
亀
井
昭
陽
・
頼
山
陽
の
福
岡
に
於
け
る
再
会

ー
出
会
い
の
場
所
論
(
前
出
願
)

亀井昭鶴・額山陽の福簡に於ける再会

序小
論
は
、
文
政
元
年
(
一
八
一
八
)
の
福
岡
に
お
け
る
、
亀
井
昭
陽
(
一
七

七
三
一
八
一
二
六
)
と
頼
山
陽
(
一
七
八

O
ー
一
八
三
二
)
と
の
出
会
い
状
況

の
本
質
的
意
味
を
、
場
所
論
と
し
て
考
察
す
る
試
み
の
一
端
で
あ
る
。

場
所
論
と
は
「
場
所
と
は
な
に
か
」
を
考
察
す
る
す
べ
て
の
学
を
意
味
す
る

が
、
そ
れ
が
最
も
本
質
的
に
問
わ
れ
る
と
き
存
在
そ
の
も
の
の
学
に
な
る
。
存

在
の
基
底
そ
の
も
の
を
最
も
普
遍
的
な
場
所
と
考
え
る
な
ら
ば
、
場
所
と
は
絶

対
的
で
あ
り
一
元
的
な
神
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
ゃ
、
物
質
的
な

宇
宙
で
あ
る
と
い
っ
た
考
え
方
が
生
じ
る
。
い
ま
、
「
出
会
い
」
と
い
う
事
実

を
場
所
論
と
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
考
察
の
具
体
的
場
面
で
は
、
こ

の
い
ず
れ
の
考
え
方
を
も
活
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
気
付
く
。
例
え
ば
、

神
の
も
と
に
お
け
る
結
婚
と
い
う
出
会
い
の
儀
式
は
、
存
在
を
司
る
神
を
前
提

と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
衝
突
事
故
と
い
う
出
会
い
は
、
一
般
的
に
は
物
質

的
対
象
の
双
方
が
物
質
的
因
果
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
し
た
と
説
明
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
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し
か
し
、
「
袖
振
り
あ
う
も
他
生
の
縁
」
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
出
会
い

を
前
世
よ
り
の
因
縁
と
す
る
考
え
方
も
存
在
す
る
。
こ
の
考
え
方
の
特
徴
は
、

出
会
い
の
原
因
を
自
覚
し
て
い
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
自
覚
し
て
い
な
い
な

荒

正

見

木

が
ら
何
ら
か
の
因
果
が
存
在
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
存
在
の
根
底
に
触
れ
る
問

題
で
あ
る
。
西
国
幾
多
郎
は
、
「
場
所
」
こ
そ
が
存
在
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の

間
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
。

述
語
論
理
の
典
型
と
さ
れ
る
西
国
幾
多
郎
の
場
所
論
は
、
主
語
述
語
の
関
係

か
ら
存
在
と
は
場
所
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
得
る
。
ま
ず
、
存
在
と
は
最
も
普

遍
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
絶
対
的
な
主
語
を
想
定
し
よ
う
。
筆
者
な
り
に
例

を
挙
げ
れ
ば
、
「
神
」
「
絶
対
者
」
な
ど
が
浮
か
ぶ
が
、
西
田
幾
多
郎
に
よ
れ
ば

そ
の
い
ず
れ
も
が
主
語
と
し
て
立
て
ら
れ
る
と
、
い
か
に
絶
対
的
な
意
味
を
与

え
よ
う
と
、
言
語
化
す
る
以
上
意
識
的
限
定
を
蒙
り
、
な
ん
ら
か
の
特
殊
性
を

背
負
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
言
語
化
し
な
い
と
主
語
に
は
な
ら
な
い
。
こ
れ

に
対
し
て
、
述
語
は
立
て
ら
れ
た
特
定
の
主
語
に
対
し
て
適
合
す
る
普
遍
的
な

意
味
を
持
つ
言
葉
を
当
て
は
め
て
い
る
。
従
っ
て
述
語
は
本
来
は
普
遍
的
な
性

格
を
持
つ
。
さ
ら
に
、
最
も
普
遍
的
な
述
語
を
筆
者
な
り
に
挙
げ
れ
ば
「
あ
る
」

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
あ
る
」
は
、
最
後
に
言
語
で
あ
る
と
い
う
特
殊
な
限

定
を
有
す
る
。
し
た
が
っ
て
も
は
や
、
そ
の
「
あ
る
」
と
い
う
言
語
を
消
し
去

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
指
示
す
る
言
葉
だ
け
は
残
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
「
あ
る
」
を
写
真
の
ネ
ガ
の
よ
う
に
指
し
示
す
言
葉
と
し
て
「
あ
り

か
」
す
な
わ
ち
「
場
所
」
と
呼
ぶ
。
以
上
は
、
西
田
幾
多
郎
の

「
場
所
」
(
大
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正
一
五
年

2
)
を
筆
者
な
り
に
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
論
文
に
は

同
時
に
「
場
所
の
自
己
限
定
」
と
い
う
重
要
な
概
念
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、

存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
場
所
自
身
が
自
ら
を
限
定
す
る
こ
と
で
、
個
々
の
存
在

者
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
ら
個
々
の
存
在
者
こ
そ
が
場
所

そ
の
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
小
論
の
よ
う
な
具
体
的
な

問
題
を
考
え
る
の
に
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
個
々
の
存
在
者

や
そ
れ
ら
の
事
象
は
、
一
見
ば
ら
ば
ら
の
偶
然
性
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
が
、
本
来
は
存
在
全
体
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
場

合
に
よ
っ
て
は
自
覚
さ
れ
な
い
原
因
や
事
態
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
可
能
性
も

あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
存
在
、
場
所
は
特
定
の
存

在
者
に
と
っ
て
は
背
景
以
上
の
な
に
も
の
で
も
な
く
、
我
々
が
必
然
と
呼
ぶ
ほ

ど
の
現
実
的
必
然
性
を
読
み
取
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
存
在
者
の

述
語
的
状
況
の
中
に
必
然
的
原
因
が
読
み
取
り
難
い
場
合
、
む
し
ろ
、
背
景
と

し
て
の
場
所
の
総
合
的
事
態
を
構
成
し
、
個
々
の
状
況
と
の
手
掛
か
り
を
得
る

こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
、
「
場
所
の
自
己
限
定
」

の
個
々
の
存
在
者
の
側
か
ら
の
規
定
が
有
効
に
活
か
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
手

掛
か
り
は
、
場
所
の
総
合
的
構
成
の
側
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
個
々
の
存
在
者

が
場
所
の
全
体
を
も
性
格
付
け
よ
う
と
す
る
事
態
に
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
勿
論
、
こ
れ
も
当
事
者
や
考
察
者
、
ま
た
、
歴
史
的
事
実
に
お
い
て
、
必

ず
し
も
自
覚
的
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
以
下
に
行
わ
れ
る
よ
う
な

考
察
の
全
体
か
ら
浸
出
し
て
く
る
と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
頼
山
陽
が
福
岡
に
滞
在
し
た
の
は
文
政
元
年
初
夏
で
あ
り
、
し
ば
し

ば
亀
井
昭
陽
を
訪
ね
て
い
る
。
彼
ら
は
先
立
つ
文
化
四
年
(
一
八

O
七
)
に
、

山
陽
の
父
、
頼
春
水
の
広
島
宅
で
会
っ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
一
一
年
後
、
福

岡
で
の
再
会
は
、
両
者
の
境
過
を
そ
れ
ぞ
れ
に
変
え
て
い
た
。
い
ま
、
福
岡
と

い
う
場
所
の
視
点
か
ら
見
ょ
う
と
す
る
と
き
、
変
化
の
考
察
の
軸
は
昭
陽
に
置

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
昭
陽
個
人
の
境
遇
の
変
化
と
と
も
に
、
昭
陽
自
身

