


図
一
「
の
」
の
崩
し
字
（『
実
用
変
体
が
な
』
よ
り
。
以
下
、
図
五
ま
で
同
様
）

図
二

字
母
「
川
」

図
三

字
母
「
徒
」

一
、
は
じ
め
に

私
た
ち
は
、
鷲
見
休
明
（
す
み

や
す
あ
き
ら
）
著
『
吉
岡
の
日
記
』
の
翻
刻
や
内
容
の
読
解
、

実
地
調
査
、
吉
岡
温
泉
の
歴
史
に
関
す
る
調
査
な
ど
を
行
っ
た
。
こ
の
活
動
の
目
的
は
、『
吉
岡

の
日
記
』
の
内
容
を
丁
寧
に
捉
え
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
「『
吉
岡
の
日
記
』
を
読
む
」

グ
ル
ー
プ
は
、
昨
年
度
（
二
〇
一
八
年
度
）
の
先
輩
方
の
翻
刻
・
調
査
―
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）

旧
暦
九
月
二
十
六
日
〜
十
月
四
日
―
を
引
き
継
ぎ
、
旧
暦
十
月
五
日
か
ら
十
月
十
九
日
ま
で
の
内

容
を
翻
刻
し
た
。
翻
刻
や
内
容
の
読
解
に
あ
た
っ
て
は
、
す
で
に
本
書
の
翻
刻
を
公
刊
し
て
い
る

鳥
取
市
歴
史
博
物
館
編
『
姫
君
姉
妹

吉
岡
温
泉
滞
在
日
記
』
に
多
大
な
学
恩
を
こ
う
む
っ
た
。

ま
た
、
吉
岡
温
泉
の
歴
史
で
は
小
泉
友
賢
の
著
し
た
『
吉
岡
温
泉
記
』（
宝
泉
寺
蔵
）
を
用
い
て

『
吉
岡
の
日
記
』
と
比
較
、
検
討
し
た
。

『
吉
岡
の
日
記
』
と
は

ま
ず
は
じ
め
に
、
本
調
査
の
対
象
で
あ
る
『
吉
岡
の
日
記
』
に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
の
作
品
は
、

著
者
で
あ
る
鷲
見
休
明
が
、
姫
君
姉
妹
の
湯
治
に
随
行
し
、
鳥
取
の
吉
岡
ま
で
訪
れ
た
際
の
日
記

で
あ
る
。
上
下
巻
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
主
な
登
場
人
物
は
、
六
代
鳥
取
藩
主
・
池
田
治
道
の

娘
の
三
津
姫
と
庸
姫
、
姫
君
た
ち
の
兄
で
七
代
藩
主
で
あ
る
斉
邦
、
女
房
た
ち
、
そ
し
て
筆
者
の

鷲
見
で
あ
る
。
こ
の
日
記
は
、
姫
君
た
ち
の
旅
先
の
宿
り
で
の
お
慰
め
の
た
め
に
、
ま
た
の
ち
に

思
い
出
し
に
な
る
際
の
も
て
あ
そ
び
の
一
種
と
し
て
、
書
き
記
さ
れ
て
献
上
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

湯
治
が
行
わ
れ
た
時
期
は
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
の
九
月
二
十
六
日
〜
十
月
二
十
八
日
（
上
巻
）

で
、
日
記
に
は
、
姫
君
た
ち
の
湯
治
の
様
子
や
、
登
場
人
物
た
ち
が
詠
ん
だ
歌
、
著
者
の
鷲
見
休

明
の
政
治
観
な
ど
幅
広
い
内
容
が
見
ら
れ
る
。

著
者
の
鷲
見
休
明
（
一
七
五
〇
〜
一
八
〇
八
）
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
。
鷲
見
は
鳥
取
藩
士

で
、
若
年
か
ら
漢
学
を
学
び
、
歌
学
は
両
親
か
ら
手
ほ
ど
き
を
受
け
る
。
江
戸
の
著
名
人
と
も
親

交
を
重
ね
た
。
和
歌
に
秀
で
筆
跡
も
巧
み
で
、
多
数
の
著
書
を
残
し
た
人
物
で
あ
る
。

二
、
翻
刻
と
は

次
に
、
翻
刻
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
。
翻
刻
と
は
、
崩
し
字
を
現
代
使
わ
れ
て
い
る
仮
名
に
直

し
て
い
く
作
業
で
あ
る
。
図
一
で
は
「
の
」
と
い
う
文
字
を
例
に
挙
げ
る
。
赤
線
で
示
す
箇
所
が

普
段
な
じ
み
の
あ
る
「
の
」
の
崩
し
字
で
あ
る
。
一
方
、
青
線
で
示
す
箇
所
が
『
吉
岡
の
日
記
』

で
は
比
較
的
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
字
で
あ
る
。
赤
線
部
分
の
字
母
が
「
乃
」
で
あ
る
の
に
対
し
、

青
線
部
分
の
字
母
は
「
能
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
同
じ
ひ
ら
が
な
で
も
字
母
は
異
な
る
こ
と
が

