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は
じ
め
に

 
大
根
お
よ
び
﹁
大
根
お
ろ
し
﹂
に
つ
い
て
興
味
を
覚
え
た
の
は
二
十
年
ほ
ど
前

に
溯
る
。
そ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
が
丹
沢
山
麓
に
お
け
る
民
俗
調
査
で
あ
っ

た
。
民
俗
調
査
と
い
っ
て
も
個
人
的
な
民
間
宗
教
者
を
追
跡
す
る
過
程
で
偶
然
に

大
根
栽
培
を
め
ぐ
る
﹁
伝
承
﹂
に
遭
遇
し
た
こ
と
が
、
そ
の
後
機
会
あ
る
ご
と
に

大
根
と
民
間
宗
教
者
お
よ
び
江
戸
周
辺
の
蔬
菜
栽
培
と
の
連
繋
を
考
え
る
出
発
点

と
も
な
っ
た
。

 
以
下
に
そ
の
一
例
を
紹
介
す
る
。﹁
秦
野
市
の
地
場
産
業
と
し
て
全
国
的
に
も

著
名
な
も
の
と
し
て
近
世
以
降
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
﹁
秦
野
の
葉
煙
草
﹂
と

﹁
落
花
生
﹂
だ
が
、
近
世
の
後
半
に
江
戸
周
辺
で
秦
野
の
大
根
が
一
斉
を
風
靡
し

た
の
を
あ
な
た
は
知
っ
て
い
る
か
、
と
く
に
大
根
の
な
か
で
も
主
と
し
て
花
茎
を

利
用
す
る
品
種
と
し
て
秦
野
地
方
の
苗
代
大
根
は
有
名
だ
っ
た
の
で
あ
る
﹂
と
い

う
も
の
で
、
こ
の
伝
承
を
補
完
す
る
よ
う
な
も
の
が
﹁
秦
野
の
大
根
・
葉
煙
草
・

落
花
生
が
名
産
品
に
な
っ
た
の
は
実
は
富
士
山
の
噴
火
と
関
連
し
て
い
る
﹂
と
い

う
伝
承
で
あ
っ
た
。
︵
伝
承
者
は
秦
野
市
三
廻
部
の
明
治
三
十
三
年
生
ま
れ
の
男

性
・
地
域
で
は
﹁
物
知
り
﹂
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
︶

 
こ
こ
で
い
う
富
士
山
の
噴
火
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
﹁
宝
永
の
砂
降
り
﹂
の
こ

と
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
噴
火
し
た
主
な
火
山
は
白
根
山
・
浅
間
山
・
富
士
山
・

三
原
山
・
雲
仙
岳
・
阿
蘇
山
・
桜
島
な
ど
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
は
近
現
代
を
含

め
て
何
度
と
な
く
噴
火
を
繰
り
返
し
、
大
き
な
被
害
を
被
っ
て
き
た
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。

 
な
か
で
も
富
士
山
の
宝
永
四
年
︵
１
７
０
７
︶
十
一
月
の
大
噴
火
は
富
士
山
の

周
辺
、と
く
に
東
山
麓
の
駿
河
国
駿
東
郡
お
よ
び
相
模
国
の
旧
小
田
原
藩
領
域
︵
現

在
の
神
奈
川
県
足
柄
上
郡
・
下
郡
・
南
足
柄
市
・
秦
野
市
周
辺
︶
は
風
向
き
の
影

響
下
、
甚
大
な
被
害
を
被
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
﹁
宝
永
の
砂

降
り
﹂
で
あ
る
。
近
年
完
結
し
た
﹃
御
殿
場
市
史
﹄・
﹃
小
山
町
史
﹄・
﹃
小
田
原
市

史
﹄・
﹃
南
足
柄
市
史
﹄・
﹃
山
北
町
史
﹄・
﹃
秦
野
市
史
﹄
な
ど
の
記
述
に
よ
る
と
、

旧
小
田
原
藩
領
域
は
元
禄
十
六
年
︵
１
７
０
３
︶
に
南
関
東
大
地
震
を
経
験
し
て

数
年
後
に
再
び
大
変
を
記
録
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、﹁
両
度
の
大
変
﹂
と
し
て
今

日
も
記
憶
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。
富
士
参
詣
の
東
口
登
山
道
の
拠
点
と
し
て
栄

え
た
須
走
村
は
江
戸
中
期
ま
で
は
北
口
︵
富
士
吉
田
市
︶
を
凌
ぐ
ほ
ど
あ
っ
た
が
、

焼
け
石
が
落
下
し
て
大
火
と
な
り
、
か
つ
地
震
の
激
し
い
揺
れ
で
家
屋
の
多
く
が

損
壊
し
、
記
録
に
よ
れ
ば
約
三
メ
ー
ト
ル
も
の
石
砂
が
降
り
、
民
家
や
田
畑
を
埋

め
尽
く
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
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駿
東
郡
各
村
の
積
砂
量
が
記
録
に
残
っ
て
い
る
が
、
現
在
の
御
殿
場
市
周
辺
で

は
三
尺
か
ら
四
尺
、
南
足
柄
・
秦
野
周
辺
で
は
二
尺
か
ら
三
尺
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
﹁
宝
永
の
砂
降
り
﹂
を
め
ぐ
っ
て
は
被
害
甚
大
で
あ
る
こ
と
が
歴
史
的

事
実
と
し
て
語
ら
れ
る
の
は
当
た
り
前
の
事
で
あ
る
。

 
し
か
し
穿
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
こ
の
災
害
が
転
じ
て
秦
野
周
辺
の
蔬
菜
栽
培
が

展
開
し
た
こ
と
や
、
盆
行
事
に
被
害
の
あ
っ
た
周
辺
の
み
に
﹁
富
士
山
の
砂
盛
り
﹂

と
い
う
行
事
が
今
日
ま
で
継
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
前
掲
し
た
自
治
体
史
に
は
ほ

と
ん
ど
報
告
は
さ
れ
て
い
な
い
。

 
西
相
模
と
く
に
秦
野
市
域
・
中
井
町
・
松
田
町
・
小
田
原
市
の
一
部
で
は
八
月

の
盆
行
事
に
﹁
辻
﹂﹁
砂
盛
り
﹂﹁
富
士
山
の
砂
盛
り
﹂
と
い
う
、
盆
の
迎
え
火
を

迎
え
る
場
所
に
砂
を
盛
る
習
俗
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
神
奈
川
県
の

な
か
で
も
旧
小
田
原
藩
領
域
︵
ほ
ぼ
今
日
の
神
奈
川
県
西
部
お
よ
び
静
岡
県
御
殿

場
・
裾
野
・
駿
河
小
山
周
辺
︶
で
は
こ
の
場
所
に
砂
を
盛
る
と
こ
ろ
と
泥
を
盛
る

こ
と
が
錯
綜
し
な
が
ら
残
存
し
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
も
前
掲
し
た

秦
野
周
辺
及
び
小
田
原
市
の
北
部
、
も
う
少
し
限
定
す
る
な
ら
ば
曾
我
の
丘
陵
周

辺
に
集
中
し
て
﹁
砂
盛
り
﹂
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
以
下
に
小
田
原
市
域
で
確
認
し
た
盆
の
砂
盛
を
め
ぐ
る
伝
承
を
紹
介
す
る
。

