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蓮
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就
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寛
永
の
乗
懸
以
後
我
國
の
般
が
海
外
に
渡
航
す
る
こ
と
は
な
く

な
っ
て
、
遠
郷
の
海
蓮
は
全
く
見
る
こ
と
ザ
出
來
ぬ
や
う
に
な
っ

た
が
、
足
留
の
海
楼
は
今
ま
で
に
な
い
署
し
い
登
達
を
な
し
た
。

そ
れ
に
は
江
戸
晴
代
に
な
っ
て
國
内
の
纏
濟
事
情
が
…
鰍
程
國
民
経

濟
的
の
傾
向
を
帯
び
る
や
う
に
な
っ
た
こ
と
，
江
戸
と
云
ふ
大
都

會
が
關
東
築
野
に
起
つ
た
こ
と
が
重
要
な
る
原
因
で
あ
る
。
叉
鎖

國
の
た
め
國
内
に
於
て
自
給
自
足
す
る
必
要
が
痛
切
に
慈
ぜ
ら
れ

た
と
云
ふ
こ
と
も
こ
れ
に
次
ぐ
原
因
で
あ
る
。
そ
こ
で
物
資
輪
塗

の
必
要
が
起
り
、
始
め
は
陸
蓮
で
や
っ
て
居
た
が
、
不
便
の
た
め

海
蓮
が
獲
達
す
る
に
至
つ
江
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
は
全
國
の

滑
岸
遍
く
航
路
が
開
け
た
の
で
あ
る
が
、
重
要
な
る
も
の
は
三
つ

あ
る
、
最
も
早
く
開
け
た
の
は
江
戸
大
阪
間
の
海
進
で
、
こ
れ
は

江
戸
の
繁
榮
に
俘
ひ
酒
や
油
な
ど
の
日
用
品
を
蓮
為
し
た
こ
と
か

ら
超
つ
た
。
次
に
主
乏
し
て
米
の
鍮
迭
に
よ
り
聞
か
れ
た
の
が
束

古

田

良

一

廻
海
蓮
と
西
廻
海
蓮
と
で
あ
る
。
束
廻
と
は
日
本
海
の
沿
岸
か
ら

出
嚢
し
て
津
忠
勤
挾
を
通
り
太
李
洋
に
餓
で
江
戸
に
蓬
す
る
も
の

で
あ
り
、
西
廻
と
は
同
じ
く
日
本
海
沿
岸
か
ら
出
て
西
に
向
ひ
下

關
海
膨
を
提
議
し
瀬
戸
内
海
を
航
し
て
大
阪
に
狂
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
三
大
海
蓬
の
中
、
江
戸
大
阪
間
の
海
図
に
就
て
は
從
來

か
な
O
多
く
研
究
せ
ら
れ
て
居
り
ま
す
。
七
廻
、
西
廻
の
愚
者
に

有
す
る
研
究
は
比
較
的
少
い
の
で
、
私
は
今
ま
で
に
そ
れ
に
關
す

る
史
料
を
蒐
集
し
、
西
廻
に
就
て
は
已
に
夢
見
を
獲
表
し
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
，
本
日
は
束
廻
海
蓮
の
起
り
か
ら
そ
の
獲
達
の

模
様
に
就
き
蓮
べ
や
う
と
思
ひ
ま
す
。

　
日
本
海
の
北
陸
・
奥
瀦
滑
岸
に
海
蓮
の
開
け
弛
の
は
由
來
久
し

い
こ
と
で
、
殊
に
室
町
時
代
か
ら
植
傷
時
代
に
か
け
て
大
に
盛
と

な
っ
た
。
小
繋
と
宇
須
岸
邸
ち
今
の
函
館
と
の
間
に
商
船
の
往
來

ガ
あ
っ
て
、
蝦
夷
の
昆
布
が
小
濃
で
加
工
せ
ら
れ
、
若
独
昆
廊
の
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名
で
諸
國
に
販
賞
せ
ら
れ
て
居
た
こ
と
は
、
北
海
道
史
な
ど
の
書