も
は
っ
き
り
と
は
自
覚
出
来
な
か
っ
た
、
そ
し
て
、
当
時
の
誰
も
が
は
っ
き
り

と
は
自
覚
で
き
な
か
っ
た
福
岡
と
い
う
場
所
の
総
合
的
な
意
味
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
、
両
者
の
福
岡
で
の
出
会
い

の
状
況
と
、
そ
の
状
況
の
背
景
と
し
て
の
、
一
八
一
八
年
を
中
心
と
し
た
総
合

的
な
福
岡
と
い
う
場
所
の
意
味
と
を
考
察
す
る
。

な
お
、
紙
数
の
関
係
上
、
前
後
篇
に
分
け
て
掲
載
す
る
為
、
小
論
で
は
ま
ず

両
者
の
出
会
い
に
つ
い
て
の
み
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

一
、
亀
井
昭
陽
と
頼
山
陽
と
の
人
生
の
出
会
い

頼
山
陽
が
福
岡
を
訪
れ
た
の
は
文
政
元
年
(
一
八
一
八
)
四
月
二
六
日
で
あ

る
。
宿
舎
と
し
た
松
永
子
登
宅
に
は
五
月
一
七
日
ま
で
留
ま
り
、
佐
賀
を
経
て

長
崎
へ
と
出
立
し
て
い
っ
た
。
福
岡
に
留
ま
る
問
、
山
陽
は
亀
井
昭
陽
を
親
し

く
訪
ね
て
い
る
。
実
は
、
彼
ら
は
か
つ
て
山
陽
の
父
、
頼
春
水
の
広
島
宅
で
会
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
文
化
四
年
(
一
八

O
七
)
三
月
二
十
二
日
、
昭
陽
満
三
三

歳
、
山
陽
満
二
六
歳
で
あ
っ
た
。
再
会
を
喜
ん
で
山
陽
は
「
芸
城
分
手
夢
空
尋

鶏
黍
今
朝
喜
盃
箸
」
(
「
亀
井
元
鳳
招
飲
賦
贈
」
『
山
陽
詩
紗
巻
之
一
ニ
』

2
)

と
詩
う
。
し
か
し
、
一
一
年
後
の
福
岡
で
の
再
会
は
、
両
者
の
境
遇
が
そ
れ
ぞ

れ
に
変
化
し
た
こ
と
を
痛
感
せ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
昭
陽
に

と
っ
て
は
そ
れ
は
歴
然
と
し
て
い
た
。
ま
ず
、
昭
陽
の
個
人
的
状
況
の
変
化
を

辿
っ
て
み
る
。

天
明
四
年
(
一
七
八
四
)
、
福
岡
藩
は
二
つ
の
藩
校
を
設
立
し
た
。
そ
れ
ま

で
の
藩
士
育
成
の
主
流
で
あ
っ
た
朱
子
学
の
流
れ
を
汲
む
竹
田
定
良
を
主
軸
と

す
る
東
学
問
所
(
東
学
・
修
猷
館
)
と
、
但
徳
学
の
流
れ
を
汲
む
医
師
で
も
あ



亀井昭騒・頼山陽の福岡に於ける再会

る
民
間
学
者
、
亀
井
南
冥
(
一
七
四
三
ー
一
八
一
四
)
を
祭
酒
と
し
て
創
ら
せ

た
西
学
問
所
(
西
学
・
甘
裳
館
)
で
あ
る
。
満
一

O
歳
の
昭
陽
(
皇
太
郎
)
は
、

父
南
冥
に
対
す
る
異
例
の
抜
擢
に
参
画
し
、
翌
天
明
五
年
(
一
七
八
五
)
に
は

の
ぷ

秋
月
藩
主
黒
田
長
野
(
朝
陽
公
)
に
拝
謁
、
そ
れ
か
ら
は
父
南
冥
が
毎
月
出
講

し
、
や
が
て
昭
陽
自
身
が
父
に
替
わ
る
こ
と
に
な
る
。
昭
陽
と
秋
月
藩
主
黒
田

長
野
と
の
親
し
い
関
わ
り
は
、
こ
れ
か
ら
文
化
四
年
(
一
八

O
七
)
一

O
月
一

六
日
に
長
錦
町
が
没
す
る
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
。

昭
陽
の
学
業
も
進
捗
し
、
寛
政
二
年
(
一
七
九

O
)
に
は
、
六
、
七

O
人
の

塾
生
の
長
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
翌
、
寛
政
三
年
(
一
七
九
一
)
に
は
、
三

月
か
ら
六
月
に
か
け
て
山
陽
地
方
に
遊
学
の
旅
を
し
、
特
に
、
徳
山
港
の
藩
豊

嶋
鳳
館
の
島
凹
藍
泉
宅
に
は
十
数
日
滞
在
し
、
後
に
父
南
冥
が
藍
泉
に
、
『
児

昆
文
学
大
進
、
知
レ
有
レ
得
:
周
南
数
日
之
遊
¥
賦
レ
之
害
謝
藍
川
役
公
一
』

3

と
い
う
感
謝
を
込
め
た
詩
を
贈
る
ほ
ど
に
目
覚
ま
し
い
進
歩
を
遂
げ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
年
に
書
き
上
げ
た
『
成
国
治
要
』
三
巻
は
、
後
に
は
経
学
の

数
々
の
業
績
を
あ
げ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
附
陽
に
と
っ
て
は
生
涯
を
通
し
て
経

山
済
民
の
学
の
名
著
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
寛
政
四
年
(
一
七
九
二
)
七
月
一
一
日
に
、
亀
井
南
冥
は
満
四
八

歳
に
し
て
突
如
罷
免
(
廃
瓢
)
さ
れ
、
終
身
禁
足
を
命
じ
ら
れ
た
。
そ
の
根
本

的
理
由
は
、
す
べ
て
の
研
究
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
寛
政
二
年
(
一
七
九

O
)

幕
府
が
発
し
た
寛
政
異
学
の
禁
に
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に

発
し
た
学
派
対
立
に
加
え
て
、
南
冥
の
奔
放
で
妥
協
を
許
さ
な
い
性
格
ゃ
、

「
岡
県
白
島
碑
」
や
「
太
宰
府
旧
祉
碑
文
」
の
撰
文
に
不
都
合
な
点
が
あ
っ
た

な
ど
と
さ
れ
る
も
の
や

2
、
そ
れ
ら
の
こ
と
と
実
弟
の
崇
福
寺
住
持
曇
栄
和

尚
が
末
寺
芦
屋
観
音
寺
住
持
の
不
行
跡
を
と
が
め
た
と
こ
ろ
逆
に
議
訴
さ
れ
る

と
い
う
事
件
に
対
し
て
、
良
き
理
解
者
で
あ
っ
た
藩
老
久
野
外
記
宛
て
に
し
た
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た
め
た
、
家
老
等
の
藩
の
要
職
や
藩
政
そ
の
も
の
に
激
烈
な
批
判
を
述
べ
た
書

簡
の
内
容
が
藩
中
に
洩
れ
た
と
さ
れ
る
も
の
や

5
、
高
山
彦
九
郎
な
ど
と
の

交
際
に
関
し
て
情
報
漏
洩
の
恐
れ
か
ら
6

、
さ
ら
に
は
、
寛
政
二
年
(
一
七
九

O
)
一
一
月
一
一
日
、
南
冥
を
背
後
か
ら
支
え
て
き
た
藩
老
久
野
外
記
の
死
去

に
よ
る
藩
内
の
勢
力
バ
ラ
ン
ス
の
変
動
、
幕
府
と
の
政
治
的
関
係
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
に
語
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
冒
頭
の
「
寛
政
異
学
の
禁
」
に
深
い

関
わ
り
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

『
修
猷
館
二
百
年
史
』
に
よ
れ
ば
、
当
初
の
東
西
両
藩
校
は
竹
固
定
良
(
修

猷
館
)
と
亀
井
南
冥
(
甘
裳
館
)
の
両
者
が
連
絡
を
と
り
合
っ
て
相
互
協
力
の

も
と
に
発
足
し
た
の
で
あ
る
し
、
庶
民
の
子
弟
は
甘
裳
館
の
み
に
入
学
を
許
可

さ
れ
た
が
、
藩
士
子
弟
の
相
互
の
行
き
来
も
自
由
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
教
官
の

