
鶯
丸
と
い
う
現
象

～
資
料
か
ら
読
み
解
く
鶯
丸
の
姿
～

ｾ
ｷ
ﾚ
ｲ@

W
agtailW

令
和
元
年
五
月
二
十
六
日
A4
横
書
版
公
開

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
A5
縦
書
に
改
訂

明
治
40
年
に
明
治
天
皇
に
献
上
さ
れ
た
鶯
丸
は
､
献
上
前
に
そ
の
刀
身
に

あ
っ
た
ﾌ
ｸ
ﾚ
を
修
復
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
｡
そ
こ
か
ら
の
連
想
で

か
､
疵
に
よ
り
価
値
の
な
く
な
っ
た
鶯
丸
が
名
研
師
に
よ
り
復
活
し
た
と
い

う
こ
と
が
ま
こ
と
し
や
か
に
ﾈ
ｯ
ﾄ
上
で
語
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
｡
し
か
し
､

明
治
時
代
献
上
前
に
お
け
る
鶯
丸
の
評
価
は
現
在
と
同
様
総
じ
て
高
く
､
古

備
前
の
名
工
友
成
の
傑
作
と
称
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
齟
齬
は
､
ｴ
ﾓ
ｰ
ｼ
ｮ

ﾅ
ﾙ
な
話
題
の
ほ
う
が
よ
り
広
ま
り
や
す
い
こ
と
に
起
因
し
､
周
知
さ
れ
て

い
る
情
報
が
偏
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
鶯
丸
の
評

価
お
よ
び
ﾌ
ｸ
ﾚ
に
関
す
る
資
料
を
収
集
し
､
そ
れ
ら
か
ら
読
み
解
い
た
鶯

丸
と
い
う
刀
は
､
千
年
ず
っ
と
美
し
く
修
復
で”

よ
り
完
璧
に”

な
っ
た
と
の

だ
と
私
は
推
察
し
た
｡
ﾌ
ｸ
ﾚ
が
い
つ
か
ら
表
面
に
現
れ
た
も
の
か
わ
か
ら

な
い
が
､
そ
れ
は
｢
美
人
に
で
き
た
小
さ
な
に
き
び
｣
程
度
の
も
の
だ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
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20

1

は
じ
め
に

巷
で
語
ら
れ
る
鶯
丸
と
い
う
物
語
に
『
ｴ
ﾓ
』
さ
を
感
じ
る
要
因
の
ひ
と

つ
と
し
て
､
長
い
間
貧
乏
藩
主
が
所
持
し
『
ふ
く
れ
』
に
よ
り
そ
の
刀
剣
と

し
て
の
価
値
を
無
く
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
､
名
研
師
に
よ
り
修
復
さ
れ
､
天

皇
に
献
上
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
､
い
わ
ゆ
る
ｼ
ﾝ
デ
ﾚ
ﾗ
ｽ
ﾄ
ｰ

ﾘ
ｰ
的
で
一
発
逆
転
ｻ
ｸ
ｾ
ｽ
ｽ
ﾄ
ｰ
ﾘ
ｰ
と
い
う
側
面
が
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
｡
私
も
鶯
丸
沼
に
入
り
か
け
､
ﾈ
ｯ
ﾄ
の
情
報
を
拾
い
読
み
し

て
い
た
頃
は
そ
う
思
っ
て
い
た
｡

し
か
し
な
が
ら
､
実
際
鶯
丸
の
資
料
を
集
め
精
査
す
る
と
､
小
笠
原
家
が

い
か
に
鶯
丸
を
特
別
な
も
の
と
し
て
き
た
か
や
､
明
治
以
降
の
所
有
者
が
想

像
以
上
に
刀
剣
に
造
詣
が
深
い
人
物
で
あ
り
そ
の
彼
ら
が
鶯
丸
を
強
く
求
め

た
と
い
う
事
実
､
ま
た
明
治
の
刀
剣
界
の
重
鎮
か
ら
の
高
い
評
価
を
鑑
み
る

に
､
鶯
丸
は
ず
っ
と
美
し
い
刀
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
を
強

く
し
た
｡

ま
た
､｢
鶯
丸
に
献
上
前
ふ
く
れ
が
あ
り
修
復
さ
れ
た
｣
と
い
う
話
が
残
さ

れ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
が
､
刀
剣
と
し
て
の
価
値
を
損
な
う
ほ
ど
身
を

崩
し
て
い
た
と
い
う
ｲ
ﾒ
ｰ
ジ
は
､『
ふ
く
れ=

刀
剣
の
疵
』
か
ら
の
連
想

がS
N
S

等
で
一
人
歩
き
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
よ
う
な
ｲ
ﾒ
ｰ
ジ
の

定
着
は
､『
献
上
前
の
鶯
丸
の
高
い
評
価
』
は
あ
ま
り
『
ｴ
ﾓ
』
で
は
な
い
た

め
､
広
ま
り
に
く
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
｡

本
稿
で
は
鶯
丸
の
刀
身
の
評
価
に
関
す
る
資
料
を
包
括
的
に
示
す
｡
こ
こ

か
ら
各
人
の
解
釈
の
参
考
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
｡

2

鶯
丸
略
歴

鶯
丸
が
明
治
時
代
､
明
治
天
皇
に
献
上
さ
れ
現
在
ま
で
御
物
で
あ
る
こ
と

は
周
知
の
事
で
あ
る
が
､
本
稿
の
理
解
の
一
助
に
献
上
さ
れ
る
ま
で
の
略
歴

を
こ
こ
に
記
す
｡

ま
ず
､
鶯
丸
の
記
録
は
嘉
吉
元
年
5
月
26
日
に
書
か
れ
た
感
状
が
現
在
認

め
ら
れ
て
い
る
最
古
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
感
状
は
永
享
十
二
年
か
ら
嘉
吉
元
年

(1440–1441)

に
下
総
国
結
城(

現
茨
城
県
結
城
市)

に
て
起
っ
た
結
城
合
戦

の
戦
功
の
褒
賞
と
し
て
､
六
代
将
軍
足
利
義
教
か
ら
信
濃
守
護
小
笠
原
政
康

に
与
え
ら
れ
た
友
成
の
太
刀
に
添
え
ら
れ
た
も
の
で
､
義
教
の
花
押
入
り
の

御
内
書
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
｡
そ
こ
に
は
､
鶯
太
刀
友
成

と
書
か
れ
て
い

る
[1]

｡
こ
の
感
状
は
六
百
年
近
い
年
を
経
た
現
在
も
鶯
丸
本
体
と
共
に
在
る

[2]

｡小
笠
原
家
は
政
康
の
死
後
家
督
争
い
で
分
裂
す
る
が
､
政
康
の
息
子
光
康

を
祖
と
す
る
家
系
が
鶯
丸
を
最
終
的
に
受
け
継
ぎ 1
､
江
戸
時
代
に
は
大
名
と

1

小
笠
原
家
の
惣
領
職
と
共
に
相
続
さ
れ
る
重
代
の
文
書
､
太
刀
類
も
争
い
の
種
と
な
っ
て

お
り
､
受
け
継
が
れ
た
経
路
に
は
諸
説
あ
る
｡
し
か
し
､
最
終
的
に
は
勝
山
藩
主
家
に
鶯
丸
は

伝
わ
っ
て
い
る
｡

2



な
り
幾
度
か
の
転
封
の
末
､
越
前
勝
山
藩
主(

福
井
県
勝
山
市)

と
な
り
明
治

維
新
を
迎
え
る
｡
ち
な
み
に
､
博
多
藤
四
郎
､
豊
前
江
､
秋
田
藤
四
郎
､
不

動
行
光
を
所
持
し
て
い
た
豊
前
小
倉
藩
主(

福
岡
県
北
九
州
市)

の
小
笠
原
家

は
政
康
の
甥
を
祖
と
す
る
家
系
で
あ
る(

図
1
参
照)

｡

明
治
維
新
後
､
小
笠
原
家
に
お
け
る
鶯
丸
の
最
後
の
記
録
は
明
治
22
年
に

お
け
る
遊
就
館
に
お
け
る
一
般
公
開
で
あ
ろ
う
[3]

｡
そ
の
後
､
明
治
26
年
に

小
笠
原
長
育
に
よ
り
装
丁
さ
れ
た
小
笠
原
家
文
書
目
録
に
鶯
丸
の
感
状
が
含

ま
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
[4]

[5]

､
明
治
22
年
11
月
か
ら
26
年
5
月
の
間
に

小
笠
原
家
か
ら
感
状
と
共
に
売
却
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
其
の
後
､
て
ん

て
ん
と
し
た
後
明
治
32
年
頃
に
宗
重
正
が
入
手
し
[6]

､
明
治
39
年
頃
に
田

中
光
顕
が
重
正
の
息
子
重
望
か
ら
購
入
し
て
い
る
[7]

[8]

｡
そ
し
て
､
明
治

40
年
11
月
に
茨
城
県
結
城
に
お
い
て
陸
軍
大
演
習
が
行
わ
れ
た
折
､
結
城
に

縁
が
あ
る
と
し
て
当
時
宮
内
大
臣
で
大
演
習
に
も
随
行
し
て
い
た
田
中
光
顕

よ
り
明
治
天
皇
に
献
上
さ
れ
[2]

､
現
在
に
至
る
｡
明
治
以
降
の
来
歴
の
諸
説

は
[9]

を
参
照
の
こ
と 2
｡

3

小
笠
原
家
宝
刀
と
し
て
の
鶯
丸

嘉
吉
元
年(1

4
41
)

結
城
合
戦
戦
功
の
褒
賞
と
し
て
鶯
丸(

鶯
太
刀)

が
小

笠
原
家
に
下
賜
さ
れ
て
明
治
中
頃(18

90

頃)

に
売
却
さ
れ
る
ま
で
の
お
よ

そ
四
百
五
十
年
の
間
､
鶯
丸
は
小
笠
原
家
の
第
一
の
宝
刀
､
い
や
さ
､
第
一

の
至
宝
で
あ
っ
た
｡

2

昭
和
以
降
の
資
料
で
鶯
丸
が
宗
家
か
ら
山
本
達
雄
も
し
く
は
秋
元
子
爵
に
渡
っ
た
と
い
う

説
も
見
ら
れ
る
が
､
宗
重
望
↓
田
中
光
顕
は
､
確
実
な
資
料(

当
の
御
本
人
談
[7]o

r

ﾘ
ｱ
ﾙ
ﾀ

ｲ
ﾑ
に
近
い
情
報
[8]

)

が
あ
る
た
め
こ
れ
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
｡

小
笠
原
家
に
お
け
る
鶯
丸
の
価
値
は
､『
美
し
き
名
刀
』
で
あ
る
か
ど
う
か

で
は
な
い
の
で
､
本
稿
の
ﾃ
ｰ
ﾏ
で
あ
る
､
刀
身
の
美
し
さ
の
評
価
と
い
う

点
に
お
い
て
は
本
章
は
冗
長
か
も
し
れ
な
い
が
､
鶯
丸
の
評
価
と
い
う
点
に

お
い
て
小
笠
原
家
に
お
け
る
在
り
方
は
外
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
記
す
｡

(

こ
の
章
は
個
人
的
な
趣
味
に
よ
り
長
く
な
り
ま
し
た
｡)

信
濃
に
お
け
る
小
笠
原
家
の
歴
史
に
関
し
て
は
､
[10]

[11]

[12]

を
主
に
参
照

し
て
い
る
｡

3
・
1

第
六
代
将
軍
足
利
義
教
感
状

ま
ず
､
結
城
合
戦
終
結
の
後
､
嘉
吉
元
年(1441)5

月2
6

日
将
軍
足
利
義

教
よ
り
戦
功
の
あ
っ
た
小
笠
原
政
康
に
鶯
丸
が
下
賜
さ
れ
た
と
き
添
え
ら
れ

て
い
た
感
状
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
｡

｢
勝
山
小
笠
原
文
書
｣
[1]

ﾖ
ﾘ

今
度
結
城
館
事
即
時
攻
落
凶
徒
等

悉
討
捕
剰
虜
春
王
丸
安
王
丸
畢

武
略
無
比
類
尤
感
思
食
候
仍

鶯
太
刀
友
成

一
腰
遣
之
候
也

五
月
廿
六
日

(

義
教
花
押)

　
　
　

小
笠
原
大
膳
大
夫
入
道
殿

結
城
合
戦
は
永
享
十
一
年(1439)

に
幕
府
勢
が
自
害
に
お
い
こ
ん
だ
関
東

公
方
足
利
持
氏
の
遺
児
春
王
丸
､
安
王
丸
を
永
享
十
二
年
に
持
氏
の
残
党
ら

が
擁
立
し
て
挙
兵
｡
幕
府
方
が
小
笠
原
政
康
ら
諸
将
を
派
遣
し
結
城
氏
朝
ら

3



が
立
て
籠
る
結
城
城
を
一
年
に
わ
た
る
攻
城
戦
の
末
に
落
城
さ
せ
た
も
の
で

あ
る
｡

こ
の
感
状
は
小
笠
原
政
康
に
対
し
､
城
か
ら
逃
げ
る
二
子
を
捕
え
た
こ
と

と
､
そ
の
無
比
な
る
武
略
を
評
し
て
い
る
｡
こ
の
文
面
だ
け
を
見
る
と
､
政

康
の
戦
功
は
二
子
を
捕
え
た
事
に
焦
点
が
あ
た
り
が
ち
で
あ
る
が
､
政
康
は

こ
の
戦
に
お
い
て
関
東
と
い
う
他
所
の
庭
に
信
濃
勢
三
千
騎
を
率
い
て
参
陣

し
､
副
将
を
仰
せ
つ
か
り
陣
中
奉
行
と
し
て
活
躍
し
た
と
い
う
大
功
が
あ
る
｡

さ
て
､
こ
の
感
状
に
は
鶯
太
刀
友
成
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し

た
い
｡

ま
ず
､
鶯
太
刀
と
い
う
表
記
だ
が
､｢
鶯
太
刀
｣
が
元
来
の
号
で
あ
っ
た
か

ど
う
か
？

は
判
然
と
し
な
い
｡
号
持
ち
の
太
刀
を
表
現
す
る
と
き
､
太
刀

号
×
×
と
書
か
れ
る
の
が
一
般
的
に
思
え
る
か
ら
だ
｡
室
町
時
代
に
書
か
れ

た
史
料
は
あ
ま
り
多
く
に
目
を
通
し
て
い
な
い
が
､
義
教
の
時
代
に
は
｢
足

利
家
御
重
代
太
刀
号作
Ĺ
�

御
重
代
御
鎧
号小
御袖

（
太
刀
号
ｻ
ｻ
作
､
鎧
号
御
小

袖
）
な
ど
と
記
述
さ
れ
て
い
る
[13]

