〈
巨
大
〉
な
〈
旅
館
〉
が
あ
る
。
こ
の
〈
旅
館
〉
の
〈
長
サ
〉
や
〈
旅
客
ノ
房
室
〉、〈
酒
店
・
書
肆
（
し
ょ

し
）
其
外
諸
品
ノ
売
買
所
此
処
ニ
備
（
そ
な
わ
）〉
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
〈
少
シ
ク
隔
テ
前
六
七
間
横
十
二
三
間
ノ
家
〉
の
様
子

な
ど
を
詳
細
に
描
い
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
異
国
へ
の
玉
蟲
の
視
線
が
、
玉
蟲
自
身
に
よ
る
鋭
い
観
察
眼
を
示
す
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
沼
田

次
郎
氏
は
〈
航
米
日
録
に
見
え
る
特
性
〉
と
し
て
〈
観
察
力
と
と
も
に
、
そ
の
観
察
の
結
果
を
詳
細
に
記
録
す
る
根
気
と
筆
力
、
し
か

も
そ
れ
を
困
難
な
旅
行
の
間
に
短
時
間
に
ま
と
め
て
行
く
筆
忠
実
さ
〉
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、瀧
井
一
博
氏
は
玉
蟲
の
視
線
を
〈
科

学
的
観
察
の
心
眼
〉
と
評
価
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
増
澤
智
史
氏
は
先
に
玉
蟲
が
著
し
た
『
入
北
記
』
と
と
も
に
〈
自
己
の
主
観
を
交

え
な
が
ら
も
、
詳
細
に
し
か
も
徹
底
的
に
記
録
〉
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
瀧
井
氏
と
増
澤
氏
と
の
見
解
が
玉
蟲
の
記
述
の
ス
タ
ン

ス
、
す
な
わ
ち
客
観
的
か
主
観
的
か
と
い
っ
た
捉
え
か
た
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
が
、
三
者
と
も
『
航
米
日
録
』
に
お
け
る
記
述
が

詳
細
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
一
致
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
玉
蟲
の
異
国
へ
の
視
線
は
、
す
で
に
記
し
た
よ
う
に
玉
蟲
の
細
か
い
観
察
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。『
航
米
日
録
』
に

お
け
る
詳
細
な
記
述
は
異
国
を
見
る
者
・
叙
述
す
る
者
と
し
て
の
玉
蟲
の
存
在
を
際
立
た
せ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
の
み

な
ら
ず
、
玉
蟲
の
記
述
は
異
国
の
見
た
ま
ま
あ
り
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
「
見
た
ま
ま
あ
り

の
ま
ま
」
の
記
述
に
向
か
う
玉
蟲
の
姿
勢
は
、
一
体
何
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
は
、『
航
米
日
録
』
に
お
け
る

玉
蟲
の
客
観
性
を
保
証
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
挙
げ
る
の
は
『
航
米
日
録
』
の
巻
一
の
冒
頭
で
あ
る
。

万
延
元
年
庚
申
春
正
月
十
有
八
日
、
正
使
外
国
御
奉
行
豊
前
守
新し

ん
み見

使
君
・
副
使
外
国
御
奉
行
淡
路
守
村
垣
使
君
・
御
目
付
豊
後

守
小お

ぐ
り栗

使
君
、
其
外
属
官
・
従
臣
、
総
計
七
十
七
人
、
各
軽
装
ニ
テ
、
米
州
華わ

盛し
ん

頓と
ん

ヘ
条
約
ヲ
結
ン
ト　

廟
命
ヲ
蒙
リ
、
彼
ヨ
リ

（
６
）

（
７
）

（
８
）
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艤
シ
タ
ル
ホ
ー
ハ
タ
ン
ヘ
乗
リ
渡
ラ
レ
ケ
ル
。
是　

本
邦
剖ほ

う
は
ん判

以
来
ノ
快
事
、
有
志
者
誰
レ
カ
陪ば

い
こ扈

ヲ
欲
セ
ザ
ラ
ン
ヤ
。
唯
人
員

限
リ
ア
ル
如
何
セ
ン
。
予
幸
ニ
シ
テ
新
見
使
君
ニ
陪ば

い

ス
ル
ヲ
得
ル
。
元
ヨ
リ
書
生
ニ
シ
テ
俗
務
ニ
暗
シ
。
賎
事
ヲ
務
ム
ル
ハ
当
然

ナ
リ
。
然
レ
ド
モ
船
中
ノ
紛
擾
閑
ヲ
得
ル
能
ワ
ズ
。
且
万
里
外
ノ
地
、
語
音
侏し

ゆ
り
げ
き

離
鴃
舌ぜ

つ

更
ニ
通
ゼ
ズ
。
何な

に
を
も
つ以テ

其
政
事
・
物
情
深

ク
探
ル
ヲ
得
ン
ヤ
。
遺
憾
ト
云
フ
ベ
シ
。
是

こ
れ
を

以
テ
予
独
見
ニ
従
ヘ
漫
然
記
ス
。

　

右
は
、
玉
蟲
の
「
見
た
ま
ま
あ
り
の
ま
ま
」
の
記
述
の
動
機
と
も
言
う
べ
き
文
章
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
遣
米
使
節
の
一
行
に
加
わ

る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
や
、『
航
米
日
録
』の
も
と
と
な
る
日
記
を
書
い
た
と
き
の
ス
タ
ン
ス
な
ど
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

玉
蟲
が
自
ら
を
〈
有
志
者
〉
を
任
じ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、松
沢
弘
陽
氏
は
〈
筆
者
玉
蟲
の
「
有
志
者
」

と
し
て
の
強
烈
な
自
己
意
識
〉
は
『
航
米
日
録
』
を
他
の
見
聞
記
か
ら
引
き
離
す
〈
個
性
〉
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
増
澤
智

史
氏
も
〈
有
志
者
と
い
う
語
は
玉
蟲
の
思
想
研
究
に
お
い
て
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
〉
と
述
べ
て
、
こ
の
言
葉
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、〈
有
志
者
〉
と
い
う
言
葉
か
ら
玉
蟲
に
お
け
る
積
極
的
な
異
国
見
聞
へ
の
意
志
を
読
み
取
る
こ
と
が
多
い
。

し
か
し
、
再
び
注
目
し
た
い
の
は
、
日
米
修
好
通
商
条
約
の
批
准
書
を
交
換
す
る
た
め
に
米
国
へ
向
か
う
こ
と
を
〈
本
邦
剖ほ