交
流
も
行
わ
れ
た

2
0
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
『
福
岡
県
史
』
所
収
の
井
上
忠

「
亀
井
南
冥
と
竹
固
定
良
|
藩
校
成
立
前
後
に
お
け
る
l
」
で
書
簡
を
手
掛
か

り
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
異
な
る
学
風
と
し
て
の
対
立
も
存
在
し
よ
う
が

2
、

本
来
、
朱
子
学
を
中
心
と
し
た
修
猷
館
と
、
制
徳
学
を
中
心
と
し
た
甘
裳
館
と

の
自
由
競
争
を
旨
と
し
て
設
立
さ
れ
た
筈
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
白
山
競

争
に
、
幕
府
の
朱
子
学
最
優
先
の
原
理
が
投
影
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
結
果
は
目
に

見
え
て
い
る
。
い
か
な
る
原
因
が
直
接
に
関
係
す
る
に
せ
よ
、
甘
業
館
の
運
命

は
尽
き
る
方
向
に
向
か
う
し
か
な
い
。
昭
陽
は
満
一
八
歳
に
し
て
家
督
を
相
続

し
甘
裳
館
訓
導
と
な
る
が
、
江
上
苓
洲
が
祭
酒
と
な
っ
た
甘
裳
館
は
学
生
数
も

激
減
す
る
。

そ
れ
で
も
、
昭
陽
の
名
声
を
慕
っ
て
若
き
鹿
瀬
淡
窓
が
入
門
す
る
(
寛
政
九
l

一
一
年
)
な
ど
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
丁
度
そ
の
頃
、
寛
政
一

O
年
(
一

七
九
八
)
二
月
朔
日
、
唐
人
町
の
出
火
に
甘
裳
館
、
亀
井
家
の
す
べ
て
が
類
焼
、

そ
の
ま
ま
藩
は
六
月
に
、
甘
業
館
の
廃
校
を
決
定
、
教
員
は
す
べ
て
平
士
と
さ
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れ
る
こ
と
に
な
る
。
昭
陽
も
城
代
組
平
士
と
し
て
藩
の
一
役
人
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。翌

年
同
じ
場
所
に
再
建
し
た
自
宅
が
再
び
類
焼
し
た
こ
と
を
機
に
、
事
和
元

ι

。・0-
H
Y

年
(
一
八

O
一
)
五
月
に
昭
陽
は
、
百
道
に
転
居
、
私
塾
を
聞
く
と
と
も
に
、

〈

さ

が

え

父
南
冥
に
は
草
香
江
亭
と
い
う
庵
を
設
け
、
し
ば
ら
く
の
小
康
を
得
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
時
期
、
昭
陽
は
役
人
と
し
て
勤
務
し
つ
つ
私
塾
で
教
え
、
著
作
に

も
勤
し
む
が
、
福
岡
藩
で
は
も
は
や
過
去
の
人
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
し
、

秋
月
藩
主
黒
田
長
野
と
は
、
聞
に
立
つ
秋
月
藩
藩
校
稽
古
舘
の
祭
酒
を
勤
め
た

原
古
処
の
尽
力
も
あ
っ
て
継
続
し
て
親
し
く
交
際
し
て
い
た
。
文
化
三
年
(
一

八
O
六
)
黒
田
長
野
の
後
援
で
、
す
で
に
寛
政
五
年
(
一
七
九
三
)
に
完
成
し

て
い
た
南
冥
の
『
論
語
語
由
』
が
よ
う
や
く
江
戸
で
開
板
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

昭
陽
は
秋
月
藩
主
の
江
戸
参
勤
に
同
行
す
る
。
そ
し
て
、
文
化
四
年
(
一
八

O

七
)
、
昭
陽
と
頼
山
陽
が
広
島
で
会
っ
た
の
は
、
そ
の
帰
途
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
文
化
四
年
(
一
八

O
七
)
一

O
月
、
昭
陽
が
江
戸
か
ら
帰
っ

て
わ
ず
か
半
年
後
に
、
黒
田
長
野
は
逝
去
す
る
。
強
力
な
後
眉
を
失
っ
た
昭
陽

の
立
場
は
、
文
化
六
l
七
年
(
一
八

O
九
!
一

O
)
に
わ
た
っ
て
勤
務
し
た
燦

山
輪
番
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
文
字
通
り
、
長
崎
に
お
け
る
外
国
船
の
動
静
を

燦
火
で
各
地
に
伝
え
る
と
い
う
目
的
の
山
上
の
勤
務
で
あ
る
が
、
そ
の
個
人
的

記
録
が
『
燦
山
日
記
』
で
あ
る
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
荒
木
見
悟
『
叢
書
・
日
本

の
思
想
家
亀
井
南
冥
・
亀
井
昭
陽
』
に
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
真

剣
な
意
図
で
記
さ
れ
た
文
学
作
品
で
も
あ
る

2
0
同
書
の
指
摘
に
よ
る
よ
う

に
、
時
に
は
後
で
削
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
く
ら
い
に
藩
の
冷
遇
や
政
策
を

批
判
し
て
も
い
る
が
、
ま
た
他
方
で
、
下
界
の
雑
踏
を
離
れ
た
快
感
を
も
記
し

て
い
る

B
。
し
か
し
、
そ
の
わ
ず
か
の
安
寧
で
さ
え
も
連
続
す
る
不
幸
に
よ
っ

て
消
し
去
ら
れ
て
い
く
。
文
化
六
年
(
一
八

O
九
)
、
島
田
藍
泉
が
死
去
し
た

の
に
続
い
て
、
文
化
九
年
(
一
八
一
二
)
、
末
弟
の
大
年
が
死
去
、
そ
し
て
、

文
化
二
年
(
一
八
一
四
)
三
月
二
日
、
父
亀
井
南
実
が
満
七
O
歳
で
焼
死
す

る
。
虞
瀬
淡
窓
が
「
終
-
一
狂
疾
ヲ
務
セ
ラ
レ
タ
リ
」
と
記
し
「
火
ノ
オ
コ
リ
シ

所
以
、
知
リ
カ
タ
シ
。
自
ラ
火
ヲ
放
タ
レ
シ
ヤ
。
自
然
ニ
起
リ
シ
ヤ
。
自
ラ
火

ニ
投
セ
ラ
レ
シ
ヤ
。
将
タ
出
テ
ン
ト
シ
テ
、
及
ハ
サ
リ
シ
ヤ
。
」
(
『
懐
蕎
棲
筆

記
』
巻
一
五

E
)
と
著
す
よ
う
な
悲
惨
な
死
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
境
遇
に
お
い
て
も
、
昭
陽
は
後
に
『
空
石
日
記
』
に
示
さ
れ
る

よ
う
な
著
述
の
努
力
を
続
け
る
。
こ
の
時
期
の
最
大
の
著
作
は
後
述
す
る
『
蒙

史
』
六
巻
で
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
脱
稿
し
た
の
が
文
化
一
一
年
(
一
八
一
四
)
、

南
冥
死
去
の
年
で
あ
り
、
完
成
を
み
た
の
が
頼
山
陽
と
再
会
し
た
文
政
元
年

(
一
八
一
八
)
で
あ
る
。

そ
の
後
、
晩
年
に
向
か
っ
て
昭
陽
は
経
学
の
書
を
数
多
く
著
述
す
る
。
し
か

し
、
先
の
鹿
瀬
談
窓
が
入
塾
す
る
際
に
は
一
時
秋
月
の
内
山
家
の
養
子
に
な
っ

た
こ
と
と
し
て
入
塾
し
た
様
に
、
南
冥
罷
免
以
降
、
亀
井
塾
が
他
国
者
の
入
塾

を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
一
部
の
研
究
者
に
高
く
評
価
さ
れ
る
以
外

