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一
．
は
じ
め
に

　
「
古
池
や
蛙
飛
こ
む
水
の
お
と
」（
以
下
古
池
句
）
は
、
ま
ご
う
こ
と
な

く
芭
蕉
の
代
表
句
と
言
え
よ
う
。

見
様
に
よ
っ
て
は
、
単
に
「
古
池
に
蛙
が
飛
び
込
ん
で
、
水
の
音
が
し

た
」
と
い
う
だ
け
の
古
池
句
で
あ
る
が
、
そ
の
単
純
な
が
ら
も
奥
深
い
世

界
観
ゆ
え
に
、
現
在
で
は
、
古
池
句
は
ど
の
注
釈
書
に
お
い
て
も
相
当
の

紙
幅
を
割
い
て
解
釈
さ
れ
て
お
り
、
考
察
等
も
非
常
に
多
い
。
和
歌
の
世

界
に
お
け
る
蛙
の
扱
い
と
の
違
い
に
始
ま
っ
て
、
こ
の
蛙
が
ど
の
よ
う
な

蛙
で
、
数
は
い
か
ほ
ど
か
、
そ
も
そ
も
蛙
は
池
に
飛
び
込
ん
だ
の
か
、
古

池
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
等
、
古
池
句
の
一
言
一
句
を
め

ぐ
っ
て
様
々
な
疑
問
が
生
ま
れ
、
そ
し
て
様
々
な
説
が
生
ま
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
古
池
句
が
芭
蕉
生
前
か
ら
必
ず
し
も
代
表
句
と
し
て
扱
わ
れ

て
き
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
は
、
今
一
度
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
古

池
句
の
真
蹟
短
冊
や
懐
紙
が
多
く
残
っ
て
い
る
た
め
、
古
池
句
が
人
気
の

あ
っ
た
句
で
は
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
が
、
芭
蕉
自
身
は
、
生

前
に
自
身
の
代
表
句
と
し
て
古
池
句
を
挙
げ
た
こ
と
は
な
い
。
古
池
句
は

あ
く
ま
で
『
蛙
合
』（
貞
享
三
年
〈
一
六
八
六
〉
刊
）
あ
る
い
は
同
年
に

出
版
さ
れ
た
『
春
の
日
』
の
う
ち
の
一
句
で
あ
り
、
当
初
は
格
別
に
重
要

視
さ
れ
た
句
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
芭
蕉
没
後
に
古
池
句
は
芭
蕉
の

代
表
句
と
し
て
の
座
を
獲
得
し
た

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

具
体
的
に
は
、
古
池
句
が
芭
蕉
の
代
表
句
と
し
て
考
え
ら
れ
始
め
た
の

は
、
中
興
期
ご
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
蕪
村
七
部
集
」
の
第
一
の
書
と

さ
れ
る
『
其
雪
影
』（
明
和
九
年
〈
一
七
七
二
〉
刊
）
で
は
、
芭
蕉
の
像

と
と
も
に
、
古
池
句
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
後
、「
古
池
」
を

冠
す
る
俳
書
も
多
く
出
版
さ
れ
た
。

桜
井
松
平
家
と
古
池
跡

―
古
池
は
い
か
に
し
て
「
現
れ
た
」
か
―

三
　
原
　
尚
　
子
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古
池
句
が
芭
蕉
の
代
表
句
と
な
っ
た
過
程
に
つ
い
て
は
、
復
本
一
郎
氏

の
『
芭
蕉
古
池
伝
説
』（

（
（

が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
未
だ
に
古
池

句
の
解
釈
・
研
究
の
ほ
と
ん
ど
が
、
芭
蕉
自
身
が
ど
の
よ
う
な
意
図
で
古

池
句
を
詠
ん
だ
か
を
明
か
す
こ
と
を
主
眼
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、

そ
れ
自
体
は
必
要
な
研
究
で
あ
る
が
、
古
池
句
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経

て
代
表
句
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
古
池
句

の
重
視
の
さ
れ
方
か
ら
み
る
と
、
さ
ら
に
考
察
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
人
々
が
名
句
と
い
う
も
の
に
つ
い
て

ど
う
考
え
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
が
、
多
少
な
り
明
ら
か
と
な
る
と
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

古
池
句
の
受
容
を
考
え
る
上
で
、
本
稿
で
は
、
特
に
古
池
そ
の
も
の
に

着
目
し
た
い
。
実
の
と
こ
ろ
、
古
池
に
つ
い
て
も
、
芭
蕉
が
詠
ん
だ
と
さ

れ
る
古
池
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
芭
蕉
庵
の
所

在
地
と
の
関
係
で
か
な
り
研
究
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
の
古
池
が
ど

の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
先
行

研
究
が
な
か
っ
た
。

　

広
く
人
口
に
膾
炙
し
た
古
池
句
に
お
け
る
、
重
大
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る

「
古
池
」
の
扱
わ
れ
方
を
考
え
る
こ
と
で
、
今
後
の
芭
蕉
受
容
に
関
す
る

研
究
、
あ
る
い
は
俳
諧
の
名
所
に
関
す
る
研
究
の
一
助
と
し
た
い
。

二
．
古
池
に
関
す
る
先
行
研
究

　

前
章
で
述
べ
た
通
り
、
古
池
句
に
登
場
す
る
古
池
に
つ
い
て
は
、
様
々

な
先
行
研
究
が
あ
る
。

先
に
挙
げ
た
『
芭
蕉
古
池
伝
説
』
に
よ
る
と
、
古
池
句
の
人
気
は
芭

蕉
の
直
弟
子
三
人
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
三
人
と
は
、『
三
冊
子
』

（
元
禄
十
五
年
〈
一
七
〇
二
〉
ご
ろ
成
立
）
で
古
池
句
を
引
用
し
て
芭
蕉

の
俳
諧
性
を
示
し
た
土
芳
、
風
羅
念
仏
の
中
で
古
池
句
を
唱
え
た
惟
然
、

そ
し
て
、『
葛
の
松
原
』（
元
禄
五
年
〈
一
六
九
二
〉
刊
）
で
い
ち
早
く
古

池
句
を
取
り
上
げ
、『
俳
諧
十
論
』（
享
保
四
年
〈
一
七
一
九
〉
刊
）
に
お

い
て
、
古
池
句
に
よ
り
芭
蕉
が
「
風
雅
の
正
道
」
を
見
い
だ
し
た
と
主
張

し
た
支
考
で
あ
る（

（
（

。

　

そ
も
そ
も
古
池
は
、
芭
蕉
庵
の
ほ
ど
近
く
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
が

多
い（

（
（

。
そ
の
根
拠
と
な
る
の
が
、
今
挙
げ
た
、
支
考
の
『
葛
の
松
原
』
で

あ
る
。『
葛
の
松
原
』
に
お
け
る
古
池
句
の
記
事
は
、
芭
蕉
の
生
前
に
記

さ
れ
た
、
古
池
に
関
す
る
数
少
な
い
記
事
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
信