︵
１
︶
中
里
で
は
迎
え
火
を
焚
く
と
こ
ろ
に
、
国
府
津
の
浜
に
砂
を
取
り
に
行
っ

て
、
そ
れ
で
台
形
の
砂
盛
り
を
作
る
。
砂
は
墓
地
に
も
敷
い
て
く
る
。
砂

盛
り
の
上
に
は
里
芋
の
葉
に
茄
子
を
切
っ
た
も
の
を
の
せ
る
。
そ
の
脇
に

香
の
花
や
造
花
︵
盆
花
︶
が
立
て
ら
れ
る
。
こ
の
砂
盛
り
の
こ
と
を
﹁
富フ

士
山
﹂
と
呼
ん
で
い
る
。

ジ
ノ
ヤ
マ

︵
２
︶
下
堀
で
は
八
月
十
三
日
か
ら
十
六
日
が
盆
で
あ
る
。
十
三
日
の
午
前
中
に

盆
棚
を
作
り
、
女
竹
に
稲
・
里
芋
、
人
参
、
ほ
お
ず
き
な
ど
を
か
け
た
。

中
心
部
に
十
三
仏
の
掛
軸
を
か
け
て
い
る
。
盆
棚
の
上
に
は
、
ミ
ソ
ハ
ギ
、

そ
の
脇
に
茄
子
と
胡
瓜
で
牛
馬
を
つ
く
り
、
足
は
オ
ガ
ラ
で
つ
く
っ
た
。

十
三
日
に
は
あ
ん
こ
ろ
餅
を
よ
く
食
べ
る
。
ま
た
、
夕
刻
、
迎
え
火
を
焚

く
が
、
焚
く
場
所
は
砂
盛
り
︵
富
士
山
と
よ
ん
で
い
る
︶
の
前
で
あ
っ
た
。

砂
盛
り
の
砂
は
酒
匂
川
や
小
堰
か
ら
取
っ
て
く
る
。
砂
盛
り
の
形
は
台
形

に
階
段
を
つ
け
た
よ
う
な
も
の
で
、
砂
の
上
に
は
里
芋
の
葉
に
茄
子
を
細

か
く
切
っ
て
の
せ
た
。

︵
３
︶
上
中
新
田
で
は
八
月
十
三
日
か
ら
十
六
日
に
お
盆
が
行
わ
れ
る
。
八
月

十
三
日
の
午
前
中
に
盆
棚
を
作
っ
て
、
そ
れ
に
稲
、
ほ
お
ず
き
、
枝
豆
、

生
姜
、
蓮
、
里
芋
の
葉
な
ど
を
供
え
た
り
、
か
け
た
り
し
た
。
掛
軸
は

十
三
仏
が
多
い
。
ま
た
、
盆
棚
の
下
に
は
餓
鬼
棚
を
作
る
家
が
多
か
っ

た
。
さ
ら
に
十
三
日
の
午
前
中
、
盛
砂
︵
富
士
山
と
呼
ぶ
︶
を
酒
匂
の
浜

ま
で
砂
を
取
り
に
行
っ
て
き
て
作
っ
た
。
︵
拙
著
﹃
小
田
原
の
年
中
行
事
﹄

一
九
九
三
年
・
小
田
原
市
教
育
委
員
会
︶
よ
り

な
ど
で
あ
る
。
小
田
原
市
域
九
十
五
ヶ
所
の
調
査
で
も
こ
の
﹁
富
士
山
・
︵
富
士

の
山
︶
﹂
の
伝
承
は
い
ず
れ
も
前
掲
し
た
宝
永
の
砂
降
り
と
関
連
し
て
語
ら
れ
る

特
徴
が
あ
る
。

 
砂
盛
り
の
﹁
富
士
山
﹂
を
め
ぐ
る
伝
承
さ
ら
に
は
秦
野
市
域
の
ほ
ぼ
全
域
に
確

認
さ
れ
る
盆
の
砂
盛
り
︵
一
般
に
辻
と
呼
ん
で
い
る
︶
の
伝
承
は
災
害
伝
承
と
し

て
語
ら
れ
る
以
上
に
、
災
害
を
福
と
見
な
す
い
わ
ば
﹁
災
い
転
じ
て
福
と
な
す
﹂

発
想
の
な
か
で
盆
行
事
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
い
い
し
、
歴
史
的

事
実
と
し
て
の
﹁
宝
永
の
砂
降
り
﹂
と
い
う
災
害
に
焦
点
を
絞
る
だ
け
で
な
く
、

災
害
が
一
つ
の
年
中
行
事
の
構
造
を
転
換
さ
せ
る
結
果
と
も
な
り
、
か
つ
地
域
産

業
の
活
性
化
に
も
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

 
さ
て
本
題
と
少
し
か
け
離
れ
た
よ
う
だ
が
﹁
大
根
﹂・﹁
大
根
お
ろ
し
﹂
を
め
ぐ
っ
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て
筆
者
は
先
年
機
会
が
あ
っ
て
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
と
い
う
立
場
で
江
戸
時

代
の
銘
文
の
あ
る
﹁
大
根
お
ろ
し
﹂
を
登
録
文
化
財
に
指
定
し
た
こ
と
が
あ
る
。

な
を
戦
前
の
東
京
周
辺
で
育
っ
た
方
は
﹁
大
根
﹂
の
こ
と
は
﹁
だ
い
こ
ん
﹂
と
い

う
よ
り
﹁
だ
い
こ
﹂
と
、
ま
た
﹁
大
根
お
ろ
し
﹂
は
﹁
だ
い
こ
ん
お
ろ
し
﹂
と
い

う
よ
り
﹁
だ
い
こ
お
ろ
し
﹂
と
呼
び
習
わ
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま

た
神
奈
川
県
西
部
で
あ
れ
ば
﹁
だ
い
こ
﹂
は
﹁
で
い
こ
﹂
、﹁
だ
い
こ
ん
お
ろ
し
﹂

は
﹁
で
い
こ
お
ろ
し
﹂
と
呼
ぶ
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
以
下
は
﹁
だ

い
こ
ん
お
ろ
し
﹂
で
統
一
し
て
紹
介
す
る
。

一
 
葛
飾
区
登
録
文
化
財
﹁
大
根
お
ろ
し
具
﹂
を
め
ぐ
っ
て

 
平
成
十
一
年
二
月
二
十
二
日
葛
飾
区
登
録
文
化
財
と
し
て
﹁
大
根
お
ろ
し
具
﹂

を
指
定
し
た
。﹁
大
根
お
ろ
し
具
﹂
は
葛
飾
区
青
戸
７―

１
７―

１
２
山
崎
茂
三

郎
氏
の
所
蔵
に
か
か
る
も
の
で
、
こ
の
﹁
大
根
お
ろ
し
具
﹂
︵
以
下
大
根
お
ろ
し

と
記
述
す
る
︶
の
指
定
経
緯
を
東
京
︵
江
戸
周
辺
︶
及
び
北
関
東
の
食
生
活
と
の

関
連
性
の
な
か
で
江
戸
中
期
以
降
の
﹁
大
根
お
ろ
し
﹂
を
め
ぐ
る
文
化
と
の
繋
が

り
を
探
り
な
が
ら
紹
介
す
る
。

 
指
定
物
件
の
﹁
大
根
お
ろ
し
﹂
に
つ
い
て
は
江
戸
時
代
の
地
誌
で
十
九
世
紀
初

頭
に
幕
府
の
手
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
﹃
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
﹄
の
う
ち
葛
飾
郡

