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商

人

意

識
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察
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丨
關
東
一
在
鄕
商
人(

武
藏
國
兒
玉
郡
本
庄
宿

戶
ハ
仓
家)

.

の
家
1

を
中
心
と
し
.て
丨 

.

*

島

.

崎

.
隆

夫

.

思
想
は
常
に
歴
史
的
で
あ
り
、
階
級
的
で
あ
る
。
•思
想
は
時
代
を
離
れ 

て
、：

あ
る
い
は
時
代
の
階
級
的
諸
關
係
と
無
關
係
に
成
立
す
る
も
.の
で
も
，
 

な
く
、ま
た
發
展
す
る
も
の
で
も
な
い
。
思
想
は
常
に
時
代
と
共
に
あ
る
。

一
時
代
乃
至
一
階
級
の
思
想
を
論
ず
る
場
合
、
思
想
が
形
成
さ
れ
た
時
代 

と
の
關
聯
を
深V

把
握
し
、
も
っ
て
思
想
を
歴
史
的
に
つ
か
む
事
が
大
切 

で
あ
る
。

一
時
代
に
、
あ
る
い
は一,

階
級
に
思
想
と
し
て
廣
範
に
形
成
さ 

れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
か
な
ら
ず
し
%-

そ
れ
が
'ー
つ
の
學
問
體
系 

に
.
ま
で
高
め
ら
れ
、
形
成
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
が
一
つ
の 

學
問
的
體
系
.
に
ま
で
結
晶
さ
れ
て
來
る
た
め
，に
は
、
少
く
と
も
學
問
の
一 

定
の
歷
史
的
發
展
が
そ
の
背
後
に
存
在
す
る
と
と
を
必
要
と
す
る
。
わ
が 

國
の
社
會
.'

經
濟
思
想
の
形
成
，お
ょ
び
展
開
を
み
る
場
合
_、
そ
れ
が
人
 々

に
意
識
さ
れ
、
體
系
的
な
も
の
と
し
て
成
熟
し
て
.
来
た
の
は
、
お
X

む
ね 

德
川
诗
代
^

1

れ
も
中
期
以
降
に
.
お
い
て
と
'
く
.に
明
白
な
形
を
取
っ
た
も 

の
と
.■思
わ
れ
る
。
體
系
的
に
成
熟
す
る
以
前
に
.
お
い
：て
は
勿
論
、
體
系
的 

に
整t

:

さ
れ
た
以
後
に
お
い
て
も
、
.
一
時
代
な
り
一
階
級
な
り
の
思
想
を

商
人
意
識
め
，

1

考
察

.

表
示
す
る
形
式
は
多
種
多
樣
で
あ
る
。
そ
の
思
想
が
學
問
的
體
系
に
ま
で 

.

成
熟
し
な
い
場
合
，に
あ
づ
て
も
、
强
く
そ
の
時
代
の
人
心
を
掌
握
し
、
現 

.

實
の
人
々
の
意
識
を
左
右
し
„、
人
々
の
生
活
を
規
制
す
る
思
想
と
し
て
存 

李

る

こ

と

が

L

般
的
で
あ
る
。
か
べ
て
、

一

時
代
乃
至

1
階
級
の
思
想 

を
論
ず
る
場
合
、
學
問
的
體
系
を
整
え
た
，學
者
、
思
想
家
■
政
治
家
等
の 

.
思
想
的
•

學
間
的
成
果
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
を
利
用
し
、
あ
る
い
は
文 

藝
作
品
等
に
あ
ら
は
れ
る
人
物
の
思
想
的
表
現
を
活
用
し
.
て
、
思
想
を
把 

握
す
る
努
力
が一

般
的
に
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
方
法
は
極
め 

•

て
重
耍
で
あ
り
、..

且
基
本
的
硏
绝
の
方
向
.
で
へ
あ̂

し
か
し
、
學
者
等
が 

1

時
代
乃
至
一
階
級
の
先
達
と
し

て
、
指
^
的
立
場
に
あ
る
關
係
よ
り
し 

て
、'
彼
等
に
よ
っ
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
思
想
が
、

一
般
人
心
と
の
間
に
、
 

あ
る
距
離
を
介
在
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
、
こ
れ 

ら
を
通
じ
て
相
當
程
度
一
般
人
心
の
思
想
を
把
握
出
来
る
と

思
わ
れ
る 

が
、
さ
ら
に
、
資
料
を
、
知
識
に
お
い
て
も
、
學
識
に
.お
い
て
も
、
未
だ 

必
ず
し
も
整
序
さ
れ
な
い
多
く
の
人
々
の
身
近
か
に
殘
し
て
い
る
と
こ
ろ 

の
も
の
に
求
め
、
.
.も
っ
て
そ
の
時
代
の
生
.

.々
と
し
た
思
想
、
人
間
の
生
活 

を
根
底
よ
り
動
し
、

切
實
な
る
も
の
.と
し
て
人
間
の
現
實
生
活
を
左 

右
す
る
力
、
思
想
體
系
に
ま
で
結
晶
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
入
間
の
生
活 

■ 

*

を
生
の
ま
ま
で
導
く
生
活
の
方
針
と
も
い
ぅ
べ
き
生
命
あ
る
思
想
、
身
'の 

處
し
方
を
探
り
、
そ
れ
を
把
握
し
た
い
と
、
わ
た
く
し
は
願
づ
て
い
る
。
 

そ
れ
ら
は
澳
實
の
人
間
生
活
を
規
制
す
る
意
識
と
し
て
作
用
し
て
い
る
も 

'

の
で
あ
る
？
：

「

と
く
に
、
町
人
•

商
家
の
思
想
，
意
識
を
把
掲
せ
ん
と
す
る
場
合
、
德

,

•

一
 

ハ
八
九)



■

三
由
學
會
雜
誌
ん
第
四
十
八
卷
第
二
號

川

時

代

：に
お
け
•る
町
人
が
寬
文
：.(

.H

ハ'
六
.
0

年
代)

頃

ょ

り

元

祿

期0
-
 

六
九
〇
年
代)

 

'に
か
け
て
、
幾
！

E

農
村
の
經
濟
的
發
展
を
背
景
と
し
て
、
 

全
國
的
商
品
流
通
の
中
心
地
た
る
大
阪
を
中
心
と
し
て
成
長
を
.

み

は

.C 

め
、
'

や
が
，て
將
軍
の
膝
下
た
る
双
^

に
お
い
X

も
' 

あ
る
い
は
全
國
的
商 

品
流
通
.

市
場
#

成
へ
の
動
向
を
背
^

と
し
て
展
開
す
る
近
江
•.伊
勢
等 

の
地
方
に
お
い
て
も
、
成
長
を
み
は
じ
め
て
町
人
層
が
形
成
さ
れ
て
來
た
. 

こ
：と
、
'
町
人
自
身
被
治
潘
階
級
.
で
.あ
り
な
が
ら
、
，'時
代
の
諂
.

一

線
に
浮
び 

上
り
、
指
導
的
勢
力
を
獲
#.

し
：つ
つ
、
新
し
い
時
代
へ
、の
成
長
を
は
ぐ
く 

み
な
が
ら
展
開
を
み
，て

來

た
こ
と
、
し
か
も
、
封
建
社
會
の
思
想
に
對
し 

批
判
的
な
新
し
い
思
想
の
.
萠
芽
を
懷
き
な
が
ら
、，
そ
の
^
の
中
ょ
り
完
全 

に
は
脱
却
し
得
な
か
っ
た
こ
と
、
.
町
人
の
思
想
•

意
識
を
明
自
に
、
體
系 

的
に
、
_

主
張
し
た
擧
者
の
出
現
し
た
場〗
ロ
がa
比
較
的
、
中
期
以
降
に 

行
わ
れ
た
こ
と
等
を
念
頭
に
.
お
か
ね
ば
な
ら
な
.
い
。
町
人
の
思
想•

意
識 

を
把
握
す
る
場
合
、西
揭
、近
松
等
の
文
藝
作
品
に
表
現
さ
れ
た
町
人
の
思 

M

•

意
識
を
手
が
か
り
と
し
て
硏
究
を
す
す
め
て
行
く
こ
•>

力」

般
的
で 

あ
り
、
町
人
.
の
思
傲
..意
識
を
直
接
伺
ぅ
こ
と
の
出
來
る
も
の
と
し
て
擧 

げ
ら
れ
ぅ
る
も
の
ば
三
井
靡
著「

1«
1

人
考
見
錄」

、
西
川
如
見
著「
町
人 

囊J
、

お
ょ
び
皆
垣
光
定
著「

商
人
生
業
鑑」

「

商
人
夜
話
草j

 

r

商
家
心 

得

草」
「

商

人

平

生

記

」

、
.贯

賢

當

著

「

富
貴
草

•

並
嗜
草」

等
の
書
物 

に
示
さ
れ
る
心
學
書
的
見
解
、
な
ら
び
に
心
學
の
祖
石
.田
梅
巖
著「

都
鄙 

間
答」

r

齊
家
論」

等
々
，で
あ
る
。
町
人
考
見
錄
が
'「

主
と
し
て
京
都
の
富
' 

豪
が
、
諸
大
名
へ
の
金
貸
、
驕
奢
、
j

し
く
は
其
他
の
原
因
に
依
っ
て
、
 

破
產
沒
落
し
た
る
大
略」

を
記
t

L5
t

て
、
町
家
の
訓
と
な
し
、
町
人
圈
は

n

 

(

九
〇)

•

C

註
*
^

「

町
人
の
品
位
を
有
ち
、
町
人
.の
町
人
た
る
心
得」

を
記
し
、

-T
凡
商
人 

の
家
業
は
、
代
%
の
に
今
心
を
入
れ
て
、
麁
末
な
く
、
諸
方
の
用
事
を
よ
く 

と
と
の
へ
'
、
.得
意
を
大
事
に
し
、
入
に
.は
揮
く
與
え
、
我
は
薄
く
と
り
、

常
•に
仁
義
の
敎
を
も
心
に
か
け…

…

召
使
い
の
手
代
小
渚
を
も
憐
み
育 

て
、
，
家
內
よ
く
和
し
、
儉
約
.を
守
り
、
祖
先
よ
り
の
家
を
よ
く
^

^)

由 

隊
の
貧
き
を
救
い
、
身
を
立
て
、
父
母
の
名
を
汚
さ
ぬ
を
肝
要
と
す」

と 

い
ぅ
主
張
を
述
べ
た
一
聯
の
罾
㈣
、
心
^

m
中
f

f

な
，̂

の
と

し 

て
、
.專
ら
人
間
の
義
務
‘を
述
べ
た「

都
^
問
答」

等
は
、
い
ず
れ
も
、
町 

人
の
意
識
を
述
べ
、
商
家
の
'道
德
を
唱
え
、
.商
行
爲
の
昂
揚
を
說
く
こ
と 

に
よ
っ
て
、
町
人
の
，社
會
的
地
位
を
高
め
、
商
家
の
安
泰
を
す
す
め
、
致 

富
を
獎
勵
七
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
圖
を
f

具
體
的
な
形
に 

お
い
'て
表
示
し
た
も
の
が
、
商
家
の「

家
訓」

で
あ
り
、「

_

」

で
あ
. 

■，る
。
.

:.