う
は
ん判

以
来

ノ
快
事
〉
と
解
し
、
ま
た
書
き
記
し
た
う
え
で
の
〈
有
志
者
〉
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
す
で
に
幕
府
は
安
政
元
（
一
八
五
四
）
年
に
ア

メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ロ
シ
ア
と
の
間
に
和
親
条
約
を
結
ん
で
い
る
た
め
、
日
米
修
好
通
商
条
約
の
締
結
自
体
を
〈
本
邦
剖ほ

う
は
ん判

以
来
ノ

快
事
〉
と
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
何
を
も
っ
て
〈
本
邦
剖ほ

う
は
ん判

以
来
ノ
快
事
〉
と
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、〈
彼
ヨ
リ
艤
シ
タ
ル
ホ
ー
ハ
タ
ン
ヘ
乗
リ
渡
ラ
レ
ケ
ル
〉
と
い
う
箇
所
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、見
知
ら
ぬ
国
、

米
国
へ
行
く
と
い
う
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
特
に
、
安
政
年
間
に
お
け
る
玉
蟲
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
証
し
、
そ
れ
を
現
実
の

体
制
の
な
か
で
実
現
す
る
唯
一
の
方
法
と
し
て
、
米
国
に
行
く
こ
と
は
玉
蟲
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
行
為
で
あ
っ
た
。
玉
蟲
の
随

臣
と
し
て
の
立
場
は
低
い
身
分
で
あ
り
そ
れ
相
応
の
待
遇
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
米
国
へ
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
、
幕
藩
体
制

に
お
け
る
自
己
の
立
場
を
超
え
た
「
実
行
者
」
と
し
て
の
意
識
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
無
論
、そ
こ
に
は
次
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、

（
９
）

（
10
）

（
11
）
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一
人
の
武
士
す
な
わ
ち
仙
台
藩
士
と
し
て
「
実
行
」
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
巻
の
一
に
お
け
る
〈
有
志
者
〉
と

い
う
言
葉
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
現
実
の
幕
藩
体
制
の
な
か
に
仙
台
藩
士
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
し
、
そ
の
実
現
を

意
図
す
る
「
実
行
者
」
と
し
て
の
意
識
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
玉
蟲
の
「
実
行
者
」
と
し
て
の
意
識
ゆ
え
に
、「
見
た
ま
ま
あ

り
の
ま
ま
」
の
記
述
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
、
藩
士
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
実
現
す
る
場
、
す
な
わ
ち
艦
内
や
ア
メ

リ
カ
と
い
う
未
知
の
場
を
実
体
験
を
通
し
て
書
き
記
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

二　
内
面
化
さ
れ
た
〈
有
志
者
〉
＝
「
実
行
者
」

　
『
航
米
日
録
』
に
お
け
る
、
ほ
か
の
見
聞
記
に
は
見
ら
れ
な
い
玉
蟲
の
特
徴
が
「
実
行
者
」
と
し
て
の
自
覚
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
育
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
再
度
、
玉
蟲
の
人
生
に
つ
い
て
簡
単
に

触
れ
て
お
き
た
い
。

玉
蟲
は
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
仙
台
藩
士
の
玉
蟲
平
蔵
伸
茂
の
第
九
子
第
七
男
と
し
て
生
を
受
け
た
。
諱
は
誼や

す

茂し
げ

で
あ
る
。
玉
蟲

家
は
代
々
疋
田
流
槍
術
を
教
授
す
る
家
柄
の
た
め
、
左
太
夫
も
武
術
、
特
に
槍
術
を
よ
く
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
二
歳
の
と
き
父
伸

茂
が
急
死
し
、
や
む
な
く
兄
勇
蔵
に
育
て
ら
れ
な
が
ら
藩
校
養
賢
堂
に
通
っ
た
。
数
え
年
十
三
歳
の
と
き
、
学
才
を
認
め
ら
れ
て
仙
台

藩
士
荒
井
東
吾
の
養
子
と
な
り
、
そ
の
長
女
虎こ

ふ婦
と
結
婚
、
天
保
十
三
年
、
二
十
歳
の
と
き
娘
佐
世
が
誕
生
し
た
。
し
か
し
、
弘
化
三

（
一
八
四
六
）
年
三
月
二
十
二
日
、
虎こ

ふ婦
の
早
逝
を
受
け
て
荒
井
家
を
出
奔
し
、
同
年
十
一
月
に
江
戸
へ
上
っ
た
。
こ
の
と
き
玉
蟲
は

数
え
年
で
二
十
四
歳
で
あ
っ
た
。

　

江
戸
へ
上
っ
た
当
初
は
按
摩
な
ど
の
仕
事
を
し
つ
つ
苦
し
い
生
計
を
立
て
て
い
た
が
、
当
時
の
大だ

い

学が
く
の
か
み頭

林
復
斎
の
下
僕
と
な
る
機
会

を
得
た
の
み
な
ら
ず
直
接
林
復
斎
か
ら
そ
の
学
才
を
認
め
ら
れ
る
好
機
を
得
て
、
後
に
塾
頭
と
な
っ
た
。
安
政
の
は
じ
め
、
玉
蟲
三
十

（
12
）

（
13
）
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二
歳
ご
ろ
、林
家
を
辞
め
江
戸
の
仙
台
藩
邸
順
造
館
に
て
若
い
仙
台
藩
士
た
ち
の
指
導
を
進
ん
で
行
っ
た
。
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
、

三
十
四
歳
の
と
き
、
箱
館
奉
行
堀
織
部
正
利
熙
に
同
行
し
て
蝦
夷
地
を
視
察
し
、
そ
の
記
録
を
ま
と
め
た
『
入
北
記
』
を
著
し
た
。
そ

の
三
年
後
、
万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
、
玉
蟲
が
三
十
八
歳
の
と
き
、
遣
米
使
節
の
新
見
正
興
の
随
臣
と
な
っ
て
一
月
十
八
日
に
出
発

し
、
九
月
二
十
八
日
に
帰
国
し
た
。
こ
の
と
き
の
見
聞
を
『
航
米
日
録
』
に
著
し
て
仙
台
藩
主
伊
達
慶
邦
に
献
呈
し
た
こ
と
で
、
玉
蟲

は
再
び
仙
台
藩
士
と
し
て
認
め
ら
れ
、
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
、
大
番
組
に
昇
進
す
る
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
恩
賞
を
受
け
た
。