之
四
に

 
旧
家
者
茂
右
衛
門

 
山
崎
を
氏
と
す
、
祖
先
は
青
砥
左
衛
門
に
仕
し
も
の
と
云
、
左
衛
門
か
所
持
せ

し
山
葵
お
ろ
し
な
り
と
て
家
に
蔵
せ
り
、
其
さ
ま
竹
に
て
鋸
刃
の
如
き
も
の
を

作
り
、
是
を
箱
の
上
に
並
へ
建
り
、
此
竹
は
い
と
古
色
に
見
ゆ
れ
と
箱
は
数
百

年
を
経
し
も
の
と
も
見
え
ず
、
中
古
修
復
せ
し
も
の
な
る
へ
し
、
何
れ
傳
来
の

眞
疑
は
し
は
ら
く
置
て
古
製
の
質
僕
な
る
物
な
れ
は
其
図
を
上
に
載
す
、

新編武蔵国風土記稿掲載の

大根おろし（山葵おろし）

 
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
﹁
大
根
お
ろ
し
︵
山
葵
お
ろ
し
︶
﹂

が
今
回
指
定
し
た
﹁
大
根
お
ろ
し
﹂
そ
の
も
の
か
は
多
少
の
問
題
が
あ
る
。

 
指
定
し
た
﹁
大
根
お
ろ
し
﹂
に
は
次
の
箱
書
が
あ
る
。

 
︵
箱
表
書
︶
 
 
 
 
青
砥
左
衛
門
尉
藤
綱
御
手
作

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
青
砥
村
重
宝
大
根
下
シ
箱

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
山
崎
茂
右
衛
門
 
 
 

 
︵
箱
裏
書
︶
 
 
 
 
天
保
九
戌
正
月
吉
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
再
求
之

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
青
砥
村

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
山
崎
茂
右
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
吉
野
嘉
兵
衛

さ
ら
に
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
大
根
お
ろ
し
に
は
九
本
の
鋸
状

の
刃
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
指
定
物
件
に
は
十
本
の
刃
が
あ
る
。
新
編

武
蔵
風
土
記
稿
は
江
戸
幕
府
の
大
学
頭
で
あ
る
林
述
齋
ら
が
建
議
し
、
文
化
七
年

︵
１
８
１
０
︶
か
ら
十
一
年
の
歳
月
を
か
け
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
そ
の
後
武
蔵
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国
各
村
か
ら
の
村
明
細
帳
と
地
誌
御
調
書
を
も
と
に
合
わ
せ
て
古
文
書
な
ど
も
収

録
し
て
、
全
二
六
五
巻
・
付
録
一
巻
に
ま
と
め
編
纂
さ
れ
、
そ
の
後
も
い
く
ら
か

の
修
正
が
施
さ
れ
て
幕
府
に
提
出
さ
れ
た
の
が
天
保
元
年
︵
１
８
３
０
︶
の
こ
と

で
あ
る
。
と
な
る
と
箱
書
の
銘
文
に
あ
る
よ
う
に
天
保
九
年
︵
１
８
３
８
︶
に
求

め
た
も
の
と
あ
り
、前
掲
の
地
誌
と
は
八
年
余
り
の
ず
れ
が
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、

地
誌
編
纂
の
時
に
確
認
さ
れ
た
も
の
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。

 
し
か
し
、
天
保
九
年
の
銘
を
も
つ
﹁
大
根
お
ろ
し
﹂
は
制
作
年
代
が
確
定
で
き

る
も
の
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
近
年
の
﹁
記
念
銘
民
具
﹂
が
注
目

さ
れ
、
か
つ
江
戸
時
代
中
期
以
降
の
民
具
の
制
作
年
代
と
農
作
業
の
新
展
開
や
流

通
民
具
な
ど
に
よ
っ
て
地
場
産
業
の
展
開
を
見
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
き
た
こ

と
を
視
野
に
入
れ
れ
ば
こ
の
﹁
大
根
お
ろ
し
﹂
は
葛
飾
区
さ
ら
に
は
中
川
流
域
の

江
戸
中
期
以
降
に
お
け
る
庶
民
食
生
活
の
実
態
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
さ
ら
に
こ
の
﹁
大
根
お
ろ
し
﹂
を
め
ぐ
っ
て
は
中
川
流
域
だ
け
で
な
く
利

根
川
流
域
の
と
く
に
栃
木
県
・
茨
城
県
・
埼
玉
県
の
一
部
で
確
認
さ
れ
る
郷
土
料

理
と
の
関
連
性
を
も
知
る
と
き
の
貴
重
な
民
具
で
あ
る
。

 
二
 
近
世
考
古
学
と
﹁
大
根
お
ろ
し
﹂
を
め
ぐ
っ
て

 
考
古
学
は
、
原
始
・
古
代
な
ど
文
献
史
料
の
少
な
い
時
代
の
も
の
と
い
う
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
ま
た
、
と
く
に
﹁
日
本
人
の
ル
ー
ツ
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
注

目
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
現
代
の
私
た
ち
の
衣
食
住
を
め
ぐ
る
環
境
と

も
繋
が
る
、
新
し
い
考
古
学
が
近
年
盛
況
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

 
と
く
に
近
世
考
古
学
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
そ
れ
以
前
に
古
代
・
中
世
を
中
心

に
し
た
﹁
歴
史
考
古
学
﹂
が
市
民
権
を
得
た
よ
う
に
い
ま
で
は
こ
れ
と
対
応
す
る

ほ
ど
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
文
献
や
絵
画
な
ど
か
ら
た
だ
漠
然
と
想

像
さ
れ
て
い
た
近
世
都
市
江
戸
が
よ
り
鮮
明
に
と
ら
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、﹁
モ

ノ
﹂
を
通
し
て
江
戸
文
化
の
意
外
な
一
面
も
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

 
埋
蔵
文
化
財
が
次
第
に
評
価
さ
れ
つ
つ
も
公
的
立
場
に
あ
る
人
で
も
中
世
ま
で

は
考
古
資
料
と
し
て
認
知
す
る
も
、
近
世
は
如
何
な
も
の
か
と
い
う
意
見
も
い
ま

だ
に
あ
り
近
世
の
遺
跡
は
、
文
化
財
保
護
行
政
上
、
か
な
ら
ず
し
も
保
護
の
対
象

と
な
っ
て
い
な
い
現
況
が
あ
る
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
こ
こ
で
紹
介
す
る
﹁
大
根

お
ろ
し
﹂
を
め
ぐ
る
近
世
か
ら
の
出
土
物
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

 
先
年
、江
戸
遺
跡
研
究
会
が
ま
と
め
ら
れ
た
﹃
図
説
 
江
戸
考
古
学
研
究
事
典
﹄

の
う
ち
江
戸
の
生
活
文
化
の
食
文
化
と
し
て
﹁
お
ろ
し
皿
﹂
と
﹁
大
根
お
ろ
し
﹂﹁
山

葵
お
ろ
し
﹂
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

 
ま
ず
陶
磁
製
調
理
器
具
と
し
て
の
﹁
お
ろ
し
皿
﹂
に
つ
い
て
は

 ﹁
中
世
の
瀬
戸
・
美
濃
に
多
く
見
ら
れ
た
お
ろ
し
皿
は
、
近
世
に
至
る
と
ほ
と

ん
ど
生
産
さ
れ
ず
、
江
戸
時
代
の
消
費
地
遺
跡
で
は
系
譜
を
た
ど
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
金
属
製
品
や
鮫
皮
な
ど
が
主
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