江
戸
時
代
の
商
人
意
識
.を
社
會
經
濟
史
的
觀
動
よ
り
、
そ
の
具
體
的
表 

へ.現
を「

家
訓」

や

「

店
則」

に
據
っ
て
、
硏
究
發
表
さ
れ
た
も
の
は
旣
に 

多
い
が
、
比
較
的
-̂
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
第
ー
に
宮
本
又
次
氐
の「

近 

世
商
人
意
識
の
研
究
1_(

昭
和
十
六
年
刊)

を
あ
げ
る
こ
と
が
出
來
よ
ぅ
。
 

氏
は
主
と
し
て
、
.
そ
れ
.が
江
戶
時
代
の
代
表
的
商
人
で
あ
る
が
故
に
、
大 

阪
町
人
、
近
江
、
伊
勢
、
名
古
屋
商
人
等
の「

家
訓」

及

び「

儘

」

を 

.
對

象

と

し

て

、

武

家

の

家

訓

、

家

法

と

對

比

し

;
^
.
、

.江

戸

時

代

商

人

の 

氣
質
、
商
人
肌
、
商
人
道
の
實
相
を
考
察
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は 

.各
地
に
成
長
し
て
來
る「

町
人
層」

の

篇

が

、
町
人
層
の
形
成
の
基
盤 

た
る
社
會
•
經
濟
的
®

、
換
言
す
れ
ば
町
人
層
が
っ
か
む
市
場
構
造
=

商
品
流
通
機
構
、
.そ

.
の

根

底

に

あ

る

農

業

生
產
カ
の
麗
と
の
關
聯
に
お 

い
て
、
未
だ
充
分
明
白
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
擻
が
あ
る
と
思
は
れ
る
と 

こ
ろ
よ
り
' 
各
地
町
人
層
の
f

、
そ
れ
故
、
各
地
商
家
の
持
つ
家
訓
の
.

#
質
が
、
：
か
な
ら
ず
11
.

十̂
分
に
檢
討
さ
れ
て
い
.る
と
は
い
い
え
な
.い
う： 

ら
み
が
あ
ろ
久
。
，
一
般
に
、

「

家
訓」

と
は
對
象
を
家
族
內
丨
よ
り
廣
い
.

■

血
緣
的
集
團
丨
に
限
つ
て
、行
わ
れ
る
訓
誠
で
あ
つ
て
’「

狹
義
6

す
れ 

ば
家
長
か
ら
家
族
又
は
子
孫
を
對
象
と
し
た
一
般
的
な
永
續
性
の
あ
る
訓 

誠
で
あ
る
が
、
廣
義
に
解
す
れ
ば
、
時
に
.應
じ
て
の
訓
誡
'.
死
後
：の
效
カ 

を
强
調
し
た
遺
誠
及
び
家
族
以
外
の
代
行
渚
に
よ
つ
て
作
ら
れ 

で
あ
る
と
い
え
よ
^

^
そ
れ
は
ま
ず
武
家
に
お
い
て
發
達
1
く
近
世
以
後
、

. 

と
く
に
元
祿
.、.
享
保
期
以
後
の
經
濟
的
發
展
を
背
景
と
し
て
、
、家

訓

を

も
ぐ 

,つ
た
豪
商
、.
苴
商
が
锻
出
す
る
こ
.と
に
よ
つ
て
、
‘そ
れ
を
契
機
と
し
て
廣：

く
商
人
間
に
ま
で
及
び
家
訓
が
つ
ぐ
ら
れ
た
。
.家
訓
は
先
祖
あ
る
.い
は
中 

興
.
.の
祖
、
そ
の
他
家
業
興
隆
に
功
德
を
あ
げ
た
も
の
.が
執
筆
す
る
場
合
が 

多
く
、
子
孫
に
父
祖
の
苦
心
經
營
の
跡
を
韻
わ
し
^

益
ぐ
家
業
に
勵
み
、

' 

繼
缴
に
努
力
す
べ
き
亡
と
を
念
願
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
放
、
 

家
訓
は
商
家
の
道
德
觀
を
示
-1
.
、
理
觀
を
書
き
、
家
族
關
係
を
規
定
し
、
. 

時
に
は
奉
公
人
關
係
を
述
べ
.、
經
營
上
.

c

こ
れ
に
關
し
て
は
家
訓
と
は
別 

に「

店
定H.li

等
が
臀
が
れ
る)

に
ま
で
及
ん
で
げ
^

〕

彖
訓
に
は
、
商
人 

、意
識
を
形
成
す
る
。「

奉
公
•
體
面
•
分

限」

：と

い

う

意

識

の
^

1

的

側g

 

■

.
が
、.
.：

「

始
末
.算
用
'
.
*方
懲」

' 
と
.い

う

魂

極

的

侧

面

に

比

し

、

.よ

り

强

べ

主

.

張
さ
.れ
て
い
.

る
の
が
一
般
的
で4

?
る

と
い
い
う
る
？
か
か
る
，家

訓

を

必

要

一
 

と
し
た
ゆ
は
、
.
町
人
の
世
界
が
八
f

封
建
權
カ
.の
下
に
お
か
れ
、
武
力
の
’

被
護
無
く
、
獨
自
の
力
に
よ
つ
て
の
み
自
己
の
存
在
、
お
よ
び
發
展
が
考 

え
ら
れ
る
と
い
ぅ
、
封
建
制
下
.の
被
抑
壓
者
階
級
と
し
て
の
町
人
の
よ
り 

直
接
的
な
願
塵
に
|
爾
因P

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
武
家
の
家
訓
が 

公
儀
第1

主

義

を

示

し

、
'
.
舉

公

意

識

を

强

調

し

て

い

る

の

が

通

例

で

あ

る 

.
の
に
比
較
じ
て
、
町
人
？'
そ
れ
は
い
，武
士
ほ
ど
の
强
さ
を
も
た
ず
、
た
だ 

形
式
的
に
そ
れ
を
表
示
し
、
そ
の
場
合
も
町
人
の
致
富
と
の
關
聯
.に
お
い 

て
、
'，權
力
者
よ>

9

被
害
を
'防
止
す
る
意
圖
を
ふ
く
み
な
が
ら
述
べ
ら
れ 

て
い
る
場
合
が
錄
=:
<

5 '
,
む
し
ろ
|

的
に
致
富
へ
の
努
力
に
重
點
を
置
い 

て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
武
家
の
そ
れ
が
多
く
披
見
を
嚴
禁
し
て
い
る
場
合 

が
多
い
の
に
比
し
、、㈣

入
の
そ
れ
は
定
日
に
期
^

し
、
あ
る
い
は
表
示
し 

.

て
い
.る
場
合
が
多
い
。.
し
か
し
他
見
を
禁
じ
.
.て
い
る
場
合
^i

が
ぶ
W 

f

「

家
訓J

を
持
つ
に
至
つ
た
封
建
呀
人
は
、
そ
の
成
長
の
日
が
淺
く
、
 

し
か
も
封
建
權
カ
P

造

：の

中

に

と

じ

こ

め

ら

れ

、
、
封

建

的

思

想

體

系

の

網 

の
中
に
組
入
.れ
ら
れ
て
.い
.た
が
故
に
、

一.方
、
被
抑
壓
者
階
級
よ
り
自
ら 

.

を
解
放
し
、'
封
建
的
思
想
體
系
を
批
判
.

否f

ず
る
方
向
め
新
し
い
展
望 

を
み
つ
つ
も
、
'

(

か

か

る

町

人

思

想

の

形

成

が

，ふ
く
.む

思

想

史

的

意

義

を 

充
分
祀
認
識
す
る
が

)

封

建

町

人

自

身

攸

、
‘
，
町

人

と

し

て

の

心

持

が

必

ず 

.
し
も
十
分
に
成
熟
せ
ず
、
.町
入
自
身
が
武
士
的
耍
素
を
規
範
と
し
て
仰
ぐ 

こ
^

に
よ
り
、.封
建
的
思
€

身
等
つ
け
て
い
る
場
合
が一

般
的
で
あ
り
、
 

:
家

訓

に

，
：
お

^

^

、
全

體
,c

>
基
調
と
し
て
は
武
士
的
要
素
の
影
響
を
多
分 

.
に

殘

し

て

が

る

。

こ

の

よ

ぅ

に

武

士

，的
要
素
の
_
影

響

を

多

分

に

殘

し

て

い 

■•
^

の
.は
、
.
町
人
層
が
江
戶
：
大
阪
筹
の
全
國
的
市
場
禪
歡
の
中
心
に
あ 

.
-o

、
.
武
士
階
級
ど
の
®

な
る
結
合
、
そ
の
上
に
形
成
さ
れ
る
商
品
流
通

三
，

パ
九
一)

商
人
意
識
の
；，一
考
察
'



:

三
：
田
學'會
雜
誌
第
四
十
八
卷
第
二
號
：

.
=金
融
_

=
市
場
！！
^
の
.上
に
成
長
しV

來
る
特
權
商
人
で
あ
る
場
合 

ゆ
と
く
に
著
し
'い
も
の
.が
：あ

る

と

思
.わ
れ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
、
社
會
' 

的
生
產
力
、
.就
•中
農
業
生
產
カ=

農
民
的
商
品
生
產
、
貨
幣
經
濟
の
發
展
. 

に
と
も
な
'っ
て
、
局
地
的
に
形
成
さ
れ
.る
市
場
を
背
景
と
し
て
成
立
し
. 

て
來
る
町
g

に
あ
.っ
て
ば
、
町
人
自
身
が
！
^

に
農
民
經
濟
に
っ
な
が 

0.
、
彼
自
身
も
農
民
的
性
格
を
持
ヴ
て
い
る
場
合
が
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
■ 

商
人
摩
身
が
地
主
的
な
、
.
.豪
農
的
な
篇
を
有
し
て
い
る
^
ふ
ロ
、

.そ

こ

に 

龄
成
さ
れ
る
家
訓
に
も
多
分
に
農
民
的
豪
農
的
要
素
が
ょ
み
と
ら
れ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
二
股
的
に
い
っ
て
、
家
訓
.の
.形
式
、
內
容
ゆ
主
と
し
て 

武
家
0
家
訓
に
な
ら
.
.っ
て
い
る
。
新
し
い
思
想
的
要
素
の
家
訓
へ
の
も
り 

こ
み
は
、'元

祿

.
享
保
期
以
後
に
良
開
を
み
る
町
人
の
文
藝
思
想
や
、
.特 

■r
石
門
心
學
の
.影
響
を
ぅ
け
た
^
の
と
し
て
表
現
ざ
れ
て
來
.て
い
る
が
、
 

そ
れ
ら
が
思
想
史
的
に
も
っ
位
®
ょ
り
し
て
、
家
訓
自
身
の
中
に
^
ら
れ 

た
新
し
い
思
想
的
耍
素
に
も
自
ら
多
く
の
限
界
を
見
.出

し
' #
る

と

思

わ

れ 

る
。
' 

,

こ
こ
で
わ
た
く
し
が
紹
介
し
た
い
と
思
つ
て
い
る
の
は
’、
武
藏
國
兒
玉 

郡
本
皮
宿
に
あ
る
一
商
家(

r

農
業
の
外
小
間
物
吳
服
太
物
商
賣
仕
外」

' 

と
ぃ
ぅ
屋
號「

中
犀」

、
.戸
谷
家
、
.當
主
戶
谷
半
之
助
氏)

の
家
訓
で
あ 

(
I
。

一
 
於
立
の
時
期
は
、
家
訓
の
成
立
と
し
て
は
比
較
的
早
い
、.
元
文
三
年 

(

一
七
三
八
年)

正
月
で
あ
る
。
こ
の
家
訓
を
形
成
し
た
戶
谷
家
の
歷
史 

的
展
開
過
程
に
づ
い
て
は
、
未
調
査
の
た
め
、
、今
日
未
だ
明
白
に
は
判
明 

出
来
な
い
の
で
'あ
る
が
、
こ
の
家
訓
の
下
で
一
瓶
家
が
行
っ
て
い
た
現
實 

の
生
活
を
考
え
、
そ

の

生

活

の

中

に

お

け

石

瓶

人

の

！
^

—

意

識
丨
生

活

. 

•

四

(

九
ニ)

.

'

ノ 

-

規
範
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
と
く
に
、
今
日
ま
でM

l

に
つ
い
て
發 

表
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
、.江
戸
.
大
阪
.
京
都
.
近
江•

伊
勢
. 

名
古
屋
等
の
豪
商
、
宜
商
の
そ
れ
が
多
い
の
に
對
し
て
、

一
地
方
在
鄕
商 

.