憑
性
の
高
い
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
以
下
に
引
用
す
る
。

○
芭
蕉
庵
の
叟オ
キ
ナ（

中
略
）
春
を
武
江
の
北
に
閉
給
へ
ば
、
雨
静
に
し

て
鳩
の
声
ふ
か
く
、
風
や
は
ら
か
に
し
て
花
の
落
る
事
お
そ
し
。
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弥
生
も
名
残
お
し
き
頃
に
や
あ
り
け
む
、
蛙
の
水
に
落
る
音
し
ば

し
ば
な
ら
ね
ば
、
言
外
の
風
情
こ
の
筋
に
う
か
び
て
、「
蛙
飛
こ
む

水
の
音
」
と
い
へ
る
七
五
は
得
給
へ
り
け
り
。

　

記
事
中
の
「
春
を
武
江
の
北
に
閉
給
へ
ば
」
は
「
江
戸
の
北
に
隠
遁
し

て
春
を
過
ご
し
て
い
る
と
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う（

（
（

。
こ
の
言
葉

を
根
拠
と
し
て
、古
池
は
深
川
の
芭
蕉
庵
の
側
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

確
か
に
、「
閉
給
へ
ば
」
と
い
う
表
現
か
ら
芭
蕉
庵
を
想
起
す
る
の
は
自

然
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
深
川
を
江
戸
の
「
北
」
と
す
る
こ
と
に
は
や
や
違

和
感
が
あ
る
。
事
実
、
他
の
弟
子
た
ち
が
芭
蕉
庵
を
「
武
江
の
北
」
と
表

し
た
例
は
、
管
見
の
限
り
他
に
見
つ
か
ら
な
い
。「
武
江
の
北
」
は
、
芭

蕉
庵
を
明
確
に
指
し
て
い
る
と
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。こ
の
よ
う
に
、

芭
蕉
周
辺
の
人
々
は
、
必
ず
し
も
古
池
の
場
所
や
様
子
を
具
体
的
に
は
記

し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

芭
蕉
庵
に
つ
い
て
も
異
説
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
古
池
句
が
詠
ま

れ
た
当
時
の
芭
蕉
庵
、
い
わ
ゆ
る
第
二
次
深
川
芭
蕉
庵
（
天
和
三
年

〈
一
六
八
三
〉
冬
～
元
禄
二
年
〈
一
六
八
九
〉
三
月
居
住
）
は
、
深
川
元

番
所
に
あ
っ
た
と
考
え
て
お
く（

（
（

。
深
川
元
番
所
と
は
、
小
名
木
川
に
か
か

る
万
年
橋
の
北
側
付
近
で
あ
り
、
後
に
新
大
橋
が
架
け
ら
れ
た
場
所
で
あ

る
。
も
し
古
池
が
芭
蕉
庵
の
近
く
に
あ
っ
た
の
な
ら
、
古
池
は
深
川
元
番

所
近
辺
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

た
だ
し
、
古
池
が
芭
蕉
庵
の
近
く
に
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
に
場
所
が
特

定
で
き
た
と
し
て
も
、
古
池
が
ど
の
よ
う
な
池
だ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に

つ
い
て
は
諸
説
あ
る
。
例
え
ば
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
古
池
は
池

で
は
な
く
、
芭
蕉
の
弟
子
で
あ
る
杉
風
が
所
持
し
て
い
た
生
簀
で
あ
っ
た

と
い
う
説
で
あ
ろ
う
。

　

古
池
を
杉
風
所
持
の
生
簀
と
す
る
記
事
を
、以
下
に
一
例
の
み
挙
げ
る
。

こ
れ
は
、
前
掲
『
芭
蕉
古
池
伝
説
』
中
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
、
宝
暦
十
二

年
（
一
七
六
二
）
序
、
写
本
『
芭
蕉
翁
全
伝
』
中
に
あ
る
記
事
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
古
池
を
生
簀
と
す
る
説
の
早
い
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
筆
者
の

川
口
竹
人
は
、
土
芳
の
弟
子
で
あ
り
、
古
池
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
る

記
事
の
中
で
は
時
期
が
早
く
、
信
憑
性
も
高
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

写
本
で
あ
っ
た
た
め
か
、
流
布
す
る
の
に
時
間
が
か
か
っ
た
と
い
う
点
に

は
留
意
し
た
い
。

　
　

△
古
池
や
蛙
飛
込
水
の
音

右
、
江
戸
本
町
六
間
堀
、
鯉
屋
藤
右
衛
門
籞い
け
すや

し
き
の
所
、
其
世
に

あ
れ
は
て
、
藻
草
に
埋
み
た
る
時
の
偶
感
と
か
や
。

　

記
事
中
、「
鯉
屋
藤
右
衛
門
」は
杉
風
を
指
す
。「
江
戸
本
町
六
間
堀
」は
、
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深
川
元
番
所
と
ほ
ぼ
同
じ
場
所
を
指
す
が
、
六
間
堀
の
方
が
や
や
南
に
位

置
す
る
。
こ
の
記
事
の
み
を
見
て
も
、
古
池
の
様
子
以
前
に
、
古
池
が
ど

こ
に
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
、
中
興
期
の
人
々
に
共
通
認
識
が
な
か
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

本
稿
で
は
、
様
々
な
古
池
説
の
う
ち
、
い
ず
れ
の
説
が
正
し
い
か
と
い

う
こ
と
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
古
池
句
が
名
句
と
し
て
考
え
ら
れ
始
め

た
中
興
期
に
、古
池
に
つ
い
て
の
定
説
が
な
か
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

つ
ま
り
、
古
池
の
場
所
や
様
子
を
特
定
す
る
手
段
を
、
芭
蕉
周
辺
の
人
々

は
ほ
と
ん
ど
残
し
て
こ
な
か
っ
た
。
早
い
時
期
に
芭
蕉
の
孫
弟
子
に
よ
っ

て
書
か
れ
た
『
芭
蕉
翁
全
伝
』
は
比
較
的
信
憑
性
が
高
い
記
事
と
い
え
る

が
、
写
本
で
あ
る
た
め
、
ほ
と
ん
ど
流
布
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
後

の
人
々
は
、
古
池
の
場
所
や
様
子
に
つ
い
て
は
推
測
す
る
し
か
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
に
、
蓼
太
を
中
心
と
す

る
雪
中
庵
の
人
々
が
、
芭
蕉
庵
と
古
池
を
要
津
寺
前
に
再
現
し
た
。

古
池
が
再
現
さ
れ
た
経
緯
は
、『
再
興
集
』（
明
和
八
年〈
一
七
七
一
〉序
）

と
い
う
俳
書
の
序
文
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
既
に
復
本
氏
が
引
用
し

て
い
る
が
、
重
要
な
の
で
本
稿
に
も
引
用
し
て
お
く
。

い
つ
の
頃
と
か
よ
、
其
所
、
諸
侯
の
御
う
ち
構
と
地
を
変
て
よ
り
む

な
し
く
、
古
池
に
影
見
る
人
だ
に
な
く
、
星
う
つ
り
霜
経
り
ぬ
。（
中

略
）
さ
る
を
、
明
和
八
年
の
こ
と
し
や
、
時
至
て
、
江
都
の
人
々
を

始
、
社
中
力
を
あ
は
せ
、
彼
寺
の
門
前
引
入
た
る
所
に
再
ば
せ
を
庵

を
結
、
あ
た
り
に
く
ぼ
か
な
る
と
こ
ろ
を
う
が
ち
、
忘
水
の
わ
す
れ

ぬ
古
池
の
吟
を
う
つ
す
。

　

