
第
2
特
集
徹
底
追
跡
・
偶
書
ヨ
来
日
流
外
三
郡
誌
b

津
軽
十
三
津
波
伝
承
の
成
立
と
そ
の
性
格

「
興
国
元
年
の
大
海
晴
」

伝
承
を
中
心
に
i

長[ま

谷せ

) r r 
が
わ

成 t
一一」 ち

〈
弘
前
大
学
人
文
学
部
教
授

『
東
日
流
外
一
一
一
郡
誌
b

の
津
波
に
関
す
る
記
事
は
、
市
内
容
な
ら
び
に
出
典
と
も
に
、
議
わ
め
て
疑
わ
し
い
点
が
多
い
。

叫
東
日
流
外
三
郡
誌
加
が
典
拠
と
し
た
文
献
名
が
、
問
書
に
し
か
見
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
課
興
す
ら
建
認
の
し
ょ
う

が
な
い
。
叫
東
日
流
外
三
郡
誌
加
の
津
波
記
事
を
、
学
問
的
対
象
と
し
て
取
り
あ
げ
る
こ
と
は
で
惑
な
い
。

『
東
日
流
外
五
欝
誌
h

は
、
き
わ
め
て
現
代
的
色
彩
が
強
い
。

津
軽
地
方
に
か
つ
て
大
規
模
な
津
波
が
襲
来
し
た
む
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
隷
々
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景

に
は
、
昭
和
五
十
八
年
二
九
八
の
日
本
海
中
部
沖
地
震
に
よ
っ

て
生
じ
た
大
津
域
的
影
響
が
多
分
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
c

こ
お
薄
波
が
多
く
の
被
害
を
も
た
ら
し
、
近
年
こ
の
よ
う
な
濠
波
が
関

本
語
沿
岸
地
域
に
襲
来
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
と
り
わ
け
北
東

北
の
社
会
に
大
き
な
績
撃
を
与
え
た
そ
こ
で
か
つ
て
津
波
が
存
在
し
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た
と
い
う
根
拠
の
一
つ
に
、
津
軽
の
奇
室
自
主
来
日
流
外
一
…
一
部
誌
』
第
一

巻
(
北
方
新
社
、
一
九
八
百
年
以
下
、
問
書
を
吋
外
三
郡
誌
h

と
略
記

す
る
)
の
記
事
が
も
ち
だ
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
右
文
献
の
存
在
が
ク
口
!

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
問
書
所
在
の
文
章
が
何
か
と
人
々
に
部
象
づ
け
ら
れ

る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

本
稿
で
辻
、
津
軽
に
伝
わ
る
埠
波
訟
議
に
つ
い
て
、
葎
波
が
存
在
し

た
の
か
否
か
を
問
う
の
で
は
な
く
(
津
波
が
実
擦
に
存
・
在
し
た
の
か
否

か
の
検
証
は
、
後
に
詳
述
す
る
よ
う
に
穫
実
な
文
献
で
は
説
明
の
し
ょ

う
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
罷
史
学
の
分
野
か
ら
の
そ
れ
は
と
う
て
い
不

可
能
と
考
え
ら
れ
、
自
体
め
科
学
の
分
野
か
・
り
の
解
明
が
待
た
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
て
連
波
伝
惑
が
果
た
し
て
明
以
外
一
一
一
郡
誌
M

に
の
み
強
特
の
も

の
で
あ
る
の
か
、
ま
た
つ
外
三
郡
誌
h

を
切
り
離
し
て
、
前
近
代
に
お

い
て
埠
波
伝
承
は
存
在
し
た
の
か
、
津
軽
安
藤
氏
と
津
波
伝
承
は
果
た

し
て
本
実
的
に
関
連
が
あ
る
.
の
か
等
の
問
題
関
心
の
も
と
に
、
津
軽
十

三
津
液
訟
法
の
成
立
と
そ
の
性
格
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

訂
九
八
三
郡
一
一
刊
誌
の
控
波
に
関
す
る
記
事
誌
内
容
な
古
び
に
出
典
と
も
に

極
め
て
疑
わ
し
い
点
が
多
く
、
特
に
つ
外
三
郡
誌
恥
が
典
拠
と
し
た
文

献
名
が
開
審
に
し
か
見
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
原
典
す
ら
確
認
の
し
よ

う
の
な
い
の
が
現
状
で
為
る
。
す
な
わ
ち
竪
史
学
に
お
け
る
最
も
基
本
的

な
手
続
き
で
あ
る
罪
典
の
史
料
批
判
を
す
る
こ
と
が
右
警
に
お
い
て
は

不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
本
格
に
お
い
て
内
外
一
一
一
郡
一
一
日
立
の
津
波
記
事
を

学
詩
的
対
象
と
し
て
数
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
『
外

三
郡
誌
』
を
離
れ
て
、
現
容
す
る
議
実
な
露
史
的
文
献
に
基
づ
い
て
考

第2特集

棋
を
加
え
て
い
く
こ
と
が
、
現
在
取
り
う
る
、
津
波
伝
敢
に
つ
い
て
ア

プ
日
l
チ
す
る
た
め
の
唯
の
方
法
で
は
な
い
か
と
考
え
る
次
第
で
あ

る。
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津
軽
十
一
一
一
津
波
の
研
究
史
と
問
題
点

さ
て
中
世
意
報
十
三
湊
に
関
す
る
吉
典
的
研
究
と
し
て
、

各
論
文
に
引
用
さ
れ
る
古
田
良
一
民
の
「
津
経
十
三
湊
の
研
究
」
〈
吋
東

北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
第
七
号
一
九
五
六
年
)
は
、
十
一
一
一
漆
波
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
予
記
し
て
い
る
(
両
日
ぺ

i
ジ
コ

「
興
国
元
年
二
三
四

O
)
の
海
曹
に
よ
っ
て
甚
大
な
被
害
の
あ
っ
た

こ
と
は
信
じ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
む
或
は
地
震
に
よ
る
海
場
で
あ
っ
た

か
も
知
れ
ず
、
そ
の
た
め
の
地
形
の
変
遷
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し

港
湾
と
し
て
の
部
値
を
失
う
よ
う
な
変
動
誌
な
く
、
間
も
な
く
復
興

し
て
繁
栄
を
取
戻
し
た
で
あ
ろ
う
J

日
本
海
海
運
史
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
吉
田
民
に
よ
る
宿
り
記

述
で
あ
る
た
め
、
「
興
関
元
年
の
大
海
噛
」
(
海
鳴
と
は
津
波
の
こ
と
〉
は
、

こ
の
後
、
誌
と
ん
ど
疑
い
を
接
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
各
著
述
に
記
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
本
稿
の
問
題
関
心
か
、
り
す
れ
ば
、
右
の
古

田
説
法
ム
ユ
変
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
古
田

氏
は
右
に
引
用
し
た
議
所
に
全
く
「
興
菌
元
年
の
大
海
鳴
」
の
典
拠
を

記
し
て
い
な
い
し
、
さ
ら
に
地
震
に
よ
る
海
壊
で
は
な
い
か
と
、
こ
れ

も
輿
挺
を
示
さ
ず
に
告
説
を
拡
大
し
て
い
る
。
古
記
氏
が

で
も



に
つ
い
て
依
挺
し
た
の
は
、
同
論
文
口
ペ
!
ジ
に
、

八
海
犠
で
十
一
一
一
湊
辻
衰
滅
し
た
と
い
う
板
谷
八
郎
氏

の
説
(
『
う
と
う
同
第
一
一
一
十
繋
十
一
一
一
村
蹴
土
記
)
が
あ
る
が
、
こ
れ
辻

海
噛
後
の
復
興
を
考
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
私
は
十
一
一
一
擦
の
最
牽
期
は

室
町
時
代
に
あ
る
と
思
う
か
ら
、
十
三
往
来
の
作
ら
れ
た
の
が
海
噛
後

で
あ
っ
て
も
蓋
支
な
い
」
と
あ
る
額
所
と
忠
わ
れ
る
む
吉
出
氏
は
板
谷

説
を
批
判
し
な
が
ら
も
「
興
国
元
年
の
大
海
嘘
い
に
つ
い
て
は
、
そ
の

↑
仔
在
を
全
面
的
に
認
め
て
い
る
。
そ
れ
で
は
古
田
論
文
が
唯
一
の
典
拠

と
し
た
薮
谷
氏
の
説
と
は
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
も
め
で
あ
ろ
う
か
。

「
十
三
村
風
土
記
」
と
題
し
た
、
板
谷
氏
む
文
雄
弘
一
っ
と
う
』
第
一
一
一

O
号
〈
一
九
五
四
年
)
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
中
で
間
氏
は
「
九

二
代
伏
見
天
皇
の
弘
安
年
間
接
風
と
洪
水
に
見
舞
れ
亦
興
冨
元
年
五
五

O
年
前
外
ケ
浜
を
襲
ふ
た
大
海
鳴
に
よ
り
福
島
域
十
三
域
十
一
一
一
濃
町
掠

て
流
失
埋
没
し
た
」
(
同
泊
ぺ

i
ジ
)
と
述
べ
て
お
り
、
古
田
論
文
の
根

拠
は
こ
こ
に
あ
る
よ
う
で
あ
る

5

残
念
な
い
か
ら
、
較
谷
正
の
文
章
に
は

全
く
典
拠
が
一
本
さ
れ
て
お
ら
ず
、
吉
田
・
薮
谷
両
氏
の
一
一
一
日
説
は
検
討
の

対
象
と
し
て
家
り
上
げ
る
こ
と
に
議
藷
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う

ι古
田
論
文
に
よ
る
「
興
畠
元
年
の
大
権
噺
」
に
つ
い
て
辻
、
そ
の
論

拠
に
再
吟
味
が
成
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
各
論
述
に
取
れ
ソ
上
げ
ら
れ
て
き