.家
の
家
訓
を
手
掛
り
と
し
て
、
前
述
せ
る
如
く
元
祿
•
享
保
期
以
降
局
地 

的
に
成
立
を
見
る
市
場
を
背
景
と
じ
て
廣
範
に
形
成
さ
れ
て
來
る
在
鄕
商 

人
を
、
內
面
よ
り
支
え
て
い
る
、
人
間
精
神
の
在
り
方
、
そ
れ
を
生
み
出 

す
思
惟
の
樣
式
、
さ
ら
に
よ
り
■廣
範
に
、
よ
ゥ
根
本
的
に
は
、
そ
れ
を
生 

.
み
つ
つ
あ
つ
た
時
代
の
精
神
の
在
り
方
等
に
考
察
を
向
け
る
こ
と
に
よ
つ 

て
、
近
世
商
入
意
識
に
づ
い
て
の
.一
考
察
を£

み
た
い
と
思
ぅ
。

(

註
ニ )

.野
村
蒹
太
郞
著
.

T

槪
觀
日
本
經
濟
思
想
史J

五
丨
六
■頁
。

(

註
二)

一
般
に
日
本
經
濟
思
想
に
關
す
る
硏
究
は
、
今
日
ま
で
.多
く 

,

か
.か
る
方
法
に
土
臺
を
置
き
進
め
ら
れ
て
來
た
も
の
で
ふ
る
。

•(

話

三y

例
へ
•ば

西

川

如

兄

「

町

人

囊」

は

享

保

四

年

(

：
,—
-
七

一

九 

年)

、「

民

同
I
要」

は
享
保
五
年(

一

七
ニ
〇
年)

、
三
井
高
房「

町 

人
考
見
•綠」

は
享
保
六
•年
以
前a

七
ニ
，
一

年

以

前

)

で
あ
る
。

(

註
四)

M

へ
ば
廣
末
保「

近
松
と
義
理J

.

文
學
ニ
◦
ノ 

一
 

0
。

(

註
五
.

)

日
本
經
濟
大
典
第
二
十
二
卷
、
勝
題
ニー

三
頁
。

(

註
六)

日
本
經
濟
大
典
第
四
卷
、.
解
題
一
五
頁
。

(

註
七)

日
本
經
濟
大
典
第
十
三
卷
、
六
四
九
頁
。

(

注
八)

宮
本
氏
の
本
書
は
、
商
人
意
識
に
つ
い
て
家
訓
を
資
料
と
し 

て
論
究
さ
れ
た
過
去
の
業
績
の
大
成
と
も
い
い
ぅ
る
も
の
で
あ
つ 

て
、
多
く
の
家
訓
を
資
料
と
し
て
印
刷
に
ふ
せ
ら
れ
て
い
る
關
保
よ 

.

.り
、
後
學
者
に
は
極
め
て
有
益
で
あ
る
。

■.

.

.

(

註
九)

宮
本
又
次
.著

「

近
1«
:
.商
人
意
.識
の
砰
究」

一
一
.三
莨
、
以
下 

の
論
述
は
槪
ね
氏
の
著
作
を
參
照
と
し
た
。
 

•

(

註
一
〇〕

宮
本
、
同
#
。

一
，一
三
頁 

(

註
一
一)

宮
ネ
、
同
#
。

一
 

五

四

頁

V 

(

註
ニ
ー)

宮
本
、
同
書
。

一
五
五
頁
以
下 

. 

c

驻
ー
三)

家
永
三
郞
著「

日
本
道
德
思
想
史
，

」

第
八
章
甿
人
の
道
德 

參
照
。 

.

„ 

(

註
一
四)

宮

韦

前

揭

#
。

一
 

五
0
頁 

8

一
 

五)

宮
ホ
、
同
#
。

ー
四
甚
頁

:(

驻
一
六)

わ
た
く
し
は
、
三
田
學
會
雜
誌
第
如
十
七
卷
第
三
號「

關 

東
農
村
の
史
的
硏
究」

(

第
三
集)

の
利
极
if
l

M
河
岸
場
紛
茕
を
執 

•

筆
す
る
に
當
り
、
本
庄
宿
の
戸
谷
六
三
鄺
氏
を
'訪
問
し
、
先
祖
た
る 

戶
谷
家
の
經
營
に
つ
い
て
、
種
々
參
考
と
な
.；£5

ベ
事
項
を
敎
え

ら

れ
 

た
。
再
度
の
來
訪
を
約
し
、
別
れ
た
の
‘で
ぁ
る
が
'、
同
氏
は
昭
和
ニ 

十
九
年
十
二
月
八
日
他
界
せ
ら
れ
、
再
會
の
機
會
を
得
る
事
が
出
來 

な
か
つ
た
。 

/
.
.

.「

關

東

農

村

の

史

餘

ぎ

(

第
三
S

に
お
い
て
、わ
た
く
し
は
利
根 

川

筋

蹄
常
'
場

紛
爭
を

中

心

と

.し
て

、
'武
藏
國
.兒

玉

郡

本

芘
宿
外
港
と
し
て 

;

の1

本
木
河
岸
お
ょ
び
山
王
堂
河
岸
が
、
德
|
:
中
斯
以
降
末
期
に
か
计
て 

持
つ
て

い

た
經
濟
的
位
置
と
、
本
皮
宿
と
の
經
濟
的
關
係
を
考

究

し
て
來 

た
。
か
な
ら
ず
し
も
充
分
に
論
绝
を
進
め
る
こ
と
^-

出
來
な
か
つ
た
が
、
 

.
溯

凍

平

野

北

端
に
位
置
す
る「

本
皮
宿」

の
商
業
發
展
を
軸
と
し

て
^

_

商
人
：意

識.の

1-考

察

.
：
：

を
見
て
来
た
陸
運
、.水
運
の
問
題
の
若
干
は
判
明
し
得
た
か
と
思
わ
^

^
 

將
來
殘
存
せ
る
多
く
の
.資
料
が
整
理
さ
れ
、
硏
绝
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に 

よ

っ

て

、

故

諸

井

六

郞

氏

が

，残

.さ
れ
し
名
著「

德
川
時
代
の
武
藏
本
庄J

(

明
治
四
十
五
牟
發
行)

.に
お
‘い
て
も
、
か
な
ら
ず
し
も
十
分
に
判
明
し 

て
い
な
い
本
庄
宿
を
中
心
と
す
る
商
業
活
動
や
、
市
場
辦
造
H
流
通
過
程 

や
、
金
融
網
や
、
周
邊
の
農
業
生
產
構
造=

農
村
事
情
等
が
、1

層
明
白 

に
さ
れ
、
と
く
に
、本
庄
宿
に
お
け
る
宿
場
の
形
成•

發
展
、そ
こ
に
お
け 

る
商
人
の
成
長
、
商
業
活
動
、
資
本
蓄
積
の
過
程
、
商
人
に
よ
る
土
地
集
. 

積
の
過
程
、等
が
周
逯
農
業=

農
村
の
變
貌
、就
黑
業
的
農
業
の
發
展
と 

周
邊
に
お
け
る
エ
篥
生
產
の
展
開
を
背
景
と
し
、
市
場
の
擴
大
、
交
通
の 

瀕
繁
に
と
も
な
つ
て
、
ど
の
樣
に
行
な
は
れ
た
か
が
判
明
し
て
來
る
で
あ 

ろ
.ぅ
。

本
芘
宿
に
關
し
て
は
、
諸
井
氏
の
前
掲
書
や
武
藏
國
兒
玉
郡
誌(

昭
和 

ニ
年
發
行
>

や
本
庄
町
波
等
に

1|述
せ
ら
れ
、
拙
論
に
お
い
て
も
若
干
解 

明
を
ほ
ど
て

し
て
來
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
詳
細
は
そ
れ
ら
に
ゆ
ず
る 

が
、
本
庄
宿
が
公
式
の
人
馬
繼
立
場
と
し
て
指
定
さ
れ
た
の
は
寬
永
十
四 

年

(

一
六
三
七
年)

で
あ
り
、
と
く
に
寬
文
三
年(

ニ
ハ
六
三
年)

頃
よ 

り
定
期
市
が
開
市
さ
れ
、
.商
家
砺
增
加
し
、
來
住
す
る
職
人
も
增
し
、
商 

工
業
の
.發
展
も
い
ち
じ
.名
し
く
な
つ
て
來
た
。
70
祿
七
年(

一
六
九
四
年) 

本
庄
宿
助
鄕
村
制
度
が
確
立
さ
れ
て
よ
り
、
本
庄
宿
は
親
村
と
し
て
、
-近 

鄕
在
住
の
人
‘
•々
の
來
住
が
瀕
繁
と
な
り
、
、
' 享
保
七
年(

、一
七
ニ
ニ
年)

に 

は
家
屋
五
百
餘
軒
と
な
つ
た
。
..か
く

の

ご
と
き
本
^
宿

の

發

展

を

^

^

と 

し

て

、_そ

の

發

展

の

、王

體
;>
:
し
て
、
來
往
し
た
商
人
お
よ
び
職
人
の
中
に

.

. 

五
.

(

九
三)



‘

三
田
學
會
雑
誌
.
第呀十八卷第二號

.

.
は
、.相
當
苴
大
な
る
富
を
蓄
積
し
た
慕
な
商
家
を
も
生
み
出
し
て
行
っ 

た
。
本
庄
宿
を
中
心
と
す
る
物
質
.
の
移
動
は
、
近
鄕
村
に
た
い
し
て
は
馬 

背
、
人
力
、：

馬
力
荷
雄
等
が
利
用
さ
れ
、遠
く
江
戸
表
と
の
㈱

員
の
交
⑩
；、
 

關
東
北
部
お
よ
び
北
陸
方
面
へ
の
交
流
は
、
'
主
と
し
て
中
山
道
.
の
交
通
網

. 

.
を
利
用
す
る「
陸
運」

と
、
利
根
川
を
利
用
す
る
.「

水
運」

と
の
ニ
っ
の 

交
通
機
關
、に
よ
っ
て
い
た
。
' 

諸
侯
の
江
戶
へ
の
年
貢
米
、
.

倉
米
の
運
搬
、
 

地
方
米
穀
の
江
戸
市
民
へ
'

の
供
給
、
繭
•

生
糸
.

織
物
等
の
運
搬
、
江
戸 

市
内
で
の
i

材
た
る
薪
炭
、
木
材
等
を
は
じ
め
、
各
種
の
農
林
產
物
、
 

農
產
加H

物
が
本
庄
宿
を
通
過
し
て
、
主
と
し
て
水
■運
に
よ
り
江
戶
表
へ 

送
ら
れ
太
。
各
地
の
村
落
へ
は
、
海
產
物
た
石
魚
貝
藻
や
魚
肥
、
と
く
に 

鹽
等
の
生
活
必
需
品
、
雜
貨
等
は
利
根
川
の
水
運
を
利
用
し
、
本
庄
宿
を 

經
て
狯
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
市
場
禪
造
=
流
通
機
構
は
さ
ら
に
詳
細
な
る 

硏
绝
を
必
要
.と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
背
景
と
し
て
、
相
當
瓦
富
を 

蓄
積
し
得
る
可
能
性
を
生
み
出
し
た
こ
と
.
が
想
像
出
来
る
の
で
あ
る
。
か 

か
る
富
裕
な
る
商
家
の
一
軒
に
、
元
文
三
年
の
家
訓
を
持
っ
に
い
た
っ
た 

「

中
屋
半
兵
^

」

.

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

.

r

中
屋」

は
屋
號
で
あ
っ
て
、
名
字
は「

鳥
谷」

.

(

現
在
は

「

〃

#

」

と 

書
く)

で
あ
る
。
中
屢
ニ
«

罾
パ
は「

兇
年
の
胄
、
宿
內
近
村
の
困
窮
を 

救
い
、
往
還
.の
助
と
し
、
往
來
の
道
辨
橋
を
、
自
分
入
用
を
以
、取
計
い
、
. 

御

代

養

笠

之

助

し

故

、
豫
觀
定
頭
を
勤
め
て
、
道
中
方
を
兼
帶
な 

せ
し
頃
、
安
藤
彈
正
少
弼
、
道
中
奉
行
の
節
、
取
扱
有
之
、
'

伺

之

上

」
(

耳 

袋〕

名
字
帶
刀
御
免
と
な
々
、御
褒
美
を
も
ら
つ
た
家
柄
で
あ
る
。
鳥
谷
家 

の
商
家
と
し
て
の
出
發
に
關
し
て
は
、
半
ば
傳
說
的
で
、
資
料
的
裏
付
に
.
.

