
一

名 

碑　
「
向
岡
記
」

ま
え
が
き

水
戸
藩
駒
込
邸
の
殿
舎
前
の
築
山
に
水
戸
藩
主
第
九
代
德
川
斉
昭
が
建
立
し

た
「
向
岡
記
」
碑
は
幾
多
の
変
遷
を
経
て
、
東
京
大
学
浅
野
地
区
の
工
学
部
十

号
館
と
窒
素
貯
蔵
タ
ン
ク
の
間
の
ご
み
の
捨
て
場
の
中
に
崩
壊
寸
前
の
姿
で

立
っ
て
い
た
。
碑
の
後
方
十
メ
ー
ト
ル
に
は
萬
年
塀
ひ
と
つ
で
言
問
通
り
、
碑

面
は
排
ガ
ス
に
よ
っ
て
黒
ず
み
、
酸
性
雨
で
風
化
が
す
す
み
、
碑
文
の
判
読
は

困
難
を
極
め
た
。
幸
い
拓
本
（
参
四
）

な
ど
の
史
料
・
参
考
文
献
に
よ
り
判
読
で
き

た
。東

京
大
学
一
三
〇
周
年
記
念
「
知
の
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
」
の
学
内
整
備
事
業
に

伴
い
平
成
二
十
年
八
月
八
日
、
保
存
修
理
を
施
し
て
浅
野
南
門
内
の
ス
ロ
ー
プ

の
情
報
基
盤
セ
ン
タ
ー
側
壁
面
に
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

駒
込
邸
は
明
治
時
代
以
降
、
陸
軍
省
用
地
、
警
視
庁
用
地
、
東
京
府
用
地
、

さ
ら
に
は
東
京
大
学
用
地
を
経
て
浅
野
家
に
わ
た
り
、
再
び
東
京
大
学
の
用
地

に
な
っ
た
。
大
学
用
地
に
な
っ
て
か
ら
は
、
研
究
棟
の
増
設
な
ど
に
よ
り
嘗
て

の
駒
込
邸
の
庭
園
は
、
す
べ
て
破
壊
さ
れ
江
戸
時
代
の
面
影
は
全
く
失
わ
れ
て

し
ま
っ
た
。「
向
岡
記
」
の
碑
は
、
斉
昭
の
自
撰
自
書
に
な
る
碑
で
、
水
戸
藩

駒
込
邸
跡
に
残
さ
れ
た
、
唯
一
の
遺
品
で
あ
る
。

碑
は
当
初
殿
舎
前
の
築
山
に
建
立
さ
れ
た
と
思
う
が
、
碑
石
は
石
灰
岩
質
で

全
く
加
工
を
加
え
な
い
野の

面づ
ら

の
ま
ま
に
作
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
碑
面
に
は

多
く
の
欠
点
が
あ
る
。
斉
昭
は
こ
の
欠
点
を
碑
文
の
中
に
巧
み
に
取
り
込
み
、

名
碑｢

向
岡
記｣

を
作
り
上
げ
た
。
こ
の
よ
う
な
碑
は
他
に
例
を
見
な
い
貴
重

な
も
の
で
あ
る
。
斉
昭
と
て
こ
の
よ
う
な
作
法
で
作
っ
た
碑
は
こ
れ
の
み
で
あ

る
。さ

ら
に
、
こ
の
碑
に
は
、
白
い
石
、
茶
色
の
石
、
黒
い
石
が
添
景
石
（
参
三
・
参
十
四
）

と
し
て
碑
の
根
元
に
添
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
碑
に
つ
い
て
詳
し
く
調
べ
る
と
、
斉
昭
の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
こ
だ
わ
り

が
わ
か
る
。

 
名 
碑　
「
向
岡
記
」

日
本
石
造
文
化
学
会　
　

塩　

原　
　

都

金
蘭
書
道
会　
　

飯　

村　
　

博



二

第
一
章　
「
向
岡
記
」
の
碑
と
碑
文

一
．
石
材　
（
高
1.5
ｍ
・
幅
約
１
ｍ
・
厚
11
㎝
前
後
・
白
色
）

水
戸
藩
駒
込
邸
は
、
加
賀
藩
邸
す
な
わ
ち
現
在
の
本
郷
地
区
の
北
側
に
位
置

し
、弥
生
地
区
と
浅
野
地
区
並
び
に
隣
接
す
る
住
宅
地
の
範
囲
を
占
め
て
い
た
。

こ
の
駒
込
邸
跡
は
、
明
治
以
降
、
使
用
実
態
が
何
度
と
な
く
変
わ
り
、
江
戸

時
代
の
雰
囲
気
は
す
べ
て
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
德
川
斉
昭
が
駒
込
邸
に
建

立
し
た
「
向
岡
記
」
碑
の
み
が
唯
一
、
東
京
大
学
浅
野
地
区
に
残
さ
れ
た
。

こ
の
碑
は
、
工
学
部
十
号
館
と
窒
素
ガ
ス
貯
蔵
タ
ン
ク
の
間
の
ご
み
捨
て
場

の
よ
う
な
場
所
に
、
真
南
か
ら
二
十
度
ほ
ど
東
を
向
い
て
立
っ
て
い
た
。
碑
の

下
部
は
基
礎
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
塗
り
込
め
ら
れ
、
碑
文
の
下
端
は
、
各
行
一

～
二
字
ず
つ
、
そ
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
埋
も
れ
て
い
た
。
碑
の
後
方
に
は
コ
ン

ク
リ
ー
ト
の
柱
を
つ
け
て
補
強
し
て
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
柱
と
碑
石
の
間
に

隙
間
が
あ
っ
て
、
補
強
の
役
を
果
た
し
て
い
な
か
っ
た
。

碑
の
存
在
は
忘
れ
ら
れ
、
風
化
の
一
途
を
た
ど
り
、
崩
壊
を
待
つ
の
み
の
状

態
に
あ
っ
た
。

碑
石
の
小
口
を
観
察
す
る
と
、
厚
さ
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
内
外
の
板
状
の
石
灰

岩
層
が
、
薄
い
絹
雲
母
片
岩
を
挟
ん
だ
産
状
に
な
っ
て
い
る
。
碑
石
の
こ
の
形

状
は
、常
陸
太
田
市
の
真
弓
山
に
産
出
す
る
寒
水
石
（
参
八
）

の
特
徴
に
合
致
す
る
。

そ
の
常
陸
太
田
は
、慶
長
十
四
年（
一
六
〇
九
）か
ら
水
戸
藩
領
（
参
十
二
）
で
あ
っ

た
。
ま
た
真
弓
山
産
の
寒
水
石
は
、
水
戸
藩
主
第
九
代
斉
昭
の
時
代
か
ら
盛
ん

に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
史
料
（
参
十
三
）

に
記
さ
れ
て
い
る
。
水
戸
偕

楽
園
の
吐
玉
泉
・
八
卦
堂
の
「
弘
道
館
記
」
碑
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。

以
上
総
合
す
れ
ば
「
向
岡
記
」
碑
も
真
弓
山
産
の
寒
水
石
で
あ
る
と
同
定
で

き
る
。

と
こ
ろ
で
、「
向
岡
記
」
の
碑
石
は
、
他
に
例
を
見
な
い
、
極
め
て
珍
し
い

「向岡記」碑（移転前）と添景石



三

名 

碑　
「
向
岡
記
」

使
い
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
野
面
の
ま
ま
の
石
が
使
用
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

碑
の
原
石
は
、
何
ら
か
の
原
因
で
母
岩
を
離
れ
、
転
石
と
な
っ
て
土
石
流
と

と
も
に
押
し
流
さ
れ
、
そ
の
流
れ
の
過
程
で
磨
滅
し
、
あ
の
よ
う
な
形
に
な
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