こ
の
記
事
の
中
に
も
「
古
池
に
影
見
る
人
だ
に
な
く
」
と
あ
り
、
元
の

古
池
の
様
子
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
古
池
跡
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
こ
の
記
事
中
で
は
明
言

さ
れ
て
い
る
。
記
事
中
「
其
所
」
は
芭
蕉
庵
を
指
す
の
で
、
芭
蕉
庵
の
ほ

ど
近
く
に
あ
る
古
池
跡
も
「
諸
侯
の
御
う
ち
構
」
の
中
に
あ
る
と
示
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
深
川
元
番
所
も
し
く
は
六
間
堀
に
あ
る

と
さ
れ
て
い
た
古
池
跡
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
初
め
て
「
諸
侯
」

の
屋
敷
の
中
に
あ
る
と
明
言
さ
れ
た
。

　

こ
の
「
諸
侯
」（

（
（

が
桜
井
松
平
家
（
当
時
の
藩
主
は
松
平
忠
告
）
で
あ
る

こ
と
は
、
既
に
復
本
氏
の
み
な
ら
ず
、
他
の
研
究
者
も
、
松
平
家
関
係
の

書
籍
の
執
筆
者
も
多
く
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

復
本
氏
は
そ
の
根
拠
を
、梅
人
編『
続
深
川
集
』（
寛
政
三
年〈
一
七
九
一
〉

刊
）
に
お
け
る
亀
文
の
序
文
に
見
い
だ
し
て
い
る
。
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古
池
や
蛙
飛
こ
む
水
の
音
、
こ
の
音
の
寂
し
み
、
桃
青
は
じ
め
て
聞

し
を
、
其
句
の
音
、
我わ

れ

聴き
き

、
他た

聞き
き

、
世
を
経
て
も
普
く
き
ゝ
味
は
ふ

る
事
に
な
む
。
さ
り
や
、
そ
の
池
は
、
今
、
予
が
別
業
の
内
に
存
し

て
、
ま
す
〳
〵
古
池
と
な
れ
り
。
ひ
と
ゝ
せ
、
み
ぐ
さ
浚
は
せ
、
柵

ゆ
は
せ
な
ど
せ
し
に
、
水
底
よ
り
さ
れ
た
る
埋
木
掘
出
し
ぬ
。

つ
ま
り
、
こ
の
序
文
を
書
い
た
亀
文
の
所
持
す
る
別
荘
中
に
、
古
池
の

跡
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
亀
文
が
、
桜
井
松
平
家
の
当
主
、

松
平
忠
告
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、復
本
氏
は『
江
戸
名
所
図
会
』の
芭
蕉
庵
の
記
事
に
関
連
し
て
、

と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
期
（
引
用
者
注
：
天
保
年
間
）、「
古
池
」
は

「
松
平
遠
江
侯
の
庭
中
」
に
あ
っ
て
、「
古
池
の
形
今
な
ほ
存
せ
り
」

と
伝
え
て
い
る
。
尼
ヶ
崎
侯
桜
井
忠
告
・
俳
人
亀
文
は
、
文
化
二
年

（
一
八
〇
五
）
に
没
し
て
お
り
、
そ
の
後
、「
松
平
遠
州
侯
」
の
所
有

と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
管
見
の
範
囲
で
は
、
江
戸
時
代
に
お

い
て
は「
古
池
」の
具
体
的
な
記
述
は
、こ
れ
を
も
っ
て
最
後
と
す
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
今
見
た
通
り
、
こ
の
記
述
は
誤
り
で
、「
そ
の
後
、『
松

平
遠
州
侯
』
の
所
有
と
な
っ
た
」
の
で
は
な
く
、
亀
文
が
松
平
遠
江
守
本

人
で
あ
り
、
寛
政
期
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
前
も
そ
れ
以
後
も
、
古
池
跡

は
桜
井
松
平
家
の
（
つ
ま
り
亀
文
の
）
屋
敷
内
に
あ
っ
た
。

亀
文
が
桜
井
松
平
家
の
当
主
で
あ
り
、
そ
の
屋
敷
の
中
に
古
池
跡
が

あ
っ
た
こ
と
は
既
に
様
々
な
文
献
の
中
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一

方
で
、
亀
文
や
、
彼
の
所
持
す
る
別
荘
に
あ
っ
た
と
い
う
古
池
跡
に
つ
い

て
の
ま
と
ま
っ
た
先
行
研
究
が
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
た
め
復
本

氏
は
、
桜
井
松
平
家
を
桜
井
家
と
同
じ
で
あ
る
と
誤
認
し
、
書
き
誤
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
次
章
で
は
、
こ
の
松
平
忠
告
こ
と
亀
文
に
つ
い
て
、
詳
し
く

見
て
い
き
た
い
。

三
．
亀
文
（
松
平
忠
告
）
に
つ
い
て

　

亀
文
は
、
大
名
俳
人
と
し
て
は
有
名
な
人
物
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、『
俳

文
学
大
辞
典
』
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
亀
文
単
独
の
記
事
が
立
項
さ
れ

て
い
る
。

亀
文　

俳
諧
作
者
。寛
保
二
（
一
七
四
二
）～
文
化
二
（
一
八
〇
五
）・

一
二
・
一
〇
、六
四
歳
。
本
名
桜
井
忠た
だ
の
り告

。（
7
（

別
号
、
一い
ち

桜お
う

井せ
い

。
明

和
四
年
（
一
七
六
七
）
二
月
、
三
代
目
尼
崎
城
主
を
襲
封
。
素
外
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門
。
江
戸
下
屋
敷
内
に
芭
蕉
庵
の
遺
跡
を
保
有
す
る
。
寛
政
一
一

年
（
一
七
九
九
）、
大
阪
天
満
宮
に
宗
因
の
句
碑
を
建
立
。
没
後

の
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）、
息
の
忠た
だ

宝と
み

（
亀
幸
）
に
よ
っ
て
句
集

『
一
桜
井
発
句
集
』
が
編
ま
れ
た
。
編
著
『
誹
諧
五
色
梅
』。（
後
略
）

　

見
て
の
通
り
、『
俳
文
学
大
辞
典
』
に
も
、
亀
文
が
芭
蕉
庵
の
遺
跡
を

保
有
し
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
『
徳
川
・
松
平
一
族
の
事
典
』（

（
（

に
よ
る
と
、
桜
井
松
平
家
は
松
平
氏
の

庶
流
で
、
元
々
は
三
河
国
碧
海
郡
桜
井
郷
（
現
愛
知
県
安
城
市
桜
井
町
）

を
領
し
て
い
た
た
め
、
桜
井
氏
と
呼
ば
れ
た
。
松
平
氏
の
庶
流
か
つ
桜
井

氏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
一
族
は
俗
に
桜
井
松
平
氏
と
呼
ば
れ
て