　

同
年
か
ら
玉
蟲
は
諸
藩
の
状
況
の
調
査
を
命
じ
ら
れ
、
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
か
ら
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
ま
で
の
調
査
結
果

を
『
遊
武
記
』
と
『
官
武
通
紀
』（
全
十
三
巻
）
に
ま
と
め
た
。
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
、
四
十
一
歳
の
と
き
に
は
諸
藩
の
調
査
結

果
を
ま
と
め
な
が
ら
「
食
塩
製
造
論
」
を
発
表
し
た
。
慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年
、
四
十
三
歳
の
玉
蟲
は
宮
城
県
の
気
仙
沼
に
製
塩
所

を
設
立
す
べ
く
尽
力
し
た
。
慶
応
年
間
に
お
け
る
諸
藩
の
動
向
は
『
慶
応
記
事
』（
全
二
巻
）
と
『
西
遊
漫
録
』
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
五
月
十
八
日
、
四
十
四
歳
で
仙
台
藩
校
養
賢
堂
指
南
頭
取
に
昇
進
し
た
。
明
治
元
（
一
八
六
八
）
年
四
月
二

十
一
日
、
奥
羽
越
列
藩
同
盟
に
尽
力
し
た
が
九
月
十
日
、
藩
論
が
急
変
し
た
こ
と
に
よ
り
玉
蟲
は
十
月
十
四
日
に
志
津
川
で
捕
縛
さ
れ

仙
台
に
投
獄
さ
れ
た
。
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
四
月
九
日
、
切
腹
を
命
じ
ら
れ
自
刃
に
至
り
、
四
十
七
歳
の
生
涯
を
終
え
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
玉
蟲
の
生
涯
を
改
め
て
辿
る
と
、
仙
台
藩
士
と
し
て
生
を
受
け
、
あ
る
時
期
に
脱
藩
し
て
江
戸
へ
向
か
い
、
渡
米
後

は
再
び
仙
台
藩
士
と
し
て
認
め
ら
れ
、
戊
辰
戦
争
の
際
に
は
藩
と
東
北
一
帯
の
繁
栄
の
た
め
に
奔
走
し
た
と
い
う
大
き
な
う
ね
り
が
見

て
取
れ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
玉
蟲
が
一
度
仙
台
藩
を
脱
藩
し
て
か
ら
渡
米
と
い
う
大
き
な
出
来
事
を
経
て
再
び
藩
に
戻
っ
た
と

い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
玉
蟲
の
人
生
に
お
い
て
非
常
に
大
き
な
決
断
で
あ
り
、
な
お
か
つ
玉
蟲
の
転
換
期
を
意
味
し
て
い
る

に
も
拘
ら
ず
、
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
次
に
、
玉
蟲
の
仙
台
藩
か
ら
の
脱
藩
と
帰
藩
の
意
味
を
考
え
て
い
く
。

　

ま
ず
、
玉
蟲
が
仙
台
を
離
れ
た
契
機
は
、
弘
化
三
（
一
八
四
六
）
年
の
三
月
に
妻
の
虎
婦
が
他
界
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の

と
き
の
玉
蟲
の
動
機
と
し
て
、
山
本
晃
氏
が
〈
荒
井
家
の
家
庭
の
事
情
や
、
自
ら
の
将
来
を
考
え
、
ま
た
時
事
に
感
ず
る
と
こ
ろ
あ
り
〉
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と
述
べ
て
い
る
の
を
始
め
と
し
て
、
主
に
〈
時
事
に
感
ず
る
と
こ
ろ
あ
〉
っ
て
玉
蟲
が
江
戸
へ
向
か
っ
た
と
す
る
の
が
定
説
で
あ
る
。

こ
の
と
き
玉
蟲
は
二
十
四
歳
で
あ
る
か
ら
す
で
に
養
賢
堂
で
の
学
び
は
終
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
江
戸
へ
行
く
希
望
が
あ
っ
た
の
で

あ
れ
ば
、
優
秀
な
玉
蟲
は
藩
の
許
可
を
得
て
〈
遊
学
〉
と
い
う
形
で
正
式
に
江
戸
へ
学
問
修
行
に
出
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

に
も
拘
ら
ず
、
玉
蟲
が
恩
あ
る
荒
井
家
と
藩
を
半
ば
捨
て
る
よ
う
な
形
で
江
戸
へ
向
か
っ
た
の
は
一
体
何
故
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

幕
末
の
日
本
に
お
け
る
対
外
情
勢
は
、
非
常
に
緊
迫
し
た
状
況
に
あ
っ
た
。
玉
蟲
が
生
ま
れ
る
前
の
対
外
情
勢
を
概
観
す
る
と
、
周

知
の
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
は
安
永
七
（
一
七
七
八
）
年
、
寛
政
四
（
一
七
九
二
）
年
、
文
化
元
（
一
八
〇
四
）
年
な
ど
に
日
本
に
来
航
し
、

通
商
交
渉
を
迫
っ
て
い
る
。
無
論
、
ロ
シ
ア
の
み
な
ら
ず
、
寛
政
八
（
一
七
九
六
）
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
人
が
日
本
の
沿
岸
を
測
量
す
る

こ
と
を
目
的
に
室
蘭
へ
来
航
し
た
り
、
文
化
五
（
一
八
〇
八
）
年
に
は
フ
ェ
ー
ト
ン
号
事
件
が
勃
発
し
た
り
、
文
化
十
四
（
一
八
一
七
）

年
に
は
浦
賀
に
イ
ギ
リ
ス
船
が
来
航
し
た
り
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
徳
川
幕
藩
体
制
の
危
機
は
、
国
内
の
動
揺
と
と
も
に
国
外
か

ら
も
国
交
を
迫
ら
れ
る
形
で
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
動
向
を
受
け
て
、
幕
府
は
文
政
八
（
一
八
二
五
）
年
に
異
国
船
打
払
令
を
発
布
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
玉
蟲
は
数
え
年
で
三

歳
、
奇
し
く
も
父
親
と
死
別
し
て
兄
の
勇
蔵
に
育
て
ら
れ
て
い
た
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
幕
末
の
対
外
情
勢
と
幕
府
の
対
応
に
つ
い
て
、『
仙