転
石
を
碑
石
や
庭
石
と
す
る
場
合
、
一
般
に
、
こ
れ
を
「
自
然
石
」
と
よ
び
、

自
然
の
形
が
珍
重
さ
れ
る
。
こ
の
石
碑
も
寒
水
石
の
転
石
を
用
い
た
の
で
あ
る

が
、
石
を
構
成
す
る
絹
雲
母
片
岩
層
は
、
風
化
の
進
行
に
伴
い
剥
離
層
と
な
る
。

こ
の
碑
の
拓
本
を
み
る
と
、白
く
く
っ
き
り
し
た
山
形
の
模
様
が
認
め
ら
れ
る
。

碑
面
に
表
れ
た
、
こ
の
割
れ
目
の
よ
う
な
山
形
は
、
厚
い
絹
雲
母
片
岩
層
の
断

面
な
の
で
あ
る
。
こ
の
山
形
は
崖
状
を
成
し
、
そ
れ
に
続
く
左
下
一
帯
は
剥
げ

落
ち
て
、
一
段
低
い
面
を
形
成
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
真
弓
山
寒
水
石
は
風
化
が
進
む
と
剥
離
を
お
こ
し
や
す
く
な

る
の
で
、
碑
文
を
刻
む
に
は
適
し
な
い
。
ま
し
て
碑
の
山
形
の
よ
う
な
段
差
に

は
文
字
を
刻
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
拓
本
を
見
れ
ば
、
碑
文
は
こ
の
山
形
の
模

様
を
避
け
て
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
斉
昭
は
、
こ
の
よ
う
な
欠

点
を
持
つ
真
弓
山
産
の
寒
水
石
を
敢
え
て
選
び
、
し
か
も
、
そ
の
野
面
を
用
い

た
の
で
あ
る
。

現
状
で
、
こ
の
碑
の
碑
面
と
背
面
を
比
較
す
る
と
、
背
面
は
碑
面
よ
り
も
極

め
て
新
し
い
上
に
、
絹
雲
母
片
岩
の
端
な
ど
は
、
全
く
表
れ
て
い
な
い
。
こ
れ

は
、
碑
の
後
方
半
分
が
崩
壊
し
て
新
し
い
面
が
表
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
碑
が
建
て
ら
れ
た
水
戸
藩
駒
込
邸
か
ら
浅
野
家
の
庭
に
立
つ
ま
で
の
経

緯
は
不
明
で
あ
る
が
、
何
度
か
の
移
転
、
移
設
を
重
ね
、
そ
の
後
の
配
慮
が
な

さ
れ
な
い
ま
ま
現
状
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
何
れ
に
し
て
も
、
考
え
ら
れ

る
過
程
は
碑
に
と
っ
て
大
変
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た

め
に
、
碑
は
前
述
の
如
く
後
半
分
が
崩
壊
し
て
し
ま
い
、
厚
さ
が
わ
ず
か
に
九

～
十
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
た
だ
幸
な
こ
と
に
、
正
面
か

ら
見
た
と
き
に
は
充
分
な
ボ
リ
ュ
ウ
ム
が
感
じ
ら
れ
る
、こ
れ
が
救
い
で
あ
る
。

こ
の
碑
は
、
右
の
よ
う
な
碑
石
を
使
用
し
て
お
り
、
写
真
で
示
し
た
よ
う
な

形
状
の
も
の
で
、
幅
約
一
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
は
約
一
・
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

な
お
、
碑
石
の
天
場
か
ら
約
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
下
が
っ
た
位
置
を
上
辺

と
し
、
横
七
十
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
縦
百
十
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
長
方
形

の
範
囲
の
野
面
に
、碑
文
が
草
体
で
刻
ま
れ
、こ
の
碑
文
の
上
に
、丸
文
字
で「
向

岡
記
」
の
三
字
が
題
額
と
し
て
刻
ま
れ
て
い
る
。
題
額
、
碑
文
に
つ
い
て
は
後

述
す
る
。

こ
の
碑
石
、
碑
文
を
見
る
に
つ
け
、
あ
ら
た
め
て
斉
昭
の
審
美
眼
の
確
か
さ

を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

真
弓
山
産
寒
水
石
は
、
真
弓
石
・
水
戸
寒
水
石
・
大
理
石
な
ど
と
称
す
る
こ

と
も
あ
る
。
何
れ
も
俗
称
。



四

二
．
拓
本



五

名 

碑　
「
向
岡
記
」

三
．
碑
文
（
三
字
＋
六
三
八
字
合
計
六
四
一
字
）

　
向
岡
記

空
美
都
大
和
神
楽
浪
能
志
賀
王
當
隣
波
不
留
紀
京
師
能
阿
登
々
天
微
夜
備
遠
能
固
々
可
紫
孤
半
衣
有
處
袁

綿
泥
弟
八
許
々
當
久
能
意
茂
斯
呂
幾
宇
他
那
賀
毎
出
羅
連
奈
杼
勢
斯
迦
良
名
處
佐
邊
存
伊
止
多
加
梨
計
流

四
甘
阿
流
遠
枯
々
毛
登
半
無
河
新
閉
与
里
他
計
岐
武
夫
乃
三
珥
志
庭
彼
持
資
能
入
道
娜
杼
巨
曽
安
禮

其
外
半
大
方
美
也
媚
駄
累
人
破
少
九
那
無
有
芝
可
婆
其
名
聞
由
類
處
母
以
當
豆
良
二
去
層
見
過
信

氣
面
登
以
登
口
遠
新
奇
袁
時
能
遊
介
連
伐
咲
花
能
盛
南
流
御
世
尓
伴
登
利
賀
鳴
吾
妻
能
国

夢
沙
新
野
能
荒
他
留
毛
伊
都
始
迦
名
阿
鵞
禮
流
等
許
呂
杼
許
路
多
久
南
隣
天
安
屢
八

石
婦
美
立
那
杼
四
亭
其
賀
故
用
士
閑
吉
都
介
努
連
婆
於
能
豆
可
樂
人
能
之
屢
別
得
毛
奈
利

嘉
通
波
其
處
能
於
門
低
應
許
指
南
羅
夢
何
始
曽
母
曽
毛
胡
禮
能
處
巴
古
遍

太
郎
義
家
能
君
陸
奥
弊
下
里
賜
比
異
可
面
志
丘
阿
羅
布
流
延
美
芝
等
遠
也
波
斯
無
氣
賜
肥
志
時
能

愈
記
加
俾
智
奈
理
登
底
摩
枯
藤
伊
津
波
隣
破
志
良
祢
渡
其
遠
利
鎧
嘉
雞
羅
禮
當
離
登
以
不
浮
留
寄
梥
母

安
那
里
又
小
野
小
町
賀
宇
當
尓
武
蔵
野
能
向
岡
登
與
迷
流
母
此
處
仁
也
安
良
牟
今
母
此
處
遠
左
以
敝
婆

許
半
女
傳
當
幾
名
處
爾
四
堤
春
夏
秋
冬
能
都
吉
奴
詠
尓
八
花
子
規
紅
葉
雪
不
流
衣
打
捨
辨
句
母

阿
良
称
伐
武
蔵
野
能
宇
氣
樂
登
加
云
米
累
花
数
奈
良
奴
建
男
等
母
此
處
尼
住
奴
連
伐
登
庭
今
茲

文
政
十
萬
梨
一
登
勢
止
移
布
年
能
夜
余
秘
能
十
日
咲
満
他
留
佐
九
良
賀
本
迩
志
亭
可
丘
波
加
伎
通
孔
類
二
許
曽

佐
屢
波
弓
矢
藤
類
身
毛
猛
吉
乎
乃
美
本
利
寸
流
目
能
加
波
登
思
不
尓
大
和
宇
當
八
武
夫
能
心
乎

也
波
良
具
留
奈
流
遠
其
賀
酒
別
江
斯
羅
称
婆
娜
迦
奈
可
以
飛
出
川
閉
鬼
固
登
能
波
毛
阿
良
称
杼
加
々
流
處
遠