幕
末
か
ら
近
代
に
至
っ
て
、
信
楽
や
益
子
な
ど
で
再
び
生
産
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
が
、
形
態
は
瀬
戸
・
美
濃
と
異
な
り
、
平
面
が
方
形
を
呈
す
る
も
の
が

多
い
。﹂
︵
長
佐
古
真
也
氏
稿
・
前
掲
書
︶

次
に
金
属
製
調
理
器
具
と
し
て
の
﹁
大
根
お
ろ
し
﹂・﹁
山
葵
お
ろ
し
﹂・﹁
生
姜
お

ろ
し
﹂
に
つ
い
て
は
、

 ﹁
大
根
・
山
葵
・
生
姜
な
ど
を
摺
り
お
ろ
す
お
ろ
し
皿
に
は
、
金
属
の
ほ
か
に

木
製
、
竹
製
、
陶
製
が
あ
る
。
江
戸
時
代
の
都
市
で
は
金
属
製
が
一
般
的
で

あ
っ
た
よ
う
で
、
材
質
は
主
に
銅
合
金
で
あ
る
。
今
日
の
一
般
的
な
形
態
で

あ
る
塵
取
り
形
の
お
ろ
し
金
は
、
十
八
世
紀
に
は
確
立
し
て
お
り
、
出
土
遺

物
と
し
て
も
大
小
の
製
品
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。﹂(

古
泉
弘
氏
稿
・
前
掲
書
︶

こ
れ
に
よ
る
と
考
古
学
者
の
説
明
で
あ
る
こ
と
こ
と
か
ら
﹁
モ
ノ
﹂
と
し
て
の
﹁
お
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ろ
し
皿
﹂・﹁
大
根
お
ろ
し
﹂
の
紹
介
で
あ
り
、
江
戸
中
期
に
江
戸
市
中
を
中
心
に

陶
磁
器
よ
り
金
属
製
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
江
戸

市
中
で
は
金
属
製
の
も
の
が
多
い
こ
と
は
頷
け
る
が
そ
れ
で
は
江
戸
周
辺
あ
る
い

は
﹁
モ
ノ
﹂
と
し
て
の
﹁
大
根
お
ろ
し
﹂
と
い
う
視
点
だ
け
で
な
く
、
大
根
お
ろ

し
を
利
用
し
た
料
理
も
し
く
は
前
掲
し
た
葛
飾
区
の
天
保
九
年
の
木
製
﹁
大
根
お

ろ
し
﹂
の
も
つ
意
味
を
後
述
す
る
こ
と
に
す
る
。

 
さ
て
前
掲
の
長
佐
古
氏
・
古
泉
氏
の
説
明
に
共
通
し
て
い
る
の
は
江
戸
時
代
に

お
い
て
木
製
の
大
根
お
ろ
し
と
金
属
製
の
お
ろ
し
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
知

る
こ
と
が
で
き
る
が
木
製
と
竹
製
を
組
合
わ
せ
た
﹁
大
根
お
ろ
し
﹂
も
か
な
り
散

見
す
る
。平
成
六
年
二
月
に
世
田
谷
区
立
郷
土
資
料
館
で
開
催
さ
れ
た
企
画
展﹁
こ

れ
は
何
で
し
ょ
う―

な
つ
か
し
の
生
活
用
具―

﹂
に
展
示
さ
れ
た
大
根
お
ろ
し
︵
長

さ
二
四
・
五
セ
ン
チ
・
幅
九
・
四
セ
ン
チ
︶
は
木
製
の
枠
に
竹
製
の
刃
を
つ
け
た
﹁
お

ろ
し
﹂
で
展
示
説
明
に
は
﹁
鬼
お
ろ
し
﹂
と
あ
っ
た
。
ま
た
今
日
で
も
高
級
料
亭

で
は
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
山
葵
に
は
﹁
鮫
肌
﹂
の
お
ろ
し
も
流
通
し
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。

 
さ
て
江
戸
時
代
の
﹁
大
根
お
ろ
し
﹂
を
め
ぐ
っ
て
江
戸
市
中
、
と
く
に
こ
こ
で

は
中
川
流
域
の
人
々
が
﹁
摺
る
﹂
文
化
と
﹁
練
る
﹂
文
化
体
系
が
食
生
活
に
ど
の

よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
葛
飾
区
立
郷

土
天
文
の
博
物
館
学
芸
員
の
谷
口
栄
氏
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
の
後
期
の
葛
西
城

址
か
ら
出
土
し
た
多
く
の
擂
鉢
・
捏
鉢
が
あ
る
が
、
こ
の
出
土
例
か
ら
江
戸
時
代

前
期
ま
で
は
﹁
擂
る
﹂﹁
捏
る
﹂
が
ほ
ぼ
同
一
的
で
あ
っ
た
が
、
江
戸
時
代
の
後

期
に
な
る
と
﹁
捏
る
﹂
こ
と
の
重
視
が
あ
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
と
い
う
。
こ

の
視
点
を
﹁
大
根
お
ろ
し
﹂
の
近
世
的
展
開
に
み
て
い
け
ば
は
じ
め
に
で
指
摘
し

た
﹁
大
根
お
ろ
し
﹂
を
め
ぐ
る
食
文
化
の
あ
り
方
も
垣
間
見
え
、
あ
わ
せ
て
﹁
記

念
銘
民
具
﹂
と
し
て
の
意
味
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

三
 
江
戸
中
期
以
降
の
大
根
栽
培
と
料
理
を
め
ぐ
っ
て

 
江
戸
中
期
以
降
の
料
理
書
は
江
戸
初
期
の
も
の
と
は
様
相
を
一
変
さ
せ
、
十
八

世
紀
中
葉
こ
ろ
か
ら
は
そ
れ
ま
で
の
も
の
と
は
違
っ
た
、
世
相
を
反
映
さ
せ
る
よ

う
な
さ
し
ず
め
今
日
の
﹁
グ
ル
メ
﹂
思
考
と
も
関
連
す
る
よ
う
な
料
理
書
が
相
次

い
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

 
な
か
で
も
天
明
二
年
︵
一
七
八
二
︶
に
、
後
の
江
戸
庶
民
の
食
文
化
に
も
多
大

な
影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
る
料
理
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
江
戸
の
料
理
を
一

種
の
教
養
と
し
て
み
て
い
こ
う
と
す
る
料
理
書
の
出
現
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
材
料

別
料
理
書
の
さ
き
が
け
と
な
っ
た
﹃
豆
腐
百
珍
﹄
で
あ
る
。
こ
の
﹃
豆
腐
百
珍
﹄

を
契
機
に
し
て
多
く
の
料
理
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
く
が
そ
の
な
か
で
特
筆
さ
れ
る

の
が
天
明
五
年
︵
一
七
八
五
︶
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
大
根
料
理
秘
傳
抄
上
下
﹄
と
﹃
大

根
一
式
料
理
秘
密
箱
﹄
で
あ
る
。

 
以
下
に
﹃
大
根
料
理
秘
傳
抄
上
下
﹄
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
大
根
料
理
の
目
録
と