臺
戊
辰
史
』
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

幕
末
ニ
於
ケ
ル
海
外
ノ
形
勢
ヲ
見
ル
ニ
、
米
国
ガ
英
ノ
覊
絆
ヲ
脱
シ
テ
独
立
ス
ル
ト
共
ニ
仏
国
ニ
モ
大
革
命
ヲ
生
ジ
テ
反
動
ハ
反

動
ヲ
産
ミ
、
戦
乱
相
次
ギ
シ
結
果
、
漸
ヤ
ク
平
和
ニ
復
ス
ル
ヤ
、
航
海
術
ノ
進
歩
ト
共
ニ
貿
易
モ
亦
四
方
ニ
開
展
シ
、
英
仏
米
露

等
シ
ク
東
洋
ニ
其
ノ
力
ヲ
伸
バ
サ
ン
ト
シ
テ
我
邦
ニ
来
ル　

頻
々
タ
リ
、
而
シ
テ
幕
府
ハ
厳
ニ
鎖
攘
主
義
ヲ
探
リ
寛
永
ノ
夷
船
打

払
命
令
ヲ
先
例
ト
シ
漂
流
民
還
送
ノ
便
船
サ
ヘ
モ
寄
泊
ヲ
許
サ
ズ
、
文
政
中
再
ビ
打
払
ヒ
ノ
令
ヲ
発
セ
シ
ガ
嘉
永
六
年
米
艦
ノ
浦

賀
ニ
来
タ
ル
ヤ
其
ノ
要
求
ノ
巌
ニ
シ
テ
勢
ヒ
ノ
堂
々
タ
ル
ニ
怕
レ
、水
戸
前
中
納
言
ヲ
蟄
居
中
ヨ
リ
起
シ
テ
意
見
ヲ
諮
問
シ
終
ニ
、

京
都
ヘ
上
奏
シ
テ
叡
慮
ヲ
伺
ヘ
リ
、
是
実
に
徳
川
氏
失
政
ノ
序
幕
ナ
リ
キ
、
蓋
シ
徳
川
氏
ハ　

陛
下
ノ
大
権
ニ
ヨ
リ
テ
委
任
セ
ラ

（
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レ
タ
ル
政
府
ナ
リ
、
外
交
ノ
案
件
ニ
付
キ
先
ヅ
其
ノ
処
分
方
法
ヲ
決
定
シ
理
由
ヲ
具
シ
テ
御
裁
可
ヲ
奏
請
ス
ル
ヲ
至
当
ト
ス
、
是

レ
政
府
ノ
権
能
ナ
レ
バ
ナ
リ

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
ロ
シ
ア
が
〈
等
シ
ク
東
洋
ニ
其
ノ
力
ヲ
伸
バ
サ
ン
〉
と
し
て
い
た
こ

と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
に
ペ
リ
ー
提
督
が
浦
賀
に
来
航
し
た
と
き
の
徳
川
幕
府
の
対
応
が
〈
水
戸
前
中
納
言

ヲ
蟄
居
中
ヨ
リ
起
シ
テ
意
見
ヲ
諮
問
シ
終
ニ
、
京
都
ヘ
上
奏
シ
テ
叡
慮
ヲ
伺
〉
っ
た
こ
と
へ
の
、〈
政
府
ノ
権
能
〉
を
果
た
さ
な
い
〈
失

政
〉
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
徳
川
幕
府
へ
の
批
判
が
仙
台
藩
に
お
け
る
戊
辰
史
を
顧
み
る
際
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

蓋
シ
英
国
ハ
米
大
陸
ニ
失
ヒ
タ
ル
所
ヲ
東
洋
ニ
求
メ
ン
ト
シ
、
仏
国
ハ
那
翁
一
世
ノ
敗
後
其
ノ
国
威
ノ
減
ジ
タ
ル
ヲ
憂
ヒ
版
図
ヲ

極
東
ニ
求
メ
ン
ト
シ
テ
競
ヒ
、
先
ヅ
手
ヲ
支
那
大
陸
ニ
下
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
英
仏
已
ニ
斯
ノ
如
シ
、
露
国
ハ
南
下
ニ
障
碍
多
キ

為
メ
其
ノ
野
心
ヲ
専
ラ
東
ニ
向
ケ
、
新
タ
ニ
独
立
セ
ル
米
国
ハ
太
平
洋
航
路
中
最
好
ノ
寄
泊
地
タ
ル
日
本
ト
修
交
條
約
ヲ
訂
ス
ニ

ア
ラ
ザ
レ
バ
其
ノ
不
便
不
利
甚
ダ
シ
キ
ヲ
感
ジ
日
本
ヲ
シ
テ
開
国
セ
シ
メ
ズ
バ
巳
マ
ジ
ト
ノ
覚
悟
ヲ
ナ
シ
タ
リ
、
形
勢
斯
ノ
如
ク

ナ
ル
ヲ
以
テ
多
少
国
外
ノ
事
情
ヲ
知
ル
モ
ノ
ハ
世
界
ノ
通
誼
ニ
ヨ
リ
テ
修
交
ヲ
求
メ
来
ル
諸
強
国
ニ
対
シ
理
由
ナ
ク
撃
払
フ
ガ
如

キ
不
法
ハ
国
ヲ
挙
ゲ
テ
焦
土
ト
ナ
ス
所
以
ナ
ル
ヲ
悟
リ
タ
リ
。

　

国
外
か
ら
の
こ
う
し
た
領
土
拡
張
、
国
威
の
発
揚
、
利
権
の
獲
得
な
ど
と
い
っ
た
〈
英
仏
米
露
〉
の
〈
野
心
〉
に
基
づ
く
ア
プ
ロ
ー

チ
が
幕
藩
体
制
に
緊
張
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
よ
う
な
国
内
外
の
情
勢
は
無
論
、
玉
蟲
を
取
り
巻
く
情
勢
で
も
あ
っ
た
。
特
に
、
安
政

五
（
一
八
五
八
）
年
に
日
米
修
好
通
商
条
約
を
調
印
し
た
際
、
玉
蟲
が
〈
世
界
ノ
通
誼
ニ
ヨ
リ
テ
修
交
ヲ
求
メ
来
ル
諸
強
国
ニ
対
シ
理

由
ナ
ク
撃
払
フ
ガ
如
キ
不
法
ハ
国
ヲ
挙
ゲ
テ
焦
土
ト
ナ
ス
所
以
ナ
ル
ヲ
悟
〉
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
玉
蟲
の
異

国
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
山
本
晃
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