只
耳
見
過
佐
牟
門
阿
陀
樂
斯
氣
禮
伐
夜
左
斯
可
禮
杼
迦
九
那
無

　
名
尓
進
於
不
春
爾
向
賀
岡
難
連
婆
余
尓
多
具
肥
奈
岐
華
乃
迦
計
哉



六

四
．
碑
文
の
読
み　

向む
か
ひ
が
を
か
の
き

岡
記

空そ
ら
み
つ
や
ま
と

美
都
大
和
、
神さ
ざ
な
み
の

楽
浪
能
志し

が

わ

た

り

は

賀
王
當
隣
波
、
不ふ

る

き
留
紀
京み
や
こ
の

師
能
阿あ

と

と

て

登
々
天
、
微み

や

び

を

の

夜
備
遠
能
、
固こ

こ

か

し

こ

々
可
紫
孤
、
半は

え衣
有あ
る
と
こ
ろ處
袁を

綿め

で

て

は

泥
弟
八
、
許こ

こ

た

く

の

々
當
久
能
意お

も

し

ろ

き

茂
斯
呂
幾
宇う

他た

、
那な
が
め
い
で
ら
れ

賀
毎
出
羅
連
奈な

ど

せ

し

か

杼
勢
斯
迦
良ら

、
名な
ど
こ
ろ處
佐さ

へ

ぞ
邊
存
伊い

と止
多お
ほ
か
り
け
る

加
梨
計
流
。

四し

か

あ

る

甘
阿
流
遠を

、
枯こ

こ々

毛も

登と

は半
、
無む

か

し

へ

河
新
閉
与よ

り里
他た

け

き
計
岐
武も
の
の
ふ
の

夫
乃
三み

に珥
志し

て庭
、
彼か
の

持も
ち
す
け
の

資
能
入に
ふ
だ
う道
娜な

ど

こ

そ

あ

れ

杼
巨
曽
安
禮
、

其そ
の
ほ
か
は

外
半
大お
ほ
か
た方
美み

や

び

た

る

也
媚
駄
累
人ひ
と
は破
少す
く
な
く
な
む

九
那
無
有あ
り
し
か
ば

芝
可
婆
、
其そ
の
な
き
こ
ゆ
る
と
こ
ろ

名
聞
由
類
處
母も

以い

た

づ

ら

に

當
豆
良
二
去こ

そ層
見み

過す
ぐ
し信

氣け

め面
登と

、
以い
と
く
ち
を
し
き
を

登
口
遠
新
奇
袁
、
時と
き
の
ゆ
け
れ
ば

能
遊
介
連
伐
、
咲さ
く
は
な
の

花
能
盛さ
か
り

南な

る流
御み

よ

に
世
尓
伴は

、
登と
り
が
な
く

利
賀
鳴
吾あ
づ
ま
の
く
に

妻
能
国

夢む

さ

し

の

の

沙
新
野
能
荒あ
れ
た
る

他
留
毛も

、
伊い

つ

し

か

都
始
迦
名な

あ

が

れ

る

阿
鵞
禮
流
等と

こ

ろ
許
呂
杼ど

こ許
路ろ

多お
ほ
く
な
り
て

久
南
隣
天
、
安あ

る

は
屢
八

石い
し
ふ
み
た
て
な
ど
し
て

婦
美
立
那
杼
四
亭
、
其そ
が
ゆ
ゑ
よ
し

賀
故
用
士
閑か

吉き

都つ

介け

努ぬ

れ連
婆ば

、
於お

の

づ

か

ら

能
豆
可
樂
人ひ

と

の

し

る

べ

と

も

な

り

能
之
屢
別
得
毛
奈
利
、

嘉か

つ

は
通
波
其そ
の
と
こ
ろ
の

處
能
於お

も

て

お

門
低
應
許こ

し

な

ら

む

か

し

指
南
羅
夢
何
始
。
曽そ

も

そ

も

母
曽
毛
胡こ
れ
の
と
こ
ろ
は

禮
能
處
巴
、
古い
に
し
へ遍

太た
ら
う
よ
し
い
へ
の
き
み

郎
義
家
能
君
、
陸み
ち
の
く
へ
く
だ
り
た
ま
ひ

奥
弊
下
里
賜
比
、
異い

か

め

し

く

可
面
志
丘
阿あ

ら

ぶ

る

羅
布
流
延え

み

し

ら

を

や

美
芝
等
遠
也
波は
し
む
け
た
ま
ひ
し
と
き
の

斯
無
氣
賜
肥
志
時
能

愈ゆ

き

か

ひ

ぢ

な

り

と

て

記
加
俾
智
奈
理
登
底
、
摩ま

こ

と

い

つ

は

り

は

枯
藤
伊
津
波
隣
破
志し

ら

ね

ど

良
祢
渡
、
其そ
の

遠を

り利
、
鎧よ
ろ
ひ
か
け
ら
れ

嘉
雞
羅
禮
當た

り

と
離
登
以い
ふ
ふ
る
き
ま
つ
も

不
浮
留
寄
梥
母

安あ

な

り
那
里
。
又ま
た

小を
の
の
こ
ま
ち
が

野
小
町
賀
宇う

た

に
當
尓
、
武む
さ
し
の
の

蔵
野
能
向む
か
ひ
の
を
か
と

岡
登
與よ

め

る

も

迷
流
母
、
此こ
の
と
こ
ろ
に
や
あ
ら
む

處
仁
也
安
良
牟
。
今い
ま
も
こ
の
と
こ
ろ

母
此
處
遠を

さ

い

へ

ば

左
以
敝
婆
、

許こ

は

め

で

た

き

半
女
傳
當
幾
名な
ど
こ
ろ
に
し
て

處
爾
四
堤
、
春は
る
な
つ
あ
き
ふ
ゆ
の

夏
秋
冬
能
都つ
き
ぬ
な
が
め
に

吉
奴
詠
尓
八は

、
花は
な

子ほ
と
と
ぎ
す規

紅も
み
ぢ葉

雪ゆ
き

不ふ
る
ご
ろ
も

流
衣
打う
ち
す
つ
べ
く
も

捨
辨
句
母

阿あ

ら

ね

ば

良
称
伐
、
武む
さ
し
の
の

蔵
野
能
宇う

け

ら
氣
樂
登と
か
い
ふ

加
云
米め

累る

花は
な

、
数か
ず

奈な
ら
ぬ
た
け
を
ら
も

良
奴
建
男
等
母
、
此こ
の
と
こ
ろ
に
す
み
ぬ
れ
ば

處
尼
住
奴
連
伐
登と

て庭
、
今い
ま
こ
こ
に茲

文ぶ
ん
せ
い政
十と
を
ま
り

萬
梨
一ひ
と
と
せ
と

登
勢
止
移い

布ふ

年と
し
の能
夜や

よ

ひ

の

余
秘
能
十と
を
か日
、
咲さ
き

満み
ち
た
る

他
留
佐さ
く
ら
が
も
と
に
し
て

九
良
賀
本
迩
志
亭
可か

く

は

か

き

つ

く

る