｡
鶯
丸
も
､
江
戸
時
代
に
書
か
れ
た
史
料

で
は
『
号
鶯
太
刀
』
と
書
か
れ
鶯
太
刀
が
号
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
｡(

他
に
､
号
鶯
､
号
鶯
丸
の
表
現
も
見
ら
れ
る
[15]

｡)
こ
れ
に
関

し
て
は
､
ま
だ
私
の
知
識
も
浅
い
の
で
広
く
史
料
を
比
較
し
て
み
な
い
と
い

け
な
い
｡
ち
な
み
に
鶯
の
名
の
由
来
を
示
す
史
料
は
､
小
笠
原
家
に
残
さ
れ

て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
｡

次
に
刀
工
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
だ
が
､
義
教
ま
で
の
時

代
で
､
褒
賞
と
し
て
与
え
ら
れ
る
太
刀
の
刀
工
名
が
感
状
に
記
載
さ
れ
て
い

る
パ
ﾀ
ｰ
ﾝ
は
ほ
と
ん
ど
見
な
い
｡(

す
く
な
く
と
も
､
後
鑑
[16]

3
に
記
載
さ

3

室
町
幕
府
十
五
代
の
歴
史
書
｡
江
戸
時
代
に
江
戸
幕
府
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
｡

れ
て
い
る
範
囲
内
で
は
｡)

義
教
の
子
の
義
政
の
時
代
に
な
っ
て
､
刀
工
名

が
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡
小
笠
原
政
康
も
､
鶯
丸
以
外
に
も
戦

功
で
幾
振
も
の
太
刀 4
が
与
え
ら
れ
て
い
た
が
､
感
状
に
は
｢
太
刀
一
腰
｣
と

し
か
書
か
れ
て
い
な
い 5
｡
ま
た
､
政
康
の
嫡
男
宗
康
を
含
め
幾
人
か
に
結
城

合
戦
褒
賞
と
し
て
太
刀
を
与
え
た
感
状
の
内
容
が
残
っ
て
い
る
が
[16]

､
政
康

に
与
え
た
感
状
に
あ
る
｢
鶯
太
刀
友
成
一
腰
｣
以
外
は
､
す
べ
か
ら
く
｢
太

刀
一
腰
｣
で
あ
る
｡
ち
な
み
に
､
宗
康
に
与
え
ら
れ
た
太
刀
は
｢
兼
光
｣
で

あ
る
こ
と
が
小
笠
原
家
の
家
譜
[17]

に
書
か
れ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
義
教
の
時
代
に
お
い
て
感
状
で
｢
鶯
太
刀
友
成
｣
と
い
う

表
現
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
非
常
に
稀
有
な
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
が
即
ち

鶯
丸
が
稀
有
な
る
名
刀
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
わ
け
で
は
な
い
が
､

こ
の
鶯
丸
の
下
賜
は
義
教
に
と
っ
て
特
別
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
｡

詳
細
は
省
略
す
る
が
､
義
教
に
と
っ
て
結
城
合
戦
は
籤
引
き
に
よ
る
将
軍

就
任
の
時
か
ら
宿
縁
の
敵
で
あ
っ
た
関
東
公
方
家
を
一
掃
す
る
総
決
算
の
戦

で
あ
っ
た
｡

3
・
2

小
笠
原
の
記
録

小
笠
原
家
に
と
っ
て
鶯
丸
は
ど
ん
な
存
在
だ
っ
た
の
か
？

4

鶯
丸
の
友
成
､
久
國
､
真
長
､
来
國
光
､
真
宗
の
太
刀
が
足
利
義
教
か
ら
小
笠
原
政
康
に

感
状
と
と
も
に
下
賜
さ
れ
た
こ
と
が
家
譜
に
記
載
さ
れ
て
い
る
｡

5

正
確
に
記
す
と
､
政
康
が
義
教
に
正
月
祝
い
と
し
て
太
刀
を
献
上
し
た
返
礼
品
に
義
教
よ

り
贈
ら
れ
て
い
る
刀
に
関
し
て
､
文
書
に
｢
刀
一
腰
殊
に
刀
銘
は
國
泰
､
目
出
思
食
さ
れ
候
の

間
､
こ
れ
を
遣
は
し
候
な
り
｣
[1]

と
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
一
通
だ
け
あ
る
｡

4



中
世
武
家
に
お
い
て
惣
領
職
と
は
､
所
領
を
中
心
に
家
伝
の
文
書
､
太
刀
､

鎧
等
の
惣
領
職
を
象
徴
す
る
物
品
に
よ
り
顕
現
す
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ

た
[14]

｡
小
笠
原
家
の
家
伝
の
重
宝
で
あ
る
足
利
将
軍
よ
り
賜
っ
た
感
状
を

始
め
と
す
る
文
書
､
鶯
丸
は
そ
の
惣
領
職
を
象
徴
す
る
物
品
の
際
た
る
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
ﾗ
ﾃ
ﾝ
語
で
ﾚ
ガ
ﾘ
ｱ(regalia)

と
い
う
単
語
が
あ

る
｡
そ
の
意
味
は
､
そ
れ
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
な
王
､
君
主
で
あ
る

と
認
め
さ
せ
る
象
徴
と
な
る
物
品(w

ik
i

よ
り)

と
あ
る
｡
日
本
で
言
え
ば
､

天
皇
家
の
三
種
の
神
器
が
そ
れ
で
あ
る
｡
鶯
丸
は
ま
さ
に
小
笠
原
の
『
ﾚ
ガ

ﾘ
ｱ
』
な
の
だ
｡(

伝
家
の
宝
刀
と
い
う
と
､
衆
議
院
解
散
し
そ
う
な
ｲ
ﾒ
ｰ

ジ
が
先
行
し
て
し
ま
う
し
､
三
種
の
神
器
も
一
般
名
詞
化
し
て
い
る
の
で
､

以
降
こ
の
象
徴
物
品
の
こ
と
を
『
ﾚ
ガ
ﾘ
ｱ
』
と
表
記
す
る
｡)

詳
細
は
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
､
勝
山
藩
主
と
な
っ
た
小
笠
原
の
系
統(

信

濃
の
松
尾=

長
野
県
飯
田
市
を
拠
点
と
し
て
い
た
の
で
松
尾
小
笠
原
と
呼
ば

れ
る)

は
､
現
在
の
歴
史
に
お
い
て
は
､1534

年
に
府
中
小
笠
原(

府
中=

長

野
県
松
本
市
､
後
の
小
倉
藩
主
家)

に
攻
め
込
ま
れ
甲
斐
に
敗
走
し
た
こ
と

で
家
督
争
い
に
敗
れ
た
側
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
｡
一
方
､
府
中
家
は
分
裂
し

て
い
た
小
笠
原
を
統
一
し
､
小
笠
原
の
惣
領
職
と
な
っ
た
と
い
う
の
が
一
般

的
な
認
識
と
な
っ
て
い
る
｡

し
か
し
､
松
尾
小
笠
原
家
は
小
笠
原
の
正
当
な
惣
領
職
で
あ
る
と
い
う
自

負
を
持
っ
て
い
た
｡
松
尾
小
笠
原
に
残
っ
た
文
書
類
と
鶯
丸
は
､
そ
の
よ
す

が
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
｡

徳
川
第
三
代
将
軍
家
光
の
時
代
､
小
笠
原
で
は
貞
信
の
代
に
諸
大
名
の
家

譜
の
編
纂(

寛
永
諸
家
家
系
図
伝)

を
幕
府
が
行
っ
て
い
る
｡
小
笠
原(

当
時

は
美
濃
高
須
藩
主
・
岐
阜
県
海
津
市)

よ
り
は
､
足
利
将
軍
よ
り
賜
り
し
文

書
や
武
功
の
褒
賞
と
し
て
与
え
ら
れ
た
太
刀
や
感
状
に
つ
い
て
書
か
れ
た
家

譜
が
提
出
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
折
の
寛
永
19
年(1642)

､
大
橋
長
左
衛
門

(

家
光
の
右
筆=

書
記)

か
ら
｢
足
利
将
軍
か
ら
の
本
領
相
続
の
証
文
や
､
武

勇
忠
功
の
感
状
と
太
刀
を
悉
く
持
っ
て
い
る
｡
他
に
も
家
系
図
に
は
載
せ
き

れ
な
い
も
の
が
数
十
通
｡
す
な
わ
ち
､
小
笠
原
の
祖
長
清
か
ら
貞
信
に
至
る

二
十
一
世
小
笠
原
家
惣
領
職
を
相
続
す
る
も
の
な
り
｣
と
い
う
内
容
の
文
を

貰
っ
た
こ
と
を
後
の
家
譜
[30]

に
載
せ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
惣
領
職
で
あ
る

と
い
う
こ
と
の
証
と
し
て
､
相
続
を
示
す
証
文(

譲
状)

だ
け
で
な
く
､
武
功

を
示
す
感
状
や
太
刀
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
以
下
､
内
容
を

一
部
抜
粋
す
る
｡

｢
勝
山
小
笠
原
家
譜
｣
[30]

よ
り

貞
信
の
項

大
橋
長
左
衛
門
其
文
曰

(

略)

本
領
相
続
之
証
文
武
勇
忠
功
之
感
書
並
太
刀
等
悉
有
貞
信
家
今
此
系
図

所
載
之
外
有
数
十
通
以
繁
多
之
故
尽
載
之
然
則
自
元
祖
長
清
至
貞
信
二
十
一

世
相
続
小
笠
原
之
惣
領
職
者
也

寛
永
十
九
年
壬
午
夏
五
月
日

源
朝
臣
小
笠
原
主
膳

貞
信

一
方
で
､
そ
の
翌
年
の
寛
永
20
年
に
完
成
し
た
幕
府
編
纂
の
寛
永
諸
家
系

図
伝
[19]

に
は
､
上
記
の
内
容
と
共
に
府
中=

小
倉
小
笠
原
も
惣
領
職
で
あ
る

と
言
い
伝
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
併
記
さ
れ
て
い
る
の
で
実
際
に
幕
府

よ
り”

惣
領
職”
の
お
墨
付
き
が
出
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
疑
問
が
残
る(

こ

こ
に
関
し
て
は
ま
だ
調
査
不
足
で
あ
る)

｡
ど
の
み
ち
､
家
禄
は
雲
泥
の
差

5



(
勝
山
藩
二
万
三
千
石
弱
､
小
倉
藩
十
五
万
石)

な
の
だ
｡

勝
山
小
笠
原
家
に
伝
わ
る
武
功
の
太
刀
は
､
鶯
丸
以
外
に
も
何
振
り
か
家

譜
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
､
鶯
丸
､
久
國
､
真
長
の
三
振
り
の
太
刀
は
特
別

だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

信
胤
の
頃
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
｢
松
尾
小
笠
原
の
大
略
｣
で
は
､

小
笠
原
家
が
松
尾
城
主
と
し
て
繁
栄
す
る
に
い
た
る
由
来
を
記
し
た
も
の
で

あ
る
が
､
そ
の
中
で
､
元
祖
の
長
清
公
か
ら
の
御
影(

肖
像
画)

が
松
尾
家
に

全
て
残
っ
て
い
る
こ
と
､
足
利
将
軍
代
々
か
ら
賜
っ
た
様
々
な
も
の
で
多
く

紛
失
し
た
も
の
も
あ
る
が
鶯
丸
､
久
國
､
真
長
の
三
振
り
の
太
刀
が
残
っ
て

い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
｡(
将
軍
か
ら
賜
っ
た
数
々
の
品
は
多
く
紛

失
し
た
け
れ
ど
､
鶯
丸
､
久
國
､
真
長
と
そ
の
感
状
が
残
っ
て
い
る
こ
と
は

家
中
で
当
然
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
ら
､
こ
こ
に
わ
ざ
わ
ざ
書
き
留
め
て
お
く

必
要
も
な
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
・
・
・
と
い
う
内
容)

久
國
､
真
長

の
太
刀
は
､
鶯
丸
よ
り
5
年
前
の
永
享
8
年
に
信
濃
国
内
に
お
け
る
そ
れ
ぞ

れ
の
戦
功
に
よ
り
義
教
か
ら
下
賜
さ
れ
て
い
る
｡
以
降
､
四
百
五
十
年
ズ
ｯ

友
で
あ
る 6
｡

｢
松
尾
小
笠
原
の
大
略
｣
[20]

ﾖ
ﾘ

小
笠
原
家
の
元
祖
長
清
公
よ
り
、
当
時
信
胤
公
ま
で
二
十
四
世
な
り
、
忽
し

て
御
先
祖
加
賀
美
次
郎
遠
光
公
の
御
影(

金
岡
ノ
筆
ト
申
伝
也)

よ
り
以
来
御

影
像
御
一
代
も
欠
す
画
し
て
、
今
に
松
尾
の
小
笠
原
家
に
御
伝
へ
候
儀
、
並

二
将
軍
家
代
々
の
感
状
是
又
添
て
つ
か
わ
さ
れ
候
御
太
刀
腹
巻
等
品
々
の
う

6

明
治
21
か
22
年
に
鶯
丸
と
共
に
他
三
振
が
一
般
公
開
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
う
ち
一
振
は

久
國
で
あ
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
が
､
残
り
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
お
そ
ら
く
真
長
の
太

刀
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
四
振
り
は
鶯
丸
と
共
に
売
却
さ
れ
た
[6]

｡

ち
、
今
感
状
並
二
直
筆
之
御
書
な
ど
ば
か
り
相
残
て
添
え
ら
れ
し
品
も
の
多

紛
失
の
中
に
、
鶯
の
友
成
の
御
太
刀
、
久
國
の
御
太
刀
、
真
長

7

の
御
太
刀

御
感
状
に
添
へ
て
御
座
有
御
事
等
ハ
勿
論
御
家
中
に
て
い
づ
れ
も
御
存
知
之

事
二
候
得
ば
、
爰
に
書
留
申
に
不
及
候
得
共
、
如
斯

勝
山
小
笠
原
家
に
伝
わ
っ
た
そ
の
三
振
の
中
で
も
こ
と
さ
ら
に
鶯
丸
は
別

格
の
存
在
で
あ
っ
た
｡｢
菱
実
紀
聞
｣
[21]

は
幕
末
小
笠
原
家
の
侍
医
で
あ
っ

た
西
門
蘭
渓
が
小
笠
原
家
に
関
す
る
記
録
を
蒐
集
し
､
編
集
し
た
も
の
[22]