は
、
徐
々
に
孤
高
の
学
者
と
化
し
て
い
っ
た
。

私
生
活
で
も
、
妻
の
実
家
が
経
済
的
に
は
豊
か
で
あ
り
、
内
助
の
功
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
や
、
長
女
少
某
が
文
才
を
発
揮
し
は
じ
め
た
こ
と
を
除

い
て
は
、
不
幸
の
多
い
晩
年
で
あ
っ
た
。
文
政
五
年
(
一
八
二
二
)
に
は
、
三

男
修
三
郎
を
満
四
歳
で
失
う
(
『
傷
逝
録
』
三
冊
附
録
一
冊
)
。
ま
た
、
文
政
八

年
(
一
八
二
五
)
に
は
、
次
弟
大
壮
(
雲
来
・
満
五

O
歳
)
と
長
男
義
一
郎

(
満
一
九
歳
)
を
数
日
の
聞
に
失
う
。
知
己
と
し
て
は
、
原
古
処
が
文
政
一

O

年
(
一
八
二
七
)
に
逝
去
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
頼
山
陽
が
満
五
一
歳
で
没
し

た
の
が
天
保
三
年
(
一
八
三
二
)
九
月
二
三
日
で
あ
っ
た
。
そ
の
問
、
経
学
の

名
著
を
次
々
に
完
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
、
文
政
一
二
年
(
一
八
二
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)
に
家
督
を
次
男
鉄
次
郎
に
譲
っ
て
か
ら
は
、
著
作
に
専
念
す
る
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
、
天
保
七
年
(
一
八
三
六
)
五
月
一
七
日
、
昭
陽
は
満
六
二
歳
の

生
涯
を
閉
じ
る
。

亀井昭楊・額山陽の福間に於ける再会

こ
の
よ
う
に
、
昭
陽
に
と
っ
て
の
文
政
元
年
の
頼
山
陽
と
の
再
会
は
、
一
時

の
社
会
的
栄
光
が
消
え
去
っ
た
時
期
で
あ
り
、
ま
た
、
学
問
的
に
も
、
以
降
の

経
学
中
心
の
著
述
へ
と
傾
く
直
斗
別
で
あ
っ
た
。

で
は
、
こ
の
当
時
、
頼
山
陽
は
い
か
な
る
個
人
的
状
況
に
あ
っ
た
の
か
。

頼
山
陽
(
久
太
郎
)
は
安
永
九
年
(
一
七
八

O
)
一
二
月
二
七
日
、
大
阪
で

家
塾
を
営
む
頼
春
水
(
禰
太
郎
)
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
亀
井
昭
陽
よ
り

七
歳
若
い
こ
と
に
な
る
。
翌
、
天
明
元
年
(
一
七
八
一
)
に
は
、
父
春
水
の
郷

里
、
安
芸
国
竹
原
(
広
島
県
竹
原
市
)
で
祖
父
亨
翁
(
又
十
郎
)
と
顔
を
合
わ

せ
た
り
も
す
る
が
、
そ
の
年
の
一
二
月
に
春
水
が
、
広
島
藩
の
藩
儒
と
し
て
勤

務
す
る
こ
と
と
な
り
、
満
二
歳
の
山
陽
は
、
天
明
二
年
(
一
七
八
二
)
に
は
広

島
に
移
る
。
と
こ
ろ
が
、
翌
、
天
明
三
年
(
一
七
八
三
)
八
月
、
春
水
は
江
戸

詰
と
な
り
、
満
二
歳
の
山
陽
は
母
と
と
も
に
大
阪
の
外
祖
父
飯
岡
義
粛
に
預
け

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
春
水
は
こ
れ
か
ら
、
亨
和
三
年
(
一
八

O
三
)
に
江
戸

は
り
か
た

か
ら
帰
る
ま
で
し
ば
し
ば
江
戸
に
滞
在
し
、
藩
主
の
世
子
浅
野
粛
賢
の
輔
導
を

勤
め
た
り
、
天
明
七
年
(
一
七
八
七
)
幕
府
老
中
と
な
っ
た
松
平
定
信
が
発
し

た
寛
政
二
年
(
一
七
九

O
)
の
「
異
学
の
禁
」
に
対
し
て
、
広
島
藩
藩
校
で
の

朱
子
学
優
先
へ
の
改
革
の
経
験
を
も
と
に
助
言
し
た
り
も
し
て
い
る
。
頼
山
陽

が
再
び
広
島
の
屋
敷
に
戻
っ
た
の
は
天
明
五
年
(
一
七
八
五
)
満
四
歳
の
時
で

あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
、
父
春
水
と
は
触
れ
合
う
こ
と
の
少
な
い
幼
少
年
期
が
続

J
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し
か
し
、
竹
原
に
私
塾
を
聞
く
叔
父
の
頼
春
風
や
、
天
明
五
年
(
一
七
八
五
)

に
広
島
藩
藩
儒
と
な
っ
た
叔
父
の
頼
杏
坪
な
ど
に
も
見
守
ら
れ
な
が
ら
、
天
才

少
年
と
み
な
さ
れ
る
学
問
的
成
長
を
遂
げ
る
。
寛
政
三
年
(
一
七
九
一
)
に
、

の
ぼ
る

父
春
水
は
江
戸
よ
り
書
状
で
「
裏
」
と
い
う
名
を
送
っ
て
い
る
。
ま
た
、
寛
政

九
年
(
一
七
九
七
)
四
月
に
は
、
叔
父
杏
坪
が
江
戸
上
番
と
な
っ
た
の
に
同
行

し
、
昌
平
費
に
入
学
、
尾
藤
二
洲
、
古
賀
精
里
、
柴
野
栗
山
等
に
指
導
を
受
け

翌
年
杏
坪
と
と
も
に
帰
藩
し
て
い
る
。
安
藤
英
男
『
頼
山
陽
侍
』
に
よ
れ
ば
、

こ
の
一
年
間
に
江
戸
の
至
る
所
で
そ
の
才
気
を
発
し
た
と
い
う

2
0

と
こ
ろ
が
こ
の
こ
ろ
よ
り
、
山
陽
は
ひ
と
つ
の
苦
悩
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
、
国
史
執
筆
の
意
図
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
意
図
の
も
と
で
山
陽

は
京
都
に
上
り
研
績
を
深
め
た
い
と
意
志
し
た
。
し
か
し
、
当
時
国
史
の
代
表

は
水
戸
光
聞
が
編
纂
さ
せ
た
『
大
日
本
史
』
で
あ
る
が
、
そ
れ
さ
え
出
版
で
き

な
い
と
い
う
為
政
者
の
制
限
が
あ
っ
た
。
ま
し
て
、
す
で
に
才
名
の
あ
る
頼
山

陽
が
、
朝
廷
の
膝
元
に
赴
く
こ
と
は
危
険
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
春
水
は
山
陽
を

慰
め
る
為
か
、
船
遊
び
に
誘
っ
た
り
、
寛
政
一
一
年
(
一
七
九
九
)
に
は
結
婚

さ
せ
て
も
い
る
が
、
山
陽
は
夜
遊
び
に
耽
り
、
結
局
、
寛
政
一
二
年
(
一
八

O

O
)
九
月
五
日
、
満
一
九
歳
の
山
陽
は
竹
原
へ
の
弔
問
の
途
中
、
松
子
山
で
出

奔
し
て
し
ま
う
。
九
月
二
八
日
に
春
水
門
人
で
あ
る
京
都
の
福
井
新
九
郎
宅
で

発
見
さ
れ
、
一
一
月
三
日
に
は
春
風
と
と
も
に
帰
邸
し
幽
室
す
る
こ
と
に
な
る
。

脱
藩
者
は
発
見
さ
れ
次
第
、
追
い
討
ち
の
刑
と
し
て
斬
ら
れ
る
こ
と
が
常
識
で

あ
っ
た
か
ら
、
頼
家
と
し
て
は
一
大
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
頼
春
水
か
ら
の
、