に

こ

そ

丘
波
加
伎
通
孔
類
二
許
曽
。

佐さ

る

は
屢
波
、
弓ゆ
み
や矢

藤と

る類
身み

毛も

、
猛た
け

吉き

乎を

乃の

美み

本ほ

利り

寸す

流る

目も

能の

加か

波は
と
お
も
ふ
に

登
思
不
尓
、
大や
ま
と
う
た
は

和
宇
當
八
武も
の
の
ふ
の
こ
こ
ろ
を

夫
能
心
乎

也や

は

ら

ぐ

る

な

る

波
良
具
留
奈
流
遠を

、
其そ

が

す

べ

え

賀
酒
別
江
斯し

ら

ね

ば

羅
称
婆
、
娜な

か

な

か

迦
奈
可
以い

飛ひ
い
で出

川つ

べ

き

こ

閉
鬼
固
登と

能の

は波
毛も

阿あ

ら

ね

ど

良
称
杼
、
加か
か
る
と
こ
ろ

々
流
處
遠を

只た
だ
に
み
す
ぐ
さ
む
も

耳
見
過
佐
牟
門
阿あ

た

ら

し

け

れ

ば

陀
樂
斯
氣
禮
伐
、
夜や

さ

し

か

れ

ど

か

く

な

左
斯
可
禮
杼
迦
九
那
無む

。

名な

に

し

お

尓
進
於
不ふ

、
春は
る
に
む
か
ひ
が

爾
向
賀
岡を
か
な
れ

難
連
婆ば

、
余よ

に

た

ぐ

ひ

な

尓
多
具
肥
奈
岐き

、
華は
な
の
か
げ
か
な

乃
迦
計
哉
。



七

名 

碑　
「
向
岡
記
」

五
．
読
み
下
し
文

向む
か
ひ
が

岡を
か
の
き記

空そ
ら

満み

つ
大や
ま
と和
、
さ
ざ
浪な
み

の
志し

が賀
わ
た
り
は
、
ふ
る
き
京み
や
こ師
の
跡あ
と

と
て
、
み
や
び
を
の
、
こ
こ
か
し
こ
、
映は

え
有あ

る
處と
こ
ろ

を

め
で
て
は
、
こ
こ
た
く
の
お
も
し
ろ
き
う
た
、
詠な
が

め
出い
で

ら
れ
な
ど
せ
し
か
ら
、
名な
ど
こ
ろ處
さ
へ
ぞ
、
い
と
多お
ほ

か
り
け
る
。

し
か
あ
る
を
、
こ
こ
も
と
は
、
む
か
し
へ
よ
り
、
た
け
き
武も
の
の
ふ夫
の
み
に
し
て
、
彼か

の
持も
ち
す
け資
の
入に
ふ
だ
う道
な
ど
こ
そ
あ
れ
、

其そ

の
外ほ
か

は
大お
ほ
か
た方
み
や
び
た
る
人
は
、
少す
く

な
く
な
む
有
り
し
か
ば
、
其そ

の
名な
き
こ聞
ゆ
る
處
も
、
い
た
づ
ら
に
こ
そ
見み
す
ぐ過
し

け
め
と
、
い
と
口く
ち
を惜
し
き
を
、
時と
き

の
ゆ
け
れ
ば
、
咲さ

く
花は
な

の
盛さ
か

り
な
る
御み

よ世
に
は
、
と
り
が
鳴な

く
東あ
づ
ま

の
国く
に

、

む
さ
し
野
の
荒あ

れ
た
る
も
、
い
つ
し
か
、
名な

あ
が
れ
る
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
多
く
な
り
て
、
あ
る
は

石い
し

碑ふ
み

立た

て
な
ど
し
て
、
其そ

が
故
よ
し
か
き
つ
け
ぬ
れ
ば
、
お
の
づ
か
ら
、
人ひ
と

の
し
る
べ
と
も
な
り
、

か
つ
は
、
其そ

の
處
の
お
も
て
お
こ
し
な
ら
む
か
し
。
そ
も
そ
も
、
こ
れ
の
處
は
、
古い
に
し

へ
、

太た
ら
う郎

義よ
し
い
え家

の
君き
み

、
陸み
ち
の
く奥

へ
下く
だ

り
給た
ま

ひ
、
い
か
め
し
く
あ
ら
ぶ
る
蝦え
み
し夷

等ら

を
、
和や
は

し
む
け
給た
ま

ひ
し
時と
き

の
、

行ゆ

き
交か

ひ
路ぢ

な
り
と
て
、
ま
こ
と
い
つ
は
り
は
し
ら
ね
ど
、
其そ

の
を
り
鎧よ
ろ
ひ

か
け
ら
れ
た
り
と
い
ふ
、
ふ
る
き
松
も

あ
な
り
。
又ま
た

小
野
の
小
町
が
歌う
た

に
、武む
さ
し
の

蔵
野
の
向
む
か
ひ
の

岡を
か

と
詠よ

め
る
も
、こ
の
處と
こ
ろ

に
や
あ
ら
む
。
今い
ま

も
、此こ

の
處と
こ
ろ

を
さ
い
へ
ば
、

こ
は
め
で
た
き
名な
ど
こ
ろ處

に
し
て
、
春は
る
な
つ
あ
き
ふ
ゆ

夏
秋
冬
の
つ
き
ぬ
詠な
が

め
に
は
、
花は
な

、
子ほ
と
と
ぎ
す規

、
紅も
み
ぢ葉

、
雪ゆ
き

ふ
る
古ふ
る

衣ご
ろ
も

打う

ち
捨す

つ
べ
く
も

あ
ら
ね
ば
、
武む
さ
し
の

蔵
野
の
う
け
ら
と
か
云い

ふ
め
る
花は
な

、
数か
ず

な
ら
ぬ
建た
け
を男

等ら

も
、
此こ

の
處
に
住す

み
ぬ
れ
ば
と
て
、
今
茲
に
、

文ぶ
ん
せ
い政
十と
を

ま
り
一ひ
と
と
せ年
と
い
ふ
年と
し

の
や
よ
ひ
の
十と
を
か日
、
咲さ

き
満み

ち
た
る
さ
く
ら
が
本も
と

に
し
て
、
か
く
は
か
き
つ
く
る
に
こ
そ
。

さ
る
は
、
弓ゆ
み
や矢

と
る
身み

も
、
猛た
け

き
を
の
み
欲ほ

り
す
る
も
の
か
は
と
思お
も

ふ
に
、
大
和
う
た
は
武も
も
の
ふ夫

の
心こ
こ
ろ

を

や
は
ら
ぐ
る
な
る
を
、
其そ

が
術す
べ

え
知し

ら
ね
ば
、
な
か
な
か
い
ひ
出い

で
つ
べ
き
言こ
と

の
葉は

も
あ
ら
ね
ど
、
か
か
る
處と
こ
ろ

を

只た
だ

に
見み
す
ぐ過

さ
む
も
あ
た
ら
し
け
れ
ば
、
羞や
さ

し
か
れ
ど
か
く
な
む
。

　
　