分
か
る
。

「
の
」
の
他
に
も
現
代
で
使
わ
れ
て
い
る
仮
名
と
は
異
な
る
字
母
を
持
つ
も
の
も
あ
る
。
こ
こ

で
は
『
吉
岡
の
日
記
』
原
文
で
比
較
的
よ
く
登
場
し
た
仮
名
を
二
つ
紹
介
す
る
。
一
つ
目
は
「
つ
」

と
い
う
仮
名
で
あ
る
（
図
二
、
図
三
参
照
）。
現
代
で
使
わ
れ
て
い
る
「
つ
」
の
字
母
は
「
川
」

と
い
う
漢
字
で
あ
る
が
、
原
文
で
よ
く
登
場
す
る
「
つ
」
の
字
母
は
「
徒
」
と
い
う
漢
字
で
あ
る
。

二
つ
目
は
「
な
」
と
い
う
仮
名
で
あ
る
（
図
四
、
図
五
参
照
）。
現
代
で
使
わ
れ
て
い
る
「
な
」

の
字
母
は
「
奈
」
と
い
う
漢
字
で
あ
る
が
、
原
文
で
よ
く
登
場
す
る
「
な
」
の
字
母
は
「
那
」
と

い
う
漢
字
で
あ
る
。
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図
四

字
母
「
奈
」

図
五

字
母
「
那
」

図
六
「
し
ぐ
る
ゝ
空
も
」

図
七
「
し
」

図
八
「
し
う
び
や
う
し
つ
じ
よ
」

三
、
翻
刻
の
訂
正

本
文
の
翻
刻
を
す
る
過
程
で
改
善
し
た
事
例
を
、
紙
幅
の
都
合
で
二
点
に
絞
っ
て
掲
げ
る
。

『
吉
岡
温
泉
滞
在
日
記
』
で
は
図
六
の
箇
所
を
「
し
ぐ
る
し
窓
も
」
と
翻
刻
し
て
い
る
が
（
文
化

元
年
十
月
六
日
条
）、
私
た
ち
は
「
し
ぐ
る
ゝ
空
も
」
と
改
め
た
。
図
六
と
本
文
中
の
「
し
」
と

翻
刻
さ
れ
て
い
る
崩
し
字
の
図
七
を
比
べ
る
と
、
図
六
は
縦
に
短
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

「
し
ぐ
る
ゝ
」
は
「
し
ぐ
れ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
に
な
り
、
そ
れ
に
続
く
語
は
「
窓
」
で
は
な

い
と
考
え
、「
空
」
と
し
た
と
こ
ろ
、「
し
ぐ
れ
て
い
る
空
」
と
な
る
。
そ
の
後
に
「
け
さ
は
晴
け

り
」
と
続
き
、「
し
ぐ
れ
て
い
た
空
も
今
朝
は
晴
れ
た
。」
と
い
う
意
味
に
な
る
。

次
に
、『
吉
岡
温
泉
滞
在
日
記
』
で
図
八
の
「
悪
病
悉
除
（
あ
く
び
ょ
う
し
つ
じ
ょ
）」
と
翻
刻

さ
れ
て
い
る
箇
所
（
文
化
元
年
十
月
十
三
日
条
）
の
中
の
「
悪
（
あ
く
）」
を
「
衆
（
し
ゅ
う
）」

に
改
め
た
。
す
な
わ
ち
、「
衆
病
悉
除
」
と
翻
刻
し
た
。「
悪
」
の
字
の
振
り
仮
名
を
よ
く
見
る
と
、

「
し
う
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
は
、『
仏
説
薬
師
瑠
璃
光
如
来
本
願
功
徳
経
』
中
の
菩

薩
の
十
二
の
大
願
の
中
に
み
ら
れ
る「
衆
病
悉
得
除
」と
い
う
語
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、『
吉
岡
の
日
記
』
内
容
読
解

こ
の
節
で
は
、
私
た
ち
が
日
記
の
中
で
特
に
注
目
し
た
部
分
に
つ
い
て
読
解
し
て
ゆ
く
。
ま
ず

は
、
十
月
六
日
の
記
事
で
あ
る
。

四
―
一

十
月
六
日
―
晴
れ
よ
か
し
―

※
こ
の
前
日
の
十
月
五
日
の
条
に
、
雨
に
降
り
込
め
ら
れ
る
姫
君
た
ち
を
案
じ
て
家
臣
の
詠

ん
だ
、「
は
れ
よ
か
し

雨
降
く
ら
す

山
里
は

う
き
も
と
の
み

お
ぼ
し
わ
ぶ
ら
ん
」

（
晴
れ
て
く
れ
よ
。
雨
が
降
り
暮
ら
す
山
里
は
つ
ら
い
も
の
と
ば
か
り
、
姫
様
方
は
思
い

悩
ま
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
か
ら
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
本
文
）

朝
よ
り
雲
の
ひ
ま
見
え
て
、
ほ
ど
な
う
日
か
げ
さ
し
た
る
。
い
と
う
れ
し
。「
晴
よ
か
し
」

の
歌
、
御
覧
じ
て
、
よ
み
給
ひ
し
と
て
、

い
の
り
つ
る

人
の
こ
と
の
は

し
る
し
あ
り
て

し
ぐ
る
ゝ
空
も
、

け
さ
は
晴
け
り

祈
り
て
し

深
き
心
を

か
き
く
も
り

し
ぐ
れ
し
そ
ら
の

は
る
ゝ
に
ぞ
し
る

と
書
き
給
ふ
て
、
賜
ひ
け
る
。
置
ど
こ
ろ
な
か
ら
ん
、
御
そ
ば
の
人
よ
り
も
、
お
な
じ
心
を

よ
め
る
と
て
、
添
て
お
く
ら
れ
け
る
う
た
。

晴
な
む
と

祈
る
ま
こ
と
の

か
ひ
あ
り
て

天
津
日
か
げ
の

け
ふ
は
さ
し
け
り
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（
現
代
語
訳
）

朝
か
ら
雲
の
隙
間
が
見
え
て
、
ほ
ど
な
く
し
て
日
の
光
が
差
し
て
く
る
。
と
て
も
喜
ば
し
い
。

（
姫
様
方
が
）「
晴
れ
よ
か
し
」
の
歌
を
ご
覧
に
な
り
、
お
詠
み
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、

祈
っ
て
い
た
人
の
言
葉
の
甲
斐
が
あ
っ
て
、
し
ぐ
れ
て
い
た
空
も
今
朝
は
晴
れ
た
こ
と
よ
。

晴
れ
を
祈
っ
て
い
た
深
い
心
の
ほ
ど
を
、
か
き
曇
り
し
ぐ
れ
て
い
た
空
が
晴
れ
た
こ
と
で

よ
く
分
か
っ
た
。

と
お
書
き
に
な
っ
て
、（「
晴
れ
よ
か
し
」
の
歌
を
詠
ん
だ
者
に
）
お
与
え
に
な
っ
た
。（
そ

の
者
は
、
あ
り
が
た
い
も
の
を
い
た
だ
き
）
置
く
場
所
が
な
い
だ
ろ
う
。
お
傍
の
人
か
ら
も
、

同
じ
気
持
ち
で
和
歌
を
詠
む
と
い
う
こ
と
で
、
添
え
て
贈
ら
れ
た
歌
（
は
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
）。