山
陽
は
狂
気
で
あ
っ
た
と
い
う
届
け
や
、
か
つ
て
春
水
が
輔
導
を
勤
め
た
こ
と

む
り
か
た

も
あ
る
藩
主
浅
野
粛
賢
の
英
断
な
ど
も
あ
り
、
こ
と
は
穏
便
に
済
ま
さ
れ
、

『
頼
山
陽
停
』
に
よ
れ
ば
、
捜
索
費
用
と
し
て
三
十
両
の
手
元
金
ま
で
賜
っ
た

と
い
う

B
。
寛
政
一
二
年
(
一
八

O
O
)
九
月
二
一
日
に
幕
府
か
ら
国
平
費

の
教
授
を
命
じ
ら
れ
た
ば
か
り
の
春
水
と
し
て
は
、
ま
さ
に
危
機
一
髪
の
事
態

で
あ
っ
た
が
、
春
水
は
山
陽
を
廃
嫡
し
監
禁
を
言
い
渡
し
、
春
風
の
長
男
景
譲
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(
樺
二
郎
)
を
仮
養
子
に
立
て
て
乗
り
切
る
。
ま
た
、
山
陽
の
最
初
の
妻
、
淳

子
も
離
縁
す
る
が
、
そ
の
直
後
に
生
ま
れ
た
余
一
(
章
庵
)
は
、
や
が
て
春
水

の
後
を
継
ぐ
。

亨
和
三
年
(
一
八

O
三
)
五
月
に
春
水
は
長
い
江
戸
で
の
勤
務
を
終
え
て
帰

藩
し
、
そ
の
年
の
二
一
月
、
満
二
三
歳
を
目
前
に
し
た
頼
山
陽
は
幽
室
を
解
か

れ
る
。
そ
し
て
、
文
化
二
年
(
一
八

O
五
)
五
月
に
は
門
外
自
由
を
公
に
認
め

ら
れ
す
ぐ
に
広
島
藩
学
問
所
の
助
教
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ
、
『
日

本
外
史
』
の
著
述
は
か
な
り
は
か
ど
っ
て
い
た
。
右
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
亀

井
昭
陽
が
訪
れ
た
の
が
文
化
四
年
(
一
八

O
七
)
三
月
二
二
日
の
こ
と
で
あ
る

が
、
こ
の
時
に
披
露
し
た
と
も
い
わ
れ
、
ま
た
、
昭
陽
が
『
蒙
史
』
を
書
く
に

至
っ
た
き
っ
か
け
が
こ
の
日
の
会
見
に
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

ふ
た
り
の
会
話
に
国
史
が
上
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
の
山
陽
は
、
文
化
六
年
(
一
八

O
九
)
か
ら
文
化
八
年
(
一
八
一

一
)
に
か
け
て
福
山
・
神
辺
の
菅
茶
山
の
廉
塾
の
都
講
を
経
て
、
文
化
八
年
間

二
月
、
京
都
に
入
り
、
天
保
三
年
(
一
八
三
二
)
九
月
二
三
日
、
満
五
一
歳
の

死
に
至
る
ま
で
京
都
で
の
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
る
。

中
村
真
一
郎
『
頼
山
陽
と
そ
の
時
代
』
で
も
特
に
長
い
章
を
設
け
て
論
じ
ら

れ
る
よ
う
に

g
、
ま
た
、
『
頼
山
陽
侍
』
で
も
触
れ
ら
れ
る
よ
う
に
き
、
派

手
な
行
動
に
よ
っ
て
敵
対
者
や
批
判
者
も
数
多
く
存
在
す
る
と
は
い
え
、
そ
の

派
手
さ
や
才
気
ゆ
え
に
、
ま
た
、
そ
の
後
爆
発
的
に
読
ま
れ
る
こ
と
に
な
る

『
日
本
外
史
』
の
著
者
と
し
て
次
第
に
文
人
と
し
て
時
の
寵
児
と
な
っ
て
い
っ

た
頼
山
陽
は
心
の
赴
く
ま
ま
に
、
ま
た
、
請
わ
れ
る
ま
ま
に
日
本
中
を
旅
し
た
。

文
化
一
三
年
(
一
八
一
六
)
に
父
春
水
が
逝
去
し
、
そ
の
三
回
忌
の
法
要
の
為

に
広
島
に
西
下
し
た
山
陽
は
、
そ
の
ま
ま
文
政
元
年
(
一
八
一
八
)
三
月
六
日

に
九
州
へ
と
旅
立
っ
た
。
こ
れ
が
、
亀
井
昭
陽
と
の
再
会
の
契
機
で
あ
る
。

さ
て
、
亀
井
昭
陽
と
再
会
し
た
頼
山
陽
の
こ
の
時
期
は
、
『
日
本
外
史
』
の

最
後
の
完
成
に
向
か
っ
て
改
筆
を
繰
り
返
し
て
い
た
時
期
で
も
あ
る
。
『
日
本

外
史
』
を
、
す
で
に
文
化
九
年
(
一
八
一
二
)
に
隠
居
し
て
楽
翁
と
称
し
て
い

た
松
平
定
信
に
清
書
献
上
し
た
の
が
文
政
一

O
年
(
一
八
二
七
)
で
あ
り
、
翌

文
政
一
一
年
正
月
に
楽
翁
(
定
信
)
が
題
辞
を
付
け
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の

後
『
日
本
外
史
』
は
津
々
浦
々
に
読
ま
れ
、
勤
皇
の
志
士
の
胸
を
熱
く
す
る
の

で
あ
る
。

従
っ
て
こ
の
時
期
は
、
偉
大
な
父
の
死
と
い
う
人
生
の
節
目
を
超
え
て
、
頼

山
陽
に
と
っ
て
時
代
の
寵
児
と
な
る
予
感
に
満
ち
た
時
期
だ
と
言
え
る
。
し
か

し
勿
論
、
右
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ま
た
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
彼
の
敵
対

者
を
生
む
だ
け
の
未
熟
さ
の
影
を
引
き
ず
っ
て
い
る
頃
で
も
あ
っ
た
。

か
く
し
て
、
亀
井
昭
陽
の
人
生
と
頼
山
陽
の
人
生
は
、
文
政
元
年
(
一
八
一

八
)
の
福
岡
で
交
錯
し
た
。
本
節
で
の
両
者
の
比
較
だ
け
で
も
、
頼
山
陽
に
と
っ

て
の
広
島
と
い
う
場
所
が
比
較
的
穏
和
に
存
在
し
て
い
る
の
に
比
し
て
、
逆
に

亀
井
昭
陽
に
と
っ
て
の
福
岡
と
い
う
場
所
が
厳
絡
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
推

測
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
「
場
所
」
と
し
て
の
福
岡
で
、
ふ
た
り
は
ど
の
よ

う
に
再
会
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
、
文
政
元
年
の
福
岡
で
の
出
会
い

文
政
元
年
(
一
八
一
八
)
初
夏
に
お
け
る
亀
井
附
陽
と
頼
山
陽
の
出
会
い
に
、

福
岡
と
い
う
場
所
が
ど
の
よ
う
に
働
い
た
の
か
。
例
え
ば
、
中
村
真
一
郎
『
頼

山
陽
と
そ
の
時
代
』
に
よ
る
と
、
福
岡
藩
の
儒
員
た
ち
に
よ
っ
て
頼
山
陽
に
対

す
る
放
逐
運
動
が
起
こ
っ
た
の
で
山
陽
は
出
立
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
記
さ
れ

る
が

B
、
そ
れ
が
事
実
で
あ
れ
ば
尚
更
、
ま
た
、
事
実
で
は
な
く
て
も
二
人

の
出
会
い
が
、
福
岡
と
い
う
場
所
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
は



な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
、
『
昭
陽
先
生
文
集
初
編
』
に
は
、
「
賀
松
子
登
加
俸
序
」
の
中
に
頼
山