た
の
で
あ
っ
た
。
供
え
は
最
近
の
代
表
的
な
文
献
と
し
て
は
、
招
和
五

十
七
年
二
九
八
一
一
)
に
刊
行
さ
れ
た
吋
日
本
歴
史
地
名
大
系
2

青
森

県
の
地
名
』
(
平
凡
社
)
は
正
く
活
用
訂
さ
れ
学
詩
的
な
評
揺
を
得
て
い
る

地

名

辞

典

で

あ

る

が

、

「

興

国

元

年

に

つ

い

て

は

、

次

の

よ

津軽十三津波法承の成立とその性格

つ

て
い
る
c

す
な
わ
ち
同
書
の
総
論
に
あ
っ
て
誌
、

に
大
津
波
が
あ
っ
て
、
十
三
湊
は
被
害
を
受
け
た
と
伝
え
込
れ
る
」
(
毘

害
時
ぺ

i
ジ
ス
つ
い
で
北
津
報
部
の
笛
所
で
は
「
興
国
元
年
の
大
諜
一
授

に
よ
っ
て
拠
点
で
あ
る
十
三
辻
壊
滅
状
態
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
い
〈
詩

書
問
ぺ
i

ジ
)
と
あ
り
、
い
ず
れ
も
出
典
を
示
さ
ず
に
大
津
波
を
自
明

の
こ
と
と
し
て
記
述
し
て
い
る
。
た
だ
し
填
震
に
、
津
波
を
事
在
し
た

と
は
言
明
し
て
い
な
い
が
、
伝
最
で
あ
る
と
し
て
も
典
拠
を
治
し
て
い

な
い
こ
と
に
か
わ
り
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
状
記
を
見
た
場
合
、
や
は

り
十
三
津
波
の
詰
敢
に
つ
い
て
の
再
吟
味
を
、
ぜ
ひ
行
わ
な
く
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
筆
者
の
意
簡
は
、
広
く
欝
理
解
い
た
だ
け
る
も
の
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る

5

津
軽
十
三
津
波
低
承
の
成
立

で
「
興
鴎
元
年
の
大
海
靖
」
と

れ

た

津

軽

十

一

確

た

る

典

挺

も

治

さ

れ

ず

に

再

論

文

以

来
、
歴
史
的
評
砿
と
し
て
何
等
本
格
的
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
な
く
認
め

ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
恐
ら
く
、
中
世
津
軽
安
藤
氏
の
問
題
の
解
明
に

主
眼
が
お
か
れ
て
、
十
一
一
一
湊
と
安
藤
氏
、
海
暗
に
よ
る
安
藤
氏
の
没
落

と
十
三
議
の
彼
輿
と
い
う
点
に
震
点
が
為
っ
た
た
め
、
海
犠
自
体
に
学

問
的
な
験
討
が
加
え
ら
れ
な
い
ま
ま
に
過
ご
し
て
き
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
っ
た

D

分
野
に
お
い
て
、
本
来
な
ら
ば
伝
殺
を
取
り

ね
ば
な
ら
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
中

前
節

205 
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置
の
文
書
史
料
に
も
記
録
に
も
見
え
ず
、
に
伝
承
と
し
て
伝
え
ら
れ

て
き
た
「
輿
圏
元
年
の
大
海
晴
」
が
、
藍
史
的
事
実
ら
し
く
ほ
と
ん
ど

疑
問
を
技
ま
れ
ず
に
今
日
に
至
っ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
不
思
議
と
し

か
い
い
よ
う
が
な
い
。

本
館
で
は
、
津
鞍
十
一
一
…
津
波
法
承
が
い
か
に
形
成
さ
れ
た
の
か
、
そ

の
点
に
つ
い
て
考
模
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
さ
で
怯
承
文
学
論
の
立
場

か
ら
、
こ
の
十
三
津
波
訟
承
に
本
格
的
な
検
討
そ
加
え
た
の
が
、
性
々

木
孝
二
氏
の
論
文
「
北
奥
羽
む
竪
史
に
お
け
る
伝
敢
の
位
諜
い
昌
弘
前

大
学
国
史
研
究
』
第
七
七
号
一
九
八
四
年
〉
で
あ
る
。
性
々
木
論
文
で

は
、
興
国
の
大
海
鳴
を
も
含
め
て
、
津
軽
に
お
け
る
津
波
長
議
は
、
北

東
北
地
方
に
広
く
流
布
し
て
い
た
岳
髭
水
伝
承
の
一
典
型
で
あ
っ
て
、
当

地
方
で
代
々
語
り
継
が
れ
て
き
た
転
承
で
あ
る
と
し
、
司
新
撰
睦
奥
富
誌
』

ゃ
っ
外
一
一
一
郡
誌
h

の
記
述
に
依
拠
し
て
そ
れ
を
述
べ
て
い
る
。
掩
布
し

た
訟
承
の
形
態
か
ら
、
捧
按
怯
承
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
手
法
に
誌
開
く

べ
き
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
た
だ
し
、
伝
承
の
成
立
過
韓
が
解
明
さ
れ

て
お
ら
ず
、
話
料
撰
陸
奥
田
誌
』
に
お
け
る
興
国
一
冗
年
の
海
鳴
の
麓
所
を

結
介
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
君
九
八
三
諮
誌
』
に
よ
っ
た
海
噛
の
宍
容
記
述

に
終
始
し
た
た
め
、
残
念
な
が
ら
壁
史
学
の
方
面
か
告
は
詮

E
さ
れ
る

こ
と
の
少
な
か
っ
た
の
が
実
靖
で
あ
る
。
佐
々
木
論
文
の
詣
講
を
詰
ま

え
て
、
本
節
で
は
窮
近
代
か
ら
近
現
代
に
至
る
、
各
史
料
に
見
え
る
津

液

伝

承

の

記

述

事

こ

と

に

し

た

い

。

明
治
九
停
ご

(
み
ち
の
く
双
書

第2特集

第
口
集

加
ペ

l
ジ
に
、

「
興
国
一
冗
年
庚
長
八
丹
髄
態
怒
り
糠
部
及
六
郡
の
地
を
理
設
し

す
る
者
十
有
余
万
、
弘
安
田
年
蒙
古
渡
来
せ
し
比
融
調
あ
っ
て
よ
り

凡
三
た
ひ
、
此
の
時
十
三
域
も
壊
れ
檀
林
寺
栄
蓮
禅
定
問
の
木
像
流

失
す
、
こ
れ
よ
り
一
千
汚
郡
大
光
寺
に
城
を
築
き
て
謬
る
二

と
あ
り
、
十
三
藤
原
氏
お
藤
罪
秀
光
の
代
に
、
興
国
元
年
の
喪
患
に
よ

あ

っ

た

と

て

い

る

。
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弘
前

年
二
八
九
九
〉
、

内
と
も
い
う
べ
き
立
体
軽
の
し
る
べ
』
(
今
泉
盛
岡
高
)
に
は
、
「
津
軽
累

代
の
略
記
」
と
し
て
、
十
三
藤
原
氏
の
第
六
代
秀
光
の
器
所
に
次
の
よ

う
に
記
し
て
い
る
。

「
後
伏
見
天
皇
正
安
元
年
二
月
二
日
生
る
、
後
村
上
天
皇
興
国
元
年
四
間

風
大
に
起
り
、
綾
部
外
ケ
議
江
流
澗
郡
等
海
鳴
の
為
め
覆
設
し
死
す

ケ
度
、

一
城
破
壊
す
、

内
容
は
、
明
新
撰
躍
奥
田
誌
』
と
酷
似
し
て
い
る
が
、
の
地
域
が

前
者
よ
り
誌
や
や
詳
し
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
近
代
に
入
っ
て
、

「
興
国
元
年
の
大
海
鳴
」
詰
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、

少
な
く
と
も
明
治
お
初
年
か
ら
三
十
年
代
に
か
ぜ
て
培
、
こ
の
津
波
に

関
す
る
知
識
誌
、
か
な
り
流
布
し
て
い
た
と
克
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
で
詑
意
す
べ
き
は
、
こ
の
大
揚
繍
誌
、

は
な
く
「
鶴
間
車
仁
よ
る
梅
鴫
」
と
、
は
っ

よ
る
の
で

れ
て
い
る
w

}

と
で



津軽十三津波訟象の成立とその性格

あ
る
。
こ
の
点
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い

G

な
お
吋
新
撰
陸
奥
田
誌
』
や

吋
津
軽
む
し
る
べ
』
以
降
、
「
興
国
元
年
の
大
海
鳴
一
に
つ
い
て
記
述
し

て
い
る
著
作
は
、
前
述
の
も
の
を
諒
外
す
れ
ば
、
明
治
三
十
九
年
(
一

九

O
六
)
め
吉
田
東
伍
編
『
大
日
本
地
名
辞
警
』
(
宮
田
出
現
)
、
昭
和
十

六
年
(
一
九
五
一
)
の
福
士
貞
義
吋
飯
詰
村
史
』
(
蹴
詰
村
役
場
〉
、
昭

和
十
八
年
二
九
四
一
一
一
)
の
小
友
叔
雄
『
捧
軽
封
内
竣
枇
考
』
(
青
森
競

土
会
)
、
豊
島
勝
蔵
『
十
三
村
郷
土
史
十
三
沿
革
誌
』
(
一
九
五
四
年

一
九
八
二
年
復
調
車
内
森
コ
ロ
ニ
ー
印
臨
〉
、
明
西
津
軽
郡
史
』
(
時
郡
史

編
纂
委
員
会
一
九
五
四
年
)
等
で
あ
る
が
、
吋
大
日
本
地
名
詩
書
』
を

除
い
て
は
、
吋
新
撰
臨
興
国
誌
加
の
出
典
名
を
記
し
て
い
な
い
(
吋
西
津

軽
郡
史
』
は
前
記
小
友
該
雄
氏
の
著
作
を
引
用
し
て
い
る
)
。
こ
の
よ
う

な
点
か
ら
も
、
蕗
箭
で
指
祷
し
た
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
興
国
む
埠
波
が

一
人
歩
き
す
る
事
態
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

近
現
代
に
お
け
る
「
興
国
元
年
の
大
海
鳴
」
の
研
究
状
捉
培
、
以
上

述
べ
た
通
り
で
あ
る
s

そ
れ
で
は
、
前
近
代
に
お
け
る
津
波
伝
議
は
い

か
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か

5

結
論
か
ら
い
え
迂
、
中
世
の

史
料
に
あ
っ
て
は
、
「
興
田
元
年
の
大
海
嘘
」
を
記
録
し
た
文
献
が
存
在

し
な
い
こ
と
、
近
世
後
期
に
い
た
っ
て
、
そ
れ
を
記
述
し
た
文
献
の
出

現
す
る
こ
と
を
ま
ず
侮
断
り
し
て
お
き
た
い
。

中
世
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
、
十
一
一
一
議
に
障
す
る
代
表
的
な
史