林
塾
に
あ
る
間
、
励
精
怠
ら
ず
学
大
い
に
進
ん
だ
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
更
に
広
く
四
方
の
名
士
を
訪
ね
て
こ
れ
と
交
わ
り
、
見

（
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聞
を
広
く
す
る
と
こ
ろ
あ
り
、
殊
に
も
ペ
リ
ー
来
航
の
際
に
は
林
大
学
頭
は
そ
の
応
接
役
、
談
判
員
と
な
り
、
条
約
の
批
准
を
得

る
た
め
に
京
に
使
い
す
る
な
ど
種
々
外
交
事
務
を
鞅
掌
し
て
い
た
の
で
、
左
太
夫
も
ま
た
世
界
の
大
勢
に
つ
き
啓
発
せ
ら
る
ゝ
と

こ
ろ
が
多
く
、
海
外
に
関
心
を
持
つ
に
至
っ
た
。

山
本
晃
氏
は
、
玉
蟲
が
林
復
斎
の
も
と
で
学
ん
だ
意
義
を
玉
蟲
自
身
の
刻
苦
精
励
と
と
も
に
〈
四
方
の
名
士
を
訪
ね
て
こ
れ
と
交
わ

り
、
見
聞
を
広
く
〉
し
た
と
い
う
行
動
力
に
見
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
ペ
リ
ー
提
督
が
来
航
し
た
こ
ろ
、
玉
蟲
は
復
斎
の
も
と
で
塾
頭

を
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
〈
応
接
役
、
談
判
員
〉
と
し
て
の
復
斎
の
言
動
を
耳
に
し
て
い
た
た
め
、〈
世
界
の
大
勢
に
つ
き
啓

発
せ
ら
る
ゝ
と
こ
ろ
が
多
く
、
海
外
に
関
心
を
持
つ
に
至
っ
た
〉
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
、
山
本
晃
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
玉

蟲
は
復
斎
か
ら
〈
応
接
役
、
談
判
員
〉
に
し
か
知
り
え
な
い
多
く
の
情
報
を
入
手
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
玉

蟲
が
初
め
て
〈
海
外
に
関
心
を
持
つ
に
至
っ
た
〉
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
。
玉
蟲
が
仙
台
藩
の
出
身
で
あ
る
こ
と
が
示
し
て

い
る
よ
う
に
、
慶
長
十
八
（
一
六
一
三
）
年
九
月
、
第
十
七
代
藩
主
伊
達
政
宗
が
支
倉
常
長
を
使
節
と
し
て
ロ
ー
マ
に
派
遣
し
て
お
り
、

異
国
を
身
近
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
異
国
に
つ
い
て
の
知
識
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
学
ん
だ
養
賢
堂
で
、

あ
る
い
は
周
囲
の
人
々
か
ら
の
耳
学
問
に
よ
っ
て
、
す
で
に
身
に
付
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
異
国
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
と
政

宗
に
対
す
る
崇
敬
が
後
の
知
識
人
に
、
自
ら
異
国
へ
「
行
く
者
」
と
し
て
の
自
己
を
内
面
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
玉
蟲
の
〈
有
志
者
〉
＝
「
実
行
者
」
と
し
て
の
意
識
に
は
、
長
い
歴
史
を
通
し
て
す
で
に
内
面
化
さ
れ
、
相
対
化
さ
れ

た
異
国
と
の
関
係
が
あ
る
の
で
あ
る
。

三　
〈
有
志
者
〉
＝
「
実
行
者
」
と
い
う
武
士
の
形
成

　

す
で
に
内
面
化
さ
れ
た
意
識
と
し
て
、
異
国
へ
「
行
く
者
」
と
し
て
の
自
己
が
存
在
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し

（
18
）
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て
自
覚
さ
せ
ら
れ
、
玉
蟲
を
そ
の
実
行
に
向
か
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
仙
台
藩
を
半
ば
脱
藩
す
る
よ
う
に
飛
び
出
し
た
直
接
の
理
由

は
、
異
国
と
の
交
渉
を
積
極
的
に
唱
え
た
学
者
た
ち
へ
の
言
論
弾
圧
の
な
か
に
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
、
浦
賀
に
来
航
し
た
ア
メ
リ
カ
の
艦
船
モ
リ
ソ
ン
号
が
幕
府
の
砲
撃
に
よ
り
目
的
を
果

た
せ
ず
に
去
っ
た
事
件
は
、
当
時
の
知
識
人
が
幕
府
の
対
応
に
多
大
な
疑
問
を
持
つ
に
至
ら
し
め
た
。
尚
歯
会
の
中
心
メ
ン
バ
ー
、
す

な
わ
ち
高
野
長
英
、
渡
辺
崋
山
ら
が
投
獄
さ
れ
、
自
刃
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
蛮
社
の
獄
で
あ
る
。
モ
リ
ソ
ン
号
事
件
が
発

生
し
た
と
き
、
玉
蟲
は
数
え
年
で
十
四
歳
で
あ
り
、
藩
校
養
賢
堂
に
通
っ
て
い
た
。
ち
ょ
う
ど
荒
井
東
吾
に
見
出
さ
れ
、
養
子
に
迎
え

ら
れ
た
こ
ろ
で
あ
る
。
無
論
、
異
国
に
つ
い
て
は
養
賢
堂
な
ど
で
学
ん
で
い
た
た
め
知
識
と
し
て
は
蓄
積
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
知
識

が
現
実
の
も
の
と
し
て
姿
を
現
し
た
わ
け
で
、
そ
の
外
国
船
へ
の
関
心
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
玉

蟲
が
よ
り
強
烈
に
関
心
を
示
し
た
の
は
、
む
し
ろ
蛮
社
の
獄
で
言
論
弾
圧
を
さ
れ
た
人
物
の
ほ
う
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、
弾
圧
さ
れ
た
尚
歯
会
の
メ
ン
バ
ー
の
な
か
に
高
野
長
英
と
い
う
仙
台
藩
の
水
沢
出
身
の
人
物
が
い
た
か
ら
で
あ
る
。

蘭
学
者
の
高
野
長
英
は
、
幕
府
が
モ
リ
ソ
ン
号
を
追
い
払
っ
た
こ
と
を
受
け
て
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
、
幕
府
を
批
判
す
る
文
章
、