陽
(
子
成
)
を
泊
め
て
も
て
な
し
た
松
永
子
登
を
賛
え
た
一
節
が
あ
る
。
そ
こ

で
は
次
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る

g
o

「
日
頼
子
成
之
西
遊
人
以
其
卓
弛
不
講
道
学
灼
鯨
視
之
」

ー
先
日
、
頼
子
成
が
西
遊
し
、
人
々
は
彼
が
怠
惰
で
道
学
を
講
じ
な
い
と
彼
を

色
眼
鏡
で
見
る
か
の
ご
と
く
し
た
。
ー

「
子
成
雄
人
口
紛
伝
当
世
之
奇
才
也
」

子
成
は
、
人
の
口
に
は
と
や
か
く
噂
さ
れ
る
が
、
当
世
の
奇
才
で
す
。
ー

こ
の
こ
と
は
、
福
岡
に
お
い
て
頼
山
陽
が
好
ま
し
く
な
い
人
物
と
し
て
噂
さ

れ
冷
遇
さ
れ
た
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
昭
陽
は
、
一
般

に
は
迎
合
せ
ず
、
「
奇
才
」
と
評
価
し
て
い
る
。

で
は
、
彼
ら
ふ
た
り
に
と
っ
て
こ
の
出
会
い
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。

亀井昭欝・額出磁の福岡に於ける再会

ま
ず
、
求
め
て
訪
れ
た
頼
山
陽
に
と
っ
て
は
前
節
目
頭
に
掲
げ
た
詩
か
ら
も

明
ら
か
な
よ
う
に
、
楽
し
み
と
期
待
に
溢
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
『
山
陽
詩
抄

巻
之
一
二
』

B
に
よ
れ
ば
、
「
同
元
鳳
登
高
望
海
中
道
」
の
詩
の
よ
う
に
、
昭

陽
(
元
鳳
)
と
今
日
の
福
岡
市
西
公
闘
を
偲
ば
せ
る
高
台
か
ら
海
の
中
道
が
延
々

と
続
く
様
を
詩
っ
て
風
景
を
楽
し
み
、
ま
た
亀
井
昭
陽
、
松
永
子
登
と
は
も
ち

ろ
ん
、
「
五
月
十
四
日
飲
子
上
村
太
書
宅
」
の
よ
う
に
滞
在
中
は
し
ば
し
ば
友

人
と
酒
を
酌
み
交
わ
し
た
こ
と
を
記
す
が
、
こ
れ
に
対
し
て
状
況
を
知
る
亀
井

昭
陽
は
、
や
や
複
雑
な
気
持
で
あ
る
。

二
人
の
出
会
い
の
微
妙
な
ず
れ
は
、
彼
ら
個
人
間
に
お
い
て
も
幾
つ
か
の
点

が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
ず
最
も
直
接
的
に
は
、
両
者
と
も
に
執
筆
中
の
史
書
、
昭

陽
の
『
蒙
史
』
と
、
山
陽
の
『
日
本
外
史
』
と
の
相
互
の
評
価
の
相
違
で
あ
る
。
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謙
吉
『
随
筆
頼
山
陽
』
で
は
、
両
者
の
出
会
い
に
つ
い
て
、
昭
陽
が
山

陽
の
『
日
本
外
史
』
に
対
し
て
自
分
に
も
『
蒙
史
』
が
あ
る
と
、
意
気
込
ん
で

示
し
た
の
だ
が
、
山
陽
は
そ
れ
は
苦
心
の
作
で
は
あ
ろ
う
が
世
に
伝
わ
る
ま
い

と
述
べ
た
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、
山
陽
の
「
新
体
の
史
家
」
と
昭
陽
の
「
古
典
的

の
史
家
」
と
は
合
わ
な
い
の
も
当
然
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る

B
。
結
局
そ

の
通
り
に
山
陽
の
方
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
昭
陽
の
方
は
わ
ず
か
に
専
門

家
に
よ
っ
て
写
本
と
し
て
伝
わ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。

ま
た
出
会
い
に
つ
い
て
は
、
『
昭
陽
先
生
文
集
初
編
』
の
巻
九
に
、
「
興
頼
子

成
書
」
と
題
さ
れ
る
文
が
所
収
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る

az

「
倣
著
蒙
史
上
篇
擬
尚
書
謀
面
皮
相
則
其
迂
閣
不
近
人
情
甚
於
大
玄
。
非
千

歳
子
雲
文
誰
顧
阿
此
。
僕
所
明
白
財
也
。
僕
知
足
下
亦
有
覆
甑
之
笑
故
先
呈
妄

作
狂
詩
露
都
心
有
形
出
耳
。
宣
敢
驚
於
竜
門
自
為
史
林
罪
人
乎
。
形
出
大
有
説

煩
故
不
賛
。
非
敢
好
奇
也
。
尚
古
且
巌
園
容
也
。
然
蒙
史
忌
文
有
雷
同
而
困
子

尚
書
。
」
(
句
点
は
筆
者
。
)

ー
私
の
著
作
『
蒙
史
』
の
上
篇
は
『
尚
書
(
書
経
)
』
に
擬
し
て
お
り
ま
す
が
、

面
の
皮
が
厚
く
あ
つ
か
ま
し
い
こ
と
で
す
が
、
ま
わ
り
く
ど
く
人
々
の
気
持
か

ら
離
れ
て
い
る
の
は
、
あ
の
揚
子
雲
が
『
易
経
』
に
擬
し
て
著
し
た
『
大
玄
』

よ
り
甚
だ
し
い
の
で
す
。
千
年
昔
の
子
雲
で
も
な
け
れ
ば
、
一
体
誰
が
私
の
本

に
注
目
し
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
僕
が
明
ら
か
に
自
分
で

計
画
し
た
こ
と
な
の
で
す
。
僕
は
あ
な
た
も
ま
た
、
心
に
隠
し
た
含
み
笑
い
を

持
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
ま
ず
妄
作
狂
詩
を
お
見
せ
し
、

私
の
部
し
い
心
を
世
間
に
お
見
せ
し
た
訳
な
の
で
す
。
ど
う
し
て
あ
え
て
竜
門

(
司
馬
選
)
に
対
抗
し
て
者
り
偉
ぶ
っ
て
、
自
ら
歴
史
界
の
罪
人
に
な
る
で
し
ょ

う
か
。
世
間
に
認
め
ら
れ
る
の
に
は
大
い
に
そ
の
訳
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、



114 

煩
わ
し
い
の
で
無
駄
は
申
し
ま
せ
ん
。
敢
て
奇
を
好
む
と
い
う
訳
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
い
に
し
え
を
尊
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
国
の
在
り
方
を
確
固
と
す

る
こ
と
で
す
。
従
っ
て
、
『
曲
家
史
』
は
、
そ
の
文
に
雷
同
が
あ
る
こ
と
を
嫌
う

の
で
す
が
、
し
か
し
、
『
尚
書
(
書
経
)
』
に
擬
し
て
苦
し
ん
で
い
る
の
で
す
。

こ
の
手
紙
を
推
察
す
れ
ば
、
亀
井
昭
陽
に
と
っ
て
自
ら
の
『
蒙
史
』
を
評
価

し
て
ほ
し
か
っ
た
の
に
、
頼
山
陽
は
そ
う
し
な
か
っ
た
と
い
う
不
満
が
残
っ
て

い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
評
価
は
頼
山
陽
だ
け
に
あ
っ
た
の
で

は
な
く
、
世
間
一
般
の
評
価
で
も
あ
っ
た
。
実
際
に
紐
解
け
ば
明
ら
か
な
よ
う

に
、
古
典
的
な
形
式
を
踏
襲
し
、
漢
文
で
整
然
と
記
さ
れ
た
『
蒙
史
』
は
、
難

解
で
あ
り
、
当
時
の
一
般
人
に
は
理
解
出
来
な
か
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