名な

に
し
負お

ふ
、
春は
る

に
向む

か
ひ
が
岡を
か

な
れ
ば
、
世よ

に
類た
ぐ

ひ
な
き
、
花は
な

の
影
か
な
。



八

六
．
語
釈

そ
ら
み
つ	

「
大
和
」
に
か
か
る
枕
詞
。

さ
ざ
な
み
の	

「
志
賀
」
や
「
大
津
」
に
か
か
る
枕
詞
。

	
�

一
説
に
よ
れ
ば
、「
さ
ざ
な
み
」は
志
賀
や
大
津
を
含
む
、

琵
琶
湖
一
帯
の
古
名
で
あ
る
と
い
う
。

み
や
び
を	

風
流
人
。
風
雅
の
士
。

は
え
あ
る
と
こ
ろ	

引
き
立
っ
て
み
え
る
と
こ
ろ
。

こ
こ
た
く
の	

正
し
く
は
「
こ
こ
だ
く
の
」。
こ
ん
な
に
も
数
多
く
の
。

お
も
し
ろ
き	

趣
き
の
あ
る
。
興
味
深
く
感
じ
ら
れ
る
。

詠な
が

め
ら
れ	

詩
歌
が
つ
く
ら
れ
。
吟
詠
さ
れ
。

こ
こ
も
と	

こ
の
あ
た
り
。

む
か
し
へ	

�

昔
。「
へ
」は
方
向
。例
：
ゆ
く
へ（
行
く
方
向
。ゆ
く
え
。）

沖
へ
（
沖
の
方
。）

猛た
け

き
武も
の
ゝ
ふ士	

強
く
勇
ま
し
い
武
士
。

持も
ち
す
け資

の
入
道	

�

太
田
持
資
（
一
四
三
二
～
一
四
八
六
）
の
こ
と
。
室
町

時
代
の
武
将
で
あ
る
。
江
戸
城
を
築
き
（
一
四
五
七
）

居
城
と
し
た
。
軍
事
に
通
じ
る
一
方
、
文
学
を
好
み
、

和
歌
に
も
長
じ
て
い
た
。
入
道
し
て
、
道
灌
と
号
す
。

時
の
ゆ
け
れ
ば	

と
き
が
過
ぎ
去
っ
た
の
で
。

咲
く
花
の	

「
盛
り
」
に
か
か
る
枕
詞
。

盛
り
な
る
御
代	

徳
川
家
の
治
世
を
ほ
め
た
た
え
る
表
現
で
あ
ろ
う
。

鶏と
り

が
鳴
く	

�

地
名
「
東あ
ず
ま

」
に
か
か
る
枕
詞
。
東
国
の
言
葉
が
京
の

ひ
と
に
と
っ
て
分
か
り
に
く
く
、
鶏
に
わ
と
り

が
鳴
く
よ
う
に

聞
こ
え
た
の
で
「
東あ
ず
ま

」
の
枕
詞
に
な
っ
た
、
と
い
う

説
が
あ
る
。

あ
る
は	

例
え
ば
。
一
例
と
し
て
。

石
ふ
み	

石
碑
。

故ゆ
え

よ
し	

理
由
。
い
わ
れ
。

太
郎
義
家
の
君	

�

源
義
家
（
一
〇
三
九
～
一
一
〇
六
）
の
こ
と
。
平
安
後

期
の
武
将
で
、
八
幡
太
郎
と
号
し
た
。
陸
奥
の
阿
部
貞さ
だ

任と
う

を
討
つ
な
ど
し
た
。

厳い
か
め

め
し
く
荒
ぶ
る	

荒
々
し
く
乱
暴
を
働
く
蝦え

ぞ夷
ど
も
。

蝦え
み
し夷

ら

和や
は

し
む
け	

平
和
に
し
て
。
平
定
し
。

行ゆ

き
交か

ひ
路ぢ	

ゆ
き
来
し
た
道
。

あ
な
り	

�

あ
る
な
り
→
あ
ん
な
り
→
あ
な
り　

と
変
化
し
た
こ
と

ば
。
あ
る
と
い
う
。「
あ
る
と
聞
い
た
」
の
意
。

武
蔵
野
の
向
む
か
ひ
の

岡を
か

と	
�

新
勅
撰
和
歌
集
巻
十
九
に
「
題
知
ら
ず　

小
町
」
と
し

て
「
む
さ
し
の
の　

む
か
ひ
の
を
か
の　

く
さ
な
れ
ば

　

ね
を
た
づ
ね
て
も　

あ
は
れ
と
ぞ
思
ふ
」
と
あ
る
。

	
�（

武
蔵
野
の
向
岡
の
草
な
れ
ば
根
を
た
づ
ね
て
も
あ
は

れ
と
ぞ
思
ふ
）

	
�

武
蔵
野
の
向
岡
の
草
で
あ
る
か
ら
根
を
探
し
求
め
る
だ

け
で
も
趣
が
深
い
。

花
子ほ
と
と
ぎ
す規

紅
葉
雪	

春
は
花
、
夏
は
ほ
と
と
ぎ
す
、
秋
は
紅
葉
、
冬
は
雪
。

詠よ

め
る
も



九

名 

碑　
「
向
岡
記
」

雪
ふ
る
衣
ご
ろ
も	

�「
ふ
る
」
は
掛
詞
。
一
語
に
「
降
る
」
と
「
古ふ
る

」
の
二

つ
の
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
。「
雪
降
る
」「
古
衣
打
ち

捨
っ
べ
く
も
」
と
続
く
「
こ
と
ば
遊
び
」
で
あ
る
。

う
け
ら	

「
オ
ケ
ラ
」
の
古
名
。
キ
ク
科
の
多
年
草
。

う
け
ら
と
か
い
ふ
め	

�
う
け
ら
と
か
い
う
ら
し
い
花
。
こ
こ
で
は
「
ど
こ
に
で

も
あ
り
、と
る
に
足
り
な
い
」
と
の
意
味
を
こ
め
て
「
数

な
ら
ぬ
」
の
序
と
し
て
用
い
た
も
の
。

文
政
十と
を

ま
り
一ひ
と

と
せ	

�「
文
政
十と
を

余あ
ま

り
一ひ
と

と
せ
」。
文
政
十
一
年
。
一
八
二
八
年
。

弥や
よ
ひ生
の
十と
を
か日	

三
月
十
日
。

ほ
り
す
る	

「
欲ほ

り
す
る
」。
欲
す
る
。
望
む
。

や
は
ら
ぐ
る
な
る
を	

和
ら
げ
る
と
聞
い
て
い
る
が
。

そ
が
術す
べ

え
知
ら
ね
ば	

そ
の
方
策
を
知
り
得
な
い
の
で
。

あ
た
ら
し	

惜
し
い
。
も
っ
た
い
な
い
。

や
さ
し	

身
も
や
せ
細
る
思
い
が
す
る
。
恥
ず
か
し
い
。

や
さ
し
か
れ
ど
も	

や
さ
し
く
あ
れ
ど
も
→
や
さ
し
か
れ
ど
も
。

名
に
し
負
ふ	

そ
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
。「
し
」
は
強
意
の
助
詞
。

花
の
影	

（
桜
の
）
花
の
姿
。
花
の
有
様
。

る
花



一
〇

七
．
現
代
語
訳

向む
か
い
が

岡お
か
の
き記

（
空そ

ら

満み

つ
）
大
和
や
（
神さ
ざ
な
み

楽
浪
の
）
志
賀
の
あ
た
り
は
、
古
い
都
の
跡
と
い
う
こ
と
で
、
風
雅
な
人
々
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
を
美
し
く
す

ば
ら
し
い
所
で
あ
る
と
ほ
め
た
た
え
、
沢
山
の
趣
向
を
凝
ら
し
た
歌
が
詠
ま
れ
た
り
し
た
の
で
、
名
高
い
と
こ
ろ
が
大
へ
ん
多
い
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
辺
り
は
、
昔
か
ら
勢
い
盛
ん
な
武
士
ば
か
り
で
、
か
の
太
田
道
灌
な
ど
が
居
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
外
は
、

全
体
と
し
て
雅み

や
び

な
人
は
少
な
か
っ
た
か
ら
、
名
の
通
っ
た
所
も
む
な
し
く
見
過
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
と
大
層
残
念
な
こ
と
で
あ

る
が
、
時
が
移
り
ゆ
き
（
咲
く
花
の
）
盛
り
の
御
代
に
な
っ
た
今
で
は
、（
鶏
が
鳴
く
）
東あ

ず
ま

の
国
、
武
蔵
野
の
荒
野
も
、
何
時
の
間

に
か
名
の
知
れ
た
所
が
多
く
な
っ
て
、
例
え
ば
石
碑
を
建
て
る
な
ど
し
て
そ
の
主
旨
な
ど
を
書
き
つ
け
た
な
ら
ば
自
然
と
人
々
の
手

引
き
と
も
な
り
、
ひ
い
て
は
そ
の
地
の
誉
れ
と
も
な
る
だ
ろ
う
よ
。
そ
も
そ
も
こ
の
あ
た
り
は
、
そ
の
昔
、
源
義
家
公
が
奥
州
に
下

ら
れ
、
荒
々
し
く
乱
暴
な
蝦
夷
ど
も
を
平
定
さ
れ
た
時
、
往
き
帰
り
さ
れ
た
路
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
、
真
偽
の
ほ
ど
は
知
ら
な

い
が
、
そ
の
折
り
鎧よ

ろ
い

を
お
掛
け
に
な
っ
た
古
い
松
が
あ
る
、
と
聞
い
て
い
る
。
ま
た
、
小
野
の
小
町
の
歌
に
「
武
蔵
野
の
向
む
か
ひ
の