料
に
、
「
十
一
一
一
在
来
」
(
吋
新
一
端
毒
森
県
叢
書
』

l
所
収
)
が
あ
る
。
こ
れ

は
享
保
十
六
年
二
七
三
二
に
或
立
し
た
津
軽
藷
の
官
撰
史
審
『
違

軽
一
統
志
」
に
収
録
さ
れ
、
人
口
に
韓
笑
し
て
い
る
史
料
で
あ
る
。
立
体

軽
一
統
士
心
』
〈
間
前
所
収
)
の
一
編
纂
は
、
基
本
的
に
は
享
保
十
二
年
〈

七
二
七
)
十
月
、
諸
経
藩
家
老
事
多
村
校
臨
む
名
前
で
も
っ
て
、
領
内

に
お
け
る
大
々
的
な
史
料
収
集
の
触
替
を
発
令
し
て
開
始
し
た
(
「
弘
前

藩
庁

E
記
国
日
記
…
弘
前
市
立
図
書
龍
蔵
、
享
保
十
ニ
年
十
月
二
十
西

日
の
条
。
以
下
、
民
量
一
闘
を
「
国
日
記
い
と
略
記
す
る
)
。
喜
多
村
が
発
令
守

し
た
触
替
の
主
要
な
点
は
、
第
一
点
は
端
祥
院
様
(
津
軽
為
信
の
段
号
)

蔀
代
と
そ
む
前
後
の
摩
史
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
第
二
は
寛
文
蝦
実

蜂
起
事
件
(
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
の
乱
)
に
つ
い
て
の
文
献
を
集
め
る
こ

と
、
で
あ
っ
た
む
そ
の
中
の
一
条
に
、
「
車
祥
院
様
以
前
知
例
代
々
之
議
伺

事
ニ
よ
ら
す
聞
記
核
物
語
侯
ハ
¥
少
々
之
事
に
て
も
可
申
出
依
」
と

あ
り
、
領
内
的
伝
承
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
収
集
し
よ
う
と
い
う
意
欲

を
見
せ
て
い
た
。
つ
い
で
、
同
年
十
一
月
七
日
の
達
書
で
は
、
領
内
寺

院
の
一
冗
和
以
前
の
年
号
を
も
っ
石
港
、
文
字
的
事
い
て
あ
る
五
の
文
言

を
全
て
欝
き
翠
る
こ
と
、
と
金
五
文
の
攻
築
も
毘
っ
て
い
る
(
阿
部
同

年
十
一
足
七
日
の
条
)
。
「
十
三
往
来
」
は
、
お
そ
己
く
十
月
二
十
四
日

の
触
替
に
基
づ
い
て
収
集
さ
れ
、
『
津
軽
一
統
志
知
に
収
録
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。

め
「
外
浜
奇
勝
」
に
「
わ
ら
詰
べ
の
も
て
あ
そ
ぶ
『
十

一
註
来
』
と
い
う
冊
子
に
、
近
、
き
世
ま
で
、
都
に
た
ぐ
ふ
ば
か
り
患
と

み
て
、
に
ぎ
は
三
し
か
り
し
よ
し
を
か
い
た
り
。
安
東
も
此
あ
た
り
に

住
て
、
そ
り
ゃ
か
ら
も
い
と
多
く
安
信
氏
の
た
ぐ
ひ
ひ
ろ
け
れ
.
は
、
此

あ
た
ち
を
さ
し
て
、
安
日
氏
と
や
も
は
合
い
ひ
つ
ら
ん
を
、
の
世
に

組

内

と

や

人

の

い

ふ

ら

ん

か

未

来
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社

一

九

七

一

段

ぺ

i
ジ

が
十
三
地
方
奇
想
遊
し
た
寛
政
八
年
(

地
方
の
児
童
達
が
所
持
し
て
い
た
「
冊
子
」

る
。
羽
仲
軽
一
一
統
志
』
は
、
藩
政
時
代
に
あ
っ
て

な
く
、
ま
し
て
官
撰
史
書
で
あ
る
の
で
、
領
内
の
民
衆
に
広
く
読
ま
れ

る
こ
と
が
な
い
と
見
る
の
が
常
識
的
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
「
十
三
在

来
い
は
菅
江
真
澄
が
記
す
ご
と
く
、
現
在
に
生
き
る
我
々
の
よ
う
に
立
仲

軽
一
統
志
h

に
攻
諒
さ
れ
た
か
ら
自
に
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
当

時
に
あ
っ
て
辻
長
衆
の
間
に
極
め
て
親
し
ま
れ
て
い
た
往
来
物
の
一
つ

で
あ
っ
た
。
し
か
し
周
知
の
ご
と
く
「
十
三
往
来
」
に
は
、
い
わ
ゆ
る

「
興
畠
元
年
の
大
海
噺
」
の
記
述
は
な
く
、
中
世
十
三
湊
の
繁
栄
安
記
述

す
る
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
興
昌
光
年
の
大
海
輔
」
転
落
の
起

諜
は
、
「
十
三
往
来
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
。
た
だ

し
『
津
経
一
統
志
』
付
巻
に
は
、
津
波
伝
承
で
あ
る
「
印
髭
水
」
の
記

載
が
あ
る
c

そ
れ
は
現
在
の
藷
奥
湾
の
創
成
物
語
で
あ
る
の
で
、
い
わ

ゆ
る
「
嬰
国
元
年
の
大
権
噂
」
伝
承
と
直
接
的
に
結
び
付
く
も
の
と
は

と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
立
体
経
一
統
志
』
の
「
白
髭
水
」

一
津
波
伝
承
に
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
る
と
に
は
反
対
で

と
あ
り
、
「
十
三
在
来
」

士
ハ
)
の
頃
に
お
け
る
、
当

で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

れ
た
こ
と
が

徹車追跡・{為害 f東日流外三ミ郡誌j第2特集

あ
る
。も

う
一
つ
付
け
加
え
る
な
今
は
、
の
「
外
浜
奇
勝
」
の
中
に
あ

っ
て
、
菅
江
真
澄
は
十
三
地
方
の
伝
承
を
、
安
東
氏
の
こ
と
も
含
め
て

い
ろ
い
ろ
と
記
述
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
興
岡
元
年
の
大
海
曜
、
」

は
言
う
に
及
ば
ず
、
か
っ
一
地
方
も
し
く
は
捧
経
地
方
に
大
津
波

の
襲
来
し
た
と
い
う
転
惑
を
何
一
フ
記
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は

奇
勝
」
に
限
ら
ず
、
閉
じ
く
津
軽
地
方
の
語
樽
岸
地
惑
を
層
進
し
た
時

に
書
き
留
め
た
「
に
し
き
の
は
ま
」
(
間
前
全
集
第
三
巻
所
収
)
等

に
も
、
建
波
の
伝
承
を
全
く
採
録
し
て
い
な
い
こ
と
に
、
我
々
は
匹
、

お
ろ
う
。
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し
て

一
一
往
来
」
と
酷
桜
し
た
史
料
で
あ
る
一
漉
新
城
記
」
〈

家
出
蔵
東
北
大
学
霞
書
結
蔵
官
自
論
文
一
晩
収
)
は
、
生
々
木
慶
市
氏

の
一
言
う
よ
う
に
「
お
そ
ら
く
安
謀
長
お
よ
び
十
三
湊
の
全
盛
期
を
偲
ん

で
秋
田
安
東
氏
に
よ
っ
て
作
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
(
関
氏
「
中
世
の

諸
経
安
議
長
の
研
究
」
吋
東
北
文
化
研
究
所
総
婆
い
第
十
六
号
一
九
八

四

年

日

ぺ

l
ジ
)
と
考
え
込
れ
る
こ
と
か
ら
、
後
世
の
改
作
の
手
が
入

っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
世
史
料
で
は
あ
っ
て
も
、
こ

れ
に
も
「
興
関
元
年
め
大
海
噛
」
む
記
事
は
み
あ
た
‘
り
な
い
。

す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
の
中
世
十
二
一
議
に
関
す
る
史
料
に
も
、
「
朗
ハ
間
一
死

年
の
大
海
犠
」
に
つ
い
て
の
記
述
は
見
当
た
ら
ず
、
近
世
の
津
軽
地
方

ιあ
っ
て
広
く
人
口
に
籍
条
し
て
い
た
「
十
一
一
一
件
往
来
い
に
お
い
て
も
、
そ

の
痕
跡
は
な
い
。
蓄
江
真
澄
も
前
述
の
ご
と
く
、
津
波
伝
承
そ
採
録
し

て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
『
中
津
軽
一
一
統
志
h

に
あ
っ
て
は
、
事
保
年
間
に

史
書
編
纂
の
た
め
、
文
献
・
金
石
文
・
伝
敢
の
説
集
を
額
内
に
広
く
お

こ
な
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
語
述
の
ご
と
く
自
髭
水
の
伝
承
は
丹
巻
に

載
せ
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
れ
が
「
興
国
一
冗
年
の
大
海
噺
」
の
日
伝
承
に

結
び
付
く
も
の
で
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
結
局
は
中
世
史
料
な
ら

び

に

近

世

で

も

立

体

経

一

統

士

と

で

は

、

い

わ

ゆ

る
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一
瓦
年
の
大
議
酬
明
」
伝
承
の
存
在
し
た
一
可
能
性
は
低
い
と
見
て
大
過
な

か
ろ
う
。

そ

れ

で

は

、

明

治

初

年

に

成

立

し

た

等

に

あ

る

輿
国
元
年
の
大
講
鳴
」
は
、
い
っ
た
い
い
か
な
あ
っ
て
記

載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
を
年
代
を
追
っ
て
、

確
認
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
c

「
興
国
元
年
の
大
海
晴
」
が
あ
っ
た
と

い
う
時
期
に
、
諜
渡

C
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
史
料
は
、
確
実
な
史
料

と
し
て
誌
、
「
陸
奥
弘
前
諜
軽
家
譜
い
乾
・
坤
{
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

蔵
)
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
前
代
歴
譜
」
な
ら
び
に
「
前
史
い
の
二
本