い
る
。

桜
井
松
平
氏
は
松
山
藩
、
掛
川
藩
な
ど
、
様
々
な
藩
に
転
封
さ
れ
た
が
、

忠
告
の
祖
父
、
忠た
だ

喬た
か

の
代
か
ら
尼
崎
を
治
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
尼
崎
へ

の
転
封
は
、
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
官
職

に
つ
い
て
は
、
忠
喬
が
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
に
叙
任
さ
れ
て
以
来
、

忠
告
も
そ
れ
以
後
の
当
主
も
遠
江
守
を
歴
任
し
て
い
る
。
先
述
の
通
り
、

亀
文
の
死
後
、
古
池
跡
が
松
平
遠
江
守
に
渡
っ
た
の
で
は
な
く
、
元
々
桜

井
松
平
家
の
下
屋
敷
の
敷
地
内
に
古
池
跡
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
当
主
の

亀
文
が
『
続
深
川
集
』
序
文
で
記
し
た
、
と
い
う
の
が
事
実
で
あ
る
。

　

一
次
資
料
に
お
い
て
も
、
こ
の
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
既
に
二
章
で
見

た
通
り
、
芭
蕉
庵
が
あ
っ
た
場
所
は
深
川
元
番
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

芭
蕉
庵
の
跡
地
、つ
ま
り
深
川
元
番
所
に
古
池
跡
も
あ
っ
た
と
仮
定
す
る
。

深
川
元
番
所
を
年
代
順
に
古
地
図
で
見
て
い
く
と
、
芭
蕉
の
死
後
、
元
禄

十
年
（
一
六
九
七
）
の
時
点
で
は
、
深
川
元
番
所
は
ま
だ
伊
奈
家
の
屋
敷

で
あ
っ
た
（
図
1
）
が
、翌
元
禄
十
一
年
の
地
図
で
は
、「
松
だ
い
ら
遠
江
」

と
な
っ
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
（
図
2
）。
忠
喬
が
遠
江
守
に
叙
任
さ

れ
た
時
期
と
ほ
ぼ
同
じ
な
の
で
、
叙
任
に
伴
っ
て
深
川
元
番
所
に
屋
敷
を

得
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
後
も
、
こ
の
地
は
桜
井
松
平
家
の
屋
敷
で

あ
り
続
け
た
。
こ
の
こ
と
も
、
複
数
の
古
地
図
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
亀
文
が
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
の
か
考
え
る
前
に
、
一

つ
解
決
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
る
。

　

日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
で
は
、
亀
文
は
一
桜
井
の
号

だ
け
で
な
く
、
曲
直
庵
の
号
も
名
乗
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
曲
直
庵

亀
文
は
、
一
桜
井
亀
文
以
上
に
様
々
な
俳
書
に
そ
の
名
が
掲
載
さ
れ
る
作

者
で
あ
る
。
複
数
の
編
著
の
う
ち
に
は
、『
芭
蕉
翁
百
回
忌
報
恩
句
集
』（
寛

政
四
年
〈
一
七
九
二
〉
刊
）
と
い
う
芭
蕉
顕
彰
に
関
す
る
俳
書
も
あ
り
、

も
し
一
桜
井
亀
文
と
曲
直
庵
亀
文
が
同
一
人
物
で
あ
れ
ば
、
芭
蕉
庵
跡
や

古
池
跡
の
顕
彰
と
の
関
わ
り
が
注
目
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、結
論
か
ら
言
え
ば
、二
人
の
亀
文
は
別
人
で
あ
る
。
先
の
『
俳
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文
学
大
辞
典
』
の
記
事
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
一
桜
井
亀
文
は
、
寛
保
二

年
（
一
七
四
二
）
生
ま
れ
、
文
化
二
（
一
八
〇
五
）
没
で
あ
る
。
一
方
、

曲
直
庵
亀
文
は
、天
明
七
年（
一
七
八
七
）に『
曲
直
庵
亀
文
古
稀
賀
集
』（
桂

阿
編
）
が
編
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
年
に
七
十
歳
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
こ
か
ら
逆
算
す
る
と
、
曲
直
庵
亀
文
が
生
ま
れ
た
の
は
、
享

保
三
年
（
一
七
一
八
）
と
い
う
こ
と
に
な
る（

（
（

。
ど
ち
ら
の
亀
文
も
ほ
ぼ
同

時
代
に
活
動
し
た
俳
人
で
は
あ
る
が
、
曲
直
庵
亀
文
の
方
が
二
十
歳
以
上

年
上
で
あ
り
、
同
一
人
物
と
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
。

　

た
だ
し
、
二
人
の
亀
文
の
間
に
面
識
が
な
か
っ
た
と
言
い
切
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
曲
直
庵
亀
文
は
、
几
董
編
『
続
一
夜
松
後
集
』（
天
明
六
年

〈
一
七
八
六
〉
刊
）
等
で
、
江
戸
在
住
の
作
者（
（1
（

と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
曲
直
庵
で
興
行
し
た
歌
仙
に
京
都
の
几
董
が
一
座
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
他
の
地
方
の
俳
人
と
も
交
流
が
あ
る
ほ
ど
、
さ
か
ん
に
俳
諧
活
動

を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
、
同
集
か
ら
わ
か
る
。
ほ
か
に
も
、『
成
美
家
集
』

（
文
化
十
三
年
〈
一
八
一
六
〉
跋
）
な
ど
か
ら
は
、成
美
と
の
交
流
が
あ
っ

た
こ
と
が
伺
え
る
。
さ
ら
に
、
江
戸
座
の
宗
匠
で
あ
る
楼
川
一
派
と
の
交

流
が
あ
っ
た
こ
と
も
、『
続
一
夜
松
後
集
』
ほ
か
、
複
数
の
俳
書
か
ら
明

ら
か
で
あ
る
。
曲
直
庵
亀
文
は
、
一
桜
井
亀
文
と
同
じ
時
期
に
、
同
じ
江

戸
で
、
手
広
く
活
動
し
た
俳
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ど
ち
ら
か
が
も

う
一
方
の
こ
と
を
、
も
し
く
は
、
互
い
が
互
い
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
可

図
１　

元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
刊
『
分
間
江
戸
図
』（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）

図
２　

元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
刊
『
新
板
江
戸
大
絵
図
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）
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能
性
は
捨
て
き
れ
な
い
。
し
か
し
、
今
は
こ
れ
以
上
の
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
資
料
が
な
い
た
め
、
結
論
は
出
せ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
亀
文
と

い
う
名
で
同
時
期
に
活
躍
し
た
俳
人
が
複
数
存
在
す
る
こ
と
で
、
一
桜
井

亀
文
が
ど
の
よ
う
に
活
動
し
て
い
た
か
が
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
こ