で

あ
る
が
､
そ
の
中
で
､
鶯
丸
は
小
笠
原
家
｢
第
一
の
至
宝
｣
と
記
し
て
い
る
｡

ま
た
､
小
笠
原
家
は
鶯
丸
が
下
賜
さ
れ
た
結
城
合
戦
に
ま
つ
わ
る
3
月
15

日
を
祭
祀
の
日
と
し
､
転
封
の
た
び
に
八
幡
宮
を
遷
宮
し
､
毎
年
絶
え
ず
八

幡
宮
で
例
祭
を
行
っ
て
い
た
[17]

｡
こ
の
祭
り
に
関
す
る
ま
と
め
と
考
察
は
[23]

に
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
｡

話
は
逸
れ
る
が
､
小
倉
小
笠
原
に
は
｢
鶯
丸
の
影
｣
と
も
呼
ぶ
べ
き
存
在

の
太
刀
が
あ
る
｡
少
し
説
明
が
長
く
な
る
が
､
あ
げ
て
お
く
｡

小
倉
小
笠
原
家
は
家
系
図
に
お
い
て
政
康
の
嫡
流
を
主
張
し
て
い
る
｡
し

か
し
現
在
の
定
説
に
お
い
て
は
そ
れ
は
誤
り
で
､
政
康
の
甥(

政
康
の
兄
長

将
の
子)

を
祖
と
す
る
と
さ
れ
て
い
る
｡
政
康
は
信
濃
に
お
い
て
失
墜
し
て

い
た
小
笠
原
の
信
濃
守
護
と
し
て
の
立
場
を
回
復
し
､
ご
た
つ
い
て
い
た
信

濃
を
武
功
に
よ
り
平
定
し
た
人
物
で
あ
る
｡
小
倉
小
笠
原
に
繋
が
る
府
中
家

は
､
そ
の
英
傑
で
あ
る
政
康
の
嫡
流
を
標
榜
す
る
の
で
あ
る
が 8
､
先
述
の
通

7

参
照
に
し
た
松
尾
小
笠
原
の
大
略
[20]

で
は
､
真
長
で
な
く
実
長
と
書
か
れ
て
い
る
｡
し
か

し
､
他
史
料
と
の
比
較
か
ら
実
長
で
は
な
く
､
真
長
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
､
こ
こ
で
は

真
長
と
表
記
し
た
｡

8

こ
う
い
っ
た
嫡
流
を
正
当
化
す
る
家
系
図
の
改
竄
は
､
後
世
に
残
っ
た
家
系
の
家
譜
で
は

6



り
ﾚ
ガ
ﾘ
ｱ
と
な
る
べ
き
政
康
に
戦
功
の
褒
賞
と
し
て
与
え
ら
れ
た
太
刀
と

感
状
は
こ
と
ご
と
く
松
尾
家
に
伝
来
し
て
い
る
｡
政
康
の
武
功
の
中
に
お
い

て
も
結
城
合
戦
は
総
決
算
と
も
い
え
る
も
の
で
信
濃
三
千
騎
を
率
い
て
下
総

に
参
陣
し
て
い
る
｡
惣
領
職
た
ら
し
め
る
象
徴
の
ﾚ
ガ
ﾘ
ｱ
と
し
て
､
結
城

合
戦
の
褒
賞
の
太
刀
は
外
せ
な
か
っ
た
の
か
､
小
倉
小
笠
原
家
の
家
譜
に
お

い
て
､
こ
の
時
の
褒
賞
の
太
刀
を
｢
守
家
太
刀
｣
で
あ
る
と
記
載
し
伝
え
た

[24]

[25]

[26]

｡
こ
の
守
家
太
刀
は
､
無
銘
で
あ
る
と
小
倉
小
笠
原
家
の
御
当
家

末
書
[28]

に
は
書
か
れ
て
い
る
｡
家
督
争
い
で
敗
走
し
た
松
尾
小
笠
原
で
あ

る
が
､
な
ん
と
か
命
脈
を
繋
げ
江
戸
時
代
に
は
大
名
と
し
て
残
る
こ
と
が
で

き
た
が
､
も
し
､
戦
乱
の
中
鶯
丸
と
感
状
が
失
わ
れ
て
い
た
ら
こ
の
｢
守
家

太
刀
｣
が
､
結
城
合
戦
の
褒
賞
で
あ
る
こ
と
が
正
史
で
あ
る
と
伝
わ
っ
て
し

ま
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
｡
歴
史
と
は
､
残
る
こ
と
が
で
き
た
ﾓ
ﾉ
の
組

み
立
て
で
し
か
な
い
の
だ
｡

ま
た
､
小
倉
小
笠
原
家
に
は
『
鶯
』
と
呼
ば
れ
る
太
刀
が
伝
わ
っ
て
い
る
｡

こ
れ
は
､｢
笠
系
大
成
｣
[24]

9
に
よ
れ
ば
鶯
丸
が
小
笠
原
に
入
っ
た
時
代
よ
り

百
年
ほ
ど
遡
る
南
北
朝
時
代
に
､
当
時
の
惣
領
職
で
あ
る
小
笠
原
政
長
が
禁

中
に
お
い
て
逃
げ
た
鶯
を
弓
矢
で
も
っ
て
傷
つ
け
ず
に
と
ら
え
た
こ
と
か
ら

賜
っ
た
太
刀
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
て
､｢
景
｣
の
一
字
が
残
る
摺
上10

の

太
刀
と
書
か
れ
て
い
る
[28]

｡
し
か
し
､｢
笠
系
大
成
｣
の
ベ
ｰ
ｽ
と
な
っ
て
い

よ
く
見
ら
れ
る
｡

9

小
倉
小
笠
原
の
家
譜
で
あ
る
が
､
史
実
を
元
に
編
纂
し
た
家
譜
と
い
う
よ
り
は
家
伝
の
言

い
伝
え
が
じ
ゃ
ん
じ
ゃ
か
入
っ
て
い
る
｡

10

南
北
朝
の
頃
に
太
刀
の
摺
上
は
行
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
｡
嘉
吉
二
年(1

4
4
2
)

の
摺

上
銘
が
入
る
太
刀
が
存
在
す
る
が
､
そ
れ
が
摺
上
の
最
も
古
い
頃
と
言
わ
れ
て
い
る
[31]

｡
禁
中

で
も
ら
っ
た
お
家
の
宝
刀
を
後
世
に
摺
上
る
も
の
で
す
か
ね
？

と
思
う
｡(

ひ
と
り
ご
と)

る
江
戸
時
代
頭
に
ま
と
め
ら
れ
た
府
中
小
笠
原
家
の
記
録
｢
溝
口
家
記
｣
[29]

に
は
､
鶯
を
と
ら
え
た
こ
と
は
記
述
さ
れ
て
い
る
が
『
鶯
』
と
い
う
太
刀
を

賜
っ
た
こ
と
は
お
ろ
か
､
太
刀
を
賜
っ
た
こ
と
さ
え
書
か
れ
て
は
い
な
い
｡

小
倉
小
笠
原
側
の
寛
永
諸
家
系
図
伝
[18]

､
寛
政
重
修
家
譜
[25]

も
同
様
で
あ

る
｡
こ
の
南
北
朝
時
代
の
記
録
に
関
し
て
は
信
憑
性
は
定
か
で
な
い
が
､
こ

の
『
鶯
の
太
刀
』
も
ま
た
､
ﾚ
ガ
ﾘ
ｱ
と
し
て
の
役
割
を
務
め
て
お
り
天
正

17

年(1579)

に
府
中
家
が
流
浪
先
で
家
督
と
共
に
『
鶯
』
を
父
子
で
相
続

し
た
と
の
記
録
が
各
家
譜
に
残
る
｡
そ
も
そ
も
､
政
康
の
時
代
に
鶯
の
名
を

持
つ
太
刀
が
二
振
あ
り
､
分
裂
し
た
小
笠
原
に
そ
れ
ぞ
れ
に
伝
わ
る
と
い
う

偶
然
が
あ
る
も
の
だ
ろ
う
か
？

こ
こ
は
全
く
の
個
人
的
感
想
な
の
だ
が
､

こ
の
『
鶯
』
も
ま
た
政
康
の
死
後
の
小
笠
原
が
分
裂
し
争
っ
て
い
た
時
代
に

生
ま
れ
た
鶯
丸
の
影
に
思
え
て
な
ら
な
い
｡

さ
て
､
現
在
ま
で
残
る
名
刀
に
は
折
紙
な
ど
で
値
が
つ
け
ら
れ
､
相
対
的
な

価
値
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
も
多
い
が
鶯
丸
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
は
残
っ

て
い
な
い
｡
伝
家
の
宝
刀
は
贈
答
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
た
め
値
打

ち
を
付
け
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
､
鶯
丸
が
下
賜
さ
れ
た
の

は
刀
剣
の
目
利
き
を
生
業
と
し
た
本
阿
弥
家
が
台
頭
す
る
以
前
で
､
織
豊
時

代
は
お
ろ
か
､
応
仁
の
乱
よ
り
も
前
で
折
紙
と
い
う
概
念
す
ら
な
い
頃
で
あ

る
｡(

そ
の
頃
の
刀
剣
に
添
え
ら
れ
る
折
紙
と
い
う
の
は
､
目
録
の
よ
う
な
も

の
を
意
味
す
る
｡)
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3
・
3

吉
宗
台
覧
の
記
録

鶯
丸
は
小
笠
原
信
胤
が
当
主
の
時
､
徳
川
吉
宗
に
台
覧
さ
れ
御
褒
詞
を
賜
っ

た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る
｡
一
方
で
､
吉
宗
の
時
代
に
編
纂
さ
れ
多
く

の
名
刀
が
ﾘ
ｽ
ﾄ
さ
れ
て
い
る
所
謂
｢
享
保
名
物
帳
｣
に
は
鶯
丸
は
記
載
さ

れ
て
い
な
い
｡
鶯
丸
は
｢
名
物
｣11
で
は
な
い
の
か
・
・
・
と
残
念
に
思
っ
た
こ

と
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

名
物
帳
の
完
成
は
､
享
保
4
年
と
さ
れ
る
が
鶯
丸
の
台
覧
は
そ
れ
か
ら
17

年
後
の
天
文
元
年
で
あ
る
｡
ま
た
､
台
覧
の
前
年
享
保
20
年
に
幕
府
か
ら

｢
小
笠
原
の
家
譜
に
記
載
さ
れ
て
い
る
､
足
利
将
軍
か
ら
の
感
状
と
か
太
刀

と
か
っ
て
ま
だ
存
在
し
て
い
る
の
？
｣
と
い
う
内
容
の
問
い
合
わ
せ
が
来
て

い
る
こ
と
か
ら
､
鶯
丸
の
存
在
自
体
小
笠
原
家
の
外
に
は
広
く
知
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
ま
た
､
最
近
の
研
究
に
よ
る
と
吉
宗
が
本
阿

弥
に
命
じ
て
諸
家
の
刀
剣
を
広
く
調
査
さ
せ
て
名
物
帳
を
編
纂
し
た
と
い
う

こ
と
は
な
く
､
吉
宗
の
新
た
な
武
具
作
成
の
た
め
の
諸
家
の
武
具
を
調
査
す

る
た
め
の
ﾈ
ﾀ
元
と
し
て
､
そ
の
時
点
で
本
阿
弥
家
が
持
っ
て
居
た
情
報
を

使
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
[32]

｡
鶯
丸
は
｢
名

物
｣
の
選
か
ら
漏
れ
た
わ
け
で
は
な
く
､
本
阿
弥
家
が
そ
の
存
在
を
知
ら
な

か
っ
た
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
｡

小
笠
原
家
に
上
意
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
お
問
い
合
わ
せ
は
以
下
の
通
り
で

あ
る
｡
直
の
意
味
か
ら
す
る
と
､
ま
だ
持
っ
て
居
ま
す
か
？

だ
が
､
ち
ょ
っ

と
見
せ
て
､
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
｡

｢
森
文
書
御
用
留
｣
[33]

ﾖ
ﾘ

11

定
義
と
し
て
名
物
と
い
う
の
は
享
保
名
物
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
を
さ
す

享
保
二
十
年
十
月
十
八
日

上
意
御
書
付
左
之
通

小
笠
原
主
膳
貞
信
系
ツ
之
内
、
尊
氏
以
来
足
利
家
之
カ
ン
状
証
文
等
数
通
、

並
重
代
之
太
刀
之
事
有
之
テ
今
所
持
歟

こ
の
上
意
の
後
､
信
胤
は
家
臣
に
こ
の
事
案
を
担
当
す
る
こ
と
を
命
じ
て

い
る
｡
翌
年
の
元
文
元
年
9
月
に
､
鶯
丸
は
久
國
､
真
長
の
太
刀
と
義
教

か
ら
の
感
状
三
通
と
と
も
に
吉
宗
に
台
覧
さ
れ
､
お
褒
め
の
言
葉
を
頂
い
て

い
る
｡

勝
山
小
笠
原
家
譜
[30]

よ
り

信
胤
の
項

元
文
元
丙
辰
年

九
月
十
三
日
有
欽
命
家
系
之
儀
御
尋
之
砌
政
康
自
義
教
将
軍
所
賜
之
感
状
三

通
並
久
國
真
長
友
成
之
太
刀
等
備
上
覧
有
賞
誉
之
命

寛
政
重
修
家
譜
第
百
九
十
五
[34]

元
文
元
年
九
月
十
三
日
お
ほ
せ
に
よ
り
て
普
廣
院
義
教
の
感
状
、
を
よ
び
久

國
眞
長
の
太
刀
、
な
ら
び
に
友
成
作
の
鶯
の
太
刀
等
を
台
覧
に
備
え
ふ
。

｢
有
徳
院
殿
御
實
紀
附
録
巻
七(

徳
川
実
紀)

｣
[35]

よ
り

小
笠
原
左
衛
門
佐
信
胤
よ
り
は
。
足
利
将
軍
義
教
の
と
き
下
さ
れ
し

御
教
書

及
び
感
状
に
。
久
國
眞
長
の
太
刀(

鶯
と
銘
す
。)

を
御
覧
に
呈
し

御
褒
詞

を
蒙
る
。
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こ
の
鶯
丸
の
台
覧
は
吉
宗
が
行
っ
て
い
た
古
の
武
具
等
を
広
く
調
査
し
て

い
た
事
業
の
一
環
で
｢
有
徳
院
殿
御
實
紀
附
録
巻
七
｣
[35]

に
は
諸
家
か
ら
台

覧
さ
れ
た
武
具
の
ﾘ
ｽ
ﾄ
が
記
載
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
中
で
｢
誰
々
に
何
々

を
見
せ
て
も
ら
っ
た
｣
と
い
う
だ
け
の
場
合
と
｢
誰
々
に
何
々
を
見
せ
て
も

ら
っ
て
御
感
の
御
詞
を
く
だ
さ
る
｣
や
｢
誰
々
に
何
々
を
見
せ
て
も
ら
っ
て

御
褒
詞
を
蒙
る
｣
の
表
現
が
あ
る
｡
鶯
丸
は”