岡を
か

」

と
詠
ん
だ
の
も
、
こ
の
あ
た
り
で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
も
こ
こ
を
「
向
か
い
が
岡
」
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
も
、
こ
こ
は
申
し
分
な

い
な
く
す
ば
ら
し
い
名
所
で
あ
っ
て
、
春
夏
秋
冬
の
情
趣
の
尽
き
ぬ
眺
め
と
し
て
は
、
花
、
ほ
と
ゝ
ぎ
す
、
紅
葉
、
雪
と
、（
ふ
る
衣
）

捨
て
置
き
難
い
も
の
が
あ
る
し
、
武
蔵
野
の｢
う
け
ら｣

と
か
よ
ば
れ
る
花
の
よ
う
に
、
取
る
に
足
り
な
い
勇
者
ら
も
、
こ
の
あ
た

り
に
住
ん
で
い
る
こ
と
だ
か
ら
と
思
い
、
今
こ
こ
に
、
文
政
十
一
年
の
三
月
十
日
、
咲
き
満
ち
た
桜
の
木
の
も
と
に
、
こ
の
よ
う
に

書
き
つ
け
る
次
第
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
武
士
の
身
で
あ
っ
て
も
、
勇
猛
な
だ
け
を
望
む
も
の
で
は
あ
る
ま
い
、
と
思
う
と
同
時
に
、

和
歌
は
武
人
の
心
を
和
ら
げ
る
と
聞
い
て
い
る
が
、
そ
の
和
歌
を
つ
く
る
方
策
を
知
り
得
な
い
の
で
、
容
易
に
は
、
言
い
出
す
こ
と

ば
も
見
つ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
所
を
、
何
も
せ
ず
に
見
過
し
て
し
ま
う
の
も
惜
し
い
の
で
、
恥
ず
か
し
い
け
れ
ど
も
、

こ
の
よ
う
に
詠
ん
だ
。

　
　

名
に
し
負
ふ　

春
に
向む

か
ひ

岡が
を
か

な
れ
ば　

世
に
類た
ぐ
ひ

な
き　

花
の
影
か
な

（
ま
さ
に
そ
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く　

春
に
向
か
う
、
そ
の
向
か
い
が
岡
で
あ
る
か
ら
し
て
、
他
に
比
べ
る
も
の
が
な
い
ほ
ど
す
ば
ら
し

い
花
の
有
様
で
あ
る
こ
と
よ
。）



一
一

名 

碑　
「
向
岡
記
」

第
二
章　

臨
書
と
臨
書
か
ら
わ
か
っ
た
こ
と
が
ら

一
、
臨
書

「向岡記」碑臨書



一
二

二
、
書
体
等

　

東
京
都
公
文
書
館
に
こ
の
碑
の
拓
本
が
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、
調
査
研
究
の
多

く
は
そ
の
写
真
に
頼
っ
た
。
こ
の
拓
本
に
は
不
鮮
明
な
部
分
が
多
い
の
で
、
こ
れ

を
正
し
く
読
み
と
り
、
ま
た
臨
書
を
完
成
す
る
ま
で
に
長
期
間
を
要
し
た
。
し

か
し
、
そ
の
間
に
知
り
え
た
こ
と
は
少
な
く
な
い
。

　

碑
文
は
万
葉
仮
名
を
用
い
た
漢
字
か
な
混
じ
り
文
で
あ
る
。
筆
を
自
在
に
駆

使
し
た
華
麗
な
書
体
に
筆
者
は
強
く
引
か
れ
た
。
見
慣
れ
な
い
形
の
字
も
少
な

く
な
い
が
、
書
道
字
典
等
（
参
九
・
参
十
・
参
十
一
）

に
当
た
っ
て
丁
寧
に
調
べ
て
み
る
と

そ
の
形
が
見
つ
か
り
、
納
得
す
る
と
い
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。
臨
書
を
通
じ
て

斉
昭
の
学
識
の
広
さ
深
さ
、
並
び
に
研
究
心
、
創
造
性
の
豊
か
さ
を
再
認
識
し

た
次
第
で
あ
る
。

三
、
碑
文
の
文
字
と
読
み

　
　
　

 

「
贈
従
二
位
亜
槐　

源
斉
昭
卿
詠

　
　
　
　
　
　

向
岡
記

　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
本
郷
弥
生
町

　
　
　
　
　
　
　
　

侯
爵
浅
野
家
庭
内
碑
」（
参
七
）

と
表
紙
に
書
か
れ
た
和
本
が
あ
り
、
碑
文
の
臨
書
と
読
み
を
載
せ
て
い
る
。
貴

重
な
文
献
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
碑
文
に
お
け
る
斉
昭
の
筆
遣
い
は
、大
胆
か
つ
奔
放
で
あ
り
、

常
識
的
な
書
き
順
、
筆
運
び
か
ら
大
き
く
外
れ
て
い
る
字
が
多
い
。
そ
の
上
拓

本
は
相
当
見
に
く
く
、
不
鮮
明
な
文
字
が
散
見
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
和
本
「
向
岡
記
」
の
字
体

は
、
率
直
に
言
っ
て
不
正
確
で
あ
り
、
完
全
な
誤
り
も
二
、三
に
止
ま
ら
な
い

の
で
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
和
本
「
向
岡
記
」
に
は
ふ
り
仮
名
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
細
か
い
こ

と
を
言
わ
な
け
れ
ば
、
ほ
ゞ
正
し
く
読
み
取
っ
て
い
る
と
分
か
る
。
筆
者
は
こ

の
ふ
り
仮
名
を
基
礎
に
据
え
て
句
読
点
を
整
え
、
仮
名
遣
い
を
正
し
、
正
確
な

読
み
を
目
指
し
た
が
、
ど
う
し
て
も
納
得
で
き
な
い
表
現
が
二
か
所
あ
る
こ
と

に
気
づ
い
た
。
講
究
の
結
果
、
そ
の
一
方
は
碑
文
の
読
み
違
い
、
他
方
は
読
み

落
と
し
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

一
行
目
の
最
後
の
字
を
、
和
本
「
向
岡
記
」
で
は
「
都
」
の
草
体
と
見
た
ら

し
く
「
ト
」
と
仮
名
を
振
っ
て
い
る
。
正
し
く
は
「
袁ヲ

」
で
あ
っ
た
。

十
二
行
目
に
「
春ハ
ル
ナ
ツ
ア
キ
フ
ユ

夏
秋
冬
能ノ

ツ

キ

ヌ

都
吉
奴
詠ナ
ガ
メ
ニ尓

（
八ハ

）
花ハ
ナ

子ホ
ト
ト
ギ
ス規

・
・
・
」
と
刻

ま
れ
て
い
る
が
、「
八ハ

」
が
読
み
落
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
八
」
は
片
仮
名

の
「
ハ
」
の
よ
う
に
刻
ま
れ
て
い
る
が
、
白
い
斑
点
が
二
つ
の
よ
う
に
み
え
る

の
で
あ
る
。
文
脈
上
こ
こ
に
は
「
は
」
に
相
当
す
る
文
字
が
あ
る
は
ず
、
と
確

信
を
持
っ
て
見
れ
ば
、
斑
点
で
は
な
く
文
字
で
あ
る
と
わ
か
る
。

四
、
題
額

「
向
岡
記
」
と
書
か
れ
た
丸
い
文
字
は
、す
こ
ぶ
る
珍
し
い
書
体
で
あ
り
、「
梵

字
筆
の
よ
う
な
筆
で
書
い
た
、
い
わ
ゆ
る
飛
白
体
で
あ
る
。」
と
か
、「
空
海
七

祖
像
讃
以
来
の
珍
ら
し
い
字
体
。」
な
ど
の
評
が
あ
る
。
た
し
か
に
そ
の
通
り

で
あ
る
と
思
う
。

し
か
し
、空
海
の
書
や
中
国
で
行
わ
れ
て
い
る
飛
白
体
な
ど
と
比
較
し
た
時
、

こ
の
題
額
は
際
立
っ
た
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
飛
白
体
を
見
る
と
、