『
戊
戌
夢
物
語
』
を
書
き
始
め
た
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、
そ
の
一
節
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
は
日
本
へ
対
し
て
敵
国
に
は
こ
れ
無
く
、
謂
は
ヾ
付
合
も
こ
れ
無
き
他
人
に
候
処
、
今
般
漂
流
人
を
憐
み
仁
義
を
名
し

て
態わ

ざ
わ
ざ々

送
り
来
り
候
者
を
何
事
も
取
合
申
さ
ず
、
直た

だ
ちに

打
払
に
相
成
候
は
ば
、
日
本
は
民
を
憐
ま
ざ
る
不
仁
の
国
と
存
ず
べ
く
候
。

若も
し

又
万
一
其
不
仁
不
義
を
憤
り
候
は
ヾ
、
日
本
近
海
に
イ
ギ
リ
ス
属
島
夥
し
く
こ
れ
有
り
、
始
終
通
行
致
し
候
得
者
、
後
来
、
海

上
の
冦
（
あ
だ
）
と
相
成
候
て
、
海
運
の
邪
魔
に
相
成
候
哉
も
計
り
難
く
、
左
は
ヾ
自
然
国
家
の
大
患
に
も
相
成
り
申
す
べ
し
。

〈
仁
義
〉
を
も
っ
て
日
本
の
〈
漂
流
人
〉
を
助
け
送
り
届
け
た
モ
リ
ソ
ン
号
を
追
い
払
う
と
い
う
行
為
は
〈
不
仁
不
義
〉
で
あ
り
、〈
日

本
近
海
に
イ
ギ
リ
ス
属
島
〉
が
多
く
存
在
す
る
た
め
、後
に
な
っ
て
〈
海
上
の
冦
（
あ
だ
）〉
と
な
り
〈
海
運
の
邪
魔
〉
ひ
い
て
は
〈
国

家
の
大
患
〉
に
も
な
る
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。
実
際
、
長
英
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
モ
リ
ソ
ン
号
は
漂
流
し
た
日
本
人
を
連
れ
て

（
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来
航
し
た
。
こ
こ
で
の
長
英
の
主
張
が
、
あ
く
ま
で
も
モ
リ
ソ
ン
号
側
の
〈
仁
義
〉
に
あ
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
異

国
の
人
の
「
思
い
や
り
の
心
」
に
惹
か
れ
、
そ
れ
を
重
視
す
る
考
え
か
た
は
玉
蟲
の
『
航
米
日
録
』
に
も
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
玉
蟲
は
、
同
じ
仙
台
藩
出
身
の
蘭
学
者
が
述
べ
た
こ
と
に
同
調
し
て
い
た
と
言
え
る
。

　

し
か
し
、
長
英
は
『
戊
戌
夢
物
語
』
に
お
け
る
主
張
が
も
と
で
天
保
十
（
一
八
三
九
）
年
、
三
十
五
歳
の
と
き
投
獄
さ
れ
て
し
ま
う
。

弘
化
元
（
一
八
四
四
）
年
、
牢
屋
が
火
災
に
な
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
長
英
は
脱
獄
し
、
偽
名
を
使
っ
て
江
戸
で
医
者
を
生
業
と
し

て
い
た
が
、
嘉
永
三
（
一
八
五
〇
）
年
十
月
、
自
刃
し
た
。
玉
蟲
は
、
長
英
が
同
じ
仙
台
藩
出
身
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
主
張
や
動
向

に
は
注
目
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
長
英
が
火
災
を
機
に
牢
屋
か
ら
脱
出
し
た
と
き
玉
蟲
は
数
え
で
二
十
歳
で
あ
っ
た
。
玉
蟲
が
知

識
と
し
て
持
っ
て
い
る
異
国
の
人
の
「
心
」
を
汲
み
取
り
、
そ
の
重
要
性
を
訴
え
た
長
英
の
主
張
は
、
異
国
へ
「
行
く
者
」
と
し
て
の

玉
蟲
の
意
識
に
統
一
と
具
体
的
な
行
為
を
促
し
た
の
で
あ
る
。
長
英
の
主
張
に
誘
わ
れ
た
具
体
的
な
行
為
、
そ
れ
は
ま
ず
、
荒
井
家
を

辞
し
藩
を
も
出
奔
し
て
、
異
国
と
の
交
渉
の
場
、
江
戸
へ
行
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
ま
ず
は
〈
有
志
者
〉
＝
「
実
行
者
」
と
し

て
の
二
十
四
歳
の
玉
蟲
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
、〈
有
志
者
〉
＝
「
実
行
者
」
と
し
て
の
玉
蟲
の
決
意
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
安
政
の
は
じ
め
、
玉
蟲
が
数

え
で
三
十
二
歳
ご
ろ
、
塾
頭
ま
で
の
ぼ
り
つ
め
た
林
家
を
辞
め
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
や
は

り
、
長
英
の
死
と
無
関
係
で
は
な
い
。
長
英
の
死
は
玉
蟲
が
数
え
で
二
十
七
歳
の
と
き
、
林
家
を
辞
し
た
の
が
三
十
二
歳
の
と
き
で
あ

る
か
ら
、
約
五
年
と
い
う
時
間
が
流
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
玉
蟲
が
塾
頭
な
ど
を
し
て
活
躍
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
通
説
で
は
、
こ

の
約
五
年
を
玉
蟲
の
出
世
を
含
む
輝
か
し
い
人
生
の
一
幕
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
が
、
実
際
の
玉
蟲
は
複
雑
な
心
情
を
抱
え
た
約
五
年

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
玉
蟲
に
異
国
の
人
の
「
心
」
を
教
え
、「
実
行
者
」
と
し
て
の
具
体
的
な
行
為
を
教
え
た
高
野
長
英
を
蛮

社
の
獄
で
弾
圧
し
、
死
に
至
ら
し
め
た
鳥
居
耀
蔵
が
林
述
斎
の
息
子
で
、
恩
師
林
復
斎
と
兄
弟
だ
っ
た
こ
と
は
、
玉
蟲
も
知
っ
て
い
た

は
ず
で
あ
る
。
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玉
蟲
は
幕
府
の
な
か
に
、
異
国
と
の
和
親
に
積
極
的
な
恩
師
の
復
斎
た
ち
が
い
る
一
方
で
、
異
国
の
文
化
や
制
度
が
入
っ
て
く
る
こ

と
で
幕
藩
体
制
が
崩
壊
す
る
こ
と
に
危
機
感
を
つ
の
ら
せ
る
鳥
居
耀
蔵
な
ど
が
い
る
こ
と
に
気
付
き
、
体
制
そ
の
も
の
の
な
か
に
矛
盾