御
褒
詞
を
蒙
る”

の
パ
ﾀ
ｰ
ﾝ

で
あ
る
｡
こ
の
お
褒
め
の
言
葉
は
形
式
的
な
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
､

鶯
丸
の
台
覧
は
褒
め
ら
れ
て
い
る
ほ
う
と
も
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
｡
た
だ

し
､
鶯
丸
の
名
刀
っ
ぷ
り
を
褒
め
て
い
る
の
か
､
足
利
将
軍
時
代
の
感
状
と

太
刀
を
大
切
に
残
し
て
い
る
こ
と
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
｡

3
・
4

室
町
､
江
戸
の
評
価
ま
と
め

室
町
時
代
や
江
戸
時
代
の
史
料
に
お
い
て
､
本
稿
の
ﾃ
ｰ
ﾏ
で
あ
る
鶯
丸

の
名
刀
と
し
て
の
評
価
に
関
し
て
は
わ
か
ら
な
い
｡
し
か
し
､
義
教
か
ら
の

感
状
に
当
時
と
し
て
は
非
常
に
珍
し
く
刀
工
名
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
や

鶯
太
刀
と
い
う
表
現
､
小
笠
原
家
第
一
の
至
宝
と
い
う
表
現
､
吉
宗
台
覧
で

｢
御
褒
詞
を
蒙
る
｣
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
､
多
少
の
ひ
い

き
目
は
入
っ
て
し
ま
う
が
､
特
別
な
太
刀
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡

何
よ
り
小
笠
原
家
に
と
っ
て
鶯
丸
は
『
ﾚ
ガ
ﾘ
ｱ
』
な
の
で
あ
る
｡『
影
』

の
存
在
を
作
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
に
｡

図
1:

小
笠
原
家
家
系
図
簡
略
図
｡
煩
雑
な
の
で
こ
こ
で
は
省
略
し
て
い
る
が
､
政

康
死
後
､
政
康
嫡
男
宗
康
と
長
将
嫡
男
持
長
に
よ
る
家
督
争
い
が
勃
発
し
宗

康
が
討
死
｡
其
の
後
､
宗
康
弟
光
康
の
系
統(

松
尾)

､
宗
康
息
子
の
系
統(

鈴

岡)
､
持
長
の
系
統(

府
中)

に
分
裂
｡
其
の
後
の
小
笠
原
家
内
訌
は
非
常
に

煩
雑
な
の
で
省
略
す
る
が
､
松
尾
が
甲
斐
に
敗
走
し
､
府
中
家
が
小
笠
原
を

統
一
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡
結
局
府
中
家
も
武
田
に
信
濃
を
追
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
｡
府
中
か
ら
分
派
し
た
高
天
神
系
は
そ
の
後
裔
が
､
鶯
丸
を
平

成
の
時
代
東
京
国
立
博
物
館
に
展
示
し
た
｡
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4

献
上
前
の
評
価

明
治
時
代
に
入
る
と
刀
剣
に
対
す
る
価
値
観
は
大
い
に
変
化
す
る
｡
明
治

9
年
の
廃
刀
令
に
よ
り
､
武
士
の
象
徴
と
し
て
の
役
割
が
な
く
な
り
､
秘
匿

さ
れ
て
い
た
家
伝
の
宝
刀
も
衆
人
に
公
開
さ
れ
る
機
会
も
増
え
､
お
家
の
没

落
に
よ
る
売
却
の
際
に
は
値
が
付
け
ら
れ
､
愛
刀
家
に
よ
る
蒐
集
の
対
象
と

な
っ
た
｡

そ
の
中
で
､
鶯
丸
は
刀
剣
界
の
重
鎮
ら
に
｢
友
成
で
最
も
見
事
な
出
来
｣

や
｢
友
成
の
最
も
確
か
な
る
一
振
｣
と
称
賛
さ
れ
､
鑑
刀
眼
確
か
な
る
愛
刀

家
達
に
強
く
求
め
ら
れ
た
り
と
､
高
い
評
価
を
得
て
い
る
｡

本
章
で
出
て
く
る
､
宗
重
正
､
田
中
光
顕
は
鶯
丸
を
所
持
し
て
い
た
人
物

で
､
今
村
長
賀
､
別
役
成
義
は
宮
内
省
の
御
剣
係
を
務
め
て
い
た
人
物
で
あ

り
､
皆
明
治
を
代
表
す
る
鑑
刀
眼
の
持
ち
主
で
あ
る
｡
ま
た
､
四
人
と
も
明

治
33
年
に
廃
刀
令
以
降
衰
退
す
る
刀
剣
界
を
憂
い
て
保
護
と
復
興
を
目
的
と

し
て
立
ち
上
げ
ら
れ
た
｢
刀
剣
会
｣
の
発
起
人
で
あ
る
[36]

｡

4
・
1

明
治
21
年
11
月
遊
就
館
展
示
に
際
し

明
治
中
頃
よ
り
､
春
秋
の
靖
国
神
社
例
祭
に
合
わ
せ
て
､
靖
国
神
社
境
内

に
あ
る
遊
就
館
に
お
い
て
刀
剣
の
展
示
が
行
わ
れ
て
い
た
｡
特
に
､
明
治
19

年
に
今
村
長
賀
が
館
長
に
就
任
し
て
か
ら
､
精
力
的
に
旧
大
名
の
秘
蔵
の
刀

剣
な
ど
も
旧
大
名
家
か
ら
の
出
陳
に
よ
り
展
示
さ
れ
て
い
る12
｡
鶯
丸
も
そ
の

中
の
一
振
で
､
当
時
の
小
笠
原
家
の
当
主
長
育
よ
り
出
陳
さ
れ
て
い
る
[3]

｡

12

ま
ず
明
治
19
年
に
は
紀
州
徳
川
家
よ
り
江
雪
左
文
字
､
黒
田
家
よ
り
へ
し
切
長
谷
部
が
出

陳
さ
れ
て
い
る
[37]

こ
の
明
治
21
年
の
展
示
に
先
立
ち
､
鶯
丸
の
記
事
が
東
京
朝
日
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
[38]

｡
こ
の
時
点
で
､
鶯
丸
は
友
成
作
で
最
も
出
来
が
良
い
作
と
称
さ

れ
て
い
る
｡
こ
れ
を
語
っ
た
の
は
誰
か
？

鶯
丸
を
含
め
｢
友
成
｣
を
何
振

も
見
た
事
の
あ
る
者
に
し
か
､
表
現
で
き
な
い
｡
明
治
維
新
か
ら
そ
う
遠
く

な
い
そ
の
時
代
､
そ
の
よ
う
な
機
会
の
あ
っ
た
者
と
は
？

長
賀
も
し
く
は

そ
の
周
り
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
（
し
か
も
こ
れ
は
一
般
公
開
さ
れ

る
前
の
記
事)

ま
た
､
遊
就
館
の
一
般
公
開
前
に
､
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う
な

煽
り
の
記
事
が
出
る
の
は
珍
し
い
｡
因
み
に
こ
の
時
､
後
の
鶯
丸
所
持
者
と

な
る
田
中
光
顕
も
一
文
字
助
宗
を
出
陳
し
て
い
る
[3]

｡(

明
治
28
年
に
明
治

天
皇
に
献
上
の
助
宗
か
？

)

｢
明
治
21
年
11
月
2
日
　

東
京
朝
日
新
聞
｣
[38]

よ
り

「
宝
剣
鶯
丸
」

　

(

略)

友
成
の
作
よ
り
も
最
も
見
事
の
出
来
な
る
が
ご
と
く

光
芒
陸
離
一

見
人
を
し
て
寒
か
ら
し
む
る
も
の
な
る
を
今
度
靖
国
神
社
境
内
な
る
遊
就
館

よ
り

出
品
し
て
来
る
六
日
の
大
祭
よ
り
諸
人
の
縦
覧
を
許
す
よ
し

(

光
芒:

光
の
穂
先
陸
離:

光
の
分
散
す
る
さ
ま)

4
・
2

明
治
32
年
2
月
今
村
長
賀
友
成
真
作
と
評
す

今
村
長
賀
が
明
治
31
～
36
年
に
遊
就
館
に
お
い
て
刀
剣
講
話
を
行
っ
て
お

り
､
そ
の
中
の
一
回
が
古
備
前
を
ﾃ
ｰ
ﾏ
に
し
て
い
る
｡
当
然
今
村
は
鶯
丸

を
直
接
見
て
い
る
｡
名
工
た
る
友
成
の
特
徴
を
述
べ
た
後
､
友
成
真
作
の
筆

頭
に
鶯
丸
を
挙
げ
て
い
る
｡
こ
れ
は
今
村
か
ら
も
鶯
丸
の
評
価
が
高
か
っ
た

と
思
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
こ
の
今
村
長
賀
は
明
治
刀
剣
界
の
三
傑
に
数
え
ら
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れ
る
[41]

重
鎮of

重
鎮
の
刀
剣
鑑
定
家
で
あ
る
｡
ま
た
､
今
村
は
瑕
に
は
う

る
さ
い
人
物
で
あ
っ
た
よ
う
だ
[48]

｡

｢
刀
剣
講
話
４
｣
[39]

よ
り

明
治
三
十
二
年
二
月
五
日
於
遊
就
館

　

今
村
長
賀
君
述

友
成
作
太
刀
の
姿
は
、
備
前
物
の
掟
通
り
、
矢
張
り
も
と
反
り
で
は
あ
る
が
、

其
反
り
格
好
、
肉
置
、
中
心
の
仕
立
と
も
格
別
品
好
く
、
地
金
は
板
目
肌
細
か

に
美
し
く
、
刃
取
は
少
し
湾
心
の
如
く
高
低
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
丁
子
乱
れ

の
足
を
焼
き
入
れ
て
、
小
沸
匂
の
至
っ
て
深
く
、
出
来
に
よ
り
一
寸
見
は
直

刃
の
如
く
見
え
る
も
の
も
あ
る
け
れ
ど
も
能
く
透
か
し
て
眺
め
れ
ば
、
刃
の

中
は
賑
々
し
く
。
乱
れ
の
足
入
に
な
っ
て
其
筈
な
が
ら
中
々
眺
め
の
深
い
も

の
で
あ
る
。
先
ず
友
成
で
確
か
な
も
の
は
、
越
前
勝
山
藩
小
笠
原
家
に
、
足

利
義
教
将
軍
よ
り

拝
領
し
た
感
状
付
の

鶯
丸
と
云
ふ
太
刀
が
あ
つ
た
。
是

は
生
中
心
で
太
刀
銘
に
備
前
国
友
成
と

長
銘
に
切
っ
て
あ
る
。

只
今
故
あ

つ
て
同
家
に
は

な
く
、
他
へ
出
て
居
る
。(

以
下
、
他
の
友
成
に
つ
い
て
語
っ

て
い
る
。)

4
・
3

明
治
32
年
宗
重
正
鶯
丸
を
遂
に
入
手
す

明
治
32
年
7
月
の
新
聞
記
事
に
宗
重
正
が
鶯
丸
を
入
手
し
た
こ
と
が
書
か

れ
て
い
る
｡
詳
細
な
入
手
日
時
は
わ
か
ら
な
い
が
､｢
此
程
｣
と
い
う
表
現
が

な
さ
れ
て
い
る
｡
前
述
の
今
村
の
明
治
32
年
2
月
刀
剣
講
話
に
お
い
て
｢
小

笠
原
に
は
な
い
｣
と
語
っ
て
い
る
が
､
こ
の
と
き
の
所
持
者
は
宗
重
正
な
の

か
､
そ
の
前
の
持
ち
主
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
｡
こ
の
記
事
に
お
い
て
､
宗

重
正
は
小
笠
原
家
よ
り
出
て
か
ら
行
方
不
明
と
な
っ
て
い
た
鶯
丸
を
ほ
う
ぼ

う
手
を
尽
く
し
て
探
し
出
し
､
交
渉
の
末
遂
に
入
手
し
た
と
書
か
れ
る
｡
宗

重
正
は
､
対
馬
藩
最
後
の
藩
主
で
､
自
邸
に
鍛
冶
場
と
刀
工
を
抱
え
て
い
る

ほ
ど
の
熱
心
な
愛
刀
家
で
あ
っ
た
[41]

｡
有
栖
川
宮
家
に
刀
剣
鑑
定
で
呼
ば
れ

て
い
た
記
録
も
残
る
[43]

｡
鶯
丸
は
そ
の
宗
重
正
が
強
く
求
め
た
太
刀
な
の
で

あ
る
｡
今
村
長
賀
と
は
刀
剣
仲
間
で
､
も
し
か
し
た
ら
鶯
丸
を
遊
就
館
の
展

示
で
見
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡（
第
二
版
注
：
翌
年

の
鶯
丸
の
遊
就
館
展
示
時
に
は
宗
重
正
は
武
具
を
出
陳
し
て
い
た
た
め
こ
こ

で
は
確
実
に
鶯
丸
を
見
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡）
宗
重
正
は
小
烏
丸
を
明
治

維
新
後
に
入
手
し
､
明
治
15
年
に
献
上
し
た
人
物
で
も
あ
る
[2]

[44]

｡(

鶯
丸

と
小
烏
丸
は
宗
家
で
は
ｵ
ｰ
バ
ｰ
ﾗ
ｯ
プ
は
な
い
｡)

｢
明
治
32
年
7
月
5
日
読
売
新
聞
｣
よ
り

「
足
利
義
教
の
刀

　

鶯
丸
」

　

越
前
某
地
の
旧
藩
主
某
子
爵
重
代
の
寶
刀
に
鶯
丸
と
呼
ぶ
が
あ
り
能
登
守

教
経
の
佩
刀
を
鍛
た
る
備
前
友
成
の
作
に
て
長
二
尺
四
寸
、
足
利
将
軍
義
教

の
蔵
す
る
所
な
り
し
が
義
教
故
あ
り
て
之
を

某
家
の
遠
祖
に
與
へ
自
筆
の
感

状
を
添
へ
け
れ
ば
同
家
に
於
て
上
な
き
寶
物
と
し
て
永
く
子
孫
に
伝
へ
先
年

同
家
よ
り
粟
田
口
久
國
の
太
刀
他
二
口
と
共
に

遊
就
館
へ
出
陳
せ
し
こ
と
も

あ
り
然
る
に
同
家
改
革
の
際
此
四
品
は
去
る
人
の
手
に
流
れ
て

久
し
く
踪

跡
を
知
る
能
は
ざ
り
し
が
旧
対
州
候
宗
子
爵
は
刀
剣
の
鑑
識
に
富
み
て(

略)
鶯
丸
の
行
衛
に
就
て
も
大
に
苦
慮
す
る

所
あ
り
し
に
先
比
鹿
児
島
県
人
重
野

某
氏
其
所
在
を
知
る
よ
し
風
聞
せ
し
か
ば
子
爵
は
伝
を
求
め
て
某
氏
を
尋
ね

出
し
種
々

交
渉
の
末
此
程
遂
に
夫
の
鶯
丸
を
買
い
取
り
た
る
由
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4
・
4