六

(

九
四)

.

か
け
て
へ
乾
が
、
根

議

衞

著

「

耳
袋」

の
中
に
、
そ
の
概
要
が
物
語
ら 

れ
て
，い
る
。
祖
先
中
屋
三
右
衞
門
は
、
元
來
通
り
油
町
に
あ
っ
た「

仲
屋」 

と
.
い
う
吳
服
商
に
.丁
稚
.と
し
て
勤
め
、
や
が
て
重
手
代
と
な
っ
た
。
仲
屋 

主
人
.
が
幼
少
に
て
、
家
運
が
お
と
ろ
え
た
の
を
見
て
、
三
右
衞
門
は
吳
服 

商
に
糈
を
出
し
、
機
を
.巧
み
に
っ
か
み
、
大
な
る
利
得
を
得
て
、
主
人
仲 

屋
の
家
運
を
恢
復
し
た
。
そ
こ
で
主
人
ょ
り
一
.一一
右
^
門
は
相
應
の
罾

^
を 

も
ら
い
う
け
、
本
皮
宿
に
引
移
り
、
吳
服
其
他
の
諸
品
を
商
賣
し
、
產
を 

っ
く
り
、
遂
にW

d

宿
そ
の
他
周
邊
農
村
に
お
い
て
、
鳥
谷
三
右
衞
門
と 

い
う
て
知
ら
ぬ
者
も
無
き
ほ
ど
に
ま
で
、
.
瓦
富
を
蓄
積
'し
て
行
っ
た
の
で 

あ
る
。
現
在
戸
谷
家
に
殘
存
す
る
資
料
が
整
理
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
三 

右
衞
門
の
致
富
の
事
情
や
、
そ
れ
以
後
の
展
開
や
、
家
業
の
事
情
に
っ
い 

て
は
金
く
判
明
せ
ず
、.
推
測
の
域
を
出
な
い
も
の
で
'
あ
る1

〒
文
化
期
に 

入
っ
て
の
資
料
を
見
る
と
、
文
北一

兀

年

(

，一
八
0

四
年)

同
ニ
年(

一

ん 

0

五
年)

の「

■宗
門
人
別
傾」

に
は
、
戸
谷
半
兵
衞
は
年
寄
と
し
て
、「

農 

業
の
外
小
間
物
吳
服
太
物
商
賣
仕
外」

と
記
さ
れ
、
男
三
十
三
名
\(

內
下 

代
ニ
十
六
名
、
下
男
五
名
を
ふ
く
む)

、
女
五

名(

內
下
女
ニ
名
を
ふ
く 

む〕

の
規
模
の
豪
商=

豪
農
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
■
例
へ
ば
、
文
政
I

 

天
保
期
に
お
け
るf

三
屋
敷
—

御
用
立
金
取
調
l
;I S
f

を
み
る
と
、
三
屋 

敷
と
は
立
花
右
近
將
監
、
松
平
出
雲
守
、
鍋
島
紀
伊
守
で
あ
っ
て
、
こ
.

の 

三
屋
敷
に
金
子
御
用
達
を
し
て
い
る
。
.

.

#

1

へ
の
御
用
達
金
の
內
譯
は 

省
略
す
る
が
、
三
ロ
を
寄
.せ
た
も
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

.

.

.

.

.

.

右

寄

， 

.

三
ロ
.

金
四
萬
.參

千

贰

百

兩

金

滯

高

.

.

內

ン
.

金
四
千
贰
西
兩
■

金
千
百
七
拾
兩 

金
八
百
六
拾
七
兩 

盛
五
百
Ji
t
拾
兩 

金
苗
兩

金
千
五
拾
兩.

■

金
五
千
八
百
九
拾
三
兩 

_
/
金
赍
萬
贰
千
八
西
四
兩
餘 

外
合
三
萬
三
苗
九
拾
六
兩
餘 

外
合
八
萬
贰
拾
兩

柴
田
善
兵
衞
樣
御
預
御
用
金 

勝
田
次
郎
樣
御
預
御
用
金 

小
條
段
之
助
樣
御
預
御
用
金 

岩
田
鍬
三
郞
樣
御
预
御
用
金 

設
樂
八
三
郞
樣
御
預
御
用
金
，
 

林
部
善
左
衞
P1

機
御
預
御
用
金 

佐
々
木
太
郎
槺
御
預
御
用
金 

御
用
金
之
分

.

私
所
持
金 

私
所
持
金
御
用
達
之
內 

, 

御
屋
敷
に
上
ヶ
切
に
仕
14
.

分
、 

右
取
調
外
處
#

面之通相違無之冰以上

こ
れ
に
ょ
れ
ば
、
，戸
#

家
は
後
に
至
り
、
.大
名
と
の
間
に
金
融
關
係
に
入 

り
と
み
、.

そ
の
取
极
っ
て
い
る
金
の
一
部
を
見
て
も
、
極
め
.て
宜
大
な
る 

規
模
で
あ
る
こ
と
が
判
明
康
る
、
さ
ら
に
、鳥
谷
家
は
金
•
銀
豳
と
も
關

、 

C

註
六〕

係
す
る
に
至
っ
て
い
る(

未
調
赉)

。
ょ
り
具
體
的
に
鳥
谷
家
の
資
產
の
規 

模
を
知
る
資
料
と
し
て
弘
化
三
年(

一八，
四
六
年)

に
ぉ
t

け

る「

武
#|
お 

<
玉
郡
本
庄
宿
戶
谷
半
兵
衞
所
持
田
畑
家
屋
敷
家
財
調
證
^

が
あ
る
。
詳 

細
は
略
す
る
が
、
田
畑
に
關
し
て
は
本
庄
宿
内
、
沼
和
田
村
、
小
嶋
村
卜 

所
持
し
て
い
る
高
百
四
拾
四
石
四
斗
六
升
五
合
、
此
反
別
四
拾
八
町 

威
反
三
献
廿
步
、
ぉ
ょ
び
戴
拾
壹
町
三
反
四
畝
步(

石
盛
不
知
の
分y

 

.

商
人
意
識
の一

.

考

察

.

此
代
金
千
九
百
貳
兩
餘(

是
ハ
凡
積
を
以
代
金
取
調
外
同
譲
渡
外
節
者 

增
減
可
有
御
座

笨
存
‘

)

で
あ
る
。
家
屋
に
關
し
て
は
、
瓦
苺
建
家
一
軒 

(

本
宅
、
建
坪
百
四
十
七
坪
ニ
合
五
勺)

土
藏
ニ
棟
、
穀
藏
.
一
棟
、
隱
宅 

■
I

棟
、
物
®'1

軒
、.
，板

暮

建

家

一

軒

(

出
店
、
逮
坪
六
拾
三
坪)
土
藏
八 

楝
、
物
置
一
所
、
湯
殿一

所
、
合
坪
數
五
百
七
坪
一I

合
五
勺
、
此
代
金
七 

百
七
拾
兩
貳
分
ニ
朱(

平
均
一
坪
二
付
永
ー
貫
五
十
九
文
ー
ー
ー
岔
、
ま
屋

敷 

板
養
貸
長
屋
四
軒
、
同
所
表
板
葺
離
座
敷
一
軒
、
表
屋
敷
板
葺
貸
家
一 

軒
、
合
貸
長
家
六
軒
坪
數
百
三
坪
五
合
五
勺
、
此
代
金
七
十
九
兩
.一
分 

•(

平
均
.
一
坪
1
1
付
永
七
西
六
十
五
文
餘)

、
裏
屋
敷
板
葺
貸
長
屋
三
十
四 

軒
、
此
坪
數
百
八
十
四
评
、
此
代
金
八
十
九
兩
一
分(

一
坪
ニ
付
平
均
永 

四
西
八
十
五
文
一
分)

で
お
る
？
此
外
刀
、
脇
差
、
小
柄
、
弊
、
書
畫
、
 

.

屛
風
、
道
具
類
、
書
籍
等
多
數
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
右
の
こ
と
か
ら
で 

は
殘
念
な
が
ら
^
罾
家
が
營
ん
で
い
た
商
業
の
事
情
も

、

農
業
の
ま
胄
も 

全
く
判
明
し
な
い
0
今
後
の
調
査
を
ま
っ
ょ

り
外
仕
方
が
無
い
の
で
あ
る 

が
、.
過
日
死
去
さ
れ
た
六
三
郞
氏
の
言
葉
ょ
り
推
測
し
て
、
中
屋
.
鳥
谷 

.

家
.は
後
に
宿
役
人

(

名
主
あ
る
い
は
年
寄
等)

を
勤
め
、
地
方
商
人
と
し 

て
、.
刹
根
川
水
運
を
利
用
し
、
上
下
す
る
物
貢
を
仲
介
、
賣
賈
す
る
問
屋 

を
營
ん
で
い
た
こ
と
、.
取
极
ふ
商
品
は
吳
服
、
太
#

^

を
主
と
す
る
も
、
 

其
他
あ
ら
ゆ
る
商
品
を
取
扱
つ
て
い
た
こ
と
、
中
央
都
市
•

江
戸
.

京
• 

大
阪
等
に
も
多
く
の
關
職
を
も
ち
、.
後
に
金
.

銀
座
と
も
關
係
し
、
金
融 

業
務
に
も
從
事
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
'
、.
こ
れ
ら
の
商
業
面
、
金
融
面
と 

共
に
、
何
等
か
.
の
規
模
で
の
農
業
經
營
を
營
み
、
他
方
土
地
を
集
中
所
有 

.

す
る
事
を
通
し
•
て
.寄
生
地
主
と
し
て
成
長
し
つ
っ
あ
つ
た
こ
と
、
等
を
考

.
七

(

九
五)



.

三
田
學
會
雜
雜
.

.

第
四
十
八
卷
第
一
一
號
'

• 

■ 

/

え
る
事
が
_

よ
ぅ
。

ニ 

ン 

..
S

一)

拙

論「

利
根
川
筋
河
岸
場
紛
•

丨
ネ
^

お
外
港
と
し
て
の
一
：
 

.

本
木
河
岸
お
よ
び
山
王
堂
河
岸
I

」

三
田
學
會
雜
誌
第
四
十
七
卷
第 

I

 

.

三
，號

(
昭
和
ニ
十
九
年
三
月
號)

、「

關
東
農
村
の
史
的
硏
究」

(

第
三 

:

集)

に
揭
載
。

.

(

驻
ニ)

耳
袋
の
記
事
，は
、
拙
論
に
揭
載
し
て
お
い
た
'(

一.
0

七—

一
. 

.

〇
<

 

頁)

(

註
一
一0

 

.六
三
郞
氏
死
去
.
の
た
め
、
殘
存
せ
る
資
料
が
家
人
に
よ
，り
整 

理
さ
れ
る
に
至
.

つ
て
い
な
い
.

が
、
相
當
量
殘
存
し
て

い

る
事
實
よ 

り
、
今
後一

層
多
く
の
：事
が
判
明
す
る
日
が
來
る
で
あ
ろ
ぅ
。

..

(

驻
四)

戸
谷
家
文
書
、
披
見
を
許
る
さ
れ
た
の
は
、

寬
政
十
一
年
、
 

.
同
十
一r

年
、
享
和
元
年
、
同
三
年
、
文
北
元
年
、
お
.
.よ
.び
同
ニ
年
の 

.

.

.六
册
で
あ
る
。
戸
谷
家
半
兵
衞
は
元
名
主
忠
藏
引
請
の
年
寄
と
し
て
.
.

.

書
か
れ
て
い
る
，
。

< 

.

.

.