が
あ
ふ
れ
て
い
る
こ
と
を
察
し
た
。
そ
う
し
た
幕
藩
体
制
に
お
け
る
矛
盾
が
高
野
長
英
ら
の
命
を
奪
っ
た
よ
う
に
、「
実
行
者
」
と
し

て
の
玉
蟲
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
実
現
の
場
を
崩
壊
さ
せ
る
こ
と
も
、
時
間
の
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
復
斎
と

の
決
別
は
、
玉
蟲
が
「
実
行
者
」
と
し
て
の
自
己
を
保
ち
つ
つ
も
、
高
野
長
英
の
よ
う
に
堂
々
と
幕
府
を
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
方

法
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、玉
蟲
が
遣
米
使
節
の
随
臣
と
し
て
加
わ
る
こ
と
は
〈
有
志
者
〉
＝
「
実
行
者
」
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
実
現
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ポ
ー
ハ
タ
ン
に
乗
り
込
む
時
点
で
、
玉
蟲
が
他
の
使
節
や

随
臣
た
ち
と
は
異
な
っ
た
目
的
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
単
な
る
異
国
へ
の
興
味
、
関
心
の
み
な
ら
ず
、
今
も
述
べ

た
よ
う
に
、〈
有
志
者
〉
＝
「
実
行
者
」
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
実
現
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
幕
府
へ
の
批
判
眼

を
携
え
つ
つ
旅
に
出
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
ポ
ー
ハ
タ
ン
号
の
な
か
で
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
で
見
た
り
聞
い

た
り
し
た
こ
と
を
「
見
た
ま
ま
あ
り
の
ま
ま
」
に
記
す
と
い
う
手
法
を
用
い
た
。
異
国
の
制
度
、
文
化
、
風
俗
す
べ
て
に
つ
い
て
の
完

全
な
記
述
、
こ
れ
こ
そ
が
見
知
ら
ぬ
異
国
を
知
る
た
め
に
玉
蟲
が
自
ら
に
課
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
書
い
た
こ
と
全

て
が
玉
蟲
が
見
た
ア
メ
リ
カ
の
全
世
界
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
玉
蟲
が
遣
米
使
節
に
随
行
し
て
見
聞
し
た
こ
と
を
書
く
こ
と
は
、
異
国
の
人
の
「
心
」
を
尊
重
し
て
対
等
に
諸
外
国
と
接
す

る
こ
と
を
示
唆
し
た
高
野
長
英
の
言
説
を
自
ら
確
認
す
る
た
め
の
旅
で
も
あ
っ
た
。『
航
米
日
録
』
は
そ
の
成
果
と
も
言
え
る
。
玉
蟲
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の
血
縁
の
一
人
、
玉
蟲
文
一
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
書
は
一
つ
の
旅
行
記
で
あ
る
が
、
単
な
る
印
象
記
で
も
な
い
し
、
感
想
録
で
も
な
い
。
そ
れ
は
命
を
か
け
た
一
人
の
人
間
の

深
刻
な
体
験
の
記
録
で
あ
る
と
同
時
に
、
非
常
に
鋭
い
観
察
眼
と
高
い
見
識
を
も
っ
た
一
学
究
の
異
国
の
風
物
、
自
然
に
対
す
る

科
学
的
記
録
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
長
い
間
続
い
た
鎖
国
の
束
ば
く
を
脱
し
て
外
国
の
文
明
に
接
し
よ
う
と
し
た
一
日
本
人

の
生
々
し
い
体
験
が
簡
明
率
直
な
語
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
の
当
時
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
そ
の
他
の
国
の
政

治
、
経
済
、
学
術
、
風
俗
、
慣
習
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
国
、
地
方
の
地
勢
、
気
象
、
生
物
な
ど
に
つ
い
て
の
正
確
な
記
述
が
な
さ

れ
て
い
る
。

　

玉
蟲
文
一
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
航
米
日
録
』
は
単
な
る
〈
印
象
記
〉
や
〈
感
想
録
〉
で
は
な
い
。
そ
れ
は
〈
命
を
か
け
た
一

人
の
人
間
の
深
刻
な
体
験
の
記
録
〉
で
あ
り
、
玉
蟲
が
書
く
こ
と
の
意
味
と
そ
の
特
異
性
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
と
言
え
る
。
す
で

に
内
面
化
さ
れ
た
「
実
行
者
」
と
し
て
の
意
識
を
再
び
駆
り
立
て
、
新
し
い
時
代
に
向
か
っ
て
流
れ
て
い
く
時
間
の
な
か
で
、
実
行
す

な
わ
ち
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
仙
台
藩
士
と
し
て
の
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
で
き
る
場
そ
の
も
の
を
日
本
国
内
に
形
作
っ
て

い
く
こ
と
こ
そ
が
、
玉
蟲
が
強
く
抱
い
た
「
志
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

【
注
】

⑴　

マ
サ
オ
ミ
ヨ
シ
『
我
ら
見
し
ま
ま
に
』（
昭
和
59
年
３
月
14
日
、
平
凡
社
）。

⑵　

池
田
哲
郎
「
玉
虫
誼
茂
の
『
航
米
日
録
』」（「
仙
台
郷
土
研
究
」
第
20
巻
第
２
号
、
昭
和
35
年
６
月
20
日
、
仙
台
郷
土
研
究
会
）。

⑶　

石
川
謙
吉
「
仙
台
藩
士
玉
虫
左
太
夫
先
生
の
功
績
を
偲
ぶ
」（「
仙
台
郷
土
研
究
」
第
20
巻
第
２
号
、
昭
和
35
年
６
月
20
日
、
仙
台
郷
土
研

究
会
）。

⑷　

上
梓
し
た
『
航
米
日
録
』
の
巻
一
か
ら
巻
八
の
う
ち
、
巻
八
に
は
〈
敢
テ
他
人
ニ
示
ス
ニ
ハ
非
ズ
〉
と
記
さ
れ
て
い
る
。

⑸　

玉
蟲
の
人
生
な
ら
び
に
随
員
と
し
て
の
行
程
を
辿
る
に
あ
た
っ
て
は
、「
仙
台
郷
土
研
究
」
第
20
巻
第
２
号
（
昭
和
35
年
６
月
20
日
、
仙
台