明
治
38
年
3
月
以
前
別
役
成
義
鶯
丸
を
賞
す

明
治
41
か
ら
42
年
に
東
京
日
日
新
聞
紙
上
に
お
い
て
連
載
さ
れ
て
い
た
高

瀬
羽
皐
に
よ
る
｢
刀
剣
談
｣(

後
に
同
名
の
書
籍
に
ま
と
め
ら
れ
る)

に
お
い

て
､
別
役
成
義
が
友
成
中
で
鶯
丸
が
最
も
優
れ
た
出
来
と
語
っ
て
い
た
､
と

書
い
て
い
る
｡
別
役
は
明
治
38
年
3
月
に
没
し
て
い
る
た
め
､
献
上
前
の
評

価
で
あ
り
､
田
中
光
顕
が
入
手
す
る
前
で
も
あ
る
｡
別
役
が
い
つ
頃
羽
皐
に

こ
れ
を
語
っ
た
か
､
鶯
丸
を
い
つ
見
た
の
か
は
定
か
で
な
い
が
､
別
役
も
ま

た
刀
剣
会
の
発
起
人
で
､
御
剣
係
の
た
め
宗
重
正
､
今
村
長
賀
ら
と
交
友
関

係
が
あ
り
明
治
21
､
22
年
遊
就
館
も
し
く
は
､
明
治
32
年
以
降
宗
家
に
お

い
て
鶯
丸
を
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡
羽
皐
も
刀
剣
会
の
ﾒ
ﾝ
バ
ｰ
で
あ
っ

た
が
､
彼
ら
よ
り
大
分
年
若
で
直
接
鶯
丸
を
見
る
機
会
は
な
か
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
｡(

羽
皐
は
発
起
人
で
は
な
い
｡)

｢
明
治
42
年
東
京
日
日
新
聞
｣
[8]

よ
り

「
続
刀
剣
談(

21)

」

羽
皐

友
成
は
古
備
前
の
名
作
な
れ
ど
、
他
の
刀
に
比
し
て
存
し
て
居
る
物
が
多
い
。

別
役
君
の
話
に
友
成
中
で
優
れ
た
出
来
で
然
し
て
正
し
い
物
は
鶯
丸
友
成
で

有
ろ
う
と
言
わ
れ
た
。
此
刀
は
越
前
勝
山
の
城
主
小
笠
原
家
の
先
祖
が
足
利

家
よ
り
戦
功
に
依
っ
て
賜
っ
た
物
で
、
そ
の
時
の
感
状
が
付
い
て
い
る
。
生

忠
で
太
刀
銘
に
て
「
備
前
国
友
成
」
と
長
銘
に
切
っ
て
あ
る
。
維
新
後
故
あ
っ

て
宗
伯
爵
家
に
渡
っ
て
同
家
の
重
器
で
あ
っ
た
が
、
三
年
程
前
に
田
中
光
顕

伯
が
買
い
取
っ
て
之
を
献
上
し
た
。

｢
刀
剣
談
｣
[42]

よ
り

別
役
少
将
の
話
に
鶯
丸
は
生
忠
で
備
前
国
友
成
と
五
字
銘
が
あ
る
、
友
成
中

尤
も
優
れ
た
出
来
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

4
・
5

明
治
39
年
田
中
光
顕
鶯
丸
入
手
す
る

田
中
光
顕
は
､
鶯
丸
を
宗
重
正
没
後
に
そ
の
息
子
の
重
望
か
ら
明
治
39
年

に
鶯
丸
を
買
い
取
っ
て
い
る
｡
晩
年
の
ｲ
ﾝ
ﾀ
ビ
ｭ
ｰ
に
お
い
て
そ
の
時
の

こ
と
を
｢
名
刀
を
得
た
｣
と
い
う
表
現
を
し
て
い
る
｡
鶯
丸
を
｢
名
刀
｣
と
称

し
､
わ
ざ
わ
ざ
鶯
丸
を
買
い
取
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
高
く
評
価
し
て
い
た

こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
｡
田
中
光
顕
の
鶯
丸
に
対
す
る
評
価
に
関
し
て
は
､

次
章
に
お
い
て
､
彼
の
『
名
刀
と
は
』
の
持
論
と
か
ら
め
詳
し
く
議
論
す
る
｡

4
・
6

献
上
前
評
価
ま
と
め

鶯
丸
の
所
持
者
で
あ
っ
た
宗
重
正
､
田
中
光
顕
の
み
な
ら
ず
明
治
の
刀
剣

界
の
重
鎮
で
あ
っ
た
今
村
長
賀
や
別
役
成
義
も
鶯
丸
を
高
く
評
価
し
て
い
た
｡

一
方
で
､
彼
ら
は
｢
刀
剣
会
｣
と
い
う
同
じ
派
閥
で
あ
る
た
め
価
値
観
が

似
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
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5

田
中
光
顕
の
刀
剣
に
対
す
る
ｽ
ﾀ
ﾝ
ｽ

田
中
光
顕
は
､
土
佐
の
下
級
武
士
の
維
新
志
士13
か
ら
成
り
上
が
っ
た
政
治

家
で
あ
る
｡
宮
内
大
臣
を
11
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
務
め
た
人
物
で
､
宮
中

に
於
い
て
強
い
権
勢
を
ふ
る
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
｡
刀
剣
界
に
お
い
て
も

重
鎮
で
あ
り
､
刀
剣
会
の
代
表
に
推
挙
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
宮
内
大
臣

と
い
う
立
場
上
断
っ
た
と
さ
れ
る
[7]

｡
ま
た
明
治
天
皇
が
古
備
前
を
好
ん
で

お
ら
れ
た
の
も
､
田
中
光
顕
の
影
響
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
[47]

と
も
い
わ

れ
る
人
物
で
あ
る
｡

鶯
丸
は
そ
ん
な
田
中
光
顕
が
プ
ﾗ
ｲ
ド
を
掛
け
て
献
上
し
た
最
高
の
太
刀

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

5
・
1

明
治
39
年
光
顕
｢
名
刀
｣
を
得
る

田
中
光
顕
は
､
刀
剣
仲
間
の
宗
重
正
が
明
治
35
年
に
没
後
､
息
子
の
宗
重

望
が
鶯
丸
を
売
り
に
出
し
た
と
き
に
購
入
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
献
上
の
前
年

の
明
治
39
年
の
こ
と
で
あ
る
｡(

一
年
く
ら
い
の
誤
差
は
あ
る
だ
ろ
う
が
｡)

先
述
の
通
り
､
重
正
が
ほ
う
ぼ
う
探
し
ま
わ
っ
て
手
に
入
れ
た
経
緯
と
比
べ

れ
ば
､
比
較
的
容
易
な
入
手
方
法
で
は
あ
る
｡
光
顕
は
こ
の
時
の
こ
と
を
､

｢
名
刀
を
得
た
｣
と
表
現
し
て
い
る
｡
当
然
､
光
顕
は
鶯
丸
を
高
く
評
価
し
て

13

元
土
佐
勤
王
党
隊
士
で
､
武
市
半
平
太
に
学
び
､
陸
援
隊
幹
部
を
務
め
て
い
た
こ
と
も
あ

る
｡
坂
本
龍
馬
暗
殺
の
近
江
屋
に
は
事
件
発
生
後
駆
け
付
け
た
一
人
で
､
龍
馬
が
刀(

陸
奥
守
吉

行)

で
応
戦
し
た
で
あ
ろ
う
跡
を
記
録
し
て
い
る
[49]

｡
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
反
り
の
な
く
な
っ

た
そ
の
龍
馬
最
期
の
刀
を
見
た
こ
と
を
記
録
に
残
し
て
い
る
[7]

｡
ま
た
龍
馬
が
現
在
の
よ
う
な

名
声
を
残
し
て
い
る
の
は
田
中
光
顕
の
影
響
も
大
き
い
と
言
わ
れ
て
い
る
｡

い
た
の
だ
ろ
う
｡
欲
を
言
え
ば
､
折
角
な
の
だ
か
ら
も
う
少
し
微
に
入
り
細

を
穿
つ
よ
う
に
詳
細
に
書
き
残
し
て
ほ
し
か
っ
た
も
の
だ
｡

｢
伯
爵
田
中
青
山
｣
[7]

よ
り

寶
珠
荘
の
座
談(

田
中
光
顕
と
の
座
談)

日
露
戦
役
後
三
十
九
年14
に
下
総
の
結
城
で
大
演
習
が
あ
っ
て
結
城
が
大
本
営

に
な
っ
た
。
其
の
前
年
又
僕
が
名
刀
を
得
た
。
そ
れ
は
備
前
の
友
成
で
あ
る
。

さ
き
の
大
一
文
字
の
助
宗15
な
ど
よ
り
ず
っ
と
古
い
も
の
ぢ
ゃ
。
そ
れ
は
大
変

な
歴
史
が
あ
る
。
（
略

　

結
城
合
戦
に
関
し
て
）
小
笠
原
家
で
代
々
宝
物
に
し

て
居
た
が
其
の
後
そ
れ
を
売
物
に
出
し
た
。
そ
れ
を
伯
爵
の
宗
重
望
が
持
っ

て
居
た
が
、
そ
れ
を
売
出
し
た
と
き
に
僕
が
買
っ
た
の
ぢ
ゃ
。
今
言
っ
た
よ

う
な
次
第
で
其
の
刀
が
結
城
に
大
変
関
係
が
あ
る
か
ら
、
之
を
大
本
営
に
持
っ

て
行
っ
て
献
上
し
た
。

光
顕
は
品
格
の
あ
る
古
雅
な
る
作
風
の
古
刀
を
好
ん
で
い
る
こ
と
は
有
名

だ
っ
た
の
で
､
重
望
が
手
放
す
際
に
､
も
し
か
し
た
ら
光
顕
に
直
接
話
が
行
っ

た
か
も
し
れ
な
い
｡
重
望
は
､
絵
画
関
係
へ
の
興
味
が
深
い
人
物
だ
っ
た
が
､

刀
剣
界
隈
で
名
を
見
る
事
は
無
い
た
め
刀
剣
熱
は
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
｡
父
親
の
興
し
た
刀
剣
会
の
理
念
か
ら
考
え
れ
ば
､
宗
家
重
代

の
太
刀
で
な
け
れ
ば
名
刀
は
然
る
べ
き
人
に
譲
り
伝
え
る
べ
し
と
思
っ
て
も

お
か
し
く
な
い
｡
そ
の
時
､
父
親
の
刀
剣
仲
間
と
い
う
の
は
至
極
当
然
の
帰

結
な
の
で
は
な
い
か
？

14

正
し
く
は
明
治
四
十
年

15

明
治
２
８
年
に
献
上
の
助
宗
の
話
が
本
文
に
お
い
て
先
述
さ
れ
て
い
る

13
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・
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光
顕
持
論
『
名
刀
と
は
元
帥
の
差
料
た
る
刀
剣
』

田
中
光
顕
は
､『
名
刀
と
は
将
の
将
た
る
人
の
差
料
､
即
ち
元
帥
的
の
差
料

た
る
刀
剣
』
と
い
う
持
論
が
あ
り
､
そ
れ
を
繰
り
返
し
多
く
の
人
に
語
っ
て

い
る
｡
以
下
長
い
が
是
非
読
ん
で
欲
し
い
｡
こ
れ
は
ま
さ
に
､
鶯
丸
の
姿
な

の
で
は
な
い
か
？

｢
伯
爵
田
中
青
山
｣
[7]

趣
味
の
人
田
中
青
山
伯

　

市
島
謙
吉

伯
の
仰
せ
ら
れ
ま
す
に
、
一
体
此
の
刀
剣
と
云
ふ
も
の
は
、
ど
う
か
と
云
ふ

と
其
の
一
番
良
い
も
の
は
、
何
と
云
っ
て
も
矢
張
り
将
の
将
た
る
人
の
差
料

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
元
帥
的
の
人
と
云
ふ
も
の
は
騎
馬
の
人
で
あ
る
。

馬
に
乗
っ
て
居
る
人
の
佩
剣
と
云
ふ
も
の
は
長
く
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
長
い

と
云
ふ
と
重
く
な
る
。
重
く
な
る
と
取
り
扱
い
に
く
い
。
之
を
取
り
扱
ひ
易

く
す
る
と
云
ふ
の
に
は
細
身
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
割
合
に
薄
く
な
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
。
細
身
で
あ
る
と
云
ふ
と
ど
う
に
か
す
る
と
折
れ
や
す
い
。
折

れ
な
い
で
細
身
で
、
軽
く
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
と
す
こ
ぶ
る
鍛
え
が
よ
く
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
名
工
の
作
で
な
け
れ
ば
、
将
に
将
た
る
人
の
差
料

と
云
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
略
）
唯
そ
れ
だ
け
で
は
い
か
ぬ
。
必
ず
元
帥

的
の
差
料
に
は
品
が
よ
く
な
け
れ
ば
い
か
ぬ
。
す
な
わ
ち
焼
き
が
非
常
に
よ

い
と
か
、
匂
ひ
が
よ
い
と
か
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
上
品
で
な
く
ち
ゃ
な
ら

ぬ
と
云
ふ
こ
と
が
即
ち
刀
剣
の
極
致
だ
と

さ
て
､
光
顕
は
生
涯
二
振
の
太
刀
を
明
治
天
皇
に
献
上
し
て
い
る
｡
一
振

目
は
明
治
28
年
に
宮
内
省
の
高
官
だ
っ
た
時
､
日
清
戦
争
に
よ
り
広
島
大
本

営
で
長
ら
く
指
揮
を
と
っ
て
い
た
明
治
天
皇
の
ｽ
ﾄ
ﾚ
ｽ
解
消
に
と
一
文
字

助
宗
太
刀
を
献
上
し
て
い
る
[7]

[45]

｡
こ
れ
は
現
在
東
京
国
立
博
物
館
蔵
で
､

平
成
30
年
に
熱
田
神
宮
で
軍
刀
拵
え
と
共
に
展
示
さ
れ
て
い
た
[46]

｡
二
振

目
が
明
治
40
年(1907)

に
献
上
し
た
鶯
丸
で
あ
る
｡
上
述
の
通
り
鶯
丸
に

対
し
､『
又
僕
が
名
刀
を
得
た
』
と
光
顕
は
語
っ
て
い
る
｡
鶯
丸
は
､
明
治
40

年
の
陸
軍
大
演
習
が
結
城
で
行
わ
れ
る
こ
と
や
､
こ
の
大
演
習
は
日
露
戦
争

(

明
治
37
､
38
年)