と
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　

以
上
の
よ
う
な
理
由
で
、
確
実
に
一
桜
井
亀
文
（
以
下
単
に
亀
文
と
呼

ぶ
）の
句
と
言
え
る
句
、も
し
く
は
亀
文
編
と
言
え
る
俳
書
は
少
な
い
。『
俳

文
学
大
辞
典
』
で
紹
介
さ
れ
て
い
た
『
一
桜
井
発
句
集
』、『
誹
諧
五
色
梅
』

は
亀
文
の
句
を
収
め
る
俳
書
と
し
て
確
実
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外

の
俳
書
に
、
単
に
「
亀
文
」
と
作
者
名
が
掲
載
さ
れ
る
場
合
は
、
検
討
が

必
要
で
あ
る
。

確
実
に
亀
文
の
句
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
推
測
で
き
る
俳
書
に
は
二
通

り
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、亀
文
が
師
事
し
た
谷
素
外
編
の
俳
書
、

も
う
一
つ
は
大
名
俳
人
の
句
が
多
く
含
ま
れ
る
俳
書
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
前
者
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
素
外
が
編
集
し
た
俳
書
は
、
撰

集
だ
け
で
な
く
、
俳
論
、
季
寄
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
に

も
亀
文
の
名
が
見
え
る
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
、
亀
文
の
句
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。

　

素
外
の
俳
書
の
う
ち
、
亀
文
の
名
が
見
え
る
も
の
を
、
以
下
に
年
代
順

に
挙
げ
て
み
る（
（（
（

。
書
名
の
下
に
、
ど
の
よ
う
な
形
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
か
も
挙
げ
た
。

『
誹
諧
古
今
句
鑑
』（
安
永
六
年
〈
一
七
七
七
〉）　

発
句

『
新
撰
猿
菟
玖
波
集
』（
安
永
七
年
〈
一
七
七
八
〉
序
）　

前
句
付

『
誹
諧
江
戸
川
』（
天
明
四
年
〈
一
七
八
四
〉）　

前
句
付

『
誹
諧
一
物
連
歌
』（
寛
政
元
年
〈
一
七
八
九
〉
跋
）　

発
句
（
夏
の
部
、

恋
の
部
、
釈
教
の
部
、
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
頭
を
飾
る
）

『
誹
諧
百
回
隺
の
跡
』（
寛
政
四
年
〈
一
七
九
二
〉）　

発
句

『
誹
諧
句
鑑
拾
遺
』（
寛
政
四
年
〈
一
七
九
二
〉
跋
）　

発
句

『
竜
の
宮
津
子
』（
享
和
二
年
〈
一
八
〇
二
〉）　

発
句
（
亀
幸
の
句
も
あ
り
）

『
梅
翁
宗
因
発
句
集
』（
文
化
二
年
〈
一
八
〇
五
〉）　

発
句
（
亀
幸
の
句
も

あ
り
）

な
お
、
こ
れ
ら
の
俳
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
発
句
の
中
に
は
、『
一
桜

井
発
句
集
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
発
句
も
か
な
り
あ
る
。『
一
桜
井
発

句
集
』
は
全
句
集
で
は
な
く
、
秀
句
の
み
を
集
め
た
句
集
と
見
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
俳
書
か
ら
、
亀
文
の
活
動
時
期
は
、
安
永
期
ご
ろ
か

ら
亡
く
な
る
直
前
の
文
化
期
ま
で
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
推
測
で
き
る
。

息
子
で
あ
る
亀
幸
が
家
督
を
相
続
す
る
の
は
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
な
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の
で（

（1
（

、
亀
文
は
隠
居
し
て
い
な
い
状
態
で
俳
諧
活
動
を
行
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
今
挙
げ
た
俳
書
の
中
に
は
、
か
な
り
の
数
の
大
名
俳
人
た

ち
の
号
が
見
ら
れ
る
。例
え
ば
、亀
齢（
湯
長
谷
藩
主
内
藤
政ま
さ
あ
き
ら

環
）、素
麿（
烏

山
藩
主
大
久
保
忠た
だ
し
げ成

）、
冬
央
（
桑
名
藩
主
松
平
忠た
だ
か
つ功

）
な
ど
、
枚
挙
に

暇
が
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
や
は
り
先
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
大
名
俳
人
た

ち
の
句
を
多
く
掲
出
す
る
句
集
に
あ
る
「
亀
文
」
の
号
は
、
一
桜
井
亀
文

を
指
す
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

大
名
俳
人
が
多
く
句
を
寄
せ
て
い
て
、
か
つ
、
亀
文
の
名
が
見
え
る
俳

書
に
は
、
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

『
桜
五
歌
仙
』（
宝
暦
五
年
〈
一
七
五
五
〉）（
（1
（　

発
句

『
歳
旦
牒
』（
安
永
六
年
〈
一
七
七
七
〉）（
（1
（　

発
句

た
だ
し
、『
桜
五
歌
仙
』
は
他
の
俳
書
と
比
べ
て
時
期
が
早
い
。
こ
の

亀
文
が
一
桜
井
亀
文
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
現
状
で
は
保
留
に
せ
ざ
る
を

得
な
い（
（1
（

。

一
方
、『
歳
旦
牒
』
の
刊
年
は
亀
文
の
活
動
期
と
重
な
っ
て
い
る
上
に
、

前
後
に
大
名
俳
人
た
ち
の
句
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
桜
井
亀

文
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
本
書
は
二
世
祇
徳
の
歳
旦
帖
で
、
米

翁（
元
大
和
郡
山
藩
主
柳
沢
信の
ぶ
と
き鴻〈

柳
沢
吉
保
の
孫
で
も
あ
る
〉）、祇
井（
出

羽
松
山
藩
主
嫡
男
酒
井
忠た
だ
た
か崇

）
な
ど
、
多
く
の
大
名
俳
人
た
ち
の
句
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
も
米
翁（
享
保
九
年〈
一
七
二
四
〉～
寛
政
四
年〈
一
七
九
二
〉）

は
、
江
戸
座
の
俳
諧
宗
匠
や
大
名
俳
人
た
ち
と
広
く
交
際
し
た
人
物
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
。
鹿
島
美
里
氏
の
研
究（
（1
（

に
よ
る
と
、
米
翁
は
江
戸
座
の

俳
諧
宗
匠
で
あ
る
亀
成
と
関
係
が
深
か
っ
た
。
そ
の
、
亀
成
の
十
三
回
忌

追
善
集
で
あ
る
『
妙
智
力
』（
安
永
九
年
〈
一
七
八
〇
〉
刊
）
に
も
、
亀
文

の
名
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
以
下
に『
妙
智
力
』の
冒
頭
部
分
を
引
用
す
る
。

表
六
章

雨
夜
庵
は
ち
か
き
あ
た
り
に
て
、
明
暮
の
こ
と
ま
で
も
見
聞
き

侍
り
し
に
、
十
三
年
の
昔
な
り
し
も
、
さ
て
。

ふ
り
に
け
り
秋
の
雨
夜
の
物
が
た
り　

亀
文

　
「
雨
夜
庵
」
は
、
亀
成
を
指
す
。
鹿
島
氏
に
よ
る
と
、
亀
成
は
南
八
丁

堀
五
丁
目
（
現
中
央
区
湊
一
丁
目
）
に
住
ん
で
お
り
、そ
の
す
ぐ
近
く
（
八

丁
堀
の
南
の
埋
立
地
）に
桜
井
松
平
家
の
上
屋
敷
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