.
(

註
五)

戶
谷
家
.文
#
。

(

■
註
六)

，六

三
郞
氏
よ
り
の
！S

取
、
資
料
未
見
。

：

(

驻
七)

，
戶
谷
家
文
書
。

三

左
に
そ
の
全
文
を
揭
載
し
て
お
い
た「

潰
言
之
狀」

は
、元
文
三
年(

一
 

七
三
八
年)

正
月
に

、
'若
年
の
一
子
に
、
親
の
.心
情
を
敎
瓢
と
し
て
書
き 

殘
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
特
に
他
見
を
禁
じ
、
親
の
片
見
と
し
て
こ
の
敎 

訓
を
嚴
守
し
、
五
，節
句
の
時
に
は
、
こ
れ
を
策
族
內
で
讀
む
こ
と

に
よ
つ 

て
、
家
族
員
相
互
に
父
祖
の
業
を
傯
び
、
家
業
に
鼠
勵
す
る
事
を
働
め
た

A

C

九
六)

形
態
.
を
取
つ
て
、
殘
さ
れ
た

r

家
訓」

で
あ
る
。

• 

3

.

.

璗
1
日

之

狀

_

M

我
若
年
の
一
子
江
心
持
之
敎
訓 

.

一.
.子
な
れ
ば
不
便
.に
は
お
も
へ
ど
も
家
無
學
に
し
て
思
慮
も
な
か
れ
ば
何 

も
至
り
た
る
事
は
知
ら
.ざ
れ
ば
お
し
ゑ
が
た
し
世
人
た
と
袅
に
い
ふ
ご 

.

と
ぐ
三
ツ
子
で
持
た
.
る
た
ま
し
.ゐ
百
迄
と
て
何
の
願
も
若
年
の
覺
悟
に 

あ
り
其
願
の
品
々
あ
る
も
の
'
な
れ
ど
も
先
立
身
致
事
を
願
ふ
♦へ
し
身
體 

は
萬
物
を
取
行
體
な
れ
ば
是
を
ね
が
わ
ぬ
人
は
な
し
然
共
心
に
は
願
ひ 

身
の
行
我
儘
に
し
て
願
ふ
心
と
は
大
小
相
違
あ
る
に
依
て
其
願
成
就
致 

.

事
を
得
ば
先
利
欲
に
ま
よ
ひ
事
を
た
の
み
又
ハ
種
々
不
僞
を
い
或
ひ
は 

人
目
を
く
ら
が
し
よ
こ
し
ま
を
不
辯
人
の
難
儀
も
か
へ
り
見
ず
披
を
背 

.

て
も
德
を
こ
の
ま
ば1

且
は
富
榮
ハ
.へ
け
れ
と
も
敬
心
中
誠
な
く
ハ
地 

形
あ
し
く
し
て
家
を
立
る
が
ご
と
し
都
而
よ
ろ
ほ
い
程
な
く
き
ゆ
う
年 

.

の
嵐
に
吹
き
た
お
さ
る
、
が
こ

と

く

成
へ
し
大
切
之
身
體
相
續
は
願
な 

れ
は
家
は
ち
い
さ
く
共
地
形
よ
り
か
た
く
つ
き
た
て
丈
夫
に
立
ん
と
お 

.

も
ふ
心
に
て
.
取
行
ベ
し
勿
論
願
わ
限
な
.
き
物
に
て
壹
反
^
た
る
百
姓
わ 

.
1

町
持
お
う
ら
や
ミ
千
金
の
家
に
住
ハ
蔥
益
捧
た
る
人
を
う
ら
や
み
願 

者
終
ぬ
も
.の
な
り
尤
富
程
よ
ろ
こ
ば
し
き
事
は
な
か
れ
と
も
長
生
に
不 

及
で
若
子
孫
不
善
を
な
し
ほ
ろ
び
な
ば
情
け
が
あ
だ
と
な
る
道
理
な
れ 

ば
緣
の
か
ろ
き
人
を
見
て
夫
に
は
ま
さ
り
た
る
と
も
た
の
し
む
へ
し
か 

く
い
ふ
と
て
も
願
を
か
ぎ
れ
と
.
い
ふ
に
も
あ
ら
ず
心
直
.に
職
分
を
は
げ 

み
其
切
忆
依
て
天
よ
り
己
に
あ
と
ふ
る
福
な
ら
ば
い
く
千
萬
に
も
か
ぎ

ら
ね
.ど
も
唯
无
上
江
の
ぼ
ら
ん
事
ば
か
り
を
ね
が
ば
ん
ょ
り
足
も
と 

，を
見
て
こ
ろ
ば
ぬ
用
心
を
致
べ
し
先
分
限
を
願
ば
色
欲
美
食
游
狂
奢
の
.
 

心
を
曾
而
止
神
佛
^

信
じ
公
儀
の
捉
を
堅
守
五
當
の
道
を
心
掛
親
兄
弟
‘ 

親
類
諸
人
に
う
る
わ
し
く
職
分
に
•精
力
を
つ
く
し
正
直
に
し
て
か
り
そ 

め
に
も
僞
な
く
人
を
む
さ
ぼ
ら
ず
り
ち
ぎ
第
一
に
し
て
富
貴
を
は
天
命 

に
ま
か
せ
て
時
節
を
心
長
に
待
ば
大
身
に
は
不
及
共
相
應
之
緣
を
持
，
 

ベ
 

し
我
若
年
之
時
願
ひ
し
事
五
十
餘
に
し
て
大
方
成
^*

し
た
り
先
男
子
女
，
 

子
の
有
り
や
う
も
田
地
之
持
高
も
小
分
な
が
ら
願
の
通
其
外
少
々
宛
な 

し
施
し
た
る
善
事
の
ま
ね
事
も
こ
、
ろ
が
け
の
通
成
就
し
た
り
善
事
の
. 

ま
ね
事
遠
方
の
人
わ
緣
の
厚
き
故
に
や
と
云
人
も
有
へ
か
れ
と
も
そ
こ 

は
づ
か
し
き
次
第
也
又
は
少
し
施
し
た
る
事
を
も
近
所
の
人
ハ
さ
ま
で 

の
緣
も
な
く
て
金
銀
を
ち
り
と
お
も
ひ
て
な
す
わ
ざ
と
み
る
人
も
あ
る
\ 

ベ
け
れ
ど
も
楚
迄
な
し
.た
る
寸
善
ハ
皆
は
ら
に
た
ら
ぬ
故
ょ
り
夫
々
心 

當
た
る
小
命
：帳
面
の
上
に
て
ふ
袅
外
禮
ハ
借
金
も

.
同
前
な
さ
て
叶
ハ
ぬ 

事
也
私
願
ひ
し
事
共
一
生
之
間
に
成
就
し
た
ヶ
事
を
思
ば
家
と
分
限
に 

成
度
と
願
た
ら
分
限
に
成
べ
き
に
我
者
只
親
の
ゆ
ず
り
を
う
し
な
は
ず 

子
孫
江
是
を
傳
ん
宰
を
願
ひ
ぶ
げ
ん
に
成
度
と
.願
い
ぬ
事
ハ
あ
や
ま
り 

に
.
似
た
れ
ど
も
蓮
に
す
る
と
い
.
ふ
事
あ
.
れ
：ば
さ
，の
ミ
#
悟
に
う
ら
み
も 

な
し
彼
是
い
ふ
に
及
ぬ
.
事
な
が
ら
何
の
願
ひ
も
若
年
の
.
甍
悟
に
有
と
の， 

證
據
に
い
.
ふ
.

⑴

' 

-

/

神
佛
を
信
.
心
致
べ
し
狎
琪
云
ベ
か
ら
す
⑵

：

. 

， 

公
儀
之
徙
を
識
て
，守
ベ
し
徙
.

ハ
皆
わ
守
ら
れ
ぬ
も
の
と
お
も
ふ
■
か
.又
は 

內
證
に
て
激
事
わ
上
に
知
れ
間
辦
と
思
ふ
ハ
不
幸
に
ち
か
き
わ
.
い
.ふ
不

商
人
意
識
の
.

一：考

察

.
ノ 

/

 

.

.

.

及
さ
る
事
な
り

(3
)

.

一
親
に
孝
行
と
云
わ
ち
と
め
ん
ど
う
の
事
な
が
ら
さ
の
み
六
ヶ
敷
か
ら
ぬ 

物
な
り
只
孝
行
と
い
ふ
ハ
親
の
心
に
•た
が
わ
ぬ
や
う
に
取
行
な
り
か
り 

そ
め
に
も
問
合
莴
事
う
る
わ
し
く
致
至
誠
の
み
.
な
り
是
'に
背
は
天
命
の 

'

恐
勿
論
身
體
え
さ
ハ
り
な
り
.

⑷

一
朋
友
諸
人
に
尊
敬
な
く
て
は
望
の
さ
ま
た
げ
成
べ
し
(5
)

一
商
を
致
と
て
百
姓
わ
農
業
を
お
，ろ
そ
か
に
致
べ
か
ら
t

車
の
兩
輪
の
ご 

上
く
お
も
ふ
べ
し

-

(6
)

■

1

其
家
々
.

の
職
分
を
大
切
に
勤
む
，へ
し
ま
づ
商
の
家
に
生
れ
て
ハ
人
の
利 

有
商
賣
.
を
う
ら
'や
み
仕
來
た
る
商
賣
を
め
ん
ど
う
に
思
ひ
と
ん
よ
く
を 

ふ
く
み
娘
に
.
分
限
を
望
々
か
.

糸
っ
て
身
の
あ
た
と
な
る
と
知
べ
し
(T
)

 

一
仕
來
之
家
業
怠
べ
か
ち
す
若
勝
手
に
依
て
是
を
止
る
に
お
ゐ
て
ハ
幾
度 

も
了
簡
致
其
上
の
事
た
る
ぺ
し
.尙
又
志
ん
き
な
商
賣
と
り
ひ
ろ
け
へ
か 

ノ
ら
す
勝
手
に
よ
っ
て
是
を
致
さ
ば
前
後
の
事
を
考
べ
L

⑶

一
商
ハ
小
氣
に
て
も
成
か
た
し
大
氣
斗
に
て
む
叶
ひ
難
し
損
ハ
德
の
元
手 

利
者
損
の

入
.が

へ

とお
も

ひ
損
も
う
.れ
へ
ベ

か
ら
ず
利
有
時
に
も
よ
ろ 

こ
び
む
さ
と
金
銀
を
遣
ふ
へ
か
ら
す
不
段
小
慈
愛
の
人
に
い
ふ
に
不
及 

志
ら
ぬ
人
た
り
共
だ
し
ぬ
き
賈
德
賣
ぬ
き
無
用
た
る
べ
し
又
ほ
し
ゐ
儘 

に
.
き
ば
り
®

疊
の
，直
賣
を
と
の
む
へ
か
ら
す
互
に
能
を
商
の
道
と
お
も 

ふ
へ
AL

尤
其
代
.
約

束

を

不

違

拂

.ひ
又
か
し
た
る
も
の

を

‘
無
油
斷
程
能 

'

檬
に
.
致
べ
，し
您
而
諸
物
を
返
濟
の
時
其
：品
惡
敷
も
の
を
か
^

す
べ
か
ら 

す
何
程
滕
手
有
と
て
も
私
慾
に
迷
ひ
'
筋
ぁ
し
く
し
て
餵
取
致
へ
か
ら 

■.
叶

⑶

.

.九

(

九
七)



三
田
學
會
雜
誌

.第
四
十
八
卷
/

第
二
•號

.

一
商
わ
寶
樣
買
品
寶
時
賀
向
有
と
い
へ
共
其
品
た
し

て
其
時
々
之
漾
子
に 

.

.依
て
替
す
物
.
.な
れ
ば
幾
年
月
日
を
紙
て
も
其
術
を
知
さ
れ
ば
敎
ふ
成
■力 

た
し
世
間
の
事
を
聞
合
物
之
上
り
下
り
人
之
景
氣
を
見
合
巧
者
の
人
の 

'
了
簡
を
も
請
て
考
へ
し
-

(1
0

)

一
出
家
沙
門
を
敬
か
り
そ
め
に
も
さ
か
ろ
ふ
へ
か
す
(1
1

)

一
己
想
應
の
緣
を
#
時
其
職
分
を
不
足
に
思
い
取
捨
る
に
お
い
て
は
家
め 

っ
ぽ
ぅ
間

近

ど

知

：へ

し
(1
2

)

一
貧
富
諸
人
と
來
會
致
時
甲
乙
ハ
時
宜
た
る
事
な
が
ら
緣
の
厚
き
人
に
も 

恐
れ
へ
っ
ろ
ふ
へ
か
ら
ず
輕
き
人
を
も
あ
な
ど
り
麁
略
に
挨
拶
致
す
ベ 

か
ら
す
-
(1
3

)

.