き
っ
と
晴
れ
る
だ
ろ
う
と
祈
る
誠
意
の
甲
斐
あ
っ
て
、
天
の
日
光
が
今
日
は
射
し
た
な
あ
。

こ
の
箇
所
は
、
前
日
ま
で
降
り
続
い
て
い
た
雨
が
や
ん
だ
場
面
で
あ
る
。
冒
頭
に
示
し
た
よ
う

に
、
家
臣
は
姫
君
に
対
し
て
「
は
れ
よ
か
し
」
の
歌
を
詠
ん
で
い
た
。
こ
の
日
、
姫
君
は
そ
の
歌

を
御
覧
に
な
り
、
歌
を
詠
ん
だ
者
に
対
し
て
返
歌
を
送
っ
た
。
こ
れ
ら
の
内
容
か
ら
分
か
る
よ
う

に
、
姫
君
は
家
臣
の
姫
君
に
対
す
る
想
い
を
き
ち
ん
と
汲
み
取
り
、
家
臣
が
姫
君
を
想
っ
て
詠
ん

だ
歌
に
返
歌
を
送
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
姫
君
の
行
動
か
ら
、
姫
君
の
家
臣
を
想
っ
て
行
動
す
る
、
優
し
い
心
や
思
い
や
り

を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
―
二

十
月
六
日
―
姫
君
た
ち
の
遊
び
―

（
本
文
）

…
…
御
姉
な
る
姫
君
、
す
こ
し
あ
つ
し
く
お
は
し
ま
す
と
、
き
の
ふ
く
す
し
の
い
ひ
し
を
、

き
ゝ
し
よ
り
、
い
と
心
や
す
か
ら
ぬ
を
、
け
ふ
は
、
御
名
残
な
く
お
こ
た
り
給
ふ
て
、
ふ
み

画
な
ど
、
め
て
も
て
あ
そ
び
給
ひ
、
①
か
ら
う
た
書
た
る
、
か
る
た
と
い
ふ
も
の
を
、
御
み

づ
か
ら
も
、
あ
は
し
給
ふ
て
、
②
御
さ
え
〳
〵
し
く
、
わ
た
り
給
ふ
を
、
見
奉
る
ぞ
、
よ
ろ

こ
ば
し
と
い
ふ
も
、
ま
た
類
ひ
あ
ら
じ
か
し
。

星
き
ら
〳
〵
と
、
夕
月
の
か
げ
、
ほ
の
め
き
た
る
気
色
、
此
ほ
ど
に
さ
ま
か
は
り
て
、
め

づ
ら
し
、
夜
半
過
る
こ
ろ
よ
り
、
又
雨
風
き
ほ
ふ
。

降
ぬ
べ
き

時
の
雨
を
ば

い
か
ゞ
せ
ん

ひ
る
ま
を
だ
に
も

よ
き
よ
と
ぞ
お
も
ふ

（
現
代
語
訳
）

御
姉
の
姫
君
が
わ
ず
か
に
お
熱
が
お
あ
り
に
な
る
と
昨
日
医
者
が
言
っ
た
の
を
聞
い
て
か
ら
、

（
我
々
は
）
と
て
も
心
配
し
て
い
た
の
だ
が
、
今
日
に
な
る
と
（
姫
君
は
）
あ
ま
す
こ
と
な

く
ご
快
復
な
さ
っ
て
、
書
画
な
ど
を
鑑
賞
し
て
お
楽
し
み
な
さ
り
、
①
漢
詩
の
書
い
て
あ
る

カ
ル
タ
と
い
う
も
の
を
御
自
ら
も
な
さ
る
。
②
実
に
学
識
深
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
様
子
を
拝
見

す
る
に
つ
け
て
も
、
喜
ば
し
さ
は
無
類
な
こ
と
で
あ
る
よ
。

星
が
輝
き
、
夕
月
の
光
が
か
す
か
に
見
え
て
い
る
様
子
は
、
近
ご
ろ
（
の
天
気
）
と
様
子

が
変
わ
っ
て
素
晴
ら
し
い
。
夜
中
を
過
ぎ
る
こ
ろ
か
ら
、
ま
た
雨
と
風
が
先
を
争
う
よ
う
な

天
気
と
な
る
。

（
十
月
な
の
だ
か
ら
）
降
る
は
ず
の
時
雨
は
仕
方
が
な
い
。
昼
間
だ
け
で
も
止
ん
で
く
れ

と
思
う
。

こ
の
場
面
は
、
三
津
姫
の
病
状
が
よ
く
な
っ
て
、
書
画
を
鑑
賞
し
て
楽
し
ん
だ
り
、
漢
詩
の
書

か
れ
た
カ
ル
タ
を
な
さ
っ
て
い
る
様
子
や
、
再
び
天
候
が
悪
く
な
っ
た
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。

特
に
傍
線
部
①
と
②
に
つ
い
て
注
目
し
た
。

傍
線
部
①
で
は
、
姫
君
が
自
ら
、
漢
詩
の
書
か
れ
た
カ
ル
タ
を
な
さ
っ
て
い
る
様
子
が
見
て
取

る
こ
と
が
出
来
る
。

ま
た
、
傍
線
部
の
②「
御
さ
え
〳
〵
し
く
」と
い
う
言
葉
に
注
目
し
た
い
。
こ
の「
御
さ
え
〳
〵

し
く
」
に
は
、「
さ
え
ざ
え
し
く
」、「
ざ
え
ざ
え
し
く
」
と
い
う
二
つ
の
解
釈
の
可
能
性
が
あ
る
。

「
さ
え
ざ
え
し
く
」
は
活
気
が
あ
る
と
い
う
訳
で
、「
ざ
え
ざ
え
し
く
」
は
学
識
が
深
い
、
秀
で

て
い
る
と
い
う
訳
で
あ
る
。
こ
の
時
代
は
、
基
本
的
に
漢
詩
は
男
性
の
教
養
と
し
て
認
識
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
う
え
、
傍
線
部
①
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
姫
君
は
自
ら
漢
詩
の
書
い
て
あ
る
カ
ル
タ

で
遊
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
、
私
た
ち
は
、
こ
の
場
面
を
姫
様
の
学
識
を
褒
め
た
た
え
る
文
脈
と
判

断
し
、「
ざ
え
ざ
え
し
く
」
と
解
釈
し
て
、「
学
識
が
深
い
、
秀
で
て
い
る
」
と
訳
し
た
。

こ
れ
ら
の
部
分
か
ら
、
姫
君
の
思
い
や
り
の
あ
る
心
だ
け
で
は
な
く
、
姫
君
の
学
識
深
さ
に
つ

い
て
も
読
み
と
る
こ
と
が
出
来
た
。
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四
―
三