こ
の
亀
文
は
一
桜
井
亀
文
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
亀
文
と
亀
成
と
の
間

に
直
接
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
亀
成
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と
の
関
係
が
深
か
っ
た
、
米
翁
周
辺
の
俳
人
た
ち
と
の
間
に
も
、
直
接
的

な
交
流
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

亀
文
が
他
の
大
名
俳
人
や
江
戸
座
、
も
し
く
は
そ
れ
以
外
の
宗
匠
た
ち

と
ど
の
よ
う
に
交
流
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
大
名
俳
人
の
俳
諧
活
動

の
実
態
を
探
る
た
め
に
も
、
さ
ら
に
研
究
が
必
要
な
部
分
で
あ
る
が
、
そ

れ
に
つ
い
て
は
後
稿
の
課
題
と
し
た
い
。
本
稿
で
は
、
亀
文
が
素
外
以
外

に
も
、
様
々
な
俳
人
た
ち
と
の
交
流
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
ひ
と
ま
ず
着

目
し
た
上
で
、次
章
に
進
み
、改
め
て
亀
文
と
古
池
跡
の
関
係
に
迫
り
た
い
。

四
．
古
池
跡
と
亀
文

　

既
に
見
た
と
お
り
、
古
池
跡
が
桜
井
松
平
家
の
屋
敷
の
中
に
あ
っ
た
こ

と
は
、
今
と
な
っ
て
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
人

口
に
膾
炙
し
た
の
は
い
つ
ご
ろ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　

二
章
で
挙
げ
た
『
続
深
川
集
』
は
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
刊
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
よ
り
も
か
な
り
早
い
記
事
が
二
件
あ
る
。

　

管
見
の
限
り
で
は
、
古
池
跡
が
桜
井
松
平
家
に
あ
る
と
述
べ
る
、
最
も

古
い
記
事
は
、亀
文
の
師
で
あ
る
素
外
の
編
著
、『
俳
諧
名
所
方
角
集
』（
安

永
四
年
〈
一
七
七
五
〉
刊
）（
（1
（

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

古
池　

新
大
橋
東
松
平
遠
州
侯
下
屋
敷
の
内

ニ
有
。
ば
せ
を
が
古
池

吟
、
此
所
也
と
ぞ
。
又
此
外

ニ
も
あ
り
と
云
。

古
池
や
蛙
飛
こ
む
水
の
音　
　
　
　

芭
蕉

古
池
の
い
か
に
も
古
き
氷
か
な　
　

蒼
狐

古
池
の
昔
語
と
な
く
蛙　
　
　
　
　

亀
文

小
雨
し
て
い
と
ゞ
古
び
や
池
の
春　

行
露

古
池
□
□
得
よ
春
の
掃
除
番　
　
　

亀
洞

古
池
や
蛙
若
や
ぐ
庭
の
艸　
　
　
　

素
外

　

古
池
に
関
す
る
説
明
の
後
に
、
古
池
を
題
と
し
た
発
句
が
並
べ
ら
れ
て

お
り
、
そ
こ
に
亀
文
の
名
が
見
え
る
。
こ
こ
で
の
亀
文
も
、
単
に
亀
文
と

記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、『
俳
諧
名
所
方
角
集
』
が
師
素
外
の
編

著
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
何
よ
り
も
古
池
に
関
す
る
記
述
か
ら
、
一
桜
井

亀
文
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

先
に
見
た
と
お
り
、
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
は
、
亀
文
が
俳
諧
活
動

を
し
た
時
期
の
う
ち
、ご
く
初
期
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
に
、

亀
文
自
身
の
句
が
掲
載
さ
れ
る
俳
書
に
お
い
て
、
桜
井
松
平
家
の
下
屋
敷

の
う
ち
に
古
池
跡
が
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
こ
と
に
は
大
き
な
意
味
が
あ

る
。
た
だ
し
、「
此
外

ニ
も
あ
り
と
云
」
と
い
う
文
言
か
ら
は
、
古
池
跡

が
桜
井
松
平
家
の
屋
敷
内
に
あ
っ
た
と
い
う
考
え
が
、
ま
だ
完
全
に
一
般
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化
し
、
共
有
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
あ
る
い
は
、
既
に
古

池
跡
を
再
興
し
て
い
た
蓼
太
に
対
す
る
配
慮
に
よ
り
、
こ
の
文
言
を
加
え

た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
『
俳
諧
名
所
方
角
集
』
に
近
い
時
期
の
俳
書
、『
は
せ
を
く
ら
』（

（1
（

の
序
文

に
も
、
古
池
跡
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
以
下
に
引
用
す
る
。

神
風
や
伊
勢
の
桃
取
に
鸚
鵡
蔵
あ
り
、江
戸
の
駿
河
台
に
芭
蕉
蔵
有
。

（
中
略
）
杉
風
深
川
に
草
の
廬
を
む
す
び
て 

ば
せ
を
庵
也
。
古
池
は

今
に
松
平
遠
州
候
の
燓
中
に
残
る
（
原
文
四
角
囲
み
割
注
）
呼
む
か

へ
し
な
り
。（
後
略
）

「
燓
中
」
は
難
解
な
言
葉
で
あ
る
が
、「
燓
」
の
中
国
語
に
お
け
る
意
味

に
「
ま
が
き
、
垣
根
」
の
意
味
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
古
池
跡
が
桜
井
松
平

家
の
敷
地
の
中
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。『
は

せ
を
く
ら
』
は
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
刊
、楼
汕
編
の
撰
集
で
あ
る
が
、

楼
川
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
た
句
集
で
あ
り
、
こ
の
序
文
も
楼
川
に
よ
っ

て
記
さ
れ
て
い
る
。

　

前
章
で
述
べ
た
と
お
り
、
曲
直
庵
亀
文
と
楼
川
一
派
と
の
間
に
交
流
が

あ
っ
た
こ
と
は
確
実
だ
が
、
実
は
、
一
桜
井
亀
文
と
楼
川
と
の
間
に
も
交

流
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
何
故
な
ら
、
前
章
で
挙
げ
た
『
歳
旦
牒
』

に
は
、楼
川
一
派
の
発
句
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。こ
れ
を
も
っ

て
直
ち
に
、
両
者
に
交
流
が
あ
っ
た
と
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
が
、
た
と

え
直
接
の
交
流
が
な
く
と
も
、楼
川
が
『
俳
諧
名
所
方
角
集
』
を
見
た
り
、

あ
る
い
は
周
り
の
人
々
か
ら
古
池
跡
に
つ
い
て
聞
い
た
り
し
た
可
能
性
は

十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
古
池
跡
に
つ
い
て
述
べ
る
他
の
書

物
と
比
べ
る
と
刊
行
時
期
の
早
い
『
は
せ
を
く
ら
』
に
、
こ
の
よ
う
な
記

事
が
掲
載
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
の
後
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
刊
の
『
続
深
川
集
』
を
経
て
、
亀