.

.

一
諸
人
と
烈
座
の
時
身
を
引
下
己
に
年
增
た
る
人
を
兄
と
思
ひ
年
劣
人
に 

對
し
て
も
ー
禮
を
も
い
わ
ず
上
座
に
す
、
む
べ
か
ら
ず
(1
1

)

.

 

ー
人
來
る
時
甲
乙
と
も
存
在
之
挨
拶
致
へ
か
ら
す
.

05
)

.

一
他
家
.
江
行
た
る
時
ハ
早
く
て
い
主
江
一
儀
を
の
べ
其
外
烈
座
の
，人
々
江 

.

あ
'い
さ
っ
致
し
長
座
に
不
及
歸
る
時
に
亭
主
を
一
足
も
は
こ
は
せ
ぬ
や 

ぅ
に
暇
請
を
早
く
し
て
送
時
宜
を
請
た
る
へ
し
邮 

一
何
事
に
ょ
ら
ず
度
々
.
人
.に
無
^
不
中
樣
め
掛
へ
-l
(1
7
 

一
人
に
憐
愍
ハ
な
り

か
た
も
の
也
無
據
足
を
致
時
は
人
に
不
爲
知
-L

て
假 

-

令
何
程
之
事
を
致
た
り
と
も
惡
ヶ
間
敷
體
後
日
に
曾
而
ーK

へ
か
ら
す
㈣

 

1

甲
乙
の
役
人
と
し
て
公
儀
を
'ひ
た
い
あ
て
權
威
を
ふ
る
い
押
領
致
す
へ 

か
ら
す
上
を
敬
下
^

情
を
、も
の
內
に
ふ
く
み

理
解
を

明
に

拐
置
L

き
な 

く
.

お
ろ
か
の
人
に
も

物
を
能
の
み
こ
ま
せ

論
前
出
來
ざ
る
や
ぅ
に

取
計 

ふ
べ
し
猶
又
人
の
ま
い

ゐ
い
を
請
へ
か
ら
す
側

• 

ー
0
 

(

九
八)

一
人
に
賴
る
、
事
あ
ら

ば
心
の
及
程
は
其
む
ね
を
可
働
然
共
人
の
請
判
に 

遠
慮4

咐
存
へ
し
.

W
'

一
召
仕
の
者
を
は
.
家
字
の
こ
^
く
思
ひ
な
し
一
種
を
も
わ
げ
あ
た
へ
內
心 

に
^

を
ふ
.
く
ミ
仕
ふ
'

べ
し
-̂

る
か
せ
に
も
致
す
べ
か
ら
す
き
ひ
：し
く
も 

仕
か
ふ
へ
か
.ら

す

御 

一
世
に
落
給
金
加
.
ろ
き
奉
公
致
と
て
も
少
の
物
'を

も

主
©-
物
と
思
ひ
へ
だ 

.て
次
己
が
物
と
お
も
ひ
っ
っ
ま
や
に
勤
べ
し
時
の
褒
美
に
わ
預
ち
ば
と 

も
貞
心
の
覺
悟
ハ
後
日
の
身
た
め
と
成
と
知
べ
し
若
廿
卅
越
大
家
に
住 

時
己
に
先
達
先
官
數
祀
有
と
て
い
っ
の
年
に
で
出
世
な
る
間
敷
と
思
ふ 

へ.
か
ら
.
す
其
人
々
の
古
鄕
に
子
有
り
^

ハ
■放
埒
叉
者
病
身
短
命
の
人
も 

有
物
な
，れ
ば
思
ひ
の
ほ
か
出
世
近
き
事
と
存
へ
し
至
極
の
出
世
に
及
ず 

と
も
箅
事
な
け
ぅ
っ
て
忠
勤
を
は
げ
ま
ば
港
の
樂
相
應
た
る
へ
じ
假
其 

家
を
■心
の
儘
に
取
計
身
と
な
り
て
も
私
の
心
な
く
忠
切
怠
へ
か
ら
す
猶 

.

又
年
下
の
人
を
も
3

立
14

.
樣
に
取
行
べ
し
物

一
身
だ
め
を
お
も
ひ

人
の
不
爲
を
い
ふ
べ
か
ら
す
人
の
と
が
を
も
家
身
に 

引
請
事
を
取
成
さ
ば
後
日
の
身
た
め
と
成
と
知
べ
し
娣 

.
一
惣
而
.
人
の
寒
激
.を
い
わ
ず
人
の
.
惡
敷
を
.
見
.
て
己
が
惡
敷
く
.せ
く
せ
を
な 

，す
べ
し
.

㈣

一
人
の
能
事
を
見
て
は
と
も
に
悅
へ
し
是
を
ぅ
ら
や
み
是
を
そ
ね
む
ハ
身 

の
仇
と
成
と
知
へ
し
脚
 

, 

一
人
の
志
を
ば
わ
す
る
へ

.
か
ら
ず
人
に
恨
ハ
宏
へ
か
ら
ず
.己
か
心
だ
に
身

.

を
思
ぬ
物
な
れ
ハ
な
り
㈣

 

/

一
つ
ゐ
へ
を
い
と
ひ
萬
事
儉
約
を
な
す
べ
し
然
共
こ
と
の
義
理
を
ば
か
X

ぬ
や
う
に
心
褂
へ
し
^

.一
家
職
の
い
と
ま
有
時

.
ハ.
寺
院
江
見
舞
又
ハ
書
物
の
は
し
を
も
見
聞
し
.う 

か
と
月
日
を
苺
べ
か
ら
す
㈣

.

右
趣
常
に
心
掛
へ
し
名
聞
茂
奢
茂
致
間
敷
と
心
褂
て
も
上
段
に
稍
安
き
は 

浮
世
の
人
心
.
な
れ
ハ
心
に
錠
を
か
け
へ
し
心
力
に
及
た
け
：わ
職
分
を
は
げ 

み
立
身
せ
ん
と
覺
悟
致
に
お
い
て
は
我
死
後
に
も
こ
ん
ぱ
く
く
ち
す
は
守 

護
を
加
ふ
へ
し
筆
'
い
や
し
け
れ
共
侬
而
遛
言
狀
如
是
.

.

元
文
三
年
午
正
月 

此
書
淺
き
事
は
つ
.
か
し
け
れ
ば
他
見
有
べ
か
ら
ず
親
の
か
.た
み
と
思
い
五 

.
節
句
に
わ
是
を
ょ
み
猶
又
成
長
に
隨
て
善
心
增
長
し
子
孫
相
續
の
工
夫
を
. 

致
さ
ば
生
前
の
禮
儀
死
後
の
追
善
同
前
た
る
べ
し
。

\

'

(

各
條
、文
末
に
あ
る
算
用
數
字
は
便
宜
上
執
者
が
つ
け
た
も
の
で
■

あ
る

)

四

右
に
掲
げ
た「

遺
言
之
狀
1-
"

「

家
訓」

は
、
元
祿
丨
.享
保
期
を
經
過 

し
た
元
文
三
年
に
作
製
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
封
建
就
會
內
の
嚴
格
な
る 

.
封
建
倫
理
の
游
中
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
.ら
、
そ
こ
に
封
建
倫
理 

の
高
唱
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
身
分
と
職 

分
を
守
り
、
安
住
す
る
と
い
.
う
分
限
意
識
を
明
白
に
う
た
い
、
兜
祖
以
來
' 

の
職
業
を
み
だ
り
に
變
更
す
る
事
を
禁
じ
、
公
儀
第
一
主
義
、
.孝
行
に
徹 

し
、
當
時
一
般
庶
民
の
修
身
處
世
の
途
を
說
い
た
點
に
お
い
て
は
、
特
に 

記
す
べ
き
も
の
を
見
出
し
得
な
ぃ
の
で
ぁ
?>
-

。
し
か
し
な
が
ら
、
戶
谷
家

商
人
意
識
の1

:

考
察
'

が
、
，北
關
東
の
一
宿
場
た
る
本
庄
宿
の
在
鄕
商
人
で
あ
っ
た
と
い
う
事
の 

中
に
、
江
戸
、'
大
阪
を
中
心
と
し
て
展
開
を
見
た
元
祿
享
保
期
の
、
華
 々

し
い
町
人
文
化
丨
町
人
意
識
に
此
し
て
、
例
え
.ば
、
そ
の
階
級
的
目
覺
に 

お
.
い
.
て
、
r

興
町
-人
階
級
の
生
活
か
ら
わ
き
上
っ
て
來
る
軒
昂
た
る
意
氣 

を
示
し
た
、
西
鶴
や
近
松
文
學
に
登
場
し
て
來
る
町
人
の
意
識
に
比
較
し 

て
、
經
濟
思
想
に
お
い
て
も
、
町
人
が
商
人
£

し
て
の
職
業
道
德
に
町
人
.
. 

(

1

5 ®

を
見

掛

し

、
，積

極

的

に

營

利

の

精

神

を

も

展

開

し

て

い

る

の

に

比

較 

し
て
、
そ
の
發
展
の
度
合
の
お
く
れ
を
感
ぜ
し
め
ら
れ
る
。r

遺
言
之
狀」

，
 

と
い
う
名
に
お
い
て
書
き
殘
さ
れ
て
い
る
が
、
本
來
遺
言
の
中
心
た
る
財 

產
處
分
等
に
關
し
て
は
何
等
の
記
載
が
無
い「

家
訓」

■

で
あ
る
。
そ
こ
に 

述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
に
お
い
て
も
、
あ
る
い
は
形
式
に
お
い
て
も
、
完 

成

せ

ら

れ

た

江

戶

、
大

阪

、ノ
近
江
、

伊

勢

等

の

町

人

の

家

訓

に

比

し

た

場 

合
、
い
ち
じ
る
し
い
不
備
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
が
マ
し
か
し
乍
ら
、
 

そ
れ
だ
け
に
形
式
的
な
家

1

と
異
り
、'
溫
き
血
の
流
れ
て
い
る
家
1

で 

あ
る
事
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
前
述
せ
^

こ
と
<
'

戶
谷
家
. 

が
都
市
に
在
住
し
、
武
士
階
級
と
密
接
な
る
關
聯
を
も
っ
て
い
た
都
市
特 

權
商
人
階
級
で
な
か
っ
た
こ
と
：(

衡
に
は
こ
の
結
び
っ
き
を
强
く
し
た 

が
ベ

在
鄕
商
人
が
農
村
と
.
の
結
び
っ
き
が
極
め
て
鞏
固
で
あ
っ
た
こ
と
、
 

ょ
り
し
て
、
こ
の
家
訓
そ
の
も
の
に
は
、武
士
的
要
素
は
か
な
り
少
い
も
の 

.

.と
風
わ
れ
る
。
又
、
'
も
し
、
新
興
町
人
層
を
紀
文
型
の
‘
投
機
商
人
と
、
農 

，民
經
濟
_
に
っ
な
が
る
堅
實
な
商
人
、
と
に
大
別
出
来
る
と
す
る
な
ら
ば
、
 

戶
谷
家
が
前
者
で
は
な
く
、
後
者
に
近
く
あ
っ
た
事
の
中
に
、
こ
の
家
訓 

に
も
ら
れ
ズ
い
■
る
金
體
の
基
調
が
、
’極
め
て
溫
穩
、
確
實
、
農
村
的
で
あ

一

—*
.

ハ
れ 
5



ン
3

田
學
會
雜
誌
.：
第
四
十
八
卷
:■
■第
二
號
:

.■.
，る
こ
と
：を
知
り

う

る

で

あ

み

う

。

. 

'さ
て
、.
こ
の「

警

之

狀

」

は
、
八®

が

廿
八
項

乱

と

後

文

'

後
書
よ 

り

成

立

し

て

：い

る

。
，そ

の

内

容

は

V

.