の
家
系
顕
で
あ
る
。
両
者
辻
い
ず
れ
も
津
軽
氏
の
極
め
て
遠
い
先
砲
の

家
識
と
系
図
を
記
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
内
容
は
前
述
し
た
十
三
藤
環

氏
の
系
図
で
あ
る
と
理
解
い
た
だ
い
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
c

「
前
代
歴

譜
」
じ
基
づ
い
て
十
三
藤
原
氏
の
観
略
を
簡
単
に
記
せ
ば
、
左
記
の
よ

う
に
な
る
。

津軽十三津波品添の成立とその性格

秀
郷

i
(
五
代
略
〉
|
清
構
l
基
擬
i

つ
秀
衡

「
秀
栄

1
2
i
z
己

秀
則
1

或
信

「
前
代
歴
譜
」
十
三
藤
原
氏
の
家
譜
の
部
分
に
は
、
六
代
藤
瞭
秀
光
の

時
期
、
「
興
盟
元
年
農
民
八
丹
髄
風
多
ニ
起
リ
六
部
及
ヒ
癒
部
外
ケ
浜
共

ニ
覆
没
シ
テ
死
者
十
万
余
人
、
弘
安
四
年
蒙
言
渡
来
ノ
明
大
津
波
ア
リ

テ
ヨ
ワ
凡
ソ
コ
一
ケ
度
十
三
城
壊
ル
、
壇
林
寺
栄
蓮
禅
定
門
/
木
像
流
失
、

此
ヨ
リ
平
河
郡
大
光
寺
ニ
築
キ
居
ル
」
と
あ
る
。
ま
た
国
系
国
の
秀
光

の
富
一
的
に
は
輿
毘
元
年
の
年
記
が
な
く
、
秀
光
の
代
と
し
て
「
有
海
曜

大
杷
外
浜
之
地
十
三
域
亦
壊
故
城
午
大
光
寺
居
之
」
と
の
記
載
が
あ
る
。

「
前
史
い
の
方
培
、
コ
別
代
密
議
」
の
系
図
の
記
載
と
ほ
と
ん
ど
時
様
で

あ
る
の
で
、
改
め
て
掲
げ

a

る
こ
と
は
し
な
い
c

そ
こ
で
「
興
霞
元
年
の

大
海
噺
」
を
克
明
に
記
し
て
い
る
「
蔀
代
歴
譜
」
に
つ
い
て
、
そ
む
史

料
的
な
告
患
性
を
間
部
に
す
る
、
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

近
投
津
軽
民
が
、
自
ら
の
系
躍
を
新
た
に
作
成
す
る
必
要
に
迫
ち
れ

た
事
情
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
縞
「
津
軽
藩
藩
政
文
書
の
基
礎
的
研

究
九
」
二
)
(
『
文
経
論
叢
』
第
十
五
巻
第
一
号
一
九
八

O
年
}
に
お
い

て
、
両
氏
に
伝
来
し
た
文
書
史
料
の
特
繋
を
解
明
す
る
過
謹
に
あ
っ
て
、

明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
津
軽
民
が
公
式
な
系
間
接
呈
上
し
た

の
は
、
江
戸
幕
府
に
お
い
て
初
め
て
編
纂
が
行
わ
れ
た
官
撰
系
図
「
寛

永
諸
家
系
毘
伝
」
に
お
い
て
で
あ
っ
た

G

そ
れ
に
よ
れ
ば
津
軽
氏
の
始

誌
は
「
政
倍
」
で
あ
り
、
後
が
近
海
尚
通
の
搭
子
と
な
り
、
こ
れ
以
韓

藤
原
氏
を
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
敦
信
は
為
信
の
祖
父

に
当
た
り
、
天
文
十
年
二
五
回
一
)
五
月
九

5
に
死
去
と
あ
る
c

「寛

永
諸
家
系
図
伝
」
以
後
に
…
編
纂
さ
れ
た
、
府
の
官
撰
家
譜
で
あ

る
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
も
、
津
軽
氏
の
「
寛
永
諸
家
系
出
廷
」

209 



微震追跡・偽轡 F東日流外三雲s昔、』

に
散
っ
た
記
述
を
し
て
い
る
の
で
、
ほ
ほ
同
様
の
内
容
と
見
て
よ
か
ろ

う
(
吋
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
二

H
i百
ペ
ー
ジ
〉
。
そ
れ
ゆ
え
津

軽
氏
は
、
致
倍
以
前
の
系
譜
、
言
い
換
え
る
と
十
一
一
一
藤
原
氏
の
系
図
は

正
式
な
も
の
と
し
て
告
ら
も
認
め
て
い
な
い
し
、
少
な
く
と
も
そ
れ
は

幕
藩
体
制
に
お
い
て
は
公
式
に
認
可
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
邑

十
一
一
一
藤
原
氏
む
系
図
が
、
「
寛
永
諸
家
系
醤
伝
い
に
お
い
て
記
載
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
し
か
も
公
的
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
当
践
の
系
闘
が
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
い
つ
の
頃
か

ら
で
あ
ろ
う
。
現
在
「
漆
軽
家
文
書
」
〈
弘
前
市
立
図
書
館
と
器
立
史
料

館
両
方
を
含
め
た
薄
軽
家
文
書
〉
を
始
め
と
す
る
近
世
棒
軽
氏
に
関
す

る
大
名
史
料
群
の
中
で
、
こ
の
十
一
二
藤
原
氏
に
関
す
る
系
図
史
料
と
克

ら
れ
る
も
っ
と
も
古
い
の
は
、
津
軽
藩
一
一
一
代
藩
主
津
軽
信
義
の
子
で
、
四

代
溝
主
埠
経
稽
政
の
弟
、
京
都
養
源
院
生
職
を
務
め
た
可
足
権
増
正
が

記
し
た
、
年
不
詳
の
「
可
足
筆
記
」
(
弘
前
市
立
図
書
館
鼓
)
で
あ
ろ
う
む

下
沢
保
鰐
稿
の
「
津
軽
旧
記
類
引
罵
番
日
」
(
明
弘
前
菌
室
閉
館
議
郷
土
史

文
献
解
題
知
弘
前
市
立
国
書
館
一
九
七

O
年
開
ぺ
!
ジ
)
に
よ
れ

ば
、
「
可
是
筆
記
」
と
は
「
曲
目
テ
御
家
古
代
ノ
事
実
ヲ
略
記
シ
テ
、
之
ヲ

信
政
公
ニ
口
玉
ス
s

是
ヲ
可
足
筆
記
ト
一
判
。
」
と
あ
り
、
元
の
藩
、
玉
津
軽
倍

政
に
対
し
て
可
足
が
自
家
の
系
譜
を
克
明
に
記
述
し
て
献
上
し
た
と
い

う
。
そ
の
書
き
出
し
に
、

「
雄
軽
嚢
担
ハ
在
禽
門
窮
藤
原
秀
栄
ト
申
候
、
秀
栄
ハ
大
戦
勉
鎌
足
八

代
従
四
位
下
鎮
守
府
将
軍
秀
榔
子
孫
ニ
接
J

と
あ
っ
て
、
津
軽
氏
の
極
先
を
平
泉
藤
諜
氏
に
求
め
て
お
り
、
一
平
泉
藤

第2特集

楠
原
氏
麓
原
基
禽
の
子
秀
栄
が
津
韓
一
一
一
郡
を
持
鎮
し
、
産
経
を
称
し
十
一

に
居
佳
し
た
と
あ
る
。
紙
幅
の
関
係
か
ら
「
可
足
筆
記
」
全
文
を
掲
載

す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
が
、
当
該
の
史
料
辻
「
義
経
入
夷
」
説
(
御

悌
草
子
の
「
錦
曹
子
島
渡
り
」
)
、
「
炭
境
藤
太
」
伝
説
、
「
北
条
持
頼
廻

国
い
低
説
、
「
嘩
糸
前
」
伝
承
な
ど
様
々
な
説
話
と
記
一
本
の
類
を
取
捨
選

択
し
て
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
可
足
筆
記
い
が
下
敷

き
に
し
た
の
は
、
幕
藩
体
制
確
立
期
に
お
い
て
巷
題
に
流
布
し
て
い
た

説
話
、
翻
髄
草
子
、
諸
軽
に
怯
わ
る
伝
敢
な
ど
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を

農
家
の
系
譜
に
盛
り
込
ん
で
内
容
を
豊
か
に
し
た
と
い
え
よ
う
。

「
可
足
筆
記
」
を
始
め
と
す
る
十
三
藤
原
民
系
図
に
つ
い
て
の
考
証
は
、

次
第
に
お
い
て
詳
細
に
行
う
と
し
て
、
捧
按
伝
承
の
成
立
に
つ
い
て
更

に
考
察
を
進
路
ょ
う
。
問
題
に
し
た
「
可
足
筆
記
」
に
は
、
藤
原
秀
光

の
時
期
に
つ
い
て
、
「
御
嬬
左
密
門
往
秀
光
殿
大
光
寺
ニ
賠
候
」
と
あ
り
、

こ
の
前
後
の
文
章
に
も
い
わ
ゆ
る
「
興
田
元
年
合
大
場
晴
」
の
文
一
一
一
一
口
は

見
当
た
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
可
足
筆
記
」
の
成
立
し
た
当
時
(
十

七
世
紀
末
か
ら
十
八
世
紀
初
め
に
お
い
て
)
に
あ
っ
て
品
、
「
興
関
元
年

の
大
講
鳴
」
を
直
接
明
示
す
る
津
波
伝
換
は
、
巷
間
に
伝
わ
っ
て
い
な

か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
前
記
吋
津
軽
一
統
志
h

に
見
え

る
よ
う
な
、
「
・
自
霊
水
」
伝
承
が
存
荘
し
て
い
た
可
能
性
は
否
定
し
な
い
。

「
前
代
歴
譜
」
が
成
立
し
た
正
薙
な
時
期
は
、
実
泣
い
ま
だ
不
明
で
あ

る
。
記
述
内
容
か
ら
み
て
「
可
足
筆
記
」
を
下
地
に
し
て
い
る
こ
と
は

明
白
で
あ
る
。
ま
た
ヱ
別
代
麿
譜
」
に
も
異
本
が
あ
り
、
内
容
に
異
同

が
あ
っ
て
必
ず
し
も
各
写
本
の
記
載
内
容
が
同
一
で
あ
る
わ
け
で
は
な
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い
。
弘
前
車
立
図
書
館
蔵
岩
見
文
庫
の
「
時
間
代
御
系
譜
」
辻
、
「
前
代
麿