文
没
後
の
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
茗
荷
集
』
に
至
る

と
、
古
池
跡
が
芭
蕉
庵
の
旧
跡
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で

あ
る
か
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

古
池

　
　
　
　

深
川
元
番
所
松
平
遠
州
候
邸
中
に
あ
り
。

　
　
　
　

是
則
芭
蕉
庵
旧
跡
な
り
。

　

な
お
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
は
、
亀
文
の
発
句
集
で
あ
る
『
一
桜
井

発
句
集
』（
（1
（

が
刊
行
さ
れ
た
年
で
も
あ
っ
た
。『
一
桜
井
発
句
集
』
の
序
文
の

末
尾
を
、
亀
文
の
息
子
で
あ
る
亀
幸
は
こ
う
述
べ
て
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
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二
世
一
桜
井
亀
幸
、
大
橋
東
岸
の
別
業
に
於
て
し
る
す
。

　
「
大
橋
東
岸
の
別
業
」
と
は
、
勿
論
桜
井
松
平
家
の
下
屋
敷
を
指
す
。

わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う
な
文
言
を
記
し
た
の
は
、
当
時
既
に
古
池
跡
が
桜
井

松
平
家
の
屋
敷
内
に
あ
る
と
す
る
説
が
周
知
の
事
実
と
な
っ
て
い
た
か
ら

で
は
な
い
か
。
亀
文
が
生
前
に
行
っ
た
宣
伝
が
、
文
政
期
に
至
る
ま
で
に

効
果
を
発
揮
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
を
指
し
示
す
か
の
よ
う
に
、そ
の
後
、天
保
期
に
刊
行
さ
れ
た
『
江

戸
名
所
図
会
』
で
も
、
古
池
跡
が
桜
井
松
平
家
の
屋
敷
内
に
あ
る
と
す
る

説
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

芭
蕉
庵
の
旧
址　

同
じ
橋
（
引
用
者
注
：
万
年
橋
）
の
北
詰
、
松
平

遠
州
侯
の
庭
中
に
あ
り
て
、
古
池
の
形
、
今
猶
存
せ
り
と
い
ふ
。

さ
ら
に
、
江
戸
末
期
の
地
図
で
あ
る
『
本
所
深
川
絵
図
』
で
は
、
つ

い
に
地
図
上
に
「
芭
蕉
庵
の
古
跡　

庭
中

ニ
有
」
と
記
さ
れ
る
（
図
3
）。

厳
密
に
は
古
池
跡
と
芭
蕉
庵
跡
は
違
う
は
ず
で
あ
る
が
、『
茗
荷
集
』や『
江

戸
名
所
図
会
』
を
見
る
限
り
、
既
に
同
じ
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た

と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
古
池
跡
は
完
全
に
固
有
の
名
所

と
な
り
お
お
せ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、『
江
戸
名
所
図
会
』
に
は
、「
古
池
の
形0

、
今
な
ほ
存
せ
り
」

と
あ
る
。
桜
井
松
平
家
の
敷
地
内
に
、
単
に
古
池
の
「
跡
」
が
残
っ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
古
池
の
「
形
」
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
興
味
深
い

指
摘
で
あ
る
。
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
に
「
ま
す
〳
〵
古
池
と
な
れ
り
」

（『
続
深
川
集
』）
と
述
べ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
ま
る
で
時
間
を
遡
る
よ

う
に
、
天
保
年
間
刊
の
『
江
戸
名
所
図
会
』
で
、
古
池
の
形
が
残
っ
て
い

る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
古
池
跡
が
補
修
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

　

そ
う
考
え
る
の
は
、
亀
文
が
素
外
に
命
じ
て
、
古
池
顕
彰
の
碑
を
建
て

さ
せ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
尼

崎
藩
の
儒
官
で
あ
る
服
部
元
彰
の
『
芭
蕉
庵
旧
記
』（
11
（

に
記
さ
れ
て
い
る
。

図
３　

江
戸
末
期
刊　
『
本
所
深
川
絵
図
』（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）
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芭
蕉
庵

ノ
旧
址

ハ
在

リ
二
我
藩
下
邸

ニ
一
、
蓋

シ
詠

シ
二
古
池
蛙
声

ヲ
一
之
処

ト

云
フ

。
文
化
中
、
高
尚
公
特

ニ
命

ジ
二
谷
素
外

ニ
一
、
勒

シ
二
諸
碑

ヲ
一
立

ツ
二

於
園
中

ニ
一
。（
後
略
）

　

高
尚
公
は
亀
文
の
諱
名
で
あ
る
。
亀
文
は
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
に

亡
く
な
っ
た
の
で
、「
文
化
中
」
か
ら
、
亀
文
の
最
晩
年
の
出
来
事
で
あ

る
と
わ
か
る
。

　

こ
の
時
亀
文
が
素
外
に
建
て
さ
せ
た
碑
に
つ
い
て
は
、
萩
原
蘿
月
『
詩

人
芭
蕉
』（
1（
（

に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
碑
の
裏
面
に
は
、
素

外
の
「
古
沌
蛙
之
詞
原
」
と
い
う
文
章
が
刻
ま
れ
て
い
た
と
い
う
。

右
蛙
の
句
読
し
時
よ
り
、
今
茲
文
政
巳

（
マ
マ
（卯

二
年
迄
凡
百
三
十
年
余
、

池
は
浮
萍
生
じ
、
其
名
を
埋
ま
す
。
遠
近
の
風
客
よ
り
〳
〵
こ
れ
を

訪
ふ
も
の
有
と
。○
こ
た
び
老
侯
爰
か
し
こ
物
数
寄
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。

（
後
略
）

　

文
章
中
の
「
文
政
巳
卯
二
年
」
は
、
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
の
誤
り

で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
、
文
政
と
い
う
元
号
が
刻
ま
れ
て
い
る
以
上
、
こ
の

文
章
は
明
ら
か
に
亀
文
の
没
後
に
書
か
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

そ
う
す
る
と
「
老
侯
」
は
亀
文
で
は
な
く
、
息
子
の
亀
幸
を
指
す
こ
と
に

な
る
。
な
お
、
こ
の
碑
は
現
存
し
な
い
た
め
、
原
文
が
こ
の
通
り
で
あ
る

の
か
、
そ
れ
と
も
、『
詩
人
芭
蕉
』、
も
し
く
は
そ
の
引
用
元
で
あ
る
と
い

う
、
野
桂
の
『
墳
塋
集
』（

11
（

な
る
書
物
の
誤
り
に
よ
る
も
の
な
の
か
は
不
明

で
あ
る
。

　

ひ
と
ま
ず
今
は
、
古
池
跡
を
尋
ね
た
客
が
多
数
い
る
こ
と
、
ま
た
、
そ

の
た
め
亀
文
（
あ
る
い
は
亀
幸
）
が
古
池
跡
を
整
え
た
こ
と
を
、
こ
の
文

章
か
ら
読
み
取
っ
て
お
き
た
い
。
や
は
り
、
当
初
定
説
が
な
か
っ
た
古
池

跡
の
あ
り
か
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
周
知
さ
せ
た
第
一
人

者
は
、
当
事
者
で
あ
る
、
桜
井
松
平
家
の
当
主
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