は
U

が
き
.(

第

.—
*

3

.

1

#

#

.

s
l
i

及
び
十.一
項)

、公
儀
の
捉
嚴
守C

第
ヨ
6

、.
.親
孝
行(

第
四
項)

、
. 

领
友
諸
人
と
の
交
り
ハ
第
五
項
}
等
の
封
建
倫
理
の
.基
本
的
意
識
を
述
べ
、
 

.

.叩
人
と
し
て
.の
商
道
德(
第
六
、
：
七
、

/\
.、
九
、
，十
お
よ
び
十
二
項)

、他 

人
と
の
交
際
一(

第
十
三
、
十
四
、.
十
.五
、
十
六
、
.十
七
、
十
八
、
'十
九
、

.

ニ
十
項)

、召
使
の
使
用
注
意
，

(

第
一
一
十
項)

、
店
賣
ム
の
.心
掛
.

(

ニ
十
二 

項)

、
お
よ
び
修
身

(

第
二
十
三
、
ニ
十
四
、
一.一
十
五
、

一
一
十
六
、

1
1

十
七
、
 

i
f

十
八
項)

等
を
跡
し
て
い
る
。
後
文
は
遺
言
之
狀
を
確
く
守
り
、
.精
勵 

す
る
こ
と
を
念
じ
''
*

後
書
に
.
は
本
狀
の
取
.扱
方
を
述
べ
て
い
る
。
殘
念
な
. 

♦か
ら
、今
日
で
は
、
か
か
る
形
式
と
內
容
と
を
も
っ
たr
遺

言

之

狀」

を
形 

成
す
る
に
至
っ
た
戶
谷
家
主
人
の
思
想
的
成
！^

と
、
思
想
的
背
景
、
/
お
よ 

び

廣

「

遺

盲

之

狀1_
形
成
に
關
聯
あ
る
人
物
、'
書
物
等
に
っ
い
て
は
、
 

金
く
判
明
し
な
い
。 

•

.
，頃

目

に

關

し

て

、
若

干

氣

付

い

た

點

を

述

べ

よ

う

。

ま
ず
第
一
項
で
あ 

る
が
、
こ
こ
で
は
遺
言
を
書
き
殘
す
に
至
っ
た
心
情
を
述
べ
、
若
年
の
一
：
 

子
に
、「

立
身」

の
願
を
訓
し
て
い
る
。
も
し
與
え
ら
れ
た
條
件
を
甘
受
. 

し
、
高
い
望
を
起
す
な
と
い
う
き
わ
め
て
退
狸
的
な
、
あ
る
い
は
先
天
的 

な
所
興
を
不
動
の
も
の
と
し
て
概
念
し
、
こ
れ
に
屈
從
す
る
宿
命
論
で
あ 

.
る
な
i

l

3I

、■「

望」
「

P

一
 

は
@

め
て
限
ら
れ
た
罾
1«
^

で
の
み
_

罾
さ
れ
、

.

場
，合
に
よ
つ
て
は
全
く
否
定
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で 

願
と
い
い
、
立
身
と
い
う
事
を
、
第
一
に
心
掛
る
べ
き
こ
と
を
訓
し
て
い

:-
一
 

ニ 

.

(

ー
0
〇〕

'

る
事
と
、；
そ
の
願
、.
立
身
が
霞
と
.し

て「

商
入」

'と
し
て
の
願
で
あ 

.

.り
、
.；立
身
で
あ
り
、
身
分
、
職
分
を
越
え
て
の
願
、
.立
身
で
無
い
こ
と
に 

.注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
の
願
、
立
身
は
極
め
て
地
味
な
、
 

堅
實
な
道
'を
步
み
、
封
建
^

理
を
守
る
こ
と
の
中
に
見
也
さ
れ
て
來
る
も 

の
と
し
て
論
述
さ
れ
て
い
.る
。
だ
か
ら
■「

先
分
限
を
願
ば
色
欲
美
食
遊
狂 

.奢
の
心
を
曾
而
止
神
佛
を
信
じ
公
儀
の
淀
を
堅
守
五
當
の
道
を
心
掛
親
兄 

弟
親
類
諸
人
に
う
る
わ
し
く
職
分
に
精
力
を
っ
く
し
正
直
に
し
て
か
り
そ 

め
に
も
僞
な
く
人
を
む
さ
ぼ
ら
，す
り
ち
ぎ
第「

一
に
し
て」

努
力
を
な
し
、
 

「

富
貴
を
ば
天
命
に
ま
か
せ
て
時
節
を
心
長
：に
待
ば」

身
分
砠
_
に
^

^
 

立
身
が
出
来
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
ら
の
過
去
の
經
驗
を 

通
じ
、
そ
れ
が
威
就
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。
こ
の 

確
信
は
、
と
.の
時
期
が
、
元
祿
丨
享
保
期
を
一
っ
ぶ
®

と
し
て
、
展
開 

を
み
っ
っ
あ
っ
た
農
村
の
あ
た
ら
し
い
•動
き
の
中
だ
、
と
く
に
關
東
地
方 

に
お
い
て
、
.江
戸
と
い
う
大
消
費
地
を
ひ
加
え
、
.江
戶
、
五
街
道
の
影
#
、
 

重
税
課
役
の
重
壓
7
に
、商
品
流
通
の
農
村
べ
の
罾
■
を
^

_
と
し
、
一
方 

に
沒
落
農
家
が
形
成
さ
れ
、
他
方
村
內=

宿
場
に
成
立
を
み
て
行
っ
た
質 

屋
、
酒
屋
、
穀
物
商
等
の
高
利
貸
の
成
立
、
小
地
主
層
が
高
利
貸
の
形
を 

と
っ
て
進
&

5

又̂
、
五
街
道
.の
交
通
の
要
衝
に
あ
た
.る
場
合
に
は
仲
介 

商
業
に
依
存
し
て
、

一
部
の
人
々
の
間
に
着
々
と
產
を
爲
し
っ
っ
あ
っ
た 

社
會
、
經
濟
的
事
情
を
背
景
!>
し
て
理
解
す
る
事
が
出
來
ょ
う
。
本
庄
宿 

も
ま
さ
に
こ
の
時
期
に
、
宿
場
と
し
て
大
を
な
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
れ 

故
、
か
か
る
願
も
立
身
も

、

そ
こ
に
可
能
性
が
、
こ
の
f

形
で
存
在
し 

て
ぃ
た
め
で
ぁ
る
。
こ
の
事
：は
、
第
二
十1

一
項
に
奉
公
身
分
に
あ
る
渚
の
-

#■
の
處
し
方
を
教
訓
し
て
い

る

場

合

に

も

っ

と

も

明

白

な

形

で

表

規

さ

れ 

て
い
る
。
 

，

封
建
倫
理
の
基
調
を
訓
し
で
い
る
の
は
第
二
項
以
下
第
五
項
で
あ
る 

が
、
、と

こ

で

法

意

さ

る

べ

き

は

、
第
一
一
項
に
神
佛
信
心
の
項
目
が
公
儀
の 

按
嚴
守
、に
關
す
る
項
目
に
.
先
立
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

一
般
に
家
訓
に 

は
、第
一
條
に
八
ム
員
よ
り
㈣

㈦

さ

れ

た

法

芎

お

觸

を

堅

く

守

る

事

を

^

う 

文
句
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
.
於
、
こ
こ
で
は
そ
れ
'が
逆
に
な
つ
て
い
る
と 

共
.に
、
公
儀
の
捉
嚴
守
に
對
し
て
は
、

一
方
皆
は
嚴
守
出
来
ぬ
か
ら
、
あ 

る
い
は
、
锭
は
他
人
に
知
ら
れ
ぬ
樣
に
破
る
と
い
う
一
.

聯
の
封
建
•倫
理
を 

亂
す
が
ご
と
き
意
見
の
存
在
を
暗
示
し
て
、
そ
れ
を
訓
しP

.

い
る
こ
と
よ 

.

り
し
て
、
.
若
干
、
公
儀
へ
の
觀
念
の
う
す
ら
ぎ
を
見
る
事
が
出
来
は
し
ま 

い
か
。
.

神

佛

信

仰

で

あ

る

が

、
神

佛

信

仰

が

如

何

な

る

%;
の

で

あ
る
か
詳 

細

は

学

明

し

な

し
.
力

_

社
、寺
な
ど
え
の
寄
進
の
多
い
こ
と
よ
り
し
て
、
 

そ
れ
が
卑
俗
的
な
信
仰
内
容
を
も
っ
宗
教
の
流
行
や
、反
宗
教
的
氣
風
や
、
 

宗
敎
f

の
排
斥
に
向
い
.
.っ
っ
あ
っ
-

た
瓶
人
の
意
識
に
^

し
て
、'
.
.か
な
り_ 

省
面
目
な
信
仰
で
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
狀
金
體
に
流
れ
て
い
る
も
. 

の
は
、
か
か
る
信
仰
の
®

I
f

で(
J

る
0

..

.

V

ぐ 

他
人
と
の
交
際
桊
六
項
よ
り
第
二
十
項)

.

お
よ
び
修
身
.(

第
.
ニ
.十
三 

項
よ
ヶ
第1

一
十
八
項
.

)

の
項
目
に
っ
い
て
も
考
う
べ
き
も
の
が
多
く
、
直
■ 

接
商

業

道

德

と

も

關

聯

し

：、
.商

人

意

識

を

知

る

上

に

窠

耍

で

あ

'
る
が
、
紙 

.
ン
數
の
關
係
で
省
赂
す
る
が
、
'

直

接

商

道

德

に

關

し

.て
の
教
訓
に
關
し
以
下 

.

若

干

述

べ

よ

う

。
.

商
道
德
を
述
べ
る
に
當
っ
て
、
,

ま
ず
第
一
に
、注
意
す
ベ 

.き
こ
と
は

、

.

第
六
項
に
示
さ
れ
て
.い
る

事
實
で
あ
る
。

「

商
を
致
と
て
百
：

旃
人
食
識
の

.

5
擦

,

)

姓
わ
農
業
を
お
ろ
そ
か
に
致
べ
か
ら
ず
車
の
兩
輪
の
ご
と
く
お
も
う
ベ 

し」

と
示
さ
れ
て
い
る
一
項
で
あ
る
。
江
戸
、大
阪
等
大
都
市
に
在
住
し
、
 

完
全
に
商
業
に
從
事
し
て
い
る
町
人
の
家
訓
に
お
い
て
は
現
れ
て
来
な
い 

.

性
質
の
.

一
項
目
で
.
あ
る
"

.

こ
れ
.
は
元
文
と
い
う
時
代
に
お
け
る
、
關
東
在 

鄕
の
一
商
人
0
-

持
っ
て
い
る
性
格
を
如
實
に
示
し
、
そ
の
商
業
の
i

を 

1

11
0

っ
：て
い
る
も
の
と
い
い
え
は
う
。
前
述
せ
る
如
く
、
こ
の
時
期
に
、

■

宿

場

を

中

心

と

し

、
着
々
を

^

の
罾
*

胄
的
な
商
業
化
が
§

し
、
か 

な

り

大

規

模

な

商

行

爲

：

を
營
み
：っ
っ
あ
る
商
人
に
あ
っ
て
も
、
.
そ
れ
が
農 

,

.業
を
主
體
ど
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、極
め
て
特
徵
的
で
あ
る
。 

し

か

も

、

こ

の

一

項

目

が

あ

ら

ゆ

る

商

員

罾

を

論

じ

、
嶔

_
す
る
に
先
立 

.

つ
て
訓
さ
れ
て
い
る
‘
の

を
み
て
も
そ
'の

重

要
性
を
う
か
が
う
こ
と
が
出
来 

る
。
戶
谷
家
齋
身
.
が
、
前
述
せ
る
ご
と
く
、
半
ば
推
察
め
域
を
出
な
い
の 

:

で
あ
る
'
が
、
.

一：方
農
業
を
中
心
と
し
て
土
地
を
集
中
し
、
他
方
商
業
、
金 

.