同
様
な
こ
と
は
、
昭
陽
と
弟
子
玉
裕
甫
と
の
聞
の
書
簡
類
等
を
ま
と
め
た

『
亀
玉
問
答
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

「
往
年
頼
裏
西
灘
主
博
多
松
永
氏
屡
訪
高
舘
。
先
生
乃
奉
二
書
示
之
。
裏
於
蒙

史
不
措
一
賛
。
鳴
於
日
記
賞
嘆
不
己
。
渠
亦
以
外
史
白
居
。
其
意
所
在
可
知
耳
。
」

(
句
点
は
筆
者
。
)

l
先
に
頼
裏
(
山
陽
)
が
西
遊
し
博
多
の
松
永
氏
(
子
登
)
宅
に
泊
ま
っ
て
し

ば
し
ば
昭
陽
先
生
宅
を
訪
問
し
ま
し
た
。
附
陽
先
生
は
頼
山
陽
に
『
蒙
史
』
と

『
峰
山
日
記
』
の
二
書
を
示
さ
れ
ま
し
た
。
頼
山
陽
は
『
蒙
史
』
に
つ
い
て
一

賛
を
も
与
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
あ
あ
、
『
燦
山
日
記
』
に
は
賞
嘆
が
止
ま
ら

な
か
っ
た
。
彼
は
『
日
本
外
史
』
に
自
信
を
持
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
気
持

ち
が
よ
く
判
り
ま
す
ね
。
ー

こ
れ
は
、
昭
陽
の
弟
子
だ
け
に
山
陽
に
対
し
て
や
や
手
厳
し
い
が
、
そ
の
場

の
状
況
と
、
両
者
の
相
違
を
ま
た
右
と
同
様
に
示
し
て
い
る
。

さ
て
、
両
者
の
出
会
い
の
状
況
に
お
い
て
次
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
双
方
の

境
遇
の
相
違
で
あ
る
。
亀
井
昭
陽
が
文
化
七
年
(
一
八

O
九
)
八
月
か
ら
文
化

八
年
(
一
八
一

O
)
一
一
月
ま
で
燦
火
番
役
を
勤
め
た
経
験
を
も
と
に
文
政
四

年
(
一
八
二
一
)
に
は
書
き
上
げ
た
と
さ
れ
る
『
峰
山
日
記
』
「
巻
中
石
峰

第
五
」
章
に
は
、
頼
山
陽
を
回
顧
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る

g
。

「
在
先
山
陽
ノ
才
子
頼
子
成
投
ニ
手
臆
一
道
。
元
鳳
好
二
礼
楽
詩
書
一
。
腹
蓄
二
十

寓
ノ
水
犀
一
。
却
興
一
一
成
卒
一
伍
那
。
這
ハ
権
ニ
才
子
ノ
話
頭
。
説
起
シ
来
レ
パ

O

也
是

不
二
止
頼
氏
之
子
百
海
内
幾
個
ノ
綿
抱
。
没
一
二
個
不
7
謹
二
驚
這
燦
火
之
成
目
。

部
説
倣
ニ
災
過
臨
一
レ
身
。
」
(
句
読
点
返
り
点
は
全
集
所
載
・
亀
陽
文
庫
所
蔵
本

に
よ
る
。
)

i
先
に
山
陽
の
才
子
、
頼
子
成
(
山
陽
)
が
手
紙
を
よ
こ
し
て
述
べ
る
と
こ
ろ

で
は
、
元
鳳
(
昭
陽
)
は
礼
楽
や
詩
書
を
好
み
、
そ
の
内
に
は
十
万
の
水
犀
と

言
え
る
よ
う
な
珍
し
く
貴
重
で
豊
富
な
知
識
さ
え
蓄
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
警
備
の
兵
な
ど
と
一
緒
に
い
る
で
は
な
い
か
と
。
こ
れ
は

た
だ
単
に
才
子
頼
子
成
の
言
い
分
で
あ
る
が
、
そ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
こ
れ
は

ひ
と
り
頼
子
成
の
み
な
ら
ず
、
国
内
の
ど
の
よ
う
な
知
り
合
い
も
、
一
人
た
り

と
も
、
自
分
が
燦
火
の
警
護
を
し
て
い
る
の
を
驚
か
な
い
も
の
は
い
な
い
し
、

す
べ
て
の
状
況
を
考
え
て
、
災
難
が

'H分
の
身
に
ふ
り
か
か
っ
た
と
説
明
す
る

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
頼
山
陽
の
厚
情
が
見
え
る
と
と
も
に
、
昭
陽
自
身
が
自
ら
の
置

か
れ
た
立
場
を
い
か
に
不
遇
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
か
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
し

て
こ
の
よ
う
な
昭
陽
に
対
し
て
、
頼
山
陽
は
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
脱
藩
者

と
し
て
と
か
く
の
汚
名
は
あ
る
と
し
て
も
、
文
才
を
評
価
さ
れ
自
由
人
と
し
て

生
き
始
め
て
い
た
。
こ
の
二
人
の
境
遇
の
相
違
は
そ
の
出
会
い
に
も
微
妙
な
影

を
落
と
す
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
前
節
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
文
政
元
年
(
一
八
一
八
)
の
こ
の
福

岡
で
の
出
会
い
以
降
、
両
者
の
境
遇
の
差
は
一
層
際
立
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。



亀井昭陽・頼山陽の福間に於ける再会

そ
れ
は
、
も
は
や
両
者
の
個
人
的
理
由
を
超
え
、
時
代
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
も

包
み
こ
ん
だ
存
在
そ
の
も
の
で
も
あ
る
「
場
所
」
の
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
の
手
掛
か
り
を
、
右
の
考
察
か
ら
も
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
両
者
の

史
書
に
つ
い
て
の
比
較
に
得
る
。

両
者
の
史
書
の
流
布
に
関
し
て
は
、
頼
山
陽
の
『
日
本
外
史
』
が
圧
倒
的
に

優
勢
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
後
に
明
治
一

O
年
か
ら
明
治
一
五
年
に
か
け
て
出
板

さ
れ
た
田
口
卯
吉
『
日
本
開
花
小
史
』
で
は
、
「
員
に
山
陽
外
史
の
著
書
の
如

き
は
、
海
内
の
人
心
を
鼓
舞
せ
し
事
古
来
無
隻
と
云
ふ
べ
き
な
り
。
著
書
を
以

て
人
心
を
鼓
舞
す
る
を
得
る
、
此
の
如
き
に
至
り
し
は
蓋
し
又
時
世
の
隆
ん
な

る
に
因
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
」

g
と
、
そ
れ
が
い
か
に
よ
く
読
ま
れ
た
か
を
述

べ
る
と
共
に
、
時
勢
に
適
合
し
た
こ
と
を
も
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
『
随
筆
頼

山
陽
』
に
よ
る
と
光
吉
元
次
郎
研
究
業
績
を
引
用
し
て
校
刻
日
本
外
史
(
川
越

版
)
の
初
版
が
弘
化
元
年
(
一
八
四
四
)
に
刊
行
、
一
四
版
が
明
治
三
二
年

(
一
八
九
九
)
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
と
し
、
ま
た
、
こ
の
川
越
版
は
版
権
な
ど

無
か
っ
た
為
、
い
わ
ば
松
平
家
が
舶
家
に
無
断
で
発
行
し
、
嘉
永
元
年
(
一
八

四
八
)
に
頼
家
版
大
字
日
本
外
史
が
刊
行
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
巨
利
を
博

し
て
い
た
が
、
そ
の
後
版
権
法
が
出
来
、
頼
家
の
訴
訟
に
応
じ
て
当
時
の
額
で

三
万
円
と
い
う
高
額
で
、
川
越
版
の
版
権
を
譲
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

g
。
『
日

本
外
史
』
が
い
か
に
売
れ
た
か
と
い
う
こ
と
が
解
る
。

こ
れ
に
対
し
て
『
蒙
史
』
は
、
生
前
の
刊
行
さ
え
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
学
問