五
．
お
わ
り
に

意
外
に
も
、
芭
蕉
の
生
前
に
、
芭
蕉
庵
の
住
所
を
具
体
的
に
記
し
た
記

事
は
驚
く
ほ
ど
少
な
い
。
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
第
二
次
芭
蕉

庵
が
深
川
元
番
所
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
は
、
下
里
知
足
の
日
記
中

に
そ
う
書
き
残
さ
れ
て
い
る
お
か
げ
で
あ
り
、
後
世
の
私
た
ち
は
と
も
か

く
、
芭
蕉
没
後
に
、
芭
蕉
と
そ
う
関
係
の
深
く
な
い
市
井
の
人
々
が
、
芭

蕉
庵
や
、
そ
れ
に
付
随
す
る
（
と
考
え
ら
れ
た
）
古
池
跡
の
所
在
を
知
る

手
段
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
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そ
も
そ
も
、古
池
跡
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
知
り
た
い
と
願
う
気
持
ち
は
、

古
池
句
が
名
句
と
し
て
広
ま
っ
て
き
た
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
た
は
ず
で
あ

る
。
古
池
句
が
芭
蕉
の
代
表
句
の
一
つ
と
な
り
は
じ
め
た
中
興
期
に
、
亀

文
が
古
池
跡
に
つ
い
て
記
し
た
の
は
、
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
何
よ
り
重
要
な
の
は
、
亀
文
と
い
う
大
名
俳
人
が
、
伝
統
的
な

歌
枕
で
は
な
く
、俳
諧
の
名
所
で
あ
る
古
池
跡
を
顕
彰
し
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
大
名
ク
ラ
ス
の
人
々
の
間
で
も
、
俳
諧
が
和
歌
と
同
等
の
位
置

づ
け
を
獲
得
し
は
じ
め
た
こ
と
を
示
す
例
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
勿

論
、
芭
蕉
生
前
に
も
俳
諧
を
嗜
ん
だ
大
名
は
い
た
が
、
あ
く
ま
で
和
歌
や

連
歌
が
芸
事
の
中
心
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
亀
文
が
古
池
跡
を
熱

心
に
顕
彰
し
た
こ
と
は
、
俳
諧
が
、
大
名
が
推
挙
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
地

位
を
獲
得
し
た
こ
と
の
証
左
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
た
『
茗
荷
集
』
な
ど
の
俳
諧
の
名
所
集
は
、
化
政
期

以
降
に
多
く
出
版
さ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
名
所
に
ま
つ
わ
る
伝
承
の
信
憑

性
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
そ
れ
相
応
の
信
憑
性
が
あ
る
名
所

が
好
ま
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
大
名
が
場
所

を
明
確
に
示
し
た
こ
と
は
、
相
当
な
説
得
力
を
持
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
つ

ま
り
、
亀
文
が
そ
の
信
憑
性
に
太
鼓
判
を
押
し
た
か
ら
こ
そ
、
古
池
跡
は

人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

視
点
を
変
え
て
、
俳
諧
の
名
所
を
選
定
す
る
と
い
う
作
業
自
体
に
つ
い

て
考
え
て
み
る
と
、
江
戸
時
代
後
期
は
、
俳
諧
に
限
ら
ず
、
様
々
な
名
所

の
場
所
が
推
定
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
俳
諧
の
例
か
ら
は
か

な
り
か
け
離
れ
て
い
る
が
、
崇
徳
上
皇
が
配
流
先
の
讃
岐
で
過
ご
し
た
雲

井
御
所
は
、
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
に
、
高
松
藩
主
松
平
頼よ
り
ひ
ろ恕

に
よ
っ

て
そ
の
跡
地
が
推
定
さ
れ
、
雲
井
御
所
之
碑
が
建
立
さ
れ
た（
11
（

。
俳
諧
の
名

所
を
推
定
す
る
動
き
も
こ
の
よ
う
な
例
の
ひ
と
つ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た

だ
し
、
俳
諧
の
名
所
特
有
の
事
情
と
し
て
、
そ
の
多
く
が
、
芭
蕉
が
住
ん

で
い
た
江
戸
に
あ
っ
た
こ
と
は
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
元
々
さ

ほ
ど
多
く
な
い
江
戸
の
歌
枕
の
隙
間
を
埋
め
る
よ
う
に
、
俳
諧
の
名
所
が

選
定
さ
れ
て
い
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
古
池
跡
が
、
桜
井
松
平
家
の
敷
地
の
中
で
も
、
特
に
下
屋
敷

の
中
に
あ
っ
た
こ
と
の
意
義
を
述
べ
て
結
び
と
し
た
い
。
児
玉
幸
多
監
修

『
江
戸
大
名
下
屋
敷
を
考
え
る
』
に
よ
る
と
、
下
屋
敷
は
「
上
屋
敷
・
中

屋
敷
が
被
災
し
た
場
合
の
避
難
所
、
別
邸
、
江
戸
で
必
要
な
食
料
・
物
資

を
集
積
お
よ
び
供
給
す
る
場
所
な
ど
、
多
様
な
目
的
に
使
わ
れ
た
」（
11
（

と
い

う
。
事
実
、『
一
桜
井
発
句
集
』
に
も
、
下
屋
敷
は
「
大
橋
東
岸
の
別
業

0

0

」

で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
た
。『
江
戸
大
名
下
屋
敷
を
考
え
る
』
に
は
、
残

念
な
が
ら
桜
井
松
平
家
の
例
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
大
名
の
下

屋
敷
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
か
を
示
す
例
が
多
く
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
中
に
は
、
大
和
郡
山
藩
主
柳
沢
家
の
下
屋
敷
、
つ
ま
り
米
翁
の
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屋
敷
の
例
も
あ
る
。
文
化
・
芸
能
を
好
ん
だ
米
翁
は
、
下
屋
敷
を
拠
点
に

物
見
遊
山
に
出
か
け
、
下
屋
敷
で
自
ら
芝
居
を
興
行
し
た
と
い
う（

11
（

。
こ
れ

ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
、
句
会
の
興
行
な
ど
も
下
屋
敷
で
行
わ
れ
た
と

考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

勿
論
、
下
屋
敷
と
は
い
え
、
一
般
の
人
々
が
大
名
の
屋
敷
に
た
や
す
く

入
れ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
、
亀
文
の
周
り
に
は
多

く
の
俳
諧
作
者
た
ち
が
い
た
。
こ
れ
ら
の
作
者
た
ち
、
特
に
大
名
俳
人
や

宗
匠
た
ち
が
、
下
屋
敷
を
訪
れ
て
古
池
跡
を
見
た
た
め
に
、
古
池
跡
が
そ

の
場
所
に
あ
る
と
広
ま
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
こ
と
を
証
明
す
る
に
は
、
亀
文
の
交
流
関
係
に
つ
い
て
よ
り
詳
し

く
知
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
先
述
の
と
お
り
、
稿
を
改
め

て
論
じ
た
い
。
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