十
月
八
日
―
楽
し
み
の
本
質
―

（
本
文
）

…
…
よ
べ
は
又
雨
の
音
せ
し
が
、
け
ふ
は
晴
れ
た
り
。
お
ま
し
所
に
、
め
づ
ら
し
く
、
物
の

音
き
こ
ゆ
。
聞
な
れ
ぬ
里
人
、
み
ゝ
か
た
ふ
け
ぬ
は
、
あ
ら
じ
。
す
べ
て
、
も
の
ゝ
ね
に
は
、

そ
の
人
ざ
ま
、
心
ば
え
な
ど
も
、
お
の
づ
か
ら
、
あ
ら
は
る
ゝ
も
の
な
れ
ば
、
外
面
ち
か
き
、

か
り
の
御
住
ゐ
な
れ
ば
、
人
々
心
づ
か
ひ
、
せ
ら
れ
ん
か
し
。
①
賤
し
き
も
の
ゝ
心
に
は
、

上
つ
か
た
は
、
万
の
こ
と
、
お
ぼ
し
め
す
ま
ゝ
に
て
、
楽
し
き
き
は
み
な
ら
ん
と
、
お
も
ふ

め
る
に
、「
夕
顔
だ
な
の
下
涼
み
」（
注
一
）、
又
は
「
と
に
も
か
く
に
も
な
り
ひ
さ
ご
」（
注

二
）
な
ど
、
古
も
今
も
、
う
た
ふ
を
き
け
ば
、
た
の
し
み
の
き
は
み
は
、
下
ざ
ま
に
こ
そ
あ

め
れ
。

（
現
代
語
訳
）

昨
夜
は
ま
た
雨
の
音
が
し
て
い
た
が
、
今
日
は
晴
れ
た
。（
姫
君
が
）
い
ら
っ
し
ゃ
る
と

こ
ろ
か
ら
、
珍
し
く
楽
器
の
音
が
聞
こ
え
る
。
聞
き
な
れ
な
い
里
の
者
た
ち
の
中
に
、
耳
を

傾
け
な
い
も
の
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
総
じ
て
、
演
奏
の
音
に
は
そ
の
人
柄
や
心
遣
い
が
自
然

と
表
れ
る
者
な
の
で
、
外
が
近
い
旅
の
仮
の
お
住
ま
い
で
あ
る
た
め
、（
演
奏
す
る
）
人
々

は
、
緊
張
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
よ
。
①
身
分
が
低
い
者
の
心
の
中
で
は
、
上
流
の
方
々
は
、

な
ん
で
も
思
い
の
ま
ま
で
楽
し
み
の
限
り
を
尽
く
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
が
、「
夕
顔
棚
の
下
涼
み
」
ま
た
は
「
と
に
も
か
く
に
も
な
り
ひ
さ
ご
」
な
ど
と
昔

も
今
も
う
た
っ
て
い
る
こ
と
を
聞
け
ば
、
楽
し
み
の
限
り
は
身
分
の
低
い
者
に
こ
そ
あ
る
よ

う
だ
。

（
注
一
）『
故
事
俗
信
こ
と
わ
ざ
大
辞
典

第
二
版
』（JapanK

now
ledge

）
に
、「
楽
し
み

は
夕
顔
棚
の
下
涼
み
男
は
て
て
ら
女
は
二
布
（
ふ
た
の
）
し
て
」
と
い
う
歌
が
掲

載
さ
れ
、「
男
は
て
て
ら
、
女
は
二
布
の
気
楽
な
姿
で
夕
顔
棚
の
下
に
涼
ん
で
い

る
、
こ
れ
は
実
に
楽
し
い
こ
と
だ
。「
て
て
ら
」
は
ふ
ん
ど
し
、「
二
布
」
は
腰
巻

き
。
貧
し
さ
の
中
に
も
楽
し
み
の
あ
る
こ
と
を
よ
ん
だ
歌
。
木
下
長
嘯
子
の
歌
と

も
い
わ
れ
る
。〔
諺
語
大
辞
典
（１９１０

）〕」
と
い
う
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
引
か
れ
て
い
る
の
も
、
こ
の
歌
な
の
だ
ろ
う
。

（
注
二
）
未
詳
。「
と
に
も
か
く
に
も
な
る
」（
ど
う
と
で
も
な
る
）
と
「
な
り
ひ
さ
ご
」（
瓢

箪
）
を
か
け
た
シ
ャ
レ
の
よ
う
な
文
句
が
当
時
伝
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

推
察
さ
れ
る
。

こ
の
場
面
で
は
、
滞
在
中
の
宿
で
姫
君
た
ち
が
楽
器
の
演
奏
を
さ
せ
て
楽
し
ん
で
い
る
。
こ
の

箇
所
で
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
く
る
の
は
傍
線
部
①
の
部
分
で
あ
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
こ
の
時
代

背
景
に
お
い
て
は
、
鷲
見
の
よ
う
な
武
士
階
級
の
立
場
の
者
が
身
分
の
違
い
に
関
す
る
記
述
を
す

る
こ
と
は
滅
多
に
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
文
書
が
姫
君
が
読
む
と
い
う
前
提
の
日
記
と
い
う
作
品

で
あ
っ
た
た
め
、
和
文
を
用
い
て
例
え
な
ど
を
多
く
扱
っ
て
カ
ジ
ュ
ア
ル
な
文
体
を
作
り
上
げ
、

武
士
階
級
の
者
の
弱
音
に
も
近
し
い
内
容
の
文
章
を
書
き
記
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
記
述
は
以
下
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
。

（
本
文
）

②
「
す
め
ば
又
、
う
き
世
な
り
け
り
。
余
所
な
が
ら
、
お
も
ひ
し
ま
ゝ
の
、
山
ざ
と
も
が

な
」
と
、
い
へ
る
歌
の
こ
と
く
、
よ
そ
な
が
ら
思
ふ
に
は
、
い
と
た
の
し
げ
に
、
う
ら
や
ま

し
と
、
見
ゆ
る
さ
か
ひ
に
も
、
入
た
ち
み
れ
ば
、
又
く
る
し
き
事
も
ま
じ
る
は
、
③
あ
ざ
な

へ
る
縄
の
、
た
と
へ
も
、
さ
る
こ
と
に
て
、
の
が
れ
ぬ
ふ
し
な
り
。
さ
れ
ば
、
④
上
も
下
も
、

し
ら
ぬ
さ
か
ひ
を
の
み
、
う
ら
や
み
も
の
せ
む
よ
り
、
身
を
顧
て
心
を
や
す
く
あ
ら
せ
ん
こ

そ
、
願
は
し
け
れ
。

（
現
代
語
訳
）

②
「
世
を
逃
れ
て
、
い
ざ
山
里
に
住
ん
で
み
る
と
、
こ
こ
も
ま
た
憂
く
つ
ら
い
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
こ
と
だ
よ
。
出
家
以
前
か
ら
思
い
描
い
て
い
た
通
り
の
山
里
が
あ
っ
た
ら
な
あ
。」