譜
」
と
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
で
あ
る
が
、
年
代
の
推
定
可
能
な
簡
所
が
み

る
お
…
で
評
髄
し
え
る
も
の
で
あ
る
。
最
終
ぺ

i
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

家
老
命
日
達
書
が
、
年
代
推
定
の
手
掛
か
り
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
「
政
信
」
以
前
の
系
譜
は
数
百
年
を
経
過
し
て
い
る
た
め
、

話
頼
し
う
る
部
分
が
少
な
く
、
原
書
も
少
な
い
、
そ
こ
で
こ
の
た
び
の

御
系
譜
改
め
が
行
わ
れ
た
さ
い
に
改
め
て
吟
味
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
江
戸
幕
廓
か
ら
「
政
信
」
を
始
め
と
す
る
系
譜
全
般
に
つ
い
て

十
三
カ
条
の
尋
審
が
出
さ
れ
、
津
軽
藩
が
そ
れ
に
自
答
を
し
た
の
が
文

化
九
年
二
八
一
二
)
匝
丹
で
あ
る
会
御
系
譜
之
議
ニ
待
八
ム
議
へ
上
申

せ
し
書
簡
奉
書
」
弘
前
市
立
詔
書
館
蔵
)
。
そ
れ
以
臨
に
誌
、
こ
の
よ
う

な
事
例
は
な
く
、
文
化
以
後
は
、
嘉
永
一
一
年
二
八
四
九
)
に
行
わ
れ

て
い
る
が
弓
御
系
譜
錦
触
麗
拝
観
差
出
迄
之
一
件
」
間
前
三
「
政
信
」

を
問
題
と
し
て
い
な
い
の
で
、
家
老
の
口
達
は
文
化
九
年
四
月
の
こ
と

と
思
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
こ
の
「
龍
代
御
系
譜
」
は
文
化
九
年
の
写
で

あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
「
品
別
式
鐸
系
譜
」
の
中
に
は
、
秀
光
の
代
に
「
脊

海
繍
大
培
外
浜
之
地
十
一
一
一
域
亦
壊
故
域
年
大
光
寺
島
之
」
と
の
記
載
が

み
る
。
前
述
し
た
「
前
代
監
譜
」
の
系
菌
の
中
に
あ
同
様
で

あ
っ
た
。

津軽十三津波伝承の成立とその性格

さ
て
「
前
代
魔
譜
」
な
ら
び
に
「
前
史
」
を
収
め
る
「
陸
奥
弘
前
津

軽
家
議
」
は
、
明
治
六
年
二
八
七
一
一
一
〉
五
月
の
太
政
官
布
告
一
五
一

号
に
よ
っ
て
、
新
井
白
石
の
「
漉
翰
議
」
以
後
の
自
家
系
譜
の
編
纂
が

各
事
務
家
に
求
め
ら
れ
、
明
治
政
府
が
そ
れ
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
c

そ

れ

ゆ

、

明

治

六

年

頃

の

成

立

な

の

で

あ

る

が

、

藩

政

時

代
の
漕
軽
藩
に
缶
わ
っ
た
家
譜
・
系
譜
を
そ
の
ま
ま
全
て
書
き
上
げ
た

と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
「
前
代
歴
譜
い
な
ど
は
、
前
述

の
こ
と
く
幕
藩
体
制
下
に
お
い
て
公
式
に
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
形
で
表
面
に
出
て
く
る
可
能
性
は
な
い
も
の

で
あ
っ
た
。
前
記
文
化
九
年
の
「
前
代
錦
系
譜
」
培
、
家
譜
を
の
せ
ず

系
図
の
み
を
4

記
し
て
い
た
が
、
「
前
代
歴
譜
」
の
系
閣
と
の
関
慌
か
、
り
し

て
、
お
そ
古
く
文
化
九
年
の
段
階
で
「
前
代
竪
譜
」
と
迂
ぽ
同
様
の
家

系
譜
が
成
立
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
察
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
藤

原
秀
光
の
時
期
に
大
海
輔
が
帯
在
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
記
事
は
権
認

で
き
て
も
、
そ
れ
が
興
国
元
年
八
月
の
喪
服
織
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
記
載
が
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
今
一
つ
確
証
が
持
て
な
い
。
し

か
し
、
菅
江
真
澄
の
持
期
か
ら
若
干
の
時
期
を
騎
て
た
天
明
六

1
寛
政

九
年
頃
に
成
立
し
た
、
湾
軽
の
伝
説
や
伝
承
告
集
め
た
工
藤
自
竜
の
主
体

軽
俗
説
選
知
(
青
森
県
叢
書
刊
行
会
一
九
五
一
年
)
に
も
、
津
軽
十
一
一
一

連
波
伝
承
は
全
く
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
十
八
世
紀
末
の

時
期
に
あ
っ
て
は
、
十
三
津
波
伝
桑
は
民
間
に
読
ん
伶
し
て
い
た
形
跡
が

な
い
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
津
軽
落
に
お
け
る
埠
軽
民
の
遠
祖
十
一
一
一
藤
原

氏
を
記
…
恋
す
る
文
化
九
年
の
家
譜
・
系
図
に
あ
っ
て
拐
め
て
、
十
三
簿

設
の
記
事
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
同
じ
十
三
藤
京
民
の
系
譜
を
記
銀

し
た
、
も
っ
と
も
古
い
「
可
足
筆
記
」
に
あ
っ
て
は
、
つ
ま
り
十
七
世

紀
末
か
ら
十
八
世
杷
初
め
に
か
け
て
の
史
料
に
は
、
い
ま

は
表
れ
て
い
な
い
。
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ニ
津
接
伝
承
を
叩
〕
こ
で
ま
と
め
る
と
、

く
そ
の
伝
識
が
確
か
め
ら
れ
ず
、

一
藤
宗
民
の

第2特集

中
世
の
史
料
に
は
金

一
津
波
に
つ
い
て
の
記
述
が
初
め

て

出

て

く

る

の

小

議

に

お

い

て

十

九

世

紀

の

初

め

で
あ
る
こ
と
、
顧
密
こ
の
段
措
で
も
「
興
盟
元
年
の
大
海
鳴
い

と
い
う
文
官
は
確
認
で
き
ず
、
ほ
ほ
同
時
期
に
漆
一
授
が
起
こ
っ
た
よ
う

に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
十
一
一
一
藤
原
氏
の
系
譜
で
も
、
も

っ
と
も
古
い
成
立
と
み
ら
れ
る
「
可
足
筆
記
」
に
は
、
津
波
の
記
事
は

見
当
た
ら
ず
、
ま
た
菅
江
真
設
・
工
藤
自
竜
に
よ
る
民
詩
伝
承
の
採
集

に
よ
っ
て
も
捧
波
伝
承
は
霞
か
め
ら
れ
な
い
c

し
た
が
っ
て
諜
抑
ニ

津
波
伝
承
は
、
藩
主
家
で
あ
る
晶
体
軽
長
の
漉
祖
、
十
三
藤
原
氏
爪

家
系
を
搾
成
す
る
過
程
に
お
い
て
出
現
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、

は

十

九

世

紀

に

入

っ

て

か

れ

る

の

で

あ

る

む

そ

れ

津
軽
十
三
津
波
伝
承
の
性
格

前

節

に

お

い

て

は

、

津

軽

十

三

の

成

立

過

程

と

時

期

に

つ

い
て
明
ら
か
に
し
た
号
本
節
で
は
当
該
の
伝
承
が
い
か
な
る
竪
史
的
な

性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
ま
た
「
興
国
元
年
の
大
海
噛
」
を

記
す
十
三
藤
原
氏
系
図
の
史
料
的
な
特
殺
を
、
津
軽
氏
の
家
措
・
系
関

と
の
関
連
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
部
の
津
軽
十
一
二
種
波
の
研
究
史
と
問
題
点
に
お
い
て
包
上
に
上

げ
た
吉
田
論
文
に
お
い
て
は
、
「
可
足
鰻
記
」
に
あ
る
十
三
議
療
系
一

議
藤
秀
栄
の
十
一
一
な
ら
び
に
安
東
氏
(
古
田
氏
は
一
震
し
て

東
」
を
用
い
て
い
る
が
、
本
稿
で
今
一
一
一
口
説
を
引
い

外
は
、
「
{
女
藤
」
を
培
い
る
)
と
り
戦
争
に
つ
い
て
は
信
用
し
て
よ
い
と

述
べ
て
い
る
(
罰
論
文
7
1
8
ぺ
i
ジ
ー
し
か
し
古
田
論
文
に
あ
っ
て

辻
「
可
足
筆
記
」
に
対
し
て
の
史
料
批
判
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
活
用

し
て
よ
い
と
い
う
恨
拠
が
全
く
明
ら
か
で
な
い
の
辻
残
念
で
あ
っ
た
。

前
述
の
ご
と
く
「
可
足
筆
記
」
は
、
学
問
的
な
吟
棟
に
耐
え
う
る
よ
う

な
史
料
的
価
値
を
も
ち
う
る
と
ほ
と
う
て
い
考
え
、
り
れ
な
い
。
説
話
・
伝

承
・
伝
説
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
歴
史
的
事
実
を
4

記
録

し
た
史
料
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
内
容
が

荒
唐
無
識
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
ら
「
可
足
筆
記
」
に
あ
る
事
柄
を

全
て
退
け
て
し
ま
う
の
は
、
差
し
控
え
な
く
て
誌
な
ら
な
い
。
捧
軽
氏

に
為
っ
て
は
、
江
戸
幕
府
に
認
め
ら
れ
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
自
家
の

系
譜
が
半
ば
公
然
と
、
こ
れ
以
誇
も
同
家
内
部
で
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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は

、

古

く

か

に

伝

わ

を
元

ιし
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
c

そ
れ
辻
次
の
理
由
に
よ
る
。

津
軽
氏
が
京
都
の
近
禽
長
と
接
鞍
を
持
つ
の
は
、
確
実
な
史
料
で
確
認

可
能
な
の
は
、
十
七
控
紀
の
初
頭
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
時
襲
卿
記
」
や