（
20
）

（
21
）
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郷
土
研
究
会
）、
日
本
思
想
大
系
66
『
西
洋
見
聞
集
』（
昭
和
49
年
12
月
24
日
、
岩
波
書
店
）
を
参
照
し
た
。

⑹　

沼
田
次
郎
「
玉
虫
左
太
夫
と
航
米
日
録
」（
日
本
思
想
大
系
66
『
西
洋
見
聞
集
』、
昭
和
49
年
12
月
24
日
、
岩
波
書
店
）。

⑺　

瀧
井
一
博
「
玉
虫
左
太
夫
―
―
幕
末
の
異
文
化
探
訪
者
」（「
本
」、
平
成
21
年
３
月
１
日
、
講
談
社
）。

⑻　

増
澤
智
史
「
玉
虫
左
太
夫
著
『
入
北
記
』
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
観
」（「
国
際
人
間
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
第
３
号
、
平
成
19
年
３
月
30
日
、
中
部
大

学
大
学
院
国
際
人
間
学
研
究
科
）。

⑼　
『
航
米
日
録
』
の
巻
一
の
序
文
の
〈
有
志
者
〉
と
い
う
言
葉
は
、
玉
蟲
家
所
蔵
の
別
本
の
巻
一
、
東
京
大
学
付
属
図
書
館
本
、
同
大
学
史
料

編
纂
所
本
な
ど
に
は
〈
有
志
ノ
徒
〉
と
記
さ
れ
て
い
る
。

⑽　

松
沢
弘
陽
「
さ
ま
ざ
ま
な
西
洋
見
聞
―
―
「
夷
情
探
索
」
か
ら
「
洋
行
」
へ
―
―
」（
日
本
思
想
大
系
66
『
西
洋
見
聞
集
』、
昭
和
49
年
12

月
24
日
、
岩
波
書
店
）。

⑾　

注
⑻
に
同
じ
。

⑿　

そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
小
田
基
氏
は
、『
航
米
日
録
』
に
は
ポ
ー
ハ
タ
ン
号
の
艦
内
に
お
け
る
人
間
関
係
が
記
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い

る
が
、
そ
れ
が
描
か
れ
る
こ
と
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
（「
遣
米
使
節
団
の
二
つ
の
日
記
」、「
岩
手
県
立
大
学
盛
岡
短
期
大
学
部
研
究
論
集

（
人
文
・
社
会
科
学
編
）
創
刊
号
、
平
成
11
年
３
月
26
日
）。

⒀　

玉
蟲
文
一
氏
は
「
玉
虫
左
太
夫
と
そ
の
周
辺
」（
日
本
思
想
大
系
66
『
西
洋
見
聞
集
』、
昭
和
49
年
12
月
24
日
、
岩
波
書
店
）
の
な
か
で
、

玉
蟲
は
〈
七
男
〉
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
が
、『
姓
氏
家
系
歴
史
伝
説
大
事
典
』（
平
成
15
年
７
月
22
日
、勉
誠
出
版
）
に
は
〈
五
男
〉
と
あ
る
。

本
稿
で
は
、
玉
蟲
文
一
氏
の
記
述
に
し
た
が
っ
て
七
男
と
記
す
。

⒁　

山
本
晃
「
玉
虫
家
の
家
柄
と
左
太
夫
」（「
仙
台
郷
土
研
究
」
第
20
巻
第
２
号
、昭
和
35
年
６
月
20
日
、仙
台
郷
土
研
究
会
）、玉
蟲
文
一
「
玉

虫
左
太
夫
と
そ
の
周
辺
」（
日
本
思
想
大
系
66
『
西
洋
見
聞
集
』、
昭
和
49
年
12
月
24
日
、
岩
波
書
店
）、『
明
治
維
新
人
名
辞
典
』（
昭
和
56
年

９
月
10
日
、
吉
川
弘
文
館
）
な
ど
が
あ
る
。

⒂　

工
藤
航
平
氏
は
藩
士
の
〈
遊
学
〉
に
つ
い
て
、〈
多
く
の
藩
で
は
、
人
材
育
成
の
た
め
に
藩
費
に
よ
る
江
戸
や
他
国
へ
の
遊
学
を
奨
励
し
て

お
り
、
藩
学
で
基
礎
的
能
力
を
身
に
付
け
た
人
物
が
、
三
都
の
私
塾
や
他
藩
々
学
で
学
ん
だ
〉
と
述
べ
て
い
る
（『
近
世
藩
制
・
藩
校
大
事
典
』、

平
成
18
年
３
月
10
日
、
吉
川
弘
文
館
）。
無
論
、
こ
う
し
た
制
度
と
し
て
の
〈
遊
学
〉
は
仙
台
藩
も
認
め
て
い
た
。

⒃　

藤
原
相
之
助
『
仙
台
戊
辰
史
』（
明
治
44
年
７
月
４
日
、
荒
井
活
版
製
造
所
）。
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⒄　

注
⒃
に
同
じ
。

⒅　

山
本
晃
「
玉
虫
家
の
家
柄
と
左
太
夫
」（「
仙
台
郷
土
研
究
」
第
20
巻
第
２
号
、
昭
和
35
年
６
月
20
日
、
仙
台
郷
土
研
究
会
）。

⒆　

高
野
長
英
『
戊
戌
夢
物
語
』（
天
保
９
年
）。
な
お
、
文
中
イ
ギ
リ
ス
と
記
し
て
い
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

⒇　

玉
蟲
文
一
「
玉
虫
左
太
夫
著
『
航
米
日
録
』
に
つ
い
て
」（「
仙
台
郷
土
研
究
」
第
20
巻
第
２
号
、昭
和
35
年
６
月
20
日
、仙
台
郷
土
研
究
会
）。

21　

玉
蟲
は
仙
台
藩
の
み
な
ら
ず
日
本
の
将
来
を
導
い
て
い
く
際
に
も
「
実
行
」
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。『
航
米
日
録
』
の
分
析
に
つ

い
て
は
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

【
付
記
】

本
稿
に
お
け
る
『
航
米
日
録
』
か
ら
の
引
用
は
、
日
本
思
想
大
系
66
『
西
洋
見
聞
集
』（
昭
和
49
年
12
月
24
日
、
岩
波
書
店
）
に
拠
っ
た
。
旧

字
体
を
新
字
体
に
改
め
、
適
宜
ル
ビ
を
省
略
し
た
。

 

（
二
〇
一
一
年
二
月
十
四
日
）