と
（
兼
好
法
師
が
）
詠
ん
だ
歌
の
よ
う
に
、
外
か
ら
思
う
分
に
は
た
い
そ
う
楽
し
そ
う
で
羨

ま
し
げ
に
見
え
る
境
遇
に
も
、
い
ざ
そ
こ
に
入
っ
て
み
る
と
、
苦
し
い
こ
と
も
交
ざ
っ
て
く

る
の
は
、
③
あ
ざ
な
え
る
縄
の
例
え
も
そ
の
通
り
な
の
で
あ
っ
て
、（
ど
の
よ
う
な
境
遇
、

身
分
で
も
）
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
柄
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
④
身
分
が
高
い
も

の
も
低
い
者
も
、
自
分
の
知
ら
な
い
境
遇
ば
か
り
を
羨
ま
し
が
る
よ
り
も
、
わ
が
身
（
の
行

い
）
を
顧
み
て
心
安
ら
か
に
い
る
こ
と
こ
そ
望
ま
し
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
傍
線
部
②
の
よ
う
な
歌
（『
兼
好
法
師
集
』／
右
の
訳
は
丸
山
陽
子
『
コ
レ
ク
シ
ョ
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図
九

一
ノ
湯
の
看
板

図
十

吉
岡
温
泉
会
館
一
ノ
湯
に
て
撮
影

ン
日
本
歌
人
選

兼
好
法
師
』〈
二
〇
〇
一
、
笠
間
書
院
〉
に
拠
る
）
や
傍
線
部
③
の
よ
う
な
こ

と
わ
ざ
を
例
え
と
し
て
用
い
る
こ
と
、
そ
れ
ま
で
に
述
べ
て
い
た
身
分
の
違
う
も
の
同
士
の
持
つ

互
い
の
境
遇
に
対
す
る
考
え
を
記
し
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
傍
線
部
④
に
記
さ
れ
た
彼
の
考
え

を
よ
り
強
く
主
張
で
き
る
文
章
と
な
っ
て
お
り
、
鷲
見
な
り
の
身
分
に
対
す
る
強
い
考
え
が
見
受

け
ら
れ
る
。

五
、
現
地
調
査

私
た
ち
は
翻
刻
作
業
や
文
献
調
査
の
み
で
は
な
く
、『
吉
岡
の
日
記
』
の
舞
台
と
な
っ
た
吉
岡

温
泉
町
で
調
査
を
行
っ
た
。実
際
に
姫
君
た
ち
が
通
っ
た
と
さ
れ
る
道
を
通
っ
た
が
、天
候
は
曇
り

だ
っ
た
の
で
、
姫
君
た
ち
が
見
て
い
た
景
色
と
少
し
は
近
い
景
色
が
見
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

我
々
が
最
初
に
訪
れ
た
の
は
一
ノ
湯
で
あ
る
（
図
九
）。

近
年
新
た
に
改
装
、
整
備
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
外
観
に
古
風
な
感
じ
は
な
か
っ
た
。
江
戸
時

代
、
鳥
取
藩
主
池
田
氏
と
そ
の
一
族
が
た
び
た
び
訪
れ
て
い
た
と
い
う
温
泉
が
今
も
こ
う
し
て

残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
ノ
湯
が
吉
岡
の
地
で
い
か
に
大
切
に
扱
わ
れ
て
き
た
か
を
感
じ
る
こ

と
が
で
き
た
。
ま
た
、
一
ノ
湯
に
あ
る
看
板
に
は
吉
岡
温
泉
に
一
ノ
湯
、
二
ノ
湯
、
御
茶
屋
が
あ

る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
（
図
十
）。

一
ノ
湯
は
「
亀
井
殿
湯
」
を
見
た
鳥
取
藩
初
代
藩
主
の
池
田
光
仲
が
、
自
分
専
用
に
掘
ら
せ
た

湯
壺
で
あ
る
と
伝
わ
っ
て
い
る
。「
亀
井
殿
湯
」
と
い
う
の
は
、
関
ケ
原
の
戦
い
の
あ
と
、
こ
の

地
の
領
主
と
な
っ
た
鹿
野
城
主
亀
井
玆
矩
が
掘
ら
せ
た
た
め
に
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
。

次
に
我
々
が
訪
れ
た
の
は
座
光
寺
で
あ
る
（
図
十
一
）。
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図
十
一

座
光
寺

実
は
、
座
光
寺
に
は
姫
君
た
ち
は
訪
れ
て
い
な
い
。
座
光
寺
は
、
次
節
の
「
吉
岡
温
泉
の
由
来

の
比
較
」
で
登
場
す
る
菖
蒲
村
の
薬
師
如
来
に
関
係
す
る
お
寺
と
さ
れ
、『
吉
岡
の
日
記
』
で
は

十
月
十
三
日
の
記
事
の
欄
外
に
朱
筆
で
記
載
が
あ
る
（「
菖
蒲
村
の
薬
師
は
京
都
に
あ
る
因
幡
薬

師
也
。
薬
師
都
へ
飛
去
給
ひ
て
跡
に
、
台
座
と
後
光
と
残
り
し
故
、
其
寺
を
座
光
寺
と
称
し
、
今

も
菖
蒲
村
に
あ
り
」）。
座
光
寺
の
周
辺
に
は
あ
ま
り
人
影
が
な
く
、
仏
堂
が
た
だ
ひ
っ
そ
り
と
佇

ん
で
い
た
。
境
内
の
周
囲
は
き
れ
い
に
清
掃
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
お
寺
が
地
元
の
人
々
か
ら
大
切

に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
た
。『
吉
岡
の
日
記
』
で
娘
に
お
告
げ
を
与
え
た
薬
師
如
来
の