「
時
藤
卿
記
紙
背
文
書
」
「
一
一
一
議
院
記
」
な
ど
の
文
欝
・
記
誌
に
よ
っ
て

で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
第
三
次
史
料
の
編
纂
物
に
し
か
表
れ
て

い
な
い
し
、
そ
れ
も
文
技
期
で
あ
る
。
慶
長
五
年
二
六

O
O
〉
正
月

二
十
七
日
の
「
津
軽
為
常
任
右
京
大
夫
口
宣
案
」
{
開
立
史
料
館
議
海
経

家
文
書
)
は
、
そ
の
姓
が
藤
諜
に
な
っ
て
い
る
が
、

お
そ
ら
く
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十
日
の
「
津
軽
信
枚
叙
従
五
位
下
任
話
中
守
口
官
一
案
」
の
何
通
か
あ

る
等
の
一
通
〈
間
前
)
は
、
「
澱
信
教
」
を
一
記
し
て
お
り
、
津
軽
氏
内
部

で
も
当
時
本
姓
を
藤
原
氏
と
す
る
か
源
氏
と
す
る
か
、
捧
持
し
て
い
た

こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。
樺
軽
氏
が
藤
原
姓
を
称
し
、
こ
れ
が
公
式
に
認
め

会
れ
た
の
は
、
前
記
の
ご
と
く
「
寛
永
諸
家
系
関
伝
い
の
編
纂
に
お
い

て
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
江
戸
幕
府
へ
提
出
す
る
系
菌
の
繰
纂
に
み
っ

て
、
津
軽
家
で
は
、
寛
永
十
八
年
二
六
回
二
四
丹
、
藤
原
政
信
が

藤
原
尚
通
の
猶
子
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
近
衛
家
の
了
解
を
取
り
付

け
た
の
で
あ
っ
た
。
実
は
「
可
足
筆
記
」
に
も
、
「
近
禽
殿
ノ
設
父
殿
ニ

謁
シ
黄
金
ヲ
若
干
、
禁
裏
へ
被
骸
綾
」
と
あ
り
、
十
四
世
紀
前
学
に
お

け
る
十
三
藤
服
部
氏
と
近
痛
氏
と
の
関
係
に
触
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
全

く
荒
藷
無
稽
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
一
一
日
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な

点
か
ら
み
て
、
「
可
足
筆
記
」
は
、
前
節
で
一
宮
山
及
し
た
説
話
・
怯
換
な
ど

に
加
え
て
、
佑
に
近
世
初
一
組
合
蔀
軽
家
と
近
侍
家
と
お
関
わ
り
合
い
を

念
頭
に
お
い
て
右
の
富
所
を
記
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
、
「
可
足
筆
記
」

の
記
述
し
た
十
三
藤
京
氏
の
世
界
は
、
近
世
を
瀕
る
こ
と
の
な
い
史
資

料
を
素
材
に
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

近
年
、
円
以
外
三
郡
誌
』
も
さ
る
こ
と
な
が
台
、
古
田
論
文
を
始
め
と
す

る
各
著
作
(
代
表
的
な
も
の
と
し
て
宮
崎
道
生
歪
阿
議
集
の
竪
史
」
山

川
出
販
社
一
九
七

O
年
川
ぺ
!
ジ
、
ち
な
み
に
問
書
に
あ
っ
て
は
、

興
国
元
年
の
十
一
一
一
津
波
が
実
在
の
も
の
と
し
て
、
ま
た
そ
れ
が
白
髪
水

と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
)
記
お
い
て
も
、
「
臨
ハ
罷
一
元
年
の
大
梅
靖
」
が
当

時
十
三
議
に
拠
っ
た
と
い
わ
れ
る
津
軽
安
藤
氏
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、

論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
こ
に
大
き
な
誤

謬
が
存
在
す
る
と
思
れ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
可
足
筆
記
い
も
平
明
代

堅
議
」
な
ら
び
に
「
前
史
」
も
安
藤
氏
と
の
関
わ
り
に
ほ
と
ん
ど
言
及

し
て
い
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。
従
来
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
は
、
「
十
一
一
一
議

新
誠
記
」
に
従
え
ば
、
安
藤
長
が
十
三
議
に
築
城
し
た
の
は
お
そ
ら
く

正
和
年
中
三
三
二
一

i
一
一
ニ
工
つ
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
こ

の
古
田
説
は
お
お
む
お
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
。
三
郎
代
庭
譜
」
立
ど
に

見
え
る
の
母
、
十
三
藤
原
氏
の
藤
原
秀
光
が
十
一
一
一
を
退
却
し
た
の
は
「
興

国
元
年
の
大
海
繍
」
に
よ
っ
て
十
三
域
が
破
壊
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
の

で
あ
り
、
津
軽
安
藤
氏
と
の
抗
争
に
敗
北
し
て
一
滅
亡
し
た
か
ら
で
は
な

い
。
内
容
の
荒
皆
無
謹
な
点
は
別
に
お
き
、
「
ム
則
的
代
竪
譜
」
の
記
述
に
従

う
な
ら
ば
、
十
三
藤
原
長
は
、
古
田
論
文
が
説
く
安
藤
氏
の
十
三
新
城

築
域
時
の
正
和
年
中
に
、
十
三
壌
に
騒
然
と
し
て
居
る
の
で
あ
る
(
十

三
藤
原
氏
の
側
に
も
、
ま
た
安
藤
氏
の
備
に
も
関
者
が
十
四
世
紀
の
初

め
に
十
三
湊
の
域
に
両
者
が
問
居
し
て
い
た
と
い
う
記
録
は
な
い
)
。

こ
む
よ
う
な
混
乱
は
、
史
料
と
し
て
性
格
の
異
な
る
「
前
代
聾
譜
」
と

「
十
三
湊
新
城
記
」
を
、
無
限
定
に
結
び
付
け
て
扱
っ
た
こ
と
に
起
菌
す

る
の
で
み
る
。
す
な
わ
ち
、
津
軽
安
義
氏
の
梅
上
交
易
活
動
を
強
調
す

る
あ
ま
ち
、
「
十
三
湊
新
域
記
」
に
十
一
一
一
津
波
の
記
事
が
な
い
に
も
関
わ

ら
ず
、
本
来
な
ら
ば
安
藤
氏
と
は
全
く
無
関
係
な
、
十
一
一
一
藤
原
氏
の
家

系
譜
で
あ
る
「
前
代
藍
譜
」
の
「
輿
田
元
年
の
大
海
靖
ケ
記
事
を
無
批

判
に
按
り
入
れ
、
そ
の
こ
と
を
安
藤
氏
の
十
三
漢
を
中
心
と
し
た
構
運

と
関
連
付
け
て
、
論
理
を
拙
組
み
立
て
た
と
考
え
込
れ
る
。
例
え
ば
、
前
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撤遊追跡 a偽書 f東日流外三都誌』

記
翠
月
森
県
の
藍
史
』
に
あ
っ
て
は
、
十
三
藤
原
長
系
闘
が
全
く
荒
議

無
稽
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
言
及
し
て
い
る
(
詞
書

m
i
M
ペ
ー
ジ
)
に

も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
十
一
一
一
藤
原
氏
系
障
に
お
み
見
え
る
興
国
一
元
年
の
大

薄
波
の
存
在
は
、
歴
史
的
存
在
と
し
て
認
め
る
(
間
撤
回
目
ぺ
[
ジ
〉
と

い
う
矛
盾
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。

さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
中
世
・
近
世
に
お
け
る
安
東
・
安
藤

氏
の
劉
の
系
臨
・
家
譜
な
ら
び
に
伝
承
な
ど
い
か
な
る
も
の
を
捜
索
し

て
も
、
「
興
国
元
年
の
大
海
場
」
の
存
在
を
記
す
文
言
は
全
く
存
在
し
な

い
。
そ
れ
は
当
然
で
あ
る
c

と
い
う
の
は
、
「
興
盟
元
年
の
大
樺
噛
」
は

例
度
も
述
べ
て
き
た
ご
と
く
十
三
藤
京
氏
系
図
に
し
か
克
え
ず
、
近
世

簿
軽
藩
が
家
系
譜
作
成
の
過
程
で
幕
藩
体
制
後
期
か
今
末
期
に
か
け
て
、

こ
の
津
波
伝
承
を
「
前
代
歴
譜
」
等
に
掲
げ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
中
世

安
藤
氏
関
様
、
な
ら
び
に
近
世
の
安
東
氏
関
経
の
史
料
や
系
菌
に
は
記

録
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
c

と
こ
ろ
で
「
能
代
歴
譜
い
等
に
克
明
え
る
大
海
鳴
が
起
こ
っ
た
輿
爵
元

年
の
年
号
を
、
い
か
に
考
慮
す
べ
き
で
為
ろ
う
か
。
興
国
の
年
号
が
、
高

額
年
号
で
あ
る
こ
と
に
ま
ず
注
口
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
可
是
筆
記
」
に

は
「
後
醍
醐
天
皇
ノ
御
宇
官
軍
ニ
属
シ
奉
候
」
と
あ
り
、
十
三
藤
原
氏

は
構
朝
に
所
践
し
て
い
た
こ
と
を
明
訴
し
て
い
る
。
「
前
代
経
譜
」
に
お

け
る
秀
光
の
代
の
記
事
法
全
て
鶏
輯
年
号
で
あ
っ
て
、
正
平
三
年
(
一

一
ニ
四
八
)
に
は
鹿
皮
千
枚
を
構
朝
に
盤
上
し
た
と
い
う
。
南
北
朝
中
内

乱
期
に
は
津
軽
安
藤
氏
が
全
て
北
朝
方
に
与
問
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
一

族
の
中
で
も
相
関
れ
て
梧
創
を
繰
り
返
し
て
い
た
こ
と
は
、
当
時
の
各

第2特集

(
南
部
家
文
書
、
曽
我
文
書
、
新
護
戸
文
護
等
)
に
見
え
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
し
か
し
津
軽
安
藤
氏
が
十
五
世
紀
に
最
終
的
に
は
階
朝
方