の
祝
勝
の
意
を
表
し
た
こ
と
か
ら
､
結
城
に
縁
が
あ
り
､

ま
た
勝
ち
と
鶯
丸
が
伝
わ
っ
た
勝
山
を
掛
け
て
､
献
上
し
た
[50]

｡
鶯
丸
の
献

上
は
､
来
歴
の
語
呂
が
よ
か
っ
た
か
ら
だ
け
で
あ
ろ
う
か
？

光
顕
は
､
太

刀
を
献
上
す
る
必
要
の
全
く
な
い
人
物
で
あ
る
｡
彼
は
宮
内
大
臣
で
あ
り
､

大
演
習
の
受
け
入
れ
地
の
ﾎ
ｽ
ﾄ
で
は
な
い
た
め
､
行
幸
の
際
に
ﾎ
ｽ
ﾄ
か

ら
の
献
上
の
パ
ﾀ
ｰ
ﾝ(

鶴
丸
な
ど)

は
あ
て
は
ま
ら
な
い
｡
明
治
天
皇
は
熱

心
な
愛
刀
家
で
古
備
前
を
好
ん
で
お
り
､
光
顕
が
鶯
丸
を
献
上
す
る
明
治
40

年
に
お
い
て
､
宮
中
に
は
何
百
振
も
の
太
刀
が
方
々
か
ら
す
で
に
献
上
さ
れ

て
い
る
｡
友
成
も
す
で
に
何
振
り
も
献
上
さ
れ
て
い
る
し
､
献
上
は
さ
れ
て

い
な
い
が
現
国
宝
厳
島
の
友
成
も
こ
の
時
期
宮
中
に
取
り
寄
せ
さ
れ
て
い
る

[39]

｡
光
顕
は
す
で
に
､
助
宗
の
太
刀
を
献
上
し
て
い
る
｡

こ
れ
ら
か
ら
､
中
途
半
端
な
太
刀
で
あ
れ
ば
献
上
す
る
必
要
な
ど
全
く
な

い
｡
光
顕
が
大
元
帥
た
る
明
治
天
皇
に
一
振
り
献
上
す
る
と
し
た
ら
名
刀
中

の
名
刀
を
贈
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

献
上
前
に
行
っ
た
と
さ
れ
る
鶯
丸
の
ふ
く
れ
の
修
復
は
､
大
包
平
の
言
葉

を
借
り
れ
ば
｢
よ
り
完
璧
に
な
る
と
い
う
の
か
｣
の
仕
上
げ
で
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
？

14



6

献
上
後
の
評
価

現
代
に
お
け
る
鶯
丸
の
高
い
評
価
は
､
多
く
の
書
籍
な
ど
で
目
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
｡
こ
こ
で
は
代
表
的
な
二
つ
を
と
り
あ
げ
る
｡

6
・
1

昭
和
初
頭
の
鶯
丸
鑑
識
書

鶯
丸
を
室
町
時
代
か
ら
明
治
中
頃
ま
で
所
持
し
て
い
た
小
笠
原
家
が
江
戸

時
代
治
め
て
い
た
勝
山
の
郷
土
史
｢
勝
山
藩
古
事
記
｣
[51]

に
鶯
丸
の
鑑
識
書

が
載
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
筆
者
が
｢
勝
山
藩
古
事
記
｣
を
編
集
中
､
鶯
丸
に

つ
い
て
宮
内
省
に
問
い
合
わ
せ
た
と
き
特
別
に
書
か
か
れ
た
も
の
｡
こ
れ
を

書
い
た
小
山
田
繁
蔵
は
､
こ
こ
で
は
御
用
係
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
､
い
わ

ゆ
る
御
剣
係
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
疲
れ
は
あ
る
が
申
し
分
の
な
き
出
来
栄
え

で
あ
る
､
と
評
し
て
い
る
｡

｢
勝
山
藩
古
事
記
｣
[51]

よ
り

「
名
剣
鶯
丸
鑑
識
書
」

鶯
丸
は
備
前
の
巨
匠
友
成
の
作
で
鎬
造
身
長
二
尺
六
寸
九
分
、
刀
身
に
多
少

の
疲
れ
を
見
る
も
姿
厳
か
に
位
高
く
鍛
と
い
へ
、
刃
文
と
い
へ
申
分
の
な
き

出
来
栄
え
で
あ
る
。

昭
和
五
年
十
二
月
四
日

宮
内
省
御
用
係
海
軍
中
将

　

小
山
田
繁
蔵

6
・
2

平
成
に
お
い
て
小
笠
原
信
夫
鶯
丸
を
賞
す

現
代
に
お
け
る
書
籍
で
は
､
し
ば
し
ば
鶯
丸
は
現
国
宝
の
備
前
国
友
成
造

(

東
京
国
立
博
物
館
蔵)

と
並
ん
で
友
成
の
傑
作
と
称
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
中

で
も
､
小
笠
原
信
夫
の
書
籍
で
は
し
ば
し
ば
鶯
丸
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
､
ま

た
そ
の
表
現
も
美
し
い
｡
御
物
と
な
っ
て
い
る
た
め
､
市
井
に
出
て
く
る
機

会
の
少
な
い
鶯
丸
で
あ
る
が
､1

997

年
に
｢
日
本
の
か
た
な
・
鉄
の
わ
ざ
と

武
の
こ
こ
ろ
｣
に
お
い
て
出
陳
さ
れ
て
お
り
､
小
笠
原
信
夫
は
､
東
京
国
立

博
物
館
に
お
い
て
そ
れ
を
主
催
し
た
人
物
で
あ
る
｡
信
夫
は
鶯
丸
を
友
成
の

傑
作
の
み
な
ら
ず
､｢
古
刀
名
刀
中
の
白
眉
｣
で
あ
る
と
称
賛
し
て
い
る
｡

｢
御
物
　

皇
室
の
至
宝
４
｣
[2]

ﾖ
ﾘ

作
風
は
き
れ
い
な
地
鉄
に
地
沸
が
つ
き
、
は
っ
き
り
と
し
た
乱
映
り
が
た

ち
、
小
乱
れ
の
強
い
丁
子
刃
が
の
た
れ
調
と
な
り
砂
流
か
か
る
刃
文
と
な
る
。

先
の
国
宝
よ
り
更
に
健
全
で
あ
る
。
友
成
が
正
恒
が
直
刃
に
小
丁
子
小
足
の

入
っ
た
刃
文
で
あ
る
の
に
比
較
し
て
、
一
段
と
小
乱
刃
の
目
立
つ
も
の
で
あ

る
が
、
鶯
丸
は
さ
ら
に
小
乱
刃
が
目
立
ち
力
強
い
作
風
に
特
色
が
あ
る
。
古

刀
名
刀
中
の
白
眉
で
あ
る
。(

先
の
国
宝
＝
東
博
蔵
の
備
前
国
友
成
造
）

余
談
で
あ
る
が
､
信
夫
は
鶯
丸
の
伝
来
し
た
小
笠
原
家
と
は
ﾙ
ｰ
ﾂ
を
同

じ
く
す
る
高
天
神
小
笠
原
の
後
裔
で
あ
る
[53](

図
1
参
照)

｡

6
・
3

献
上
後
の
評
価
ま
と
め

献
上
後
の
評
価
は
総
じ
て
高
く
､
こ
れ
ら
以
外
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
に

お
い
て
友
成
の
傑
作
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡

上
記
し
た
資
料
で
は
一
方
で
は
研
疲
れ
て
い
る
と
書
か
れ
､
他
方
で
は
健

全
と
書
か
れ
て
い
る
｡
私
自
身
明
確
な
定
義
を
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
の
で
不
正
確
か
も
し
れ
な
い
が
､
疲
れ
は
､
刀
が
研
ぎ
減
っ
て
い
る
こ
と

で
､
反
対
に
健
全
は
研
ぎ
減
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
用
語
で
あ
る
｡
刀
身

の
状
態
に
お
い
て
､
疲
れ
て
い
る
か
健
全
か
は
連
続
状
態
に
あ
る
も
の
な
の

で
こ
こ
ら
へ
ん
は
受
け
取
る
側
の
感
性
な
の
だ
ろ
う
か
？

ま
た
､
研
ぎ
減
り

が
あ
る
こ
と
＝
欠
点
な
の
で
は
な
く
研
が
れ
る
こ
と
で
出
る
味
も
あ
る(

三

日
月
宗
近)
｡
名
刀
が
長
い
年
月
を
経
て
健
全
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
こ
と
も

ま
た
や
は
り
尊
い
こ
と
で
あ
る(

大
包
平)

｡

15



7

ﾌ
ｸ
ﾚ
に
つ
い
て

本
章
で
は
ﾌ
ｸ
ﾚ
に
関
す
る
概
要
と
､
鶯
丸
と
ﾌ
ｸ
ﾚ
に
関
す
る
記
録
､

ま
た
鶯
丸
を
研
い
だ
と
さ
れ
る
研
師
の
情
報
を
載
せ
る
｡

7
・
1

刀
剣
の
ﾌ
ｸ
ﾚ
に
た
い
す
る
評
価

ﾌ
ｸ
ﾚ
＝
致
命
的
な
疵
と
い
う
ｲ
ﾒ
ｰ
ジ
を
持
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
？

鶯
丸
が
ﾌ
ｸ
ﾚ
に
よ
り”
身
を
崩
し
て
い
た
か
ど
う
か”

を
想
像
す
る
前
に
､

ま
ず
､
我
々
は
『
ﾌ
ｸ
ﾚ
』
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
を
理
解

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
い
く
つ
か
､
戦
前
く
ら
い
に
お
い
て
刀
の
瑕
に
つ

い
て
書
か
れ
た
書
籍
の
表
現
を
あ
げ
る
が
､
ど
ち
ら
も
｢
多
少
の
ﾌ
ｸ
ﾚ
は

大
き
な
問
題
と
す
る
べ
き
で
な
い
｣
と
し
て
い
る
｡

｢
日
本
刀
大
観
　

上
巻
｣
[54]

ﾖ
ﾘ

「
刀
身
の
疵
と
欠
点

」

刀
身
に
は
色
々
の
疵
や
ら
欠
点
が
あ
る
。
之
れ
に
は
鍛
え
上
げ
た
最
初
か

ら
あ
る
も
の
と
後
世
に
至
っ
て
使
用
上
の
不
注
意
と
か
度
々
研
に
か
か
っ
た

結
果
疵
と
な
り
欠
点
と
な
っ
た
も
の
と
、
特
別
な
痕
跡
か
ら
来
た
も
の
と
あ

る
。ふ

く
れ

　

表
面
の
何
所
か
に
プ
ッ
ク
リ
と
丸
く
ふ
く
れ
て
現
れ
る
も
の
で
其
の
大
き
さ

は
一
分
位16

が
普
通
で
あ
る
、
こ
の
フ
ク
レ
は
研
に
数
回
か
か
る
と
破
れ
て
穴

16

一
分=

3
m
m

が
あ
い
て
仕
舞
う
、
こ
れ
を
フ
ク
レ
破
れ
と
云
ふ
。

埋
鐵

フ
ク
レ
破
れ
又
は
地
の
疵
を
補
う
爲
に
な
る
べ
く
同
性
質
の
鐵
で
埋
め
た
も

の
で
あ
る
。
巧
に
施
し
て
全
く
疵
の
見
え
な
く
な
っ
て
居
る
も
の
も
あ
る
。

(

他
、
刃
切
れ
、
し
な
へ
、
刃
か
ら
み
、
烏
口
、
月
の
輪
、
菖
蒲
折
、
肌
割

れ
、
地
荒
れ
、
い
し
け
、
匂
切
れ
、
焼
切
れ
、
刃
染
み
、
水
影
、
焼
落
し
、
継

中
心
の
説
明)

こ
れ
ら
は
瑕
と
称
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
刃
切
れ
、
し
な
へ
を
除
く
他

は
余
り
其
の
程
度
に
依
っ
て
懸
念
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
大
概
の
場
合
許
す

べ
き
も
の
で
あ
る
。

(

図
2
参
照)

｢
日
本
刀
の
位
列
と
価
格:

鑑
定
備
考
｣
よ
り

「
刀
の
瑕
の
事
」

刀
剣
の
疵
に
鍛
え
割
れ
、
月
の
輪
、
棟
シ
ナ
へ
、
棟
割
れ
、
刃
シ
ナ
へ
、
フ

ク
レ
、
シ
ミ
、
鳥
の
口
、
カ
ラ
ス
口
、
刃
切
れ
、
立
割
れ
、
刃
ガ
ラ
ミ
、
地

ア
レ
、
ス
ミ
コ
ス
リ
等
あ
り
、
さ
れ
ど
中
に
就
き
て
左
程
に
害
を
な
さ
ぬ
疵

も
あ
る
な
り
、
鳥
の
口
、
表
裏
に
通
れ
る
は
悪
し
鳥
口
、
月
輪
な
ど
小
な
ら

ば
害
な
し
、
シ
ナ
へ
も
研
ぎ
て
抜
ぬ
は
悪
し
、
刃
切
れ
は
古
来
宜
し
か
ら
ず

と
云
え
ど
切
味
に
は
大
し
た
障
害
あ
ら
ず
と
云
ふ
、
立
割
れ
は
少
々
は
許
す

べ
し
、
最
も
嫌
う
は
匂
ひ
切
れ
な
り
、
其
他
フ
ク
レ
、
ス
ミ
ゴ
モ
リ
等
は
切

味
に
害
な
し
と
し
て
少
々
位
は
許
す
べ
き
な
り
、
地
ア
レ
は
古
刀
に
は
致
し

16



方
な
し
と
す
る
も
新
刀
に
於
て
は
許
べ
き
瑕
に
あ
ら
ず
。

上
述
の
通
り
､
切
味
に
障
害
と
な
ら
な
い
く
ら
い
の
疵
は
｢
少
し
く
ら
い

は
許
す
べ
き
で
あ
る
｣
と
あ
え
て
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
､
小
さ
な

疵
も
問
題
と
す
る
風
潮
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
明
治
時
代
に
多
少

の
疵
に
よ
り
全
体
の
価
値
を
貶
め
る
風
潮
を
改
め
よ
う
と
い
う
機
運
が
あ
っ

た
､
と
い
う
の
を
ど
こ
か
で
読
ん
だ
気
が
す
る
｡（
申
し
訳
な
い
が
､
そ
の
時

は
流
し
読
み
し
て
い
て
ど
こ
に
書
か
れ
て
い
た
か
忘
れ
て
し
ま
っ
た
｡)