仏
像
は
な
い
か
と
中
を
覗
い
て
み
た
が
、
隙
間
か
ら
は
中
の
様
子
が
見
え
づ
ら
く
、
特
に
そ
れ
ら

し
き
も
の
は
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

六
、
吉
岡
温
泉
の
由
来
の
比
較

続
い
て
私
た
ち
は
『
吉
岡
の
日
記
』
と
そ
の
他
の
書
物
の
内
容
を
比
較
す
る
作
業
を
行
っ
た
。

今
回
、
吉
岡
温
泉
の
由
来
を
比
較
す
る
に
あ
た
っ
て
私
た
ち
が
用
い
た
の
は
、
小
泉
友
賢
の
著
し

た
『
吉
岡
温
泉
記
』
と
い
う
書
物
で
あ
る
。
こ
れ
は
吉
岡
温
泉
町
に
あ
る
宝
泉
寺
に
所
蔵
さ
れ
て

い
る
書
物
で
、
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
だ
。『
吉
岡
温
泉
記
』
に
は
吉
岡

温
泉
の
由
来
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
り
、『
吉
岡
の
日
記
』
と
『
吉
岡
温
泉
記
』
と
、
こ
の
二
つ

の
書
物
が
記
す
温
泉
の
由
来
の
中
に
、
共
通
点
、
相
違
点
が
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
私
た
ち
は
こ

の
事
に
関
心
を
持
ち
詳
し
く
調
べ
た
。

今
回
は
紙
幅
の
都
合
上
、
い
く
つ
か
見
つ
か
っ
た
共
通
点
、
相
違
点
の
中
か
ら
特
に
重
要
だ
と

判
断
し
た
四
つ
の
相
違
点
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
と
思
う
。

◇
『
吉
岡
の
日
記
』
十
月
十
三
日
の
条
よ
り

❶
人
皇
六
十
七
代
、
三
条
院
の
御
字
、
長
和
の
比
、
此
所
に
❷
刑
部
某
と
い
ふ
長
者
あ
り
。

其
人
ひ
と
り
の
、
娘
あ
り
て
、
寵
愛
し
け
る
が
、
思
ひ
よ
ら
ず
、
悪
瘡
を
う
れ
ひ
て
、
医
療

さ
ま
〳
〵
尽
せ
ど
、
せ
ん
な
く
、
夫
婦
・
娘
も
ろ
と
も
に
、
菖
蒲
村
の
薬
師
如
来
に
参
籠
し

て
、
平
癒
せ
ん
や
う
を
、
祈
け
る
に
、
七
日
に
み
つ
れ
ど
、
何
の
し
る
し
も
、
な
か
り
け
れ

ば
、
娘
一
首
の
歌
を
よ
み
て
奉
る
。

❸
南
無
薬
師

衆
病
悉
除
の

願
立
て

身
よ
り
仏
の

名
こ
そ
惜
け
れ

あ
か
つ
き
す
こ
し
ま
ど
ろ
み
け
る
に
、
薬
師
如
来
夢
の
う
ち
に
、
告
た
ま
は
く
、
汝
が
田

園
の
う
ち
に
古
木
の
柳
あ
り
。
其
跡
の
も
と
に
、
霊
仏
一
体
埋
れ
ま
す
、
是
を
と
り
出
し
な

ば
、
其
跡
よ
り
神
湯
涌
出
す
べ
し
。
其
霊
仏
を
尊
敬
し
、
其
神
湯
に
て
、
悪
瘡
を
洗
ふ
べ
し

と
。
夫
婦
む
す
め
、
奇
異
の
お
も
ひ
を
な
し
、
立
帰
り
て
、
柳
の
古
木
を
切
倒
し
見
れ
ば
、

果
し
て
霊
仏
あ
り
。
其
所
よ
り
温
泉
湧
出
し
か
ば
、
有
難
さ
肝
に
め
ひ
じ
、
御
告
の
ま
ゝ
に

せ
し
に
、
ほ
ど
な
く
平
癒
し
ぬ
。
❹
遠
近
の
人
、
き
ゝ
お
よ
び
て
、
此
温
泉
に
浴
し
て
、
し

る
し
を
得
る
も
の
、
多
か
り
け
れ
ば
、
お
の
づ
か
ら
、
か
な
た
こ
な
た
よ
り
、
寄
あ
つ
ま
り

て
、
家
居
な
ど
せ
し
か
ば
、
寄
岡
と
い
ひ
け
る
を
、
い
つ
の
時
よ
り
か
、
吉
岡
と
改
り

ぬ
。
…
…

◇
小
泉
友
賢
『
吉
岡
温
泉
記
』（
宝
泉
寺
蔵
）
よ
り

或
老
翁
の
ほ
の
か
に
物
語
せ
し
は
、
❶
往
古
い
づ
れ
の
時
の
事
に
や
。
❷
此
所
に
一
人
の
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長
者
あ
り
、
本
よ
り
家
富
財
ゆ
た
か
に
し
て
田
園
山
林
牛
馬
の
た
ぐ
ひ
限
な
く
、
眷
属
親
類