の
南
部
氏
と
筑
争
を
繰
り
返
し
た
こ
と
(
『
満
済
護
活
日
記
?
水
享
明
年

十
月
二
十
一
日
の
条
〉
等
を
以
て
、
十
一
一
一
藤
療
氏
系
盟
会
作
成
者
が
安

藤
氏
を
北
朝
方
と
認
定
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
と
対
筑
関
係
に
あ
っ
た

十
三
藤
原
氏
を
南
朝
に
社
立
て
上
げ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
南
朝
年
号
を
沼
用
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
右
の
理
解
で

良
い
と
思
わ
れ
る
が
、
大
海
噺
の
起
こ
っ
た
年
を
わ
ざ
わ
ざ
興
国
元
年

八
月
と
し
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
現
在
の
段
階
で
は
解
明
し
え
な
か
っ

た
a
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本
館
を
終
え
る
に
当
た
っ
て
、
諜
経
十
一
一
一
雄
波
一
伝
承
の
註
格
を
ま
と

め
て
お
き
た
い
。
津
波
伝
承
を
訳
載
す
る
前
近
代
に
お
け
る
唯
一
の
文

献
で
あ
る
「
前
代
堅
議
」
類
は
、
そ
の
最
も
古
い
原
初
形
態
を
保
持
す

る
「
可
足
筆
記
」
が
、
当
時
器
開
に
流
あ
し
た
伝
法
・
説
話
等
を
ベ
ー

ス
と
し
、
そ
れ
に
近
設
初
頭
会
意
騒
廷
の
政
治
動
向
を
加
味
し
て
作
成

し
た
も
告
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
系
譜
は
ま
さ
に
近
世
の
産
物
で
あ
っ

た
。
「
輿
悶
元
年
の
大
海
蟻
」
と
薄
軽
安
譲
氏
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
中

世
十
三
湊
を
拠
点
と
し
た
安
藤
氏
の
海
上
活
動
と
い
う
予
斬
に
基
づ
い

て
、
全
く
性
質
の
異
な
る
、
し
か
も
各
史
料
に
お
け
る
文
言
の
前
後
の

関
保
も
無
視
し
て
、
紫
限
定

ι関
連
付
け
て
取
り
扱
っ
た
結
果
生
み
出

さ
れ
た
見
解
で
あ
っ
た
。
現
代
の
各
著
作
に
出
て
き
て
、
前
近
代
の
安

藤
・
安
東
氏
の
各
系
悶
・
系
譜
・
家
譜
類
に
「
興
盟
元
年
の
大
海
噛
」
が

出
て
こ
な
い
の
は
、
性
格
的
異
な
る
「
前
代
震
譜
」
と
一
議
新
城



を
紫
摂
定
に
結
び
付
け
て
、
津
渡
で
安
藤
氏
が
被
害
を
受
け
た
と

い
現
代
に
お
い
て
創
出
し
た
議
論
で
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
む

そ
の
点
に
お
い
て
は
、
訂
川
パ
一
一
一
都
誌
加
も
例
外
で
な
く
、
右
の
こ
と
か

ら
も
『
外
コ
一
群
誌
h

が
極
め
て
現
代
的
な
色
彩
の
強
い
奇
替
で
あ
る
こ

と
が
理
解
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
「
興
闇
元
年
の
大
講
菊
一

を
記
す
、
明
治
九
年
成
立
の
明
新
撰
陸
実
菌
誌
』
に
お
い
て
す
ら
、
連

波
と
安
譲
長
の
関
係
を
記
述
し
て
い
る
富
所
は
皆
無
な
の
で
あ
る
(
第

二
節
で
触
れ
た
、
一
八
九
九
年
成
立
の
「
津
軽
の
し
る
べ
』
も
関
様
で

あ
る

1
む

び

す

津軽十三津波伝承の成立とその性格

本
語
で
明
ら
か
に
し
た
津
軽
十
三
誇
接
伝
承
の
成
立
と
そ
の
性
格
に

つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第

1
点
は
、
十
一
一
一
津
捜
す
な
わ
ち
「
興
罷
元
年
の
大
海
犠
」
の
存
在

も
し
く
試
そ
の
伝
敢
は
、
確
た
る
史
料
の
口
浩
一
耶
と
論
拠
安
円
以
て
実
証
さ

れ
た
研
究
成
果
が
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
古
悶
論
文
に
代
表
さ
れ
る
各

著
作
に
あ
っ
て
、
様
々
な
影
を
と
っ
て
自
明
の
こ
と
と
し
て
論
じ
ら
れ

て
き
た
。
そ
れ
は
『
外
三
郡
誌
』
に
あ
っ
て
も
例
外
で
は
な
く
、
た
だ

し
こ
の
場
合
は
出
典
を
載
せ
て
い
る
ケ

l
ス
が
あ
る
こ
と
で
信
葱
性
を

幾
分
は
高
め
て
い
る
点
で
地
の
著
作
と
異
な
る
が
、
そ
の
出
典
、
の
書
名

良
体
が
桂
し
げ
な
も
の
で
あ
り
、
当
時
存
在
し
た
と
は
考
え
込
れ
な
い

代

物

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

る

。

第
2
点
は
、
津
軽
地
方
に
お
け
る
津
波
伝
承
で
あ
る
哀
悼
軽
一
統
志
』

付
巻
所
収
の
白
髭
水
忌
承
は
、
そ
の
文
言
を
子
掘
に
み
る
な
ら
ば
津
軽

十
三
津
波
山
知
識
と
は
畏
格
が
異
な
り
、
両
者
は
諒
一
接
的
に
は
何
等
結
び

付
か
な
い
の
で
あ
る
s

第

3
点
は
、
記
ハ
語
元
年
の
大
権
噺
」
は
津
軽
氏
の
遠
組
を
記
し
た
十

三
藤
原
氏
系
留
に
あ
っ
て
、
初
め
て
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ

し
十
三
藤
原
氏
芸
罷
の
最
も
原
初
的
な
形
態
を
謀
持
し
て
い
る
「
可
足

筆
記
」
は
、
「
輿
昌
一
冗
年
の
大
海
鳴
」
を
載
せ
て
お
ら
ず
、
十
七
世
紀
末

か
ら
十
八
世
紀
初
頭
に
お
け
る
、
「
可
足
筆
記
」
が
一
編
纂
の
た
め
の
素
材

と
し
た
説
話
・
訟
議
の
鎖
に
は
、
埠
軽
十
一
一
一
津
波
伝
識
は
存
在
し
な
か

っ
た
可
能
性
が
高
い
告

第

4
点
培
、
菅
江
真
設
や
工
藤
自
竜
の
各
著
作
を
見
て
も
、
十
八
世

紀
か
ら
十
九
世
紀
の
初
め
に
か
け
て
の
時
期
に
は
、
十
三
津
波
の
記
惑

を
晶
体
軽
地
方
で
穫
誌
で
き
ず
、
近
世
津
軽
地
方
の
民
間
に
流
布
し
た
伝

承
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。

第

5
点
誌
、
「
興
国
元
年
の
大
海
噛
」
を
記
述
す
る
、
字
削
代
歴
譜
」
を

代
表
と
し
た
一
連
の
十
三
藤
原
氏
系
鴎
類
は
、
津
軽
藩
に
お
い
て
、
十

九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
大
権
鳴
も

そ
の
過
程
で
系
図
に
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ

れ
が
誰
新
後
、
藩
主
系
図
類
も
広
く
関
覧
可
能
に
な
っ
た
段
階
で
、
吋
新

撰
陸
奥
田
誌
』
等
に
「
興
国
元
年
の
大
海
犠
」
が
記
録
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
ハ
ひ
い
誌
は
、

や

等
、
中
古
の
史
料
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に

球

全

く

「

興

国

元

年

の

大

海

犠

」

が

い

。

ま

藤
民
の
家
譜
・
系
菌
類
に
も
当
大
海
噛
は
見
え
ず
、
「
興
思
元
年
の
大
海

噴
」
と
安
藤
氏
の
樽
上
活
動
と
を
結
び
付
け
て
論
じ
る
こ
と
は
、
藩
致

時
代
・
明
治
時
代
を
通
じ
て
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
現
代
に
お
い

て
盛
ん
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
中
世
史
料
と
十
九
世

紀
に
作
成
さ
れ
た
蔀
記
十
三
藤
原
氏
系
図
と
を
、
無
限
定
に
つ
な
ぎ
合

わ
せ
た
非
常
に
蕪
壊
の
多
い
内
容
で
あ
る
w

切
と
は
、
今
ま
で
解
明
し
た
事

舗
で
了
解
い
た
だ
け
る
も
の
と
考
え
る
。
十
九
世
組
に
咋
成
し
た
近
世

津
軽
氏
の
家
系
譜
が
、
中
世
史
料
に
記
隷
さ
れ
る
ヰ
す
が
な
い
の
辻
当

然
で
あ
っ
て
、
安
藤
民
と
十
三
産
一
授
を
結
び
付
け
る
め
は
、
そ
の
意
味

で
は
全
く
ナ
ン
セ
ン
ス
と
設
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

さ
て
諌
軽
十
一
一
一
連
波
伝
承
に
つ
い
て
、
以
上

6
点
に
わ
た
る
事
柄
を

明
ら
か
に
し
た
が
、
最
後
に
十
三
津
波
が
護
史
的
に
あ
っ
た
か
苔
か
と

い
う
問
い
に
培
、
現
状
で
は
次
の
よ
う
に
し
か
回
答
し
え
な
い
で
為
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
「
興
留
一
元
年
の
大
場
蟻
」
は
そ
れ
を
記
す
何
本
か
の
十

一
一
一
藤
原
氏
系
図
の
内
容
そ
れ
自
体
が
荒
時
無
稽
で
あ
っ
て
、
控
史
的
な

事
実
を
記
し
た
も
の
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
文

戴
史
料
か
ら
培
、
そ
の
存
在
を
確
認
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
り
、
大
準

設
は
興
国
一
克
年
に
な
か
っ
た
可
能
性
が
非
常
に
高
い
、
と
一
一
一
日
わ
ざ
る
を

え
な
い
の
で
あ
る
。
「
興
関
元
年
の
大
海
嘱
」
を
津
軽
藩
で
は
何
等
か
の

津
波
伝
品
棋
を
元
に
し
て
構
想
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
前
記
第

2
点

に
あ
っ
て
確
認
し
た
よ
う
に
白
髭
水
は
除
外
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の