少

し
時
代
は
下
る
が
､
昭
和
の
名
研
師
永
山
光
幹
（
山
伏
国
広
､
太
鼓
鐘
貞
宗

を
研
い
だ
人)

の
言
葉
が
残
っ
て
い
る
｡

｢
日
本
刀
職
人
職
談
｣
[56]

ﾖ
ﾘ

「
研
ぎ
」
永
山
光
幹

い
か
に
優
れ
た
刀
で
あ
っ
て
も
一
つ
の
欠
点
の
た
め
に
そ
の
刀
の
美
術
的
価

値
が
皆
無
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
て
し
ま
う
き
ら
い
が
、
今
日
で
は

や
や
も
す
る
と
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
そ
の
刀
を
生
き
返
ら
せ
る
目
的
で
の
み

補
修
は
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

た
っ
た
一
つ
の
欠
点
で
そ
の
価
値
を
無
に
す
る
風
潮
は
い
か
が
な
も
の
か
､

と
嘆
い
て
い
る
｡
こ
の
言
葉
は
ﾌ
ｸ
ﾚ=

致
命
的
な
疵
と
解
釈
し
が
ち
な
我
々

に
は
耳
の
痛
い
も
の
で
あ
る
｡

｢
ま
あ
､
細
か
い
こ
と
は
気
に
す
る
な
｣

図
2:

刀
身
の
疵[

日
本
刀
大
観
・
上
巻]

[54]

よ
り
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・
2

ﾌ
ｸ
ﾚ(b

liste
r)

の
ﾒ
ｶ
ﾆ
ズ
ﾑ

本
節
は
ち
ょ
っ
と
付
け
焼
き
刃
的
に
調
べ
た
こ
と
で
､
う
ま
く
整
理
で
き

て
い
な
く
正
確
さ
に
欠
け
る
内
容
と
な
っ
て
い
て
グ
ダ
グ
ダ
と
し
て
い
る
が

ご
了
承
い
た
だ
き
た
い
｡

果
た
し
て
ﾌ
ｸ
ﾚ
と
い
う
の
は
な
ん
ぞ
｡

刀
剣
書
を
読
ん
で
み
て
も
そ
の
ﾒ
ｶ
ﾆ
ズ
ﾑ
に
関
し
て
､
し
っ
く
り
く
る
も

の
が
な
か
っ
た
の
で
現
代
工
学
の
知
見
を
お
借
り
す
る
｡
ﾌ
ｸ
ﾚ(b

lister)

と
い
う
の
は
､
主
に
（
A
）
塗
装
､（
B
）
鋳
物
で
使
用
さ
れ
て
い
る
用

語
の
よ
う
だ
｡（
A
）
に
お
い
て
は
､
塗
膜(

錆
止
め
の
ペ
ﾝ
ｷ
な
ど)

と
金

属
下
地
の
間
に
異
物
が
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
､
塗
膜
の
形
成
後

に
異
物
が
原
因
で
錆
の
発
生
や
ガ
ｽ
の
発
生
に
よ
り
塗
膜
が
下
地
か
ら
浮
き

上
が
る
こ
と
｡(

ペ
ﾝ
ｷ
を
き
れ
い
に
塗
っ
た
あ
と
､『
し
ば
ら
く
し
て
』
プ

ﾂ
プ
ﾂ
と
し
た
も
の
が
浮
き
上
が
っ
て
く
る
こ
と
｡)
（
B
）
は
､
溶
か
し

た
金
属
を
金
型
に
流
し
込
み
固
め
る
ダ
ｲ
ｶ
ｽ
ﾄ
法
で
作
ら
れ
た
金
属
材
料

で
起
こ
る
現
象
で
､
流
し
込
む
と
き
に
巻
き
込
ま
れ
た
空
気
が
空
洞
や
穴
を

形
成
す
る
こ
と
を
言
い
､
表
層
に
近
い
と
こ
ろ
で
あ
れ
ば
ﾌ
ｸ
ﾚ(b

lister)

と
な
る
｡
ま
た
､
再
加
熱
に
よ
り
中
に
残
っ
た
空
気
が
膨
張
す
る
こ
と
で
ﾌ

ｸ
ﾚ(b

lister)

が
発
生
す
る
｡
刀
剣
の
場
合
､
製
作
過
程
に
お
い
て
鉄
を
溶

か
さ
な
い
の
で
（
B
）
の
よ
う
な
プ
ﾛ
ｾ
ｽ
で
の
ﾌ
ｸ
ﾚ(b

lister)

は
発

生
し
な
い
｡（
A
）
の
ﾒ
ｶ
ﾆ
ズ
ﾑ
が
近
い
の
で
あ
ろ
う
｡

さ
て
､（
A
）
的
な
ﾌ
ｸ
ﾚ(b

lister)

を
刀
剣
の
場
合
で
考
え
て
み
る
｡

塗
膜
で
は
な
い
が
､
刀
剣
は
繰
り
返
し
鍛
錬
に
よ
る
多
層
構
造
を
持
っ
て
居

る
｡
層
の
間
に
水
分
が
残
る
と
､
そ
れ
が
原
因
で
内
部
で
錆
が
進
み
ﾌ
ｸ
ﾚ

と
な
る
｡
こ
れ
は
､
も
の
す
ご
く
大
雑
把
に
い
う
と
､
錆
と
は
酸
化
鉄
で
は
あ

る
が
鉄(F

e)

が
空
気
中
の
酸
素(O

2 )

と
直
接
反
応
す
る
の
で
は
な
く
､
水

分(H
2 O

)

を
媒
介
し
て
ｲ
ｵ
ﾝ
化
う
に
ゃ
う
に
ゃ
で
反
応
が
す
す
む
た
め
､

水
分
が
多
い
と
錆
が
進
行
す
る
｡
だ
か
ら
刀
剣
保
護
に
は
乾
燥
が
重
要
！

・
・
・

図
3:

内
部
の
錆
に
よ
る
ふ
く
れ
の
模
式
図

中
で
錆
び
る
と
何
故
ﾌ
ｸ
ﾚ
と
な
る
か
？

と
い
う
と
鉄
は
錆
る
こ
と
に

よ
り
元
の
体
積
の
約2.5

倍
程
度
に
膨
ら
む
た
め
で
あ
る
｡
そ
れ
に
よ
り
､
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錆
び
た
部
分
に
よ
り
押
し
出
さ
れ
､
表
面
が
ポ
ｯ
ｺ
ﾘ
と
浮
き
上
が
る(

図

3
参
照)
｡

こ
れ
と
は
別
の
現
象
と
し
て
､
層
の
間
に
空
気
が
残
っ
て
表
面
が
膨
れ
て

い
る
こ
と
が
ﾌ
ｸ
ﾚ
と
言
う
と
い
っ
た
ﾆ
ｭ
ｱ
ﾝ
ｽ
で
書
か
れ
て
い
る
書
籍

も
あ
る
が
､
科
学
的
変
化
が
起
き
な
け
れ
ば
気
体
の
体
積
は
変
わ
ら
な
い(

正

確
に
言
え
ば
気
体
は
温
度
変
化
に
よ
り
体
積
が
変
化
す
る
が
､
熱
せ
ら
れ
て

い
る
時
の
方
が
体
積
が
大
き
い)

の
で
､
こ
の
場
合
は
う
っ
た
ば
か
り
の
刀

身
に
元
々
現
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
又
は
研
ぎ
に
よ
り
､
空
洞
ま
で
到

達
｡
た
だ
し
､
こ
れ
は
ﾌ
ｸ
ﾚ
と
は
言
わ
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

あ
る
[57]

｡(

単
純
な
空
孔
は
や
は
り
現
代
工
学
に
お
け
る
ﾌ
ｸ
ﾚ(b

lister)

の
定
義
に
は
含
ま
れ
な
い
だ
ろ
う
｡)

し
か
し
､
本
稿
の
ﾃ
ｰ
ﾏ
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
｢
明
治
時
代
の
研
師
が

『
ﾌ
ｸ
ﾚ
』
と
言
い
表
し
て
い
た
現
象
｣
な
の
だ
が
､
結
局
の
と
こ
ろ
､
鶯
丸

の
ﾌ
ｸ
ﾚ
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
？

は
､
も
は
や
誰
も
わ
か

ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
｡

7
・
3

鶯
丸
と
ふ
く
れ

鶯
丸
に
献
上
前
に
ふ
く
れ
が
あ
り
､
ﾌ
ｸ
ﾚ
直
し
の
名
人
高
田
庄
左
衛
門

に
よ
っ
て
修
復
さ
れ
た
と
い
う
記
録
は
､｢
刀
剣
と
歴
史(417)

｣
[59]

に
宮
内

省
の
研
師
の
吉
川
恒
次
郎
氏
が
鶯
丸
が
献
上
さ
れ
た
時
の
宮
内
省
の
研
師
か

ら
聞
い
た
話
と
し
て
載
っ
て
い
る
｡
こ
れ
以
外
独
立
の
記
録
は
見
当
た
ら
な

い
が
､
証
言
と
し
て
は
筋
の
良
い
も
の
で
あ
ろ
う
｡

｢
刀
剣
と
歴
史(417)

｣
[59]

ﾖ
ﾘ

「
研
師
の
回
顧
」

　

鶯
丸
友
成
は
献
上
前
に
は
多
く
の
刃
ぶ
く
れ
が
あ
り
ま
し

た
が
、
高
田
庄
左
衛
門
さ
ん
が
き
れ
い
に
ふ
く
れ
を
お
さ
め
て
研
ぎ
上
げ
、
献

上
し
て
お
り
ま
す
。
当
時
の
宮
内
省
の
研
師
、
井
上
行
造
さ
ん
か
ら
聞
い
た

話
で
す
が
、
研
ぐ
前
に
押
形
を
と
り
、
ふ
く
れ
の
部
分
に
印
を
つ
け
て
お
い
た

が
、
研
ぎ
た
て
の
友
成
と
押
形
を
み
く
ら
べ
て
も
少
し
も
判
ら
な
か
っ
た
そ

う
で
す
。
宮
内
省
で
は
次
の
研
師
に
鶯
丸
に
手
を
付
け
る
な
、
と
い
う
の
が

申
し
伝
え
に
な
っ
て
い
る
ほ
ど
で
す
。(

略)

高
田
さ
ん
は
疵
な
お
し
の
名
人

で
、
こ
の
ほ
か
数
多
く
の
古
名
刀
が
同
氏
の
手
に
よ
り
蘇
生
し
て
い
ま
す
。

こ
の
文
章
だ
け
読
む
と
､
ｷ
ズ
ﾓ
ﾉ
で
あ
っ
た
鶯
丸
が
高
田
庄
左
衛
門
に

よ
っ
て
蘇
生
し
た
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
し
ま
う
の
も
頷
け
る
｡
一
方
で
4

､
5
章
で
議
論
し
た
通
り
､
ふ
く
れ
が
刀
身
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
献
上
前
で

も
非
常
に
評
価
が
高
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
事
実
で
あ
る
｡
名
刀
で
あ
る
が

ゆ
え
に
､
ｵ
ｰ
バ
ｰ
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
？

十
人

並
み
の
容
姿
で
あ
れ
ば
そ
こ
ま
で
存
在
が
気
に
な
ら
な
い
小
さ
な
に
き
び
も
､

美
人
の
顔
に
出
来
て
居
る
と
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
気
に
な
っ
て
し
ま
う
・
・
・
よ

う
な
｡
だ
が
し
か
し
､『
美
人
は
美
人
』
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
｡
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7
・
4

高
田
庄
左
衛
門
に
つ
い
て

高
田
庄
左
衛
門
と
い
う
研
師
は
ﾌ
ｸ
ﾚ
直
し
で
有
名
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
｡
そ
の
ﾌ
ｸ
ﾚ
直
し
の
技
量
は
宮
内
省
の
研
師
で
あ
っ
た
井
上
行
造
も
一

目
置
い
て
い
た
存
在
の
よ
う
だ
が
､
変
人
の
よ
う
で
も
あ
っ
た
よ
う
だ
｡
よ

く
ぞ
鶯
丸
の
修
復
を
請
け
負
っ
て
く
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

｢
日
本
刀
ｰ
本
質
美
に
基
づ
く
研
究
｣
[58]

よ
り

高
田
庄
左
衛
門
と
い
う
人
は
、
フ
ク
レ
直
し
の
特
技
で
有
名
だ
っ
た
と
い
う

話
を
先
師17
か
ら
何
度
か
聞
か
さ
れ
て
お
る
。
井
上
行
造
師
が
是
非
そ
の
方
法

を
教
え
て
も
ら
い
た
い
と
申
し
込
ん
だ
と
こ
ろ
、
弟
子
に
な
る
な
ら
教
え
て

や
ろ
う
と
の
返
事
で
、
行
造
師
も
非
常
に
困
り
、
種
々
手
を
尽
く
し
た
が
結

局
弟
子
入
り
も
せ
ず
秘
法
も
伝
わ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
非
常
に
奇
行
の
多

か
っ
た
人
物
で
、
晩
年
は
昼
も
戸
を
し
め
て
気
に
入
ら
ぬ
人
に
は
逢
わ
な
か
っ

た
と
い
う
よ
う
な
話
も
あ
る
が
、
こ
の
人
の
本
当
の
力
量
に
つ
い
て
は
わ
か

ら
な
い
。

17

研
師
で
あ
る
筆
者(

山
田
英)

の
師
杉
本
次
郎
の
こ
と
と
思
わ
れ
る

8

ま
と
め

嘉
吉
元
年
五
月
二
十
六
日
､
第
六
代
足
利
将
軍
義
教
か
ら
結
城
合
戦
褒
賞

と
し
て
鶯
太
刀
友
成(

鶯
丸)

と
感
状
が
信
濃
守
護
小
笠
原
政
康
に
与
え
ら
れ

た
｡
信
濃
の
英
傑
政
康
の
死
後
､
一
族
に
よ
る
家
督
争
い
､
そ
の
後
の
戦
乱

の
中
､
命
脈
を
繋
げ
た
小
笠
原
家
は
鶯
丸
を
ﾚ
ガ
ﾘ
ｱ
と
し
て
大
事
に
守
っ

て
き
た
｡
明
治
維
新
の
後
､
武
家
の
象
徴
と
し
て
の
役
割
は
な
く
な
る
も
し

ば
ら
く
小
笠
原
に
重
宝
と
し
て
留
ま
る
が
､
時
代
の
流
れ
に
逆
ら
え
ず
明
治

中
頃
小
笠
原
よ
り
離
れ
る
｡
そ
の
後
鶯
丸
は
明
治
時
代
の
刀
剣
界
の
重
鎮
ら

に
高
く
評
価
さ
れ
そ
し
て
強
く
求
め
ら
れ
な
が
ら
そ
の
所
在
を
て
ん
て
ん
と

し
た
｡
つ
い
に
､
明
治
40
年
に
明
治
天
皇
に
献
上
さ
れ
現
在
に
至
る
｡
献
上

前
に
ﾌ
ｸ
ﾚ
の
修
復
を
行
っ
た
記
録
が
残
る
が
､
鶯
丸
は
献
上
前
も
献
上
後

も
変
わ
ら
ず
名
刀
工
友
成
の
傑
作
と
称
さ
れ
て
い
る
｡
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附
録
・
簡
易
年
表(