富
さ
か
へ
、
奴
婢
男
女
数
百
人
め
し
つ
か
ひ
、
さ
な
が
ら
七
珍
萬
寳
に
あ
き
み
て
り
。
さ
れ

ど
も
此
長
者
夫
婦
か
か
る
富
貴
栄
花
に
も
驕
慢
の
心
な
く
、
天
性
心
正
直
に
し
て
天
道
仏
神

を
敬
ひ
尊
び
、
冥
慮
を
お
そ
れ
物
を
害
す
る
心
な
く
他
人
の
善
を
な
す
を
ば
よ
ろ
こ
び
他
人

の
う
れ
ひ
あ
る
を
ば
な
げ
き
、
飢
寒
に
及
ぶ
も
の
に
は
多
の
衣
食
を
ほ
ど
こ
し
あ
た
へ
、
わ

び
し
き
貧
民
に
は
米
殻
を
か
し
て
も
そ
の
つ
ぐ
の
ひ
を
う
く
る
事
な
し
。
か
ゝ
る
善
根
を
お

こ
な
ひ
け
る
天
道
の
め
ぐ
み
に
や
、
家
の
内
に
ぎ
わ
ひ
て
財
寶
日
々
に
わ
く
が
ご
と
し
。

し
か
る
に
一
人
の
息
女
あ
り
。
み
め
姿
う
つ
く
し
く
、
心
ざ
ま
や
さ
し
け
れ
は
、
父
母
の

寵
愛
か
ぎ
り
な
し
。
然
る
処
に
、
此
娘
年
十
二
の
比
よ
り
面
に
悪
瘡
出
悩
し
か
は
、
こ
は
い

か
に
せ
ん
と
な
け
く
と
も
、
此
瘡
終
に
い
ゆ
る
事
な
く
已
に
三
年
に
及
ひ
、
う
る
は
し
き
姿

も
衰
へ
、
命
も
危
く
見
え
け
れ
は
、
父
母
の
な
げ
き
せ
む
か
た
な
く
、
さ
ま
〳
〵
の
良
薬
求

め
、
医
療
を
頼
み
治
す
れ
と
も
、
さ
ら
に
も
験
の
み
ゆ
る
事
な
し
。
こ
こ
か
し
こ
の
霊
仏
霊

神
に
い
の
り
丹
誠
を
つ
く
せ
ど
も
納
受
更
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
父
母
は
う
つ
し
心
な
く
十
方
に

く
れ
て
あ
こ
が
れ
し
が
、
同
郡
古
海
の
菖
蒲
村
の
薬
師
如
来
こ
そ
天
竺
よ
り
飛
来
給
ふ
霊
仏

に
て
三
国
に
わ
た
り
迷
妄
の
衆
生
を
救
ひ
給
ふ
慈
悲
深
き
仏
な
れ
ば
、
是
を
偏
に
頼
ま
ん
と

て
父
母
と
も
な
ひ
七
日
の
間
参
籠
し
て
五
躰
を
地
を
な
げ
祈
誓
し
て
朝
暮
礼
拝
恭
敬
せ
し
に
、

❸
七
日
に
満
せ
し
夜
不
思
議
の
示
現
を
か
ふ
ぶ
り
け
り
。
汝
の
娘
の
瘡
は
今
世
一
世
の
く
る

し
み
に
あ
ら
ず
、
過
去
罪
業
の
報
な
れ
ば
本
復
す
る
事
は
か
た
け
れ
ど
も
、
汝
の
日
比
善
心

あ
り
て
慈
悲
を
行
じ
人
を
す
く
ひ
施
を
な
す
善
業
た
ね
と
な
れ
り
。
今
又
仏
力
を
深
く
頼
む

恭
敬
の
信
心
す
て
が
た
け
れ
ば
、
我
慈
救
の
神
通
力
を
以
、
所
苦
平
癒
を
得
さ
す
べ
し
。
則

汝
が
田
園
の
う
ち
う
つ
ろ
田
と
い
ふ
所
に
奇
妙
の
神
水
わ
き
出
べ
し
、
そ
れ
を
汲
瘡
を
あ
ら

へ
、
と
新
な
る
霊
夢
を
か
ふ
ぶ
り
、
喜
事
か
ぎ
り
な
く
急
立
か
へ
り
其
処
へ
行
け
れ
ば
、
案

の
ご
と
く
田
井
の
か
た
は
ら
三
尺
ば
か
り
の
所
、
水
い
ろ
か
は
り
世
に
め
づ
ら
し
き
神
水
な

り
。
い
そ
ぎ
爰
を
ほ
り
あ
げ
注
連
を
ひ
き
、
き
よ
め
を
な
し
て
此
水
を
汲
あ
ぐ
れ
ば
、
五
色

の
光
さ
し
う
つ
り
あ
た
ゝ
か
成
事
わ
か
せ
る
湯
に
殊
な
ら
ず
。
是
を
汲
、
娘
に
あ
た
へ
、
苦

む
所
を
あ
ら
ひ
し
か
は
、
七
日
が
内
に
平
癒
し
て
、
其
あ
と
も
な
く
成
に
け
り
。（
中
略
）

一
と
せ
当
太
守
光
仲
公
こ
の
所
へ
御
来
儀
あ
つ
て
、
こ
の
亀
井
湯
を
修
造
せ
ら
れ
、
み
づ

か
ら
入
給
ふ
湯
と
さ
だ
め
ら
る
。
抑
此
所
は
❹
む
か
し
は
刑
部
の
里
と
い
ひ
し
と
か
や
、

た
ゝ
し
、
を
さ
か
べ
よ
し
お
か
、
昔
は
な
ら
び
居
け
る
郷
と
も
い
へ
り
、
い
つ
の
ほ
ど
一
所

に
な
り
し
に
や
。
今
は
そ
の
あ
と
分
明
な
ら
ず
。

上
記
に
は
、『
吉
岡
の
日
記
』
と
『
吉
岡
温
泉
記
』
を
比
較
し
た
際
に
出
て
き
た
相
違
点
に
該

当
す
る
箇
所
が
示
し
て
あ
る
（
❶
か
ら
❹
の
記
述
）。

一
つ
目
の
相
違
点
は
、
時
代
の
差
異
に
つ
い
て
で
あ
る
。
❶
の
記
述
に
着
目
す
る
と
、
吉
岡
温

泉
の
出
湯
の
時
期
に
つ
い
て
『
吉
岡
の
日
記
』
で
は
人
皇
六
十
七
代
の
三
条
院
の
治
世
で
あ
っ
た

長
和
、
つ
ま
り
一
〇
一
二
年
か
ら
一
〇
一
七
年
の
頃
と
の
記
載
が
あ
る
が
、『
吉
岡
温
泉
記
』
で

は「
久
し
き
昔
物
語
で
は
、
い
つ
の
時
代
と
も
言
い
伝
え
ら
れ
ず
、
長
者
の
名
前
も
分
か
ら
な
い
」

と
い
う
内
容
の
記
述
が
あ
り
、
明
確
な
年
代
が
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

二
つ
目
の
相
違
点
は
、
長
者
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
で
あ
る
。
❷
の
記
述
に
着
目
す
る
と

『
吉
岡
の
日
記
』
で
は
、
吉
岡
温
泉
の
由
来
と
関
係
の
あ
る
長
者
夫
婦
の
人
物
像
に
つ
い
て
詳
細

な
記
述
が
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
刑
部
の
某
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
や
、
娘
が
お
り
可
愛
が
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
し
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
一
方
で
『
吉
岡
温
泉
記
』
内
で
は
、
地
位