一
三

名 

碑　
「
向
岡
記
」

梵
字
筆
な
ど
の
用
筆
の
回
転
は
、腕
の
ね
じ
れ
に
頼
っ
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
。

腕
の
ね
じ
れ
に
は
限
度
が
あ
る
か
ら
、
筆
を
同
じ
向
き
に
回
転
し
続
け
て
い
る

例
は
見
ら
れ
な
い
。
今
、
例
え
ば
「
向
」
の
字
を
見
る
と
、
右
半
分
を
書
く
時
、

筆
を
時
計
回
り
に
二
回
転
も
廻
し
続
け
な
が
ら
書
い
て
い
る
と
分
か
る
。
こ
の

よ
う
に
不
思
議
な
書
き
方
を
し
た
例
が
他
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。

も
う
一
つ
違
い
を
挙
げ
れ
ば
、
飛
白
体
の
用
筆
は
刷
毛
の
よ
う
な
穂
先
を

持
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
の
丸
文
字
は
、
十
一
本
の
細
筆
を
一

列
に
並
べ
た
連
筆
を
用
い
て
書
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
筆
者
は
そ
の
よ
う

な
連
筆
を
試
作
し
、
こ
の
丸
文
字
の
臨
書
に
成
功
し
た
。

な
お
、
書
き
な
が
ら
筆
を
同
じ
向
き
に
回
転
し
続
け
る
た
め
に
は
、
筆
の
軸

を
細
く
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
試
行
錯
誤
の
結
果
、
軸
の
直
径
を
三
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
太
さ
に
す
れ
ば
、
字
を
書
き
な
が
ら
、
指
の
腹
で
筆
を
同

じ
向
き
に
二
回
転
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
斉
昭
は
多

分
こ
の
よ
う
な
筆
を
作
ら
せ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

ま
た
、
こ
の
三
つ
の
丸
文
字
を
子
細
に
観
察
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
そ
の
輪
画

は
何
れ
も
真
円
に
近
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。

例
え
ば
「
向
」
の
字
を
見
る
と
、
は
じ
め
に
筆
を
反
時
計
ま
わ
り
に
ほ
ぼ
半

回
転
さ
せ
、
続
い
て
時
計
回
り
に
二
回
転
さ
せ
な
が
ら
書
い
て
い
る
。
し
か
も

輪
郭
が
真
円
に
近
い
。

あ
と
で
詳
し
く
述
べ
る
が
、
斉
昭
は
碑
文
を
直
接
碑
石
に
書
き
つ
け
た
と
い

う
説
が
あ
る
。
い
か
に
筆
の
立
つ
器
用
な
人
物
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
野
面
の

碑
石
に
直
接
こ
の
丸
文
字
を
書
く
と
い
っ
た
芸
当
が
た
や
す
く
で
き
た
ろ
う
と

は
思
え
な
い
。

筆
者
は
コ
ン
パ
ス
で
円
を
書
い
て
フ
エ
ル
ト
ペ
ン
で
な
ぞ
り
、
こ
れ
を
下
敷

き
に
し
て
繰
り
返
し
練
習
し
、
反
故
の
山
を
作
っ
て
や
っ
と
書
く
こ
と
が
で
き

た
。
そ
れ
で
も
拓
本
の
字
形
に
は
遠
く
及
ば
な
い
と
感
じ
て
い
る
。
こ
の
事
実

は
、
次
項
「
書
丹
説
」
と
密
接
な
か
か
わ
り
を
持
つ
。

連　筆

五
、
書
丹
説

多
く
の
石
碑
は
、
碑
文
を
刻
む
場
所
を
平
面
に
仕
上
げ
、
こ
こ
に
碑
文
を
刻

む
。
し
か
し
、
こ
の
碑
は
野
面
の
ま
ま
の
、
ほ
ぼ
平
ら
な
面
を
利
用
し
た
も
の

で
あ
る
。
し
か
も
、左
下
の
部
分
は
、剥
れ
落
ち
た
よ
う
に
一
段
低
い
面
に
な
っ

て
い
る
。
そ
の
面
積
は
全
面
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
、
二
つ
の
面
の
境
界

は
崖
状
の
段
差
を
形
成
し
て
い
る
。
当
然
な
が
ら
、
こ
の
境
界
上
に
字
を
刻
む

こ
と
は
で
き
な
い
。
碑
文
は
こ
の
境
界
を
巧
み
に
避
け
て
刻
ま
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
碑
文
は
斉
昭
が
書
丹
し
た
も
の
、
つ
ま
り
、
こ
の
碑
面
に

朱
墨
な
ど
を
用
い
て
書
い
た
と
い
う
説
が
あ
る
ら
し
い
。
野
面
の
凹
凸
の
あ
る

碑
石
面
に
、
こ
の
微
妙
な
字
を
じ
か
に
書
く
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
こ
と
で



一
四

あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
書
丹
で
あ
る
と
い
う
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の

か
知
り
た
い
。

こ
の
碑
文
は
段
差
や
き
ず
を
物
と
も
せ
ず
、
思
う
が
ま
ま
、
大
胆
に
書
き
進

め
ら
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
題
額
並
び
に
十
八
行
に
書
か
れ
た
碑
文

を
書
の
作
品
と
し
て
見
れ
ば
、
そ
の
書
き
ぶ
り
に
は
、
驚
く
ば
か
り
の
気
配
り

が
感
じ
ら
れ
る
。
六
百
三
十
八
字
が
、行
間
を
等
し
く
し
て
整
然
と
配
置
さ
れ
、

文
章
の
最
後
の
行
は
、
余
白
を
少
し
残
し
て
見
事
に
収
ま
っ
て
い
る
。
碑
文
の

構
成
は
極
め
て
計
画
的
で
あ
り
、計
算
し
つ
く
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
書
丹
説
を
考
え
る
時
最
大
の
疑
問
は
、
斉
昭
が
碑
石
を
ど
う
置
い
て
、

ど
ん
な
姿
勢
で
書
い
た
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

碑
石
を
立
て
て
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
碑
文
が
横
書
き
な
ら
と
も
角
、
縦

書
き
だ
と
い
う
事
を
銘
記
し
よ
う
。
小
さ
な
字
が
多
く
し
か
も
繊
細
な
連
綿
体

だ
か
ら
、
顔
や
体
を
碑
面
か
ら
遠
く
離
し
た
ま
ま
書
く
こ
と
は
難
し
い
。
一
番

下
の
字
を
考
え
る
と
、
碑
石
を
一
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
高
さ
の
台
に
載
せ
る
必

要
が
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
上
端
の
字
の
高
さ
は
二
メ
ー
ト
ル
を
は
る
か
に
越

え
、
手
が
届
く
ま
い
。
リ
フ
ト
の
よ
う
な
装
置
で
身
体
を
、
十
八
回
上
下
さ
せ

た
の
か
。
ま
さ
か
石
を
上
げ
下
げ
し
た
は
ず
も
あ
る
ま
い
。

で
は
、
碑
石
の
面
を
水
平
に
置
き
、
膝
が
痛
そ
う
だ
か
ら
座
布
団
で
も
敷
い

て
書
い
た
の
か
。
こ
の
場
合
は
、
座
布
団
を
十
八
回
往
復
さ
せ
な
が
ら
長
時
間

書
き
続
け
た
こ
と
に
な
る
。

筆
者
は
一
回
の
臨
書
に
約
十
時
間
を
要
し
た
。
無
論
、
斉
昭
は
ず
っ
と
短
時

間
で
書
き
あ
げ
た
ろ
う
、
と
は
思
う
が
や
は
り
相
当
の
時
間
を
要
し
た
に
違
い

な
い
。

斉
昭
と
い
う
人
は
、
前
例
の
な
い
字
形
を
創
作
し
て
題
額
と
し
、
こ
れ
を
書

く
た
め
に
全
く
独
自
に
工
夫
し
た
筆
を
創
り
出
し
た
。
こ
の
一
事
か
ら
推
し
て

も
、
極
め
て
独
創
的
か
つ
合
理
性
に
富
ん
だ
人
物
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し