未
完
成v

e
rsio

n
)

注
記
が
な
い
場
合
は
松
尾=

勝
山
小
笠
原
を
さ
す

9
8
7

友
成
は
永
延(9

8
7
–
9
8
9
)

の
頃
の
刀
工
と
も
伝
わ
る

一
条
天
皇
の
御
代
藤
原
道
長
活
躍
の
時
代

1
1
3
0

源
義
光
孫
清
光
が
甲
斐
に
配
流
さ
れ
甲
斐
源
氏
興
る

1
1
8
4

清
光
孫
長
清
が
小
笠
原
を
称
す
る
（
吾
妻
鏡
）

1
1
8
5

壇
ﾉ
浦
の
戦
い
に
よ
り
平
家
滅
亡

1
1
9
2

源
頼
朝
　

征
夷
大
将
軍
宣
下

1
3
3
3

鎌
倉
幕
府
滅
亡

後
醍
醐
天
皇
に
よ
る
建
武
政
権
発
足

1
3
3
6

建
武
政
権
崩
壊
南
北
朝
時
代
始
ま
る

事
実
上
の
室
町
幕
府
成
立

1
3
3
8

足
利
尊
氏
　

征
夷
大
将
軍
宣
下

1
3
9
2

南
北
朝
時
代
終
わ
る

1
4
0
0

信
濃
大
搭
合
戦
小
笠
原
長
秀
信
濃
国
人
に
大
敗

1
4
0
5

小
笠
原
政
康
兄
長
秀
よ
り
家
督
を
継
ぐ

1
4
2
5

小
笠
原
政
康
信
濃
守
護
に
補
任

1
4
2
8

足
利
義
教
後
継
者
に
指
名
さ
れ
還
俗

1
4
2
9

足
利
義
教
将
軍
宣
下(

室
町
第
六
代
将
軍)

1
4
3
6

政
康
　

対
抗
す
る
信
濃
勢
力
を
次
々
破
る

戦
功
の
褒
賞
と
し
て
久
國
､
真
長
等
を
拝
領

1
4
3
9

永
享
の
乱
鎌
倉
公
方
足
利
持
氏
自
害

1
4
4
0

持
氏
遺
児
を
擁
し
た
結
城
合
戦
開
始

政
康
副
将
と
し
て
参
陣

1
4
4
1

結
城
合
戦
終
結
　

義
教
よ
り
政
康
鶯
丸
拝
領

嘉
吉
の
変
　

足
利
義
教
暗
殺

1
4
4
2

小
笠
原
政
康
死
去

1
4
4
6

漆
田
原
の
戦
い
で
宗
康
討
死

1
4
6
7

応
仁
の
乱
は
じ
ま
る
　

松
尾
西
軍
　

府
中
東
軍

1
4
7
8

応
仁
の
乱
　

終
息

1
4
9
3

松
尾
が
惣
領
家
の
鈴
岡
を
攻
め
政
秀
父
子
を
討
つ

1
5
3
4

府
中
が
松
尾
を
攻
撃
松
尾
家
甲
斐
に
逐
電

府
中
に
よ
る
小
笠
原
の
統
一
と
さ
れ
る

1
5
5
4

武
田
の
支
援
を
う
け
松
尾
に
復
帰

1
5
7
3

足
利
義
昭
京
都
追
放
事
実
上
の
室
町
幕
府
終
焉

1
5
8
2

織
田
の
甲
州
征
伐
に
よ
り
信
嶺
織
田
に
臣
従

本
能
寺
の
変
　

信
嶺
徳
川
に
臣
従

1
5
9
0

小
田
原
征
伐
信
嶺
出
陣

小
笠
原
本
庄
に
移
封(1

万
石)

1
6
0
0

関
ｹ
原
の
戦
い(

小
笠
原
は
上
田
城
攻
め)

1
6
0
3

徳
川
家
康
征
夷
大
将
軍
宣
下

1
6
1
2

小
笠
原
古
河
藩
に
転
封(2

万
石)

1
6
1
4

大
坂
夏
の
陣
　

政
信
参
陣
　

佐
和
山
城
守
備

1
6
1
5

大
坂
冬
の
陣
政
信
参
陣
伏
見
城
守
護

1
6
1
9

小
笠
原
関
宿
藩
に
転
封(2

.2
7
7
7

万
石)

1
6
4
0

小
笠
原
高
須
藩
に
転
封(2

.2
7
7
7

万
石)

1
6
4
3

寛
永
諸
家
系
図
伝
完
成

1
6
5
7

明
暦
の
大
火
　

江
戸
上
屋
敷
延
焼(

日
本
橋)

1
6
7
1

小
笠
原
勝
山
藩
に
転
封(2

.2
7
7
7

万
石)

1
7
1
9

享
保
名
物
帳
完
成

1
7
3
6

鶯
丸
､
久
國
､
眞
長
太
刀
感
状
と
共
に
吉
宗
に
台
覧
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1
8
1
2

寛
政
重
修
家
譜
完
成

1
8
5
5

安
政
江
戸
大
地
震
　

江
戸
上
屋
敷
倒
壊(

大
名
小
路)

1
8
6
7

大
政
奉
還

1
8
6
8

戊
辰
戦
争
長
守
新
政
府
に
協
力

1
8
7
1

廃
藩
置
県
長
守
藩
知
事
免
官

小
笠
原
東
京
に
移
住

1
8
7
6

廃
刀
令

1
8
8
8

靖
国
神
社
遊
就
館
に
て
鶯
丸
一
般
公
開

1
8
8
9

靖
国
神
社
遊
就
館
に
て
鶯
丸
一
般
公
開

1
8
9
1

最
後
の
勝
山
藩
主
小
笠
原
長
守
没

1
8
8
9

～1
8
9
3

の
間
に
鶯
丸
小
笠
原
を
離
れ
る

1
8
9
3

小
笠
原
文
書
　

長
育
に
よ
り
再
装
丁

1
8
9
5

小
笠
原
長
育
没

1
8
9
9

宗
重
正
鶯
丸
を
入
手

1
9
0
0

田
中
光
顕
､
宗
重
正
ら
に
よ
り
刀
剣
会
発
足

1
9
0
2

宗
重
正
没

1
9
0
6

宗
重
望
よ
り
田
中
光
顕
　

鶯
丸
を
購
入

1
9
0
7

陸
軍
結
城
大
演
習
に
て
鶯
丸
明
治
天
皇
に
献
上

1
9
0
9

田
中
光
顕
失
脚
　

宮
内
大
臣
罷
免

1
9
1
2

明
治
天
皇
崩
御
大
正
天
皇
即
位

1
9
2
6

大
正
天
皇
崩
御
昭
和
天
皇
即
位

1
9
8
9

昭
和
天
皇
崩
御
明
仁
天
皇
即
位(

元
号
平
成
に)

1
9
9
7

東
京
国
立
博
物
館
｢
日
本
の
か
た
な
｣
に
鶯
丸
出
陳

2
0
1
9

明
仁
天
皇
の
譲
位
今
上
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皇
即
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元
号
令
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光
芸
出
版,

昭
和4

6

年.
[57]

｢
目
で
観
る
刀
の
教
科
書
展
｣,

日
本
刀
剣
博
物
技
術
研
究
財
団,

2
0
1
9
,
5
,

宮

城
県
大
崎
市
ｽ
ｺ
ｰ
ﾚ
ﾊ
ｳ
ｽ

[58]

日
本
刀-

本
質
美
に
も
と
づ
く
研
究,

山
田
英,

中
央
刀
剣
会,

昭
和3

9

年1
2

月

[59]

☆
研
師
の
回
顧,

吉
川
恒
次
郎,

刀
剣
と
歴
史4

1
7

号,

日
本
刀
剣
保
存
会,

1
9
6
4
.1

国
会
図
書
館
デ
ジ
ﾀ
ﾙ
ｺ
ﾚ
ｸ
ｼ
ｮ
ﾝ
で
ｵ
ﾝ
ﾗ
ｲ
ﾝ
で
読
め
る
も
の
に
は
★
図
書

館
送
信
ｻ
ｰ
ビ
ｽ
で
読
め
る
も
の
に
は
☆
を
付
け
た
｡
本
文
中
に
お
い
て
引
用
し
た
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図
は
著
作
権
保
護
期
間
終
了
の
も
の
で
あ
る
｡

明
治
時
代
の
新
聞
記
事
は
､
図
書
館
で
契
約
の
各
新
聞
の
ｵ
ﾝ
ﾗ
ｲ
ﾝ
の
ｱ
ｰ
ｶ
ｲ

ブ
ｻ
ｰ
ビ
ｽ
を
利
用
し
た
｡
東
京
日
日
新
聞
は
毎
日
新
聞
系
の
ｱ
ｰ
ｶ
ｲ
ブ(

毎
索)

で
閲
覧
可
能
｡

編
集
注

鶯
丸
は
､
室
町
時
代
に
於
い
て
鶯
太
刀
､
江
戸
時
代
に
お
い
て
鶯
太
刀
・
鶯
・
鶯

丸
等
の
呼
び
名
を
さ
れ
て
い
る
が
本
稿
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る
説

明
に
お
い
て
も
鶯
丸
で
統
一
し
て
表
記
し
た
｡

本
稿
は
鶯
丸
の
評
価
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
の
で
今
回
掲
載
し
き
れ
な
か
っ
た
小

ﾈ
ﾀ
等
は

h
ttp

:/
/
w
a
g
ta
il.ch

a
g
a
si.co

m
/
in
d
ex
.h
tm

に
集
め
て
あ
る
の
で
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
｡

本
稿
で
は
あ
ま
り
触
れ
な
か
っ
た
小
笠
原
の
家
督
争
い
は
ﾚ
ガ
ﾘ
ｱ
の
争
奪
戦
を

し
て
い
た
り
と
興
味
深
い
と
こ
ろ
も
あ
る
の
だ
が
､
複
雑
す
ぎ
て
ま
だ
咀
嚼
で
き
て

い
な
い
｡
い
つ
か
､
そ
れ
を
ﾃ
ｰ
ﾏ
に
ま
と
め
ら
れ
た
ら
と
思
っ
て
い
る
｡

あ
と
が
き

鶯
丸
の
来
歴
を
調
べ
始
め
た
と
き
､｢
小
笠
原
文
書
｣
が
目
的
で
居
住
県
内
の
某

大
学
図
書
館
に
初
め
て
足
を
踏
み
入
れ
た
｡
そ
こ
に
､
た
ま
た
ま
｢
伯
爵
田
中
青
山
｣

が
蔵
書
さ
れ
て
い
た
の
で
手
に
取
っ
て
田
中
光
顕
の
刀
剣
に
対
す
る
情
熱
と
ｽ
ﾀ
ﾝ

ｽ
を
知
り
､
鶯
丸
は
献
上
前
も
名
刀
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
｡
一
方

で
､
ﾌ
ｸ
ﾚ
の
修
復
を
思
わ
せ
る
新
規
ボ
ｲ
ｽ
も
追
加
さ
れ
､
ﾈ
ｯ
ﾄ
上
に
出
回
る

情
報
は
､
献
上
前
は
身
を
崩
し
て
い
た
と
い
う
解
釈
が
優
勢
で
あ
る
よ
う
に
思
え
た
｡

1
0
0
0

年
頃
に
う
た
れ
て
か
ら
歴
史
に
残
ら
な
い4

5
0

年
､
小
笠
原
家
に
入
っ
て4

5
0

年
､
持
ち
主
を
転
々
と
し
た2
0

年
､
そ
し
て
こ
の1

0
0

年
､
ず
っ
と
大
切
に
さ
れ
､

鶯
丸
は
千
年
間
ず
っ
と
美
し
か
っ
た
の
だ
と
い
う
解
釈
も
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を

伝
え
ら
れ
た
ら
と
思
っ
て
い
た
｡

本
稿
で
は
あ
え
て
主
観
的
な
ｴ
ﾓ
さ
を
排
除
し
､
淡
々
と
資
料
を
羅
列
し
て
い
て

読
み
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
が
､
そ
こ
か
ら
の
解
釈
､
ｴ
ﾓ
の
引
出
し
は
各
人
に
委

ね
た
い
｡

い
ず
れ
鶯
丸
も
修
行
に
む
か
う
の
で
あ
ろ
う
｡
も
し
か
し
た
ら
､
ﾌ
ｸ
ﾚ
の
修
復

の
記
憶
と
向
き
合
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
私
自
身
の
解
釈
と
し
て
ふ
く
れ

は
大
し
た
疵
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
が
､
そ
れ
は
､
そ
れ
と
し
て
受
け
止
め

よ
う
と
思
う
｡
だ
が
､
願
わ
く
ば
､
ど
こ
で
何
を
し
て
き
た
の
か
煙
に
巻
く
よ
う
な

修
行
で
あ
っ
た
り
､
岡
山
で
大
包
平
の
観
察
を
極
め
て
来
て
く
れ
な
い
か
な
と
思
う
｡

鶯
丸
に
は
ﾐ
ｽ
ﾃ
ﾘ
ｱ
ｽ
で
い
て
欲
し
い
の
だ
｡

著
者

ｾ
ｷ
ﾚ
ｲ

T
w
itter

@
W
a
g
ta
ilW

発
行

令
和
元
年
五
月
二
十
六
日

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
改
訂

T
O
P

→
P
D
F

置
場:

こ
の
原
稿
のP

D
F

fi
le

取
得
可

無
断
転
載
・
無
断
転
用
を
禁
止
し
ま
す

第
一
版
↓
第
二
版
改
訂
ポ
ｲ
ﾝ
ﾄ

こ
の
一
年
で
そ
こ
そ
こ
資
料
も
増
え
ま
し
た
が
大
き
な
改
訂
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
｡

た
だ
し
､
小
笠
原
家
と
し
て
の
最
後
の
記
録
が
明
治
21
年
11
月
か
ら
明
治
22
年
11

月
に
な
っ
た
部
分
は
変
更
し
ま
し
た
｡
明
治
時
代
の
来
歴
詳
細
に
関
し
て
は
､『
鶯
丸

と
い
う
現
象
～
明
治
の
記
憶
～
』
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
｡
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