の
風
格
と
い
う
点
か
ら
は
、
明
ら
か
に
『
蒙
史
』
の
方
が
優
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
、
右
に
述
べ
た
亀
井
昭
陽
自
身
の
抱
負
や
『
亀
玉
問
答
』
の
記
述
の
通

り
で
あ
る
し
、
古
典
を
ふ
ま
え
た
学
問
が
確
固
た
る
国
の
礎
に
な
る
と
い
う
の

も
真
実
で
あ
る
。
し
か
し
や
は
り
読
み
物
と
し
て
面
白
い
の
は
、
明
ら
か
に

『
日
本
外
史
』
で
あ
る
。
こ
の
対
比
は
、
世
間
へ
の
流
布
と
い
う
点
だ
け
で
言

115 

え
ば
、
今
日
の
学
術
書
と
文
芸
書
と
の
売
れ
行
き
の
差
と
類
比
的
に
考
え
る
こ

と
も
出
来
る
。

し
か
し
、
問
題
は
そ
れ
に
収
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
右
に
も
述
べ
て
き
た
よ
う

に
、
亀
井
昭
陽
に
対
す
る
福
岡
藩
の
冷
遇
の
問
題
で
あ
る
。
世
間
に
売
れ
な
い

学
問
だ
か
ら
こ
そ
、
為
政
者
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
は
、
政
治
的
に
庇
護
す
る

も
の
で
あ
る
。
古
来
、
学
問
の
世
界
は
そ
の
よ
う
に
し
て
発
展
し
て
き
た
。
両

者
の
出
会
い
は
、
確
か
に
和
や
か
に
紳
士
的
に
行
わ
れ
、
頼
山
陽
の
語
落
さ
は

そ
の
場
を
十
分
楽
し
く
保
ち
え
た
し
友
情
も
深
め
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
頼

山
陽
が
広
く
世
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
予
感
し
、
日
ら
の
『
日
本
外
史
』
に
自

信
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
も
し
、
亀
井
昭
陽
が
藩
に
重
視
さ
れ
て
い
た
ら
、

出
会
い
は
も
っ
と
平
穏
に
充
実
し
、
一
層
親
密
に
行
わ
れ
た
に
違
い
な
い
。
そ

し
て
、
こ
の
こ
と
を
「
場
所
」
の
問
題
と
し
て
考
え
る
時
、
彼
ら
個
々
人
の
背

後
に
迫
っ
て
い
る
大
き
な
「
場
所
」
の
状
況
に
左
右
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
時
の
福
岡
藩
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
で
も
あ
り
、

そ
の
背
後
の
、
日
本
や
刊
界
の
時
代
的
状
況
で
も
あ
り
、
ま
た
、
古
来
か
ら
の

福
岡
と
い
う
地
理
的
歴
史
的
場
所
の
問
題
で
も
あ
る
。
そ
れ
ら
諸
状
況
の
場
所

論
的
考
察
に
つ
い
て
は
、
後
篇
に
委
ね
た
い
。

註
(
l
)

『
西
国
幾
多
郎
全
集

八
ー
二
八
九
頁
。

(
2
)
頼
裏
子
成
『
山
陽
詩
紗

(
3
)
九
州
大
学
歳
。

(
4
)
高
野
江
鼎
湖
『
儒
侠
亀
井
南
宣
(
』
共
文
社
、
大
正
二
年
、
七
五
頁
。
荒
木
見

悟
『
叢
書
日
本
の
思
想
家
亀
井
商
冥
・
亀
井
附
陽
』
明
徳
出
版
社
、
昭
和
六

三
年
、
七
九
頁
。
町
田
三
郎
「
亀
井
南
冥
・
昭
陽
の
生
涯
」
『
福
岡
県
史
通

史
篇
福
岡
藩
文
化
(
上
)
』
西
日
本
文
化
協
会
、
平
成
五
年
、
二
五
一
|
二

第
四
巻
』
岩
波
書
居
、

一
九
四
九
/
一
九
八
八
、

。

巻
之
三
』
後
藤
機
校
、
荒
木
蔵
。
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五
二
頁
。
な
ど
。

(
5
)
康
渡
正
利
「
商
学
甘
裳
館
の
廃
校
」
『
福
岡
県
史
通
史
篇
福
岡
落

(
上
)
』
西
日
本
文
化
協
会
、
平
成
五
年
、
四
四
一
|
四
四
二
頁
。

(
6
)
八
木
清
治
「
十
八
世
紀
後
半
に
お
け
る
旅
と
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

l
橘
春
嘩
・

亀
井
南
冥
・
高
山
彦
九
郎
の
交
流
を
め
ぐ
っ
て
|
」
『
福
岡
女
学
院
大
学
紀
要

第
三
号
』
、
一
九
九
三
、
一
九
三
頁
。

(
7
)

『
修
猷
館
二
百
年
史
』
同
編
集
委
員
会
編
、
昭
和
六

O
年
、
二
八
二
九
頁
。

(
8
)
井
上
忠
「
亀
井
南
冥
と
竹
固
定
良

l
藩
校
成
立
前
後
に
お
け
る
|
」
『
福
岡
県

史
近
間
研
究
筒
一
制
附
藩
(
四
)
』
西
日
本
文
化
協
会
、
三
五
|
凹
二
頁
。

(
9
)
註

(
4
)
と
同
書
、
一
二

O
頁。

(
叩
)
註

(
4
)
と
同
書
、
一
二
一
一
二
二
頁
。

(
日
)
虞
瀬
淡
窓
『
懐
嘗
楼
筆
記
』
巻
一
五
、
『
増
補
淡
窓
全
集
上
巻
』
日
田
郡
教

育
会
/
忠
文
閣
、
大
正
一
四
年
/
昭
和
四
六
年
、
一
九
O
l
一
九
一
頁
。

(
ロ
)
安
藤
英
男
『
頼
山
陽
侍
』
近
藤
出
版
社
、
昭
和
五
七
年
、
五
一
六
三
頁
。

(
日
)
註
(
ロ
)
と
同
書
、
八
二
真
。

(
日
)
中
村
真
一
郎
『
頼
山
陽
と
そ
の
時
代
中
巻
』
中
公
文
庫
、
昭
和
五
一
年
、
七

九
頁
以
降
。

(
日
)
註
(
ロ
)
と
問
書
、
六
六
|
六
七
頁
。

(
山
山
)
註
(
は
)
と
同
書
一
、
一
五
四
1

一
五
五
頁
。

(
げ
)
『
昭
防
先
生
文
集
初
篇
』
巻
一
、
日
間
股
瀬
本
家
政
、
『
白
井
南
冥
昭
陽
全
集

第
八
巻
下
』
、
葦
書
房
、
昭
和
五
五
年
、
二
五
六
l
二
五
七
頁
。

(
凶
)
『
山
陽
詩
紗
巻
之
三
』
後
藤
機
校
、
荒
木
職
。

(
悶
)
市
嶋
謙
吉
『
随
筆
頼
山
陽
』
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
一
七
年
、
二
四
六
頁
。

(
却
)
『
昭
陽
先
生
文
集
初
編
』
巻
九
、
日
田
虞
瀬
本
家
蔵
、
『
亀
井
南
冥
昭
陽
全
集

第
八
巻
下
』
、
葦
書
房
、
昭
和
五
五
年
、
三
四
五
|
三
四
八
頁
。

(
幻
)
亀
井
昭
陽
『
燦
山
日
記
』
、
亀
陽
文
庫
蔵
、
「
亀
井
南
冥
昭
陽
全
集

葦
書
房
、
昭
和
五
四
年
、
三
七
頁
。

(
幻
)
田
口
卯
土
口
『
日
本
開
化
小
史
』
岩
波
文
庫
、

頁。

(
幻
)
註
(
印
)
と
同
世
一
回
、
九
八
l
九
九
頁
。

文
化

第
七
巻
』
、

一
九
三
四
/
一
九
九
二
、
二

O
O

(
あ
ら
き

稲
岡
女
学
院
大
学
助
教
授
)

ま
さ
み
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