料
理
内
容
の
一
部
を
紹
介
す
る
。

 
諸
国
名
産
大
根
料
理
秘
傳
抄
 
上

︵
１
︶
大
根
早
煮
仕
方

︵
２
︶
大
根
濃
餅
之
仕
方

︵
３
︶
干
大
根
干
蕪
早
煮
之
仕
方

︵
４
︶
林
巻
大
風
呂
吹
大
根
之
仕
方

︵
５
︶
海
膽
焼
大
こ
ん
仕
方

︵
６
︶
大
根
雪
汁
仕
方

︵
７
︶
大
根
多
生
煮
之
仕
方
 
 
雲
州
名
物

︵
８
︶
大
根
あ
ハ
雪
汁
仕
方

︵
９
︶
大
こ
ん
さ
ん
ち
ゃ
う
醤
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︵
10
︶
長
崎
雁
も
ど
き
大
根
仕
方

︵
11
︶
上
州
館
林
名
物
大
根
蕎
麦
仕
方

︵
12
︶
錦
大
こ
ん
仕
か
た

︵
13
︶
大
根
都
春
錦
仕
か
た

︵
14
︶
利
休
大
こ
ん
煮
こ
ろ
し
汁

︵
15
︶
下
総
名
物
香
取
煮
大
根

︵
16
︶
同
国
名
物
印
旛
大
根
膾
仕
方

︵
17
︶
高
野
煮
大
こ
ん
仕
か
た

︵
18
︶
大
根
湯
な
ま
す
の
し
か
た

︵
19
︶
薩
摩
糟
煮
大
根
仕
方

︵
20
︶
薬
大
こ
ん
の
煮
方
 
後
藤
流
な
り

︵
21
︶
大
根
一
種
手
取
吸
物

︵
22
︶
丹
後
名
物
粟
蒸
大
根
仕
方

︵
23
︶
筑
前
麹
煮
大
根
仕
方

︵
24
︶
日
州
名
物
の
し
ま
き
煮
大
根
仕
方

︵
25
︶
七
種
大
根
の
仕
方

︵
26
︶
利
休
大
根
砂
ろ
く
煮
仕
方
 

 
 

以
上
が
︵
上
︶
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の

︵
27
︶
大
根
膾
之
事

︵
28
︶
大
根
蕪
か
い
わ
り
第
正
月
御
祝
儀
の
事

︵
29
︶
濃
州
名
物
干
大
根
飯
之
仕
方

︵
30
︶
伯
州
名
物
大
根
卵
醤
仕
方

︵
31
︶
大
根
冬
春
醤
仕
方
 
 
 
 
 
 
是
ハ
相
模
国
の
め
い
ぶ
つ
な
り
十
二
月

三
十
日
の
夜
和
布
狩
苅
の
神
事
料
理
な

り

︵
32
︶
大
根
め
し
の
し
か
た
 
 
 
 
 
大
こ
ん
を
こ
な
ご
な
尓
切
。
く
わ
し
昆

布
を
よ
く
あ
ら
ひ
釜
の
底
に
二
枚
し

き
。
其
上
へ
大
こ
ん
を
入
。

︵
33
︶
大
根
い
り
湯
の
仕
方

︵
34
︶
大
根
ぞ
う
す
い
の
仕
方

︵
35
︶
大
根
塩
ぞ
う
す
い
の
仕
か
た

︵
36
︶
河
内
盛
口
細
大
根
み
そ
漬
糟
漬
の
仕
方

︵
37
︶
諸
国
名
物
之
大
ナ
ル
大
根
同
大
蕪
香
物
漬
物

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
伊
豫
の
西
条
か
ぶ
ら
同
事
也
。
筑
前
の

御
笠
よ
り
出
る
蕪
は
小
な
れ
共
名
物

也
。
大
根
の
大
な
る
ハ
尾
州
大
根
。
下

野
の
小
貝
川
大
根
。
羽
州
田
川
大
根
。

奥
州
二
本
松
大
根
。
下
総
印
旛
大
根
。

上
州
高
崎
大
根
。
羽
州
米
沢
松
尾
大
根
。

大
坂
天
満
大
根
又
川
口
大
根
。
明
石
大

根
。
姫
路
伊
出
大
根
。
土
州
香
美
大
根
。

備
州
上
道
大
根
。
豊
後
府
内
大
根
。
長

門
豊
浦
大
根
。
凡
右
の
品
。
尾
州
大
根

の
類
也
。

︵
38
︶
大
根
早
漬
香
物
仕
か
た
 
� 
 
 
一
 
大
こ
ん
長
さ
。
三
四
寸
に
切
。
竪

に
三
ツ
切
に
し
て
桶
に
入
上
よ
り
熱
湯

を
か
け
。
あ
つ
き
内
に
取
出
し
。
外
の

箱
に
入
塩
沢
山
に
ふ
り
。
酒
を
少
し
打
。

押
石
か
る
め
に
か
け
て
お
く
也
。
半
時

す
る
に
上
々
の
香
物
に
な
る
也
。
ま
た
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糠
み
そ
へ
入
る
も
よ
し
。
葉
月
代
こ
ん

を
漬
る
に
は
。
葉
を
上
へ
し
て
湯
の
か

か
ら
ぬ
や
う
に
す
る
也
。

︵
39
︶
大
根
早
み
そ
漬
の
仕
方

︵
40
︶
早
奈
良
漬
の
仕
方

︵
41
︶
本
漬
香
物

︵
42
︶
大
根
香
物
に
酸
味
入
た
る
を
直
す
る
。

︵
43
︶
薬
大
こ
ん
の
仕
方

大
根
包
丁
物
切
方
之
秘
傳

梅
の
花
 
 
 
椿
の
花
 
 
 
櫻
の
花
 
 
山
ぶ
き
の
は
な
 
 
杜
若
 
 
牡
丹

の
花
 
 
な
で
し
こ
石
竹
の
花

百
合
の
花
 
 
け
し
の
は
な
 
 
水
仙
花
 
 
し
ん
こ
大
こ
ん
切
方
 
輪
違
大
根

切
方
 
︵
東
京
家
政
学
院
大
学
付
属
図
書
館
蔵
︶

﹃
大
根
料
理
秘
傳
抄
上
下
﹄
は
﹁
東
都
通
本
町
三
丁
目
 
西
村
源
六
﹂・﹁
大
坂

心
斎
橋
順
慶
町
北
江
入
丁
 
柏
原
屋
清
右
衛
門
﹂・﹁
伊
州
 
内
神
屋
三
四
郎
﹂・

﹁
平
安
東
洞
院
通
二
條
上
ル
町
 
木
村
吉
兵
衛
﹂・﹁
同
堀
河
通
六
角
下
ル
町
﹂・

﹁
同
堀
河
通
錦
小
路
上
ル
町
 
西
村
市
郎
右
衛
門
﹂
ら
の
手
に
よ
っ
て
天
明
五

年
︵
一
七
八
五
︶
の
初
秋
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
大
根
料
理
、

漬
物
の
紹
介
、
全
国
各
地
の
名
物
と
し
て
の
大
根
料
理
が
詳
細
に
記
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
大
根
包
丁
物
切
方
之
秘
傳
は
す
べ
て
花
の
形
及
び
包
丁
の
入
れ

方
が
絵
入
で
紹
介
さ
れ
て
お
り
今
日
の
懐
石
料
理
を
は
じ
め
と
す
る
伝
統
的

技
法
の
実
態
を
知
る
上
で
も
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

 ﹃
大
根
料
理
秘
傳
抄
上
下
﹄
の
刊
行
が
江
戸
及
び
京
都
・
大
坂
を
中
心
に
し

て
畿
内
で
評
判
に
な
っ
た
と
み
え
、
同
年
の
冬
に
は
﹃
大
根
一
式
料
理
秘
密
箱
﹄

が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
目
録
と
内
容
の
一
部
を
紹
介
す
る
。