か
も
、
こ
の
碑
に
よ
っ
て
、「
こ
れ
が
斉
昭
の
書
だ
。」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

後
世
に
伝
え
よ
う
と
考
え
た
に
違
い
な
い
。

そ
の
よ
う
な
碑
文
を
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
不
自
由
な
方
法
で
書
こ
う
と
し

た
ろ
う
か
。
も
っ
と
う
ま
い
方
法
を
考
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

も
し
、
筆
者
が
斉
昭
の
立
場
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
ど
う
し
た
だ
ろ
う
。
第
一

番
に
石
材
の
状
態
を
よ
く
観
察
し
た
に
違
い
な
い
。
次
に
碑
石
の
大
き
さ
の
紙

を
用
意
さ
せ
、段
差
や
き
ず
を
紙
に
写
し
取
ら
せ
る
。
こ
の
紙
を
机
上
に
置
き
、

あ
と
は
段
差
や
き
ず
を
避
け
な
が
ら
普
通
の
書
作
品
を
作
る
手
順
で
書
き
進
め

る
。
こ
れ
を
下
書
き
に
し
て
新
た
に
用
意
さ
せ
た
紙
を
重
ね
、
納
得
の
ゆ
く
ま

で
修
正
を
加
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

題
額
は
円
形
の
下
敷
き
を
利
用
す
れ
ば
よ
い
。
あ
と
は
、
こ
の
作
品
を
石
工

に
渡
し
刻
ま
せ
る
だ
け
で
あ
る
。

筆
者
は
こ
の
碑
文
を
机
上
で
紙
に
書
い
た
の
だ
ろ
う
、
と
考
え
て
い
る
。

な
お
臨
書
の
「
秋
峰
」
は
飯
村
博
の
雅
号 　

む
す
び

　

苛
酷
な
運
命
を
生
き
延
び
た
「
向
岡
記
」
碑
を
、
さ
ら
に
追
い
詰
め
た
の
は

酸
性
雨
で
あ
っ
た
。

　

工
場
を
動
か
し
、
自
動
車
を
走
ら
せ
る
等
、
人
間
の
経
済
活
動
に
伴
っ
て
燃

や
さ
れ
る
化
石
燃
料
は
、
二
酸
化
硫
黄
（
亜
硫
酸
ガ
ス
）
や
窒
素
酸
化
物
な
ど



一
五

名 

碑　
「
向
岡
記
」

を
含
む
排
ガ
ス
を
多
量
に
放
出
す
る
。
二
酸
化
硫
黄
は
、
大
気
中
で
酸
化
さ
れ

て
硫
酸
と
な
り
、
窒
素
酸
化
物
は
硝
酸
に
変
化
す
る
。

　

さ
て
、
気
象
の
変
動
に
よ
っ
て
大
気
中
に
生
じ
た
小
さ
な
水
滴
は
、
落
下
し

な
が
ら
徐
々
に
成
長
す
る
が
、
こ
の
間
に
前
記
の
酸
性
物
質
を
溶
か
し
込
む
。

こ
う
し
て
作
ら
れ
た
雨
滴
が
酸
性
雨
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

近
年
大
都
会
で
は
、
夏
に
樹
木
の
葉
が
枯
れ
、
落
葉
す
る
現
象
が
見
ら
れ
る
。

酸
性
雨
の
仕
業
で
あ
り
、
こ
の
影
響
が
強
ま
る
と
枯
死
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
限
ら
ず
、
酸
性
雨
の
被
害
は
多
岐
に
わ
た
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
碑
石
、
寒
水
石
は
粗
粒
の
石
灰
岩
で
あ
る
た
め
、
風
化
作

用
を
受
け
や
す
い
。「
弘
道
館
記
」
碑
が
屋
内
に
建
て
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を

み
る
と
、
斉
昭
は
、
風
化
し
や
す
い
こ
と
を
承
知
し
な
が
ら
築
山
の
上
に
こ
の

碑
を
建
立
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
は
い
え
、
酸
性
雨
に
よ
る
風
化
は
、
さ
す
が
の
斉
昭
に
も
想
定
外
だ
っ
た

ろ
う
。
石
灰
岩
は
、
鍾
乳
洞
の
例
か
ら
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
酸
性

の
水
に
は
と
て
も
弱
い
。

　

し
か
し
、
捨
て
る
神
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
平
成
二
十
年
八
月
八
日
こ
の

貴
重
な
名
碑
「
向
岡
記
」
は
、
多
く
の
ご
専
門
の
方
々
の
ご
援
助
、
ご
協
力
に

よ
っ
て
、
浅
野
南
門
内
に
や
っ
と
安
住
の
地
を
得
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
碑
が
世
に
広
く
知
ら
れ
、
ま
た
、
ご
覧
い
た
だ
け
る
こ
と
を
切
に
願
う
。

参
考
文
献

一
．「
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
保
存
協
会
第
壱
回
報
告
書
」
複
刻
版　
　

2003/6/25　

�

　
　
「
第
十
五　

東
京
市
本
郷
區
彌
生
町
侯
爵
浅
野
長
勲
邸
内
向
岡
碑
」
不
二

出
版

二
．「
水
戸
藩
史
料
」　

別
記　

上　

1970/12/20　

吉
川
弘
文
館

三
．「
向
岡
記
」　

財
団
法
人
水
府
明
徳
会
蔵　

碑
文
斉
昭
自
撰
自
書　

絵
狩
野

興
禎
画　

文
政
十
一
年
頃　

四
．「
向
岡
記
」
拓
本　

東
京
府
記
録
係
小
宮
山
綏
介　

東
京
都
公
文
書
館
蔵

　

明
治
十
年
頃　

五
．「
書
苑
」
關
東
訪
碑
紀
（
十
三
）
浅
野
候
邸
の
向
岡
の
碑
と
德
川
侯
邸
の

吾
妻
廼
苞
の
碑

六
．「
常
陽
藝
文
」　

藝
文
風
土
記　

寒
水
石
を
産
す
る
山　

2005/5

七
．
和
本
「
向
岡
記
」
浅
野
家
が
碑
を
東
京
大
学
に
寄
付
し
た
と
き
、
碑
に
つ

け
ら
れ
た
本
と
さ
れ
る　

昭
和
十
七
年
頃　

八
．「
石
の
俗
稱
辞
典
」　

遠
藤
祐
二
・
加
藤
碵
一
共
著　

愛
智
出
版　

1999/3

九
．「
書
道
字
典
」　

伏
見
冲
敬
編　

1984/8　

角
川
書
店

十
．「
必
携
五
体
字
鑑
」　

松
田
舒
編　

1990/7　
　

柏
美
術
出
版

十
一
．「
草
書
の
事
典
」　

圓
道
祐
之
編　

1994/1　
　

講
談
社

十
二
．「
日
本
地
名
大
辞
典　

８
茨
城
県
」　1983/8　

角
川
書
店

十
三
．「
常
陸
太
田
市
史
」
民
俗
編　

常
陸
太
田
市
史
編
纂
委
員
会　

1979/3

　

常
陸
太
田
市

十
四
．
東
京
大
学
史
紀
要　

第
二
八
号
（2010/3

）
水
戸
藩
駒
込
邸
の
研
究　

藩
邸
内
外
の
景
観
と
造
園
の
検
討　

原
祐
一

（
し
お
ば
ら　

み
や
こ　

日
本
石
造
文
化
学
会
）

（
い
い
む
ら　

ひ
ろ
し　

金
蘭
書
道
会
）　　
　