な
っ
た
伝
承
は
、
は
確
認
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
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現
段
暗
に
お
い
て
辻
、
文
献
史
学
な
込
び
に
竪
史
学
の
分
野
か
ら
の
、
こ

れ
以
上
の
十
三
諜
接
へ
の
ア
プ
ロ

i
チ
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
そ
の
意

味
も
な
い
と
患
わ
れ
、
自
熱
科
学
の
分
野
に
お
け
る
解
明
を
期
待
し
て

顎
筆
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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〈
1
〉
例
え
ば
『
北
異
文
化
h

第
五
号
(
北
奥
文
化
研
究
会

に
新
野
読
書
秋
開
大
学
教
援
が
「
明
東
日
流
外
三
郡
日
記
』
に
よ
せ
て
'
一
と

題
し
て
、
『
外
一
一
一
郡
誌
恥
は
地
震
・
津
波
史
料
と
し
て
書
じ
難
い
と
い
う

立
場
委
設
り
つ
つ
も
、
吋
外
一
一
一
郡
誌
』
と
百
本
謁
中
部
沖
地
震
の
こ
と
を

「
地
震
余
話
」
の
第
で
触
れ
て
お
ら
れ
る
。

〈
2
)
近
年
自
然
科
学
の
分
野
か
も
、
十
一
一
一
湖
に
お
け
る
津
波
の
痕
跡
を
探

る
精
力
的
な
罪
究
が
行
わ
れ
て
お
り
、
佐
藤
硲
・
中
谷
間
・
箕
浦
幸
一
品
川
「
瀬

一
九
八
四
年

話
底
質
堆
綾
物
中
に
記
録
さ
れ
た
地
麓
津
一
授
の
痕
跡
」
〈
吋
地
鑓
』
第
二
輯

第
四

O
巻
一
ム
九
八
七
年
)
が
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
論
文
は
、
近
震
の

捧
波
の
壌
跡
を
明
ら
か
に
し
た
に
と
ど
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
「
輿
冨
元
年
の

大
海
噺
〕
の
時
間
期
に
は
い
ま
だ
言
及
し
て
い
な
い
。

(
3
)
寛
永
十
年
二
六
七

O
)
の
年
記
の
あ
る
吋
十
三
往
来
記
恥
な
ど
、
も

っ
と
も
ら
し
い
書
名
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
間
撒
闘
は
吋
国
書
総
目
録
』
に

も
見
当
た
ら
ず
、
他
に
需
げ
て
い
る
妻
名
も
同
様
に
罷
し
げ
な
も
の
で
£

っ
た
。
ま
た
内
容
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
倒
的
え

ば
、
「
き
ち
ん
窃
」
や
「
飲
墨
」
な
ど
の
用
語
が
器
、
氷
二
十
年
二
四
一

〉
と
い
う
年
号
の
あ
る
中
世
史
料
に
あ
り
え
る
は
ず
が
詰
く
、
文
章
e
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用
語
い
ず
れ
告
と
っ
て
も
中
盤
・
近
世
に
存
在
し
な
い
用
例
が
多
い
こ
と

も
付
け
加
え
て
お
く
。

〈
i
Z
簿
韓
議
で
は
、
吋
津
軽
一
読
士
と
の
一
端
纂
に
先
駆
け
て
、
す
で
に
寛
文

年
間
に
史
料
の
収
集
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
国
呂
記
」
童

文
罰
年
〈
一
六
六
四
)
五
月
十
七

E
の
条
に
よ
れ
ば
、

「
方
々
寺
社
方
よ
り
縁
起
榛
札
登
ス
堂
一

て
棟
札
小
懸
ケ
・
波
間
・

て
縁
起
波
間
八
幡
官

一
、
鶴
郡
謂
帯
二
端

、
万
議
寺
方
自
録

、
津
軽
普
之
由
来
車
問

枚

枚通時

右
之
内
最
明
寺
殿
日
記
被
付
候
書
出
シ
右
之
外
諜
札
・
書
物
共
以
上
六
通
、

一
、
十
三
物
語

此
外
方
々
榛
札
写
候
而
留
置
候
、
一

と
あ
り
、
ま
た
「
弘
前
城
日
譜
」
(
東
京
大
学
史
料
一
端
纂
所
蔵
)
の
同
自

の
条
に
は
、

平
為
知

a

鶴
領
内
事
争
、
波
間
棟
札
一
枚
・
縁
組

札
、
万
綾
寺
山
川
記
、
掛
仲
職
組
臼
出
来
書
、
最
開
明
寺
時

語
設
所
々
様
札
書
籍
」

と
あ
る
。
こ
の
な
か
に
見
え
る
「
十
三
物
語
」
が
鰐
を
指
す
も
の
か
不
明

で
あ
ち
、
ま
た
『
国
書
総
目
録
』
に
も
右
史
料
の
名
は
見
え
な
い
。

(
5
)
義
経
入
夷
記
説
に
つ
い
て
は
、
菊
池
勇
夫
『
幕
藩
捧
棋
と
蝦
夷
地
』
(
雄

九
八
四
年
〉
の
第
一
部
第
四
章
「
義
経
「
鰻
夷
征
伐
一
物
語
の

刷
、
省
懸
・
百
決
棟

十
一
一
一
物

山
鵠

生
誕
と
機
能
」
に
詳
し
く
、
こ
の
な
か

卜
に
「
可
思
筆
記
」
も
入
っ
て
い
る
(
問
書
万
ペ
ー
ジ
)
。

〈
6
)
『
本
荘
市
史
』
史
料
一
端
豆
(
本
荘
市
一
九
八
二
年
)
お
ぺ

i
ジ
、
拙

稿
「
家
譜
・
家
系
」
の
解
説
の
部
分
。

(
7
〉
く
わ
し
く
は
、
結
構
「
文
禄
・
慶
一
長
期
津
軽
丘
の
復
元
的
考
察
」
(
長

谷
川
成
一
一
端
コ
津
軽
議
の
基
礎
的
研
究
』
国
審
刊
行
会
一
九
八
百
年
〉
花

l
mぺ
i
ジ
を
参
摂
さ
れ
た
い
。

〈
8
〉
く
わ
し
く
は
、
長
省
出
向
成
一
…
細
道
仲
椛
鴻
初
期
文
議
集
或
い
〈
弘
前
市

教
育
委
削
民
会
一
九
八
八
年
〉
日
号
文
器
解
説
を
参
関
さ
れ
た
い
〈
開
審

路
ペ
ー
ジ
〉
。
ま
た
「
捧
軽
家
譜
草
案
」
〈
弘
前
市
立
図
書
館
戴
)
と
題
す

る
系
図
の
表
紙
に
は
、
妙
心
読
様
鶴
筆
之
写
と
あ
っ
て
(
妙
心
誌
と
は
西

代
藩
主
津
軽
信
政
の
琵
号
)
、
淳
軽
信
政
が
自
筆
で
書
い
た
も
の
の
写
で

あ
る
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
記
し
て
い
る
。
そ
の
系
図
に
よ
れ
ば
、
系
譜
の
始

担
は
家
光
で
あ
り
、
家
光
以
捧
の
各
人
の
再
審
き
に
は
氏
姓
が
記
さ
れ
て

い
る
。
家
光
l
家
信
i
光
器
!
成
鵬
首
ま
で
は
、
全
員
が
「
源
氏
九
そ
れ

以
後
、
政
情
i
為
別
!
守
山
山
間
j

為
様
は
「
藤
民
い
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
捧

戦
民
は
、
糠
民
か
ら
藤
原
氏
仁
民
性
を
転
換
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ぞ
れ
を

藩
主
自
ら
が
筆
録
し
た
系
留
に
明
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈Q
U
)

近
衛
官
尋
書
状
寛
永
十
八
年
二
六
回
一
)
四
月
二
十
六

5
(
東

京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
「
薄
軽
文
書
」
)
。
同
書
状
は
、
拙
璃
「
達
軽
蓬

藩
政
文
書
の
基
礎
的
研
究
一
(
一
)
(
『
文
経
論
叢
』
第
十
五
巻
第
一
号

一
九
八

O
年
〉
川
ぺ
i
ジ
に
全
文
を
掲
ぜ
て
お
い
た
の
で
参
類
さ
れ
た
い
。

な
お
再
論
文
の
な
か
で
、
一
信
組
碍
を
戸
培
法
ノ
と
註
記
し
て
し
ま
っ
た
が
、
母
親
符 ス

217 



徹鹿追跡・{為替 F東己流外三郡紘J第2特集

が
正
し
い
の
で
、
訂
正
し
て
お
〈
。

〈
印
)
し
た
が
っ
て
「
輿
臨
元
年
の
大
海
噂
」
後
の
、
安
藤
氏
の
活
躍
を
記

い
ず
れ
も
海
保
嶺
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す
「
廻
船
式
吾
」
や

な
ど
の
史
料

来
一
端
吋
中
世
蝦
夷
史
料
竺
一
一
一
番
第
一
九
八
三
年

壌
の
譲
渡
被
害
を
整
合
さ
せ
る
た
め
、
苦
し
い
撞
理
を
重
ね
な
く
て
は
な

ら
な
か
っ
た
。

所
収
〉
と
、
十
三

〈
本
論
文
は
、
『
総
合
研
究
滞
粧
十
一
…
一
議
』
〔
北
方
新
社
刊
、

お
さ
め
た
も
の
に
、
若
干
の
加
撃
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
J

九
八
八
年
〕
に

裳
谷
川

成

九
四
九
年
、
秋
田
県
に
生
ま
れ
る
。

九
七
三
年
、
東
京
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
務
士
課
程
諺

7
0

一
九
七
四
年
、
東
京
大
学
史
料
補
纂
所
助
手
。

一
九
八

O
年
、
弘
前
大
学
助
教
授
(
人
文
学
部
)
。

一
九
八
九
年
、
弘
前
大
学
教
護
(
人
文
学
部
〉
。

専
攻
、
日
本
近
世
史
。

主
な
輔
著
書
に
、
吋
津
軽
議
の
基
礎
的
研
究
』
吋
作
品
奥
地
域
史
の
罷
究
h

吋
海
峡
を
つ
な
ぐ
E
本
史
恥
な
ど
が
あ
る
c

現
住
所
託
子

O
三
六
弘
前
市
豊
第
二
十
二
l
十一