︵
１
︶
縮
大
根
切
方

︵
２
︶
白
髪
大
根
切
方

︵
３
︶
細
切
や
ま
ぶ
き
大
根
切
方

︵
４
︶
細
切
紅
大
根
之
仕
方

︵
５
︶
紅
梅
大
根
切
方

︵
６
︶
山
ぶ
き
花
大
こ
ん
仕
方

︵
７
︶
さ
く
ら
花
大
根
切
方

︵
８
︶
椿
花
大
根
仕
方

︵
９
︶
牡
丹
花
大
根
仕
方

︵
10
︶
杜
若
花
大
根
切
方

︵
11
︶
水
仙
花
大
根
切
方

︵
12
︶
な
で
し
こ
石
竹
大
根
切
方

︵
13
︶
百
合
花
大
根
切
方

︵
14
︶
わ
ち
が
い
大
根
切
方

︵
15
︶
平
剥
大
根
切
方

︵
16
︶
素
麺
大
根
仕
方

︵
17
︶
し
ん
こ
大
こ
ん
仕
方

︵
18
︶
み
ぞ
れ
大
こ
ん
仕
方

︵
19
︶
そ
ぼ
ろ
大
こ
ん
仕
方

︵
20
︶
薄
切
重
大
根
切
方

︵
21
︶
大
根
ふ
ろ
ふ
き
早
煮
仕
方

︵
22
︶
大
根
や
お
風
呂
吹
仕
方

︵
23
︶
大
根
鮓
仕
方

︵
24
︶
大
根
こ
き
ゅ
う
鮓
仕
方

︵
25
︶
で
ん
が
く
大
根
仕
方
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︵
26
︶
黄
檗
て
ん
ふ
ら
大
根
仕
方

︵
27
︶
揚
出
大
こ
ん
の
仕
方

︵
28
︶
山
ぶ
き
あ
ら
い
大
根
仕
方

︵
29
︶
三
種
合
大
根
仕
方

︵
30
︶
う
ず
大
こ
ん
切
方

︵
31
︶
よ
り
大
根
削
方

︵
32
︶
む
す
び
大
根
仕
方

︵
33
︶
紅
大
こ
ん
の
仕
方

︵
34
︶
大
根
を
ろ
し
あ
へ
仕
方

︵
35
︶
大
根
で
ん
ぶ
の
仕
方

︵
36
︶
大
こ
ん
土
亀
汁
仕
方

︵
37
︶
利
休
あ
へ
大
根
仕
方

︵
38
︶
福
原
大
根
あ
へ
仕
方

︵
39
︶
大
根
も
ろ
み
漬
仕
方

︵
40
︶
茶
大
こ
ん
仕
か
た

︵
41
︶
引
茶
あ
へ
大
こ
ん
仕
か
た

︵
42
︶
梅
仁
あ
へ
大
根
仕
方

︵
43
︶
大
根
赤
み
そ
汁
仕
方

︵
44
︶
大
根
一
種
す
い
も
の
仕
方

︵
45
︶
お
ぼ
ろ
大
根
葛
か
け
仕
方

︵
46
︶
大
こ
ん
と
ろ
ろ
汁
仕
方

︵
47
︶
香
物
焼
蒸
大
根
仕
方

︵
48
︶
大
根
一
種
し
た
し
も
の
仕
か
た

︵
49
︶
大
根
蒸
仕
方

︵
50
︶
細
干
大
根
あ
へ
も
の
仕
方

 
大
根
一
式
料
理
秘
密
箱
は
﹁
大
根
料
理
秘
傳
抄
上
下
﹂
と
刊
行
年
代
も
一
緒
だ

け
で
な
く
、
あ
る
面
で
は
対
を
成
す
も
の
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
こ
と
が
内
容
の
記

述
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
り
、
天
明
期
に
は
江
戸
・
京
都
・
大
坂
を
中
心
と
し
て

大
根
料
理
が
庶
民
層
に
ま
で
浸
透
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ

し
、
十
八
世
紀
後
半
に
は
大
根
料
理
だ
け
で
な
く
天
明
五
年
︵
一
七
八
五
︶
に
は

鳥
と
卵
の
料
理
集
で
あ
る
﹃
萬
宝
料
理
秘
密
箱
﹄
が
寛
政
十
年
︵
一
七
九
八
︶
に

は
﹃
甘
藷
百
珍
﹄
が
刊
行
さ
れ
、
さ
ら
に
は
天
明
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
豆
腐
百

珍
﹄
の
続
編
と
し
て
翌
年
に
は
﹃
豆
腐
百
珍
続
編
﹄
が
刊
行
さ
れ
、
矢
継
ぎ
早
に

以
後
材
料
別
の
料
理
書
と
し
て
鯛
・
飯
・
大
根
・
甘
藷
・
柚
・
鳥
・
卵
・
海
鰻
・

蒟
蒻
な
ど
が
刊
行
さ
れ
、こ
れ
が
い
わ
ゆ
る﹁
百
珍
物
﹂
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、

こ
こ
で
対
象
と
し
た
﹁
大
根
﹂
だ
け
が
特
質
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、﹁
百
珍
物
﹂

が
当
時
の
人
々
に
重
宝
が
ら
れ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
が
、
特
に
挿
入
さ
れ
た
絵

な
ど
か
ら
す
る
と
実
際
に
包
丁
の
使
い
方
や
料
理
そ
の
も
の
よ
り
庶
民
の
料
理
に

対
す
る
遊
び
心
を
く
す
ぐ
る
よ
う
な
記
述
も
散
見
さ
れ
、
本
書
の
出
現
に
よ
っ
て

大
根
料
理
が
天
明
期
に
飛
躍
的
に
展
開
し
た
と
み
る
の
は
早
計
で
あ
る
が
、
と
に

も
か
く
に
も
江
戸
中
期
以
降
に
﹁
大
根
お
ろ
し
﹂
を
め
ぐ
る
料
理
が
一
般
化
す
る

と
き
の
機
会
に
な
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

 
天
明
期
を
一
つ
の
画
期
と
し
て
江
戸
庶
民
層
に
百
珍
物
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に

﹁
大
根
﹂﹁
卵
﹂﹁
甘
藷
﹂
な
ど
の
料
理
書
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
一
つ
の
食
材

を
い
か
に
利
用
す
る
か
と
い
う
庶
民
感
覚
を
高
揚
さ
せ
る
の
に
意
味
の
あ
る
上

に
、
十
八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
に
江
戸
市
中
を
中
心
に
し
て
関
八
州
の

国
々
あ
た
り
で
も
食
生
活
が
一
大
転
換
し
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

 
さ
て
大
根
料
理
の
拡
大
に
つ
い
て
は
前
掲
し
た
﹃
大
根
料
理
秘
傳
抄
上
下
﹄﹃
大

根
一
式
料
理
秘
密
箱
﹄
に
そ
の
概
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
江
戸
庶
民
の
大

根
イ
メ
ー
ジ
が
よ
り
一
般
化
し
た
の
は
大
根
の
漬
物
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
最
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た
る
も
の
が
﹁
沢
庵
漬
け
﹂
で
あ
る
。
沢
庵
漬
け
は
我
が
家
で
も
味
は
ど
う
で
あ

れ
季
節
の
到
来
と
と
も
に
父
親
が
二
十
年
前
く
ら
い
ま
で
は
漬
け
て
い
た
が
い
ま

で
は
あ
の
塩
辛
い
沢
庵
漬
け
が
懐
か
し
く
思
う
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。