が
高
く
財
も
多
く
所
有
し
て
い
た
が
、
そ
れ
に
驕
る
こ
と
は
な
く
信
心
深
く
善
行
を
行
う
長
者
の

姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
貧
し
い
民
に
は
穀
類
を
貸
し
与
え
、
し
か
し
、
そ
れ
に
対
す
る
金
銭
を
要

求
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
出
来
事
か
ら
、
そ
の
懐
の
深
さ
も
窺
え
る
。
さ
ら
に
娘
の
悪
瘡

が
治
っ
た
後
、
財
産
を
は
た
い
て
薬
師
如
来
の
堂
塔
を
建
て
る
な
ど
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ
り
、
長

者
の
仏
に
対
す
る
信
仰
の
深
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
吉
岡
温
泉
記
』
で
は
長
者

に
つ
い
て
の
記
述
が
豊
富
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

三
つ
目
の
相
違
点
は
悪
瘡
を
患
い
苦
し
ん
で
い
た
娘
が
と
っ
た
薬
師
如
来
へ
の
態
度
に
つ
い
て

で
あ
る
。『
吉
岡
の
日
記
』
内
で
の
❸
の
記
述
は
、
悪
瘡
を
患
っ
た
娘
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
娘

と
そ
の
両
親
の
三
名
で
病
気
が
治
る
よ
う
あ
ら
ゆ
る
治
療
を
し
尽
く
し
た
が
ど
う
に
も
な
ら
ず
、

三
人
そ
ろ
っ
て
菖
蒲
村
の
山
に
こ
も
り
、
薬
師
如
来
に
参
詣
し
、
病
気
が
治
る
よ
う
祈
祷
し
た
と

い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
の
歌
は
「
薬
師
如
来
よ
。
あ
な
た
は
か
つ
て
様
々
な
病
気
が
こ
と
ご
と
く

治
る
と
い
う
大
願
を
お
こ
し
た
と
の
こ
と
で
す
が
、
し
か
し
私
の
病
気
は
治
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

私
の
体
よ
り
も
む
し
ろ
、
あ
な
た
の
評
判
の
方
が
残
念
に
思
わ
れ
ま
す
わ
」
と
い
う
内
容
で
あ
り
、

薬
師
如
来
に
対
し
少
し
挑
発
的
に
聞
こ
え
る
。
対
し
て
『
吉
岡
温
泉
記
』
で
は
参
籠
し
て
七
日
目

の
夜
に
思
い
が
け
な
い
神
仏
の
お
告
げ
を
受
け
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
か
ら
、『
吉
岡
温

泉
記
』
内
で
描
か
れ
て
い
る
娘
は
受
動
的
な
態
度
で
あ
る
と
読
み
取
れ
る
。

四
つ
目
の
相
違
点
は
「
吉
岡
」
の
地
名
の
由
来
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
❹
の

記
述
に
着
目
す
る
と
、『
吉
岡
の
日
記
』
で
は
、
長
者
の
娘
の
悪
瘡
が
治
っ
た
と
い
う
評
判
を
聞

い
た
人
々
が
集
ま
り
住
ん
だ
こ
と
で
「
寄
岡
」
と
呼
ば
れ
、
月
日
が
経
っ
て
「
吉
岡
」
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
説
明
が
施
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、『
吉
岡
温
泉
記
』
内
の
記
述
で
は
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か
つ
て
刑
部
の
里
と
い
う
地
が
吉
岡
の
里
の
隣
に
あ
り
、
月
日
が
経
っ
て
「
吉
岡
」
と
ひ
と
ま
と

め
に
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
そ
の
時
期
は
は
っ
き
り
と
分
か
ら
な
い
と
い
う
内
容
が
説
明
さ

れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
記
述
の
違
い
か
ら
『
吉
岡
温
泉
記
』
と
『
吉
岡
の
日
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
温
泉

の
由
来
は
、
あ
ら
す
じ
は
一
致
し
つ
つ
も
、
別
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
え
る
。
吉
岡
温
泉
の
由

来
に
関
し
て
は
『
吉
岡
の
日
記
』
執
筆
当
時
に
、
今
よ
り
も
も
っ
と
多
く
の
伝
説
が
存
在
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
『
吉
岡
の
日
記
』
の
記
述
で
は
、
娘
が
行
動
的
で
、
温
泉
の
湧
出
を

ユ
ニ
ー
ク
に
描
い
て
お
り
、
総
じ
て
物
語
に
躍
動
感
を
与
え
る
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
ユ
ニ
ー
ク
な
温
泉
の
由
来
を
記
載
し
て
い
る
点
で
も
、『
吉
岡
の
日
記
』
の
資
料
的
価
値
は

認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

七
、
ま
と
め

最
後
に
、
今
回
、
私
た
ち
が
『
吉
岡
の
日
記
』
の
調
査
を
し
て
き
た
上
で
の
、
ま
と
め
を
報
告

す
る
。
ま
ず
本
文
の
調
査
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
姫
君
の
文
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
高
さ

や
、
家
臣
に
気
を
配
る
と
い
っ
た
思
い
や
り
の
あ
る
心
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

男
性
の
教
養
と
さ
れ
て
い
る
、
漢
詩
を
使
っ
た
カ
ル
タ
を
姫
君
自
身
が
遊
ん
で
い
る
こ
と
や
、
晴

れ
る
こ
と
を
祈
る
歌
を
詠
ん
だ
家
臣
へ
お
与
え
に
な
っ
た
「
い
の
り
つ
る
」
な
ど
の
歌
の
内
容
か

ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、「
夕
顔
棚
の
下
涼
み
」
や
「
と
に
も
か
く
に
も
な
り
ひ
さ

ご
」
の
表
現
な
ど
か
ら
、
著
者
で
あ
る
鷲
見
休
明
は
、
身
分
の
高
い
者
か
ら
低
い
者
に
至
る
ま
で
、

人
々
の
境
遇
に
幅
広
く
思
い
を
馳
せ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
た
。

さ
ら
に
、『
吉
岡
の
日
記
』
と
『
吉
岡
温
泉
記
』
か
ら
吉
岡
温
泉
の
由
来
の
比
較
を
し
た
こ
と

で
、
様
々
な
由
来
が
存
在
す
る
可
能
性
や
、『
吉
岡
の
日
記
』
の
物
語
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
を
う
か
が

う
こ
と
が
出
来
た
。
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