融
を
中
心
と
し
て
產
を
爲
し
、
土
地
：に
轉
化
し
、
以
て
、
、家
運
を
隆
盛
な
. 

.

ら
し
め
た
の
で
あ
り
、
願

=

立
身
を
可
能
な
ら
し
め
、
.家
產
を
大
な
ら
し 

め
る
所
.以
の
も
の
が
、
農
と
商
と
のj

一
つ
.
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
そ
れ 

.

故
-.

車
の
兩
輪
の
ご
と
く」

.

.思
う
こ
と
を
訓
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
.の
一 

.

.事
項
は
誠
に
興
味
深
い
も
の
.
が
あ
る
。
引
續
い
て
、
商
家
と
し
て
の
道
德 

■

を
述
べ
、
致
窟
へ
の
着
寶
な
る
道
程
を
示
し
て
い
る
'0

職
分
を
大
切
に
し 

'.

家

業

に

精

勵

し

、

.

他

の

商

寶

に

む

や

み

と

移

職

を

い

：ま

し

め

.(

第
七
、
八 

/

/
 

.

.項)

、商
賣
を
な
す
に
あ
た
り
て
、
小
萬
、
大
氣
を
い
ま
し
め
、
地
道
に
商 

賣
す
る
こ
ど
を
述
べ
、
-.
.

商
道
德
の
昂
揚
を
故
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
一
般 

に

家

訓

に

見

太

で

ぃ

る

杓

容

と

大

同

小

異

で

ぁ

る

。
召
使
の
使
用
に
あ
た

.三 

' 

.

(

.

一
0

3



三
由
學
會
雜
髂
第
西
十
八
卷
-
第
ニ
號

.
り
て
の
注
意
は
、
家
族
主
義
的
、
溫
情
を
以
て
あ
た
る
こ
と
を
敎
克
て
お
. 

り
、
同
時
に
、
.商

業

業

務

：に

從

事

す

る

茭

配

人

以

下

に

對

し

て

は

、
.

— »
遺

. 

言

之

狀J
と
は
別
に
：

F

店
格
式
定
書J

:

を
定
め
、
.支
配
人
以
下
の
業
務
線
. 

勵

，の

制

を'定め

.て

い

る。
' 以
者
ま
で
に
、戶昝家

.の

.

「

店
格
式
定
書」

- 

.
を
掲
載
し
て
お
く
。
.安
永
三
年
.

a

七
七
四
年)

H
月

吉

日

の

：日

時

で

あ 

.

つ
て
.、

元

文U1

年
よ
り
三
十
六
年
餘
經
過
し
て
お
り
、
：.中
屋
三
右
衞
門
が
' 

改
訂
し
た
も
の
が
^
れ
で
あ
る
。
初
め
て
形
成
さ
れ
た
の
.は
、

「

旦
矶
申 

把
ハ
衞
後
見
支
配
吉
兵
衞」

と
が
承
知
し
取
計
世
話
致
す
こ
と
を

記
し
て
い 

るA
J

こ
.
.ろ
.よ

り

、
：
概

ね

「

遺

言
^
狀J
の
*
か
れ
'て
よ
り
間
も
無
.い
時
期
. 

で
あ
つ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
。
：：

.^
5

^

 
定

書

,

: 

. 
•

.■

.
:
.

見

世

手

代

.格

式

仕

方

之

事

.'
: 

‘

'•V

吏
配
人
：
金

苗

兩

.

ソ

-
i
,
.

一
支
配
人

：

金
五
拾
兩
っ
、

.

威1

一
人 

.

. 

.

十
手
帳
組
頭
金
三
拾
五
兩
っ
、

.

.上

座

. 

_ 

. V
 

.

1

手
帳
粗
頭
金
ニ
拾
五
兩
っ
く

一
手
帳
組
.

金
一
，
ー

拾

兩

つ

、

-

.

. 

右
友
配
ょ
り
手
帳
組
迄
元
手
金
に
し
て
證
文
ラ
而
相

.
渡

截

_

外

事 

右
證
文
之
表
年
六
步
之
日
步
ヲ
加
預
リ
置
毎
年
店
蔵
之
砌
證
文
引
替
相
渡 

し

可

事

(

1

0

ニ)

I

右
元
手
金
之
外I

I

人
々
勤
功
.ヲ
考
褒
美
證
文
出
シ
可
申
事
是
者
武
家
之 

順
感
狀
外
事
也
：

右
.
元
手
金
相
‘
渡
.̂

事
.C

人
-
一
相
績
广
進
メ
爲
可
.申
之
格
分
出
性
致
勿
論
支 

配
人
支
配
人
脇
兩
人
ハ
打
和
シ
心
ヲ
合
下
タ
ル
人
を
敎
引
.上
ケ
順
々
二
昇 

を
.
.爲
致
役
.
.
.々

え
附
凡
威
拾
'
年
之
f
年

數

を
^-
テ
首
尾
能
致
別
家
妻
ま
ふ
を
け 

家
相
績
ヲ
願
可
申
事
專
一.

外
右
之
次
第
^
ば
支
配
役
迄
勤
不
申
シ
テ
以 

勝
ー
手
般
ヲ
乞
被
申
外
時
ハ
右
之
金
子
者
相
渡
申
間
鋪
外
然
共
式
親
の
や 

ぅ
い
く
又
者
無
據
筋
合
ラ
而
暇
ヲ
願
ふ
筋
も
有
べ
.

し
是
者
樣
子
具
'
一

 

承
屑 

ケ
尤
.
之
筋
含
一
一
：
而

道

.理i

相
叶
外
へ
者
相
渡
可
申
外
兎
角
何
事
茂
眞
實
ヲ 

以
テ
前

，々
1

一
可
被
电
出
；

§

主
人
者
人
之
相
續
ブ
爲
致
1/
1

.
事
主
人
之
役
ト
ス 

ル
事
ぽ
ば
眞
*

さ
外
者
他
事
不
可
存
外
ぼ
^

ハ
町
冢
ハ
相
互
に
致
へ
し
事 

1
!

外
了
管
違
無
之
.樣

に

以

眞

實

出

精

罷

致

相

勤

度

申

外

事 

■ 

■ 

. 

•

一
褒
美
證
文
之
事
ハ
乍
勿
論
武
家
ノ
感
.狀
同
し
勤
功
を
賞
美
替
印
成
者 

.な
り
昔
も
感
狀
を
積
金
テ
^
^

一一
 

成
國
ニ
茂
成
し
た
め
し
ハ

不
少
外
事 

,

ハ
皆
々
被
存
所
也
賤
キ
町
家
成
者
右
心
持
パ
か
わ
る
.へ
か
ら
す
事

一
見
世
之
銘ぐ
海

1

.不
幸
短
命
に

し
て
-早

世被
爲
外

と
も

右
證
文
之

表
ハ
 

親

里
ょ
り
ゆ
い

も
っ
と
し
て

送
り
可
申
其
餘
者
，銘
ぐ

.
勤
功
ゴ

可

寄

然

.
者 

.■長
命

11

シ
テ
勤
ム
も
短
命
に
シ
テ
死
ト
モ
替
不
可
存
外
然
ル
時
ハ
眞
實 

ヲ
以
テ
*正
直
ヲ

守
リ
出

精
勤
功

ヲ
ぁ
ら
は
.

し
相
勤
被
申

^

へ
ば
忠
孝
之 

遵
理
キ
も
相
叶
相
互

I
I

繁
榮
長
久
々
た
か
い

.不
可
存
者
也

四

右
之
趣
且
那
半
兵
衞
後
見
支
配
吉
兵
衞
真
ラ
致
承
知
宜
敷
取
計
世
話
可
度 

致
事

中
屋
三
右
衞
門
先
盛
改
之
.

.
安
永
三
年
甲
午
三
月
吉
日 

■

「

店
格
式
淀
書」

に
關
し
て
は
、
書
く
べ
き
多
く
の
事
が
あ
る
が
、
こ
の 

.定
書
に
示
さ
れ
て
い
る「

元
手
金」

制
贬
は
、.

支
配
人
以
下
の
身
分
の
確 

保
、
.自
由
な
な
移
動9

糧
的
な
が
ら
禁
止
、
家
業
の
精
勵
を
、
所
謂
保 

證
金
的
_

を
持
た
し
め
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
支
郁
人
以
下
を
主
人
の
意 

の
ご
と
く
使
用
し
、
以
て
、
家
運
隆
昌
の
資
と
す
る
事
を
考
え
、
又
そ
こ 

に
示
さ
れ
て
い
る
'

「

褒
美
.

」

制
度
と
共
に
、
使
用
人
使
用
に
多
く
の
意
を 

用
い
て
い
る
こ
.と
が
ぅ
か
が
い
知
れ
る
。

以
上
.

北
關
.
東
の
一
宿
場=

本

庄

宿

を

足

場

；

\
J--
L

て

形

成
:̂

れ
て
.來
た 

_

=

蒙
農
の
性
格
含
持
っ
戶
符
家
の
家
訓
の
紹
介
を
私
心
，

o

し
て
、
在 

鄕
商
人
の
商
人
意
識
の
.

一
端
を
.
み
て
来
た
の
セ
あ
る
が
、
單
に
資
料
紹
介 

と
、
推

論

の

域

を

出

す

に

終

っ

て

し

ま

っ

た

。
戶
谷
家
の
諸
資
料
の
.苒
見 

が
ゆ
る
さ
れ
、
再
び
筆
を
も
っ
機
會
が
與
え
ら
れ
た
時
に
、
あ
ら
た
‘め
て 

再
檢
討
を
加
え
て
み
无
い
と
思
つ
て
い
る
。

(

註

.

)

宮

本「

前
揭
書」

中
に
示
さ
れ
て
い
る
家
訓
と
對
比
し
て
、

■(

註
一
一
.

)

家
永T

前
揭
書」

策
八
章
町
人
の
道
德
思
想
就
中
、
階
級
；

g. 

.

.
自
覺
、
皰
濟
思
想
令
參
照
の
こ
と
。

商

人

意

識

の

一

考

察
' 

:

'

(

註
三)

例
へ
ば
、
，島
井
宗
寳
訓
‘や

「

渡
世
肝
要
記」

記
載
の
家
訓
等 

に
比
較
し
た
場
合
を
考
え
て
み
た
.。
宮

本「
前
揭
書(

四
五
頁
お
よ 

.
び
一
五
0
頁)」

(

註
四)

前
.述
.せ
る
弘
化
三
年
の「

.
V
…

所
持
田
畑
家
屋
敷
家
時
調
證
. 

文」

の
記
.載
の
.中
に
、
，多
く
の
和
漢
の
書
籍
名
が
の
っ
て
い
る
。
例 

へ
へ
は「

町
人
嚢」

や

.

「

町
人
考
見
祿」

等
の
書
名
が
見
え
て
い
る
と 

こ
ろ
よ
り
、
何
時
購
入
し
た
か
不
明
で
あ
る
が
、
.何
等
か
の
關
聯
は 

,

よ
み
と
れ
る
で
あ
ろ
ぅ
。
 

.

(

註
五)

家

永「

前
掲
書」

H

0
頁
外

(

註
六〕

.
古
島
敏
雄「

近
世
に
お
け
る
商
學
農
業
の
展
開」

、就
中
第
二

• 

■
章
第
一
節
、
第
.

U

箾
を
參
照
。

.

■

.

，(

註
七)

古
島
.

「

同
書J

六
六
頁 

•

S-
.
A

)

.

.宮

本「

前
掲
書」

一
五一

頁 

.

.

(

註
九)

^
永

「

前
揭
書」

一
五
九
頁

•
 

. 

; 

.

'杯

記

終

り

に

，
.，.死

去

せ

ら

れ

‘.し

戸

谷

六

三

离

氏

の

冥

福

を

祈

る

と

共

に 

當
主
戶
谷
半
之
助
无
が
種
々
な
る
便
宜
を
與
え
て
下
さ
っ
た
事
に
對
し
謝 

意
を
表
す
る
次
第

.で
あ
る

。.

(

昭
和
ニ
十
九
年
十
二
月
廿
八
日)

1

五

(

1

0

三)