 
こ
の
沢
庵
漬
け
を
め
ぐ
っ
て
も
う
二
十
年
前
く
ら
い
に
な
る
だ
ろ
う
か
東
京
都

品
川
区
の
区
民
教
養
講
座
の
講
師
を
十
回
ほ
ど
勤
め
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
講

座
に
参
加
さ
れ
て
い
た
八
十
代
の
老
人
か
ら
﹁
沢
庵
漬
け
﹂
を
め
ぐ
っ
て
次
の
よ

う
な
話
を
伺
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

 
 
 
江
戸
時
代
の
話
だ
が
、
三
代
将
軍
徳
川
家
光
が
何
か
う
ま
い
も
の
を
食

べ
た
い
と
い
う
の
で
、
沢
庵
和
尚
が
招
待
し
た
。
家
光
は
品
川
の
東
海

寺
に
午
前
中
に
や
っ
て
来
て
、
和
尚
が
何
を
食
べ
さ
せ
て
く
れ
る
か
期

待
し
な
が
ら
待
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
待
て
ど
も
待

て
ど
も
な
か
な
か
食
事
は
出
て
こ
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
家
光
は
﹁
食

事
は
ま
だ
か
、
ま
だ
か
﹂
と
催
促
を
し
て
待
っ
て
い
た
。
い
や
待
た
さ

れ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
よ
う
や
く
午
後
の
四
時
頃
に
な
っ
て
、
一
杯

の
﹁
湯
漬
け
﹂
に
香
の
物
が
添
え
ら
れ
て
出
さ
れ
た
。
そ
れ
を
家
光
は

食
べ
た
そ
う
で
す
。
開
口
一
番
﹁
う
ま
い
・
こ
ん
な
う
ま
い
物
は
初
め

て
食
っ
た
﹂
と
言
う
の
だ
が
、
な
に
せ
普
通
の
﹁
湯
漬
け
﹂
で
あ
る
。

空
腹
が
そ
れ
を
う
ま
く
さ
せ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。﹁
と
こ
ろ
で

和
尚
よ
・
こ
の
香
の
物
は
な
ん
と
言
う
﹂﹁
そ
れ
は
当
寺
︵
東
海
寺
︶
に

伝
わ
り
ま
す
﹁
貯
え
漬
け
﹂
で
す
と
将
軍
の
問
い
に
沢
庵
禅
師
が
答
え

ま
し
た
。
す
る
と
家
光
は
、﹁
い
や
、
こ
れ
は
貯
え
漬
け
で
は
な
い
、
以
後
、

こ
れ
を
︵
沢
庵
漬
け
︶
と
言
う
べ
し
﹂
と
そ
れ
に
命
名
し
た
そ
う
で
あ
る
。

こ
れ
が
明
治
三
十
三
年
生
ま
れ
の
方
が
語
っ
た
﹁
沢
庵
漬
け
﹂
命
名
の
由
来

に
関
わ
る
伝
承
で
あ
る
が
、
こ
の
他
に
も
﹁
沢
庵
漬
け
﹂
の
由
来
に
つ
い
て

は
、
沢
庵
和
尚
の
墓
石
が
沢
庵
漬
け
の
重
石
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
命
名

さ
れ
た
と
い
う
俗
説
も
あ
る
。

 
東
海
寺
の
沢
庵
和
尚
め
ぐ
る
俗
説
で
あ
る
が
、
江
戸
市
中
の
寺
院
が
﹁
沢

庵
漬
け
﹂
を
客
寄
せ
に
多
く
利
用
し
て
い
た
こ
と
は
浅
草
寺
の
記
録
に
も
散

見
し
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
練
馬
村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市
郎
右
衛
門

 
沢
庵
大
根
百
本
ニ
付

 
 
 
 
 
 
代
六
百
本

 
右
落
札
仕
込
数
壱
万
本
申
付
ル
、
来
年
開
帳
有
之
ニ
付
去
年
よ
り
弐
千
多
ク
申

付
ル
﹂

︵﹃
浅
草
寺
日
記
﹄
よ
り
︶

 
こ
の
記
録
は
享
和
二
年
︵
一
八
〇
二
︶
十
一
月
八
日
に
江
戸
周
辺
で
は
と
い
う

よ
り
全
国
的
に
も
大
根
栽
培
で
著
名
な
練
馬
村
の
市
郎
右
衛
門
に
次
年
度
の
開
帳

で
お
そ
ら
く
客
へ
の
持
成
し
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
通
常
よ
り
多
く
の
大
根
を
納
め

る
こ
と
を
依
頼
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
東
海
寺
の
沢
庵
漬
け
を
め
ぐ
る
伝
承

を
十
九
世
紀
初
頭
の
こ
の
日
記
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
大
根

を
め
ぐ
る
食
生
活
が
日
常
茶
飯
事
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
合
せ
て
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
次
に
時
代
は
現
代
の
東
京
周
辺
の
大
根
を
め
ぐ
る
流
通
と
市
場
に
つ
い
て
み
て

み
よ
う
。
東
京
都
内
で
生
産
さ
れ
る
野
菜
類
の
ほ
と
ん
ど
が
、
日
本
一
の
大
消
費

市
場
を
間
近
に
控
え
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
中
央
卸
売
市
場
を
中
心
と
し
て
生

食
向
け
に
出
荷
さ
れ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
が
大
根
に
限
ら
ず
、
そ
の
生
食
向
け
の
最
大
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
東

京
都
中
央
卸
売
市
場
で
の
都
内
産
野
采
の
取
扱
量
は
戦
後
の
五
十
数
年
来
で
も

我
々
が
﹁
練
馬
大
根
﹂
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
都
内
産
が
か
な
り
の
比
重
を
占
め
て
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い
る
で
あ
ろ
う
数
値
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
現
状
が
あ
る
。

 
東
京
都
中
央
卸
売
市
場
年
報
に
よ
っ
て
戦
後
の
大
根
の
東
京
市
場
へ
出
荷
す
る

取
扱
額
と
区
部
生
産
地
を
紹
介
す
る
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１
９
５
５
年

品
目
 
 
 
 
取
扱
額
に
占
め
る
割
合
 
 
 
 
 
区
部
主
要
産
地

大
根
 
 
 
 
１
６
・
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
世
田
谷
・
足
立
・
葛
飾
・
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
板
橋
・
練
馬

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１
９
７
０
年

品
目
 
 
 
 
取
扱
額
に
占
め
る
割
合
 
 
 
 
 
区
部
主
要
産
地

大
根
 
 
 
 
２
・
０
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１
９
８
６
年

品
目
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
区
部
主
要
産
地

大
根
 
 
 
 
１
・
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
し

こ
れ
に
よ
っ
て
も
戦
後
の
東
京
周
辺
の
大
根
栽
培
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
が
確

認
さ
れ
る
が
大
根
料
理
そ
の
も
の
は
江
戸
中
期
の
記
録
に
の
こ
さ
れ
た
も
の
が
今

日
も
一
つ
の
伝
統
料
理
と
し
て
継
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
こ
と

で
あ
ろ
う
。

四
 
大
根
お
ろ
し
︵
鬼
お
ろ
し
︶
と
郷
土
料
理

 
葛
飾
区
の
天
保
九
年
銘
の
﹁
大
根
お
ろ
し
﹂
を
登
録
文
化
財
に
指
定
す
る
に
あ

た
っ
て
筆
者
は
、﹁
モ
ノ
﹂
と
し
て
の
﹁
大
根
お
ろ
し
﹂
そ
の
も
の
よ
り
も
北
関

東
農
村
の
郷
土
料
理
と
河
川
を
利
用
す
る
汚
わ
い
舟
と
の
繋
が
り
を
考
え
た
こ
と

が
あ
る
。こ
こ
で
大
根
お
ろ
し
と
郷
土
料
理
に
つ
い
て
少
し
く
紹
介
し
て
み
よ
う
。

 
大
根
お
ろ
し
︵
鬼
お
ろ
し
︶
と
郷
土
料
理
で
連
想
さ
れ
る
の
が
﹁
シ
モ
ツ
カ
レ
﹂

で
あ
る
。
シ
モ
ツ
カ
リ
・
シ
ミ
ツ
カ
リ
・
ス
ミ
ツ
カ
レ
な
ど
と
地
域
に
よ
っ
て
呼

称
は
異
な
る
が
、
二
月
の
初
午
に
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
行
事
食
で
あ
る
。
栃
木

県
を
中
心
に
、
茨
城
県
・
埼
玉
県
の
一
部
・
千
葉
県
の
一
部
で
食
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。

 
一
般
的
な
作
り
方
︵
地
域
に
よ
っ
て
材
料
に
多
少
の
違
い
が
あ
る
︶
は
、
材
料

と
し
て
鮭
の
頭
・
大
根
・
人
参
・
大
豆
・
油
揚
げ
・
酒
粕
を
用
意
し
て
、
最
初
に

鮭
の
頭
を
二
～
三
セ
ン
チ
ほ
ど
に
切
り
、水
で
煮
込
む
。
沸
騰
し
た
ら
弱
火
に
し
、

あ
く
を
と
り
な
が
ら
三
・
四
時
間
煮
込
む
。
次
に
大
豆
を
焦
げ
る
程
度
に
煎
り
鍋

に
入
れ
る
。
な
お
、
大
豆
を
煎
る
前
に
生
豆
の
状
態
で
笊
に
入
れ
、
升
で
押
し
つ

け
る
よ
う
に
し
て
入
れ
る
の
が
良
い
と
さ
れ
て
い
る
。

 
大
根
と
人
参
を
﹁
大
根
お
ろ
し
﹂
︵
鬼
お
ろ
し
︶
で
お
ろ
し
て
お
く
。
大
根
、

人
参
、
油
揚
げ
︵
短
冊
状
に
切
る
︶
、
大
豆
を
鮭
の
頭
を
煮
込
ん
だ
鍋
に
入
れ
一

時
間
程
度
煮
込
む
。
そ
こ
え
酒
粕
を
手
で
ち
ぎ
り
な
が
ら
鍋
に
入
れ
る
。

酒
粕
が
ほ
ど
よ
く
と
け
た
ら
出
来
上
が
り
で
あ
る
。
調
味
料
は
基
本
的
に
は
使
用

し
て
い
な
い
が
各
家
独
自
の
味
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

 
こ
の
シ
モ
ツ
カ
レ
行
事
、
年
越
し
の
豆
を
取
っ
て
お
き
、
正
月
に
食
べ
た
年
取

り
魚
の
鮭
の
頭
、
大
根
、
人
参
、
酒
粕
な
ど
が
使
わ
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
正
月
行

事
で
残
っ
た
物
を
う
ま
く
利
用
し
て
か
つ
栄
養
価
が
高
い
と
い
う
先
人
達
の
知
恵

が
生
き
て
い
る
栃
木
県
を
中
心
に
し
た
北
関
東
農
村
の
冬
の
代
表
的
な
料
理
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
群
馬
県
あ
た
り
で
は
こ
の﹁
シ
モ
ツ
カ
レ
﹂を
七
軒
回
っ

て
食
べ
る
と
中
気
に
な
ら
な
い
な
ど
と
い
う
俗
信
も
あ
る
。
味
は
と
い
え
ば
何
度

か
挑
戦
し
た
も
の
の
お
世
辞
に
も
美
味
と
は
い
え
ず
、
な
ん
と
言
っ
て
も
保
存
食

の
ま
た
保
存
食
と
い
う
感
じ
で
そ
の
酢
っ
ぱ
さ
は
半
ば
腐
っ
た
よ
う
な
代
物
で
あ

る
。
そ
れ
で
も
な
お
北
関
東
を
代
表
す
る
郷
土
料
理
の
最
た
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
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さ
て
こ
の
シ
モ
ツ
カ
レ
を
作
る
の
に
必
ず
用
い
た
の
が
﹁
大
根
お
ろ
し
﹂
︵
鬼

お
ろ
し
︶
で
あ
る
。
鬼
お
ろ
し
と
は
竹
製
の
荒
目
の
お
ろ
し
器
で
、
シ
モ
ツ
カ
レ

の
大
根
を
お
ろ
す
の
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
昭
和
三
十
年
代
頃
ま
で
は
戸

主
が
作
る
自
家
製
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
栃
木
県
あ
た
り

で
は
県
内
の
竹
細
工
店
も
し
く
は
気
の
き
い
た
ス
ー
パ
ー
や
コ
ン
ビ
ニ
で
も
市
販

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
シ
モ
ツ
カ
レ
に
無
く
て
は
な
ら
な
い
の
が
大
根
と
﹁
大
根
お

ろ
し
︵
鬼
お
ろ
し
︶
﹂
で
あ
る
。
こ
の
鬼
お
ろ
し
の
使
用
さ
れ
る
文
化
圏
と
﹁
シ

モ
ツ
カ
レ
﹂
と
い
う
郷
土
料
理
の
文
化
圏
が
ほ
ぼ
重
層
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す

る
。
そ
う
い
う
点
で
は
天
保
九
年
の
記
念
銘
を
も
つ
大
根
お
ろ
し
の
も
つ
文
化
財

と
し
て
の
意
味
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
か
つ
こ
の
大
根
お
ろ
し
︵
鬼
お
ろ
し
︶
の
利

用
さ
れ
る
地
域
に
目
を
転
じ
れ
ば
北
関
東
農
村
と
江
戸
市
中
と
の
河
川
を
利
用
し

た
交
易
圏
と
も
深
い
関
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に

葛
飾
区
内
の
中
川
流
域
か
ら
利
根
川
流
域
に
確
認
さ
れ
る
汚
わ
い
舟
と
の
関
連

性
、
具
体
的
に
は
北
関
東
を
は
じ
め
と
す
る
農
村
部
か
ら
大
根
な
ど
の
蔬
菜
栽
培

も
の
を
江
戸
や
東
京
の
市
場
に
搬
入
し
た
帰
路
に
江
戸
・
東
京
の
糞
尿
︵
糞
尿
は

商
品
で
野
田
周
辺
か
ら
も
江
戸
の
町
に
糞
尿
を
集
め
に
き
て
い
た
記
録
が
多
く
中

川
流
域
で
も
確
認
さ
れ
る
︶
を
肥
料
と
す
る
た
め
に
活
躍
し
て
い
た
の
が
汚
わ
い

舟
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
を
考
慮
す
れ
ば
一
つ
の
記
念
銘
民
具
と
し
て
の
﹁
大
根

お
ろ
し
﹂
が
江
戸
・
東
京
を
め
ぐ
る
食
生
活
史
を
紐
解
く
と
き
の
一
つ
の
題
材
と

も
な
る
で
あ
ろ
う
。

人
文
学
部
日
本
文
化
学
科
 

 