物
に
見
え
て
居
る
。
函
館
に
行
く
に
は
津
島
海
峡
の
西
の
一
部
分

を
通
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
津
輕
海
挾
の
面
部
は
已
に
こ
の
時
航

路
が
開
け
て
居
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
慶
長
・
元
和
の
頃
に
は
敦

賀
の
道
川
氏
や
三
國
の
附
近
新
保
村
の
久
末
氏
が
南
部
藩
の
御
用

を
勤
め
、
手
般
を
以
て
南
部
に
航
行
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
隣

果
し
て
太
李
洋
沿
岸
に
ま
で
も
行
っ
た
で
あ
ら
う
か
。
勿
論
南
部

に
航
し
た
と
云
ふ
だ
け
で
、
ど
こ
の
港
に
行
っ
た
と
の
記
事
の
な

い
か
ら
に
は
、
想
像
を
廻
ら
せ
ば
如
何
様
に
で
も
言
へ
る
が
、
私

は
こ
の
時
は
太
李
洋
に
ま
で
出
た
の
で
な
く
、
陸
奥
溝
内
の
田
名

部
と
云
ふ
港
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
へ
る
。
田
名
部
は
南
部

藩
に
取
っ
て
重
要
な
る
港
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
海
燕
に
よ
る
移
患

入
は
こ
の
港
を
通
じ
て
行
は
れ
た
こ
と
が
多
い
。
後
に
は
野
蚕
地

と
云
ふ
港
も
盛
に
な
っ
た
が
、
古
く
は
田
名
部
．
か
唯
一
の
港
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
敦
賀
の
打
陣
辮
次
郎
氏
所
藏
の
寛
文
難
壁
に
寛
文

の
頃
敦
賀
に
煮
た
三
二
の
産
物
の
産
地
を
記
し
て
あ
る
の
を
見
る

に
陸
奥
に
於
て
は
唯
田
名
部
あ
る
の
み
で
あ
る
。
邸
ち
寛
文
の
頃

に
於
て
も
太
李
洋
岸
の
港
か
ら
敦
賀
に
來
る
も
の
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
東
廻
海
蓮
に
就
て
　
（
宵
田
）

さ
す
れ
ば
、
そ
れ
よ
り
前
の
時
代
に
あ
っ
た
と
は
思
は
れ
ぬ
。
殊

に
田
名
部
は
波
艀
か
な
灘
内
の
良
港
で
あ
る
。
こ
の
地
を
領
内
に

有
す
る
南
部
藩
が
何
を
苦
ん
で
薩
摩
線
の
箪
調
な
色
好
洋
岸
か
ら

積
出
し
、
潮
流
烈
し
き
尻
屋
岬
を
通
過
し
て
日
本
海
に
幽
る
や
う

な
こ
と
を
せ
や
う
か
。
私
は
如
何
に
し
て
も
こ
の
頃
日
本
海
か
ら

津
輕
海
峡
を
麺
過
し
て
太
直
前
に
出
る
海
蓮
が
開
け
て
居
た
も
の

と
信
ず
る
こ
と
は
禺
危
な
い
。

　
次
に
陸
奥
の
太
李
花
畑
岸
に
は
何
博
戯
か
ら
海
量
が
開
け
た
で

あ
ら
う
か
。
こ
れ
も
日
本
武
奪
の
東
夷
征
伐
は
あ
ま
り
古
い
こ
と

で
あ
る
か
ら
姑
く
措
く
と
し
て
も
、
奈
良
朝
か
ら
李
安
朝
に
か
け

て
奥
羽
の
拓
殖
の
進
ん
だ
こ
と
や
、
下
っ
て
南
北
朝
時
代
に
吉
野

朝
廷
と
の
蓮
絡
が
海
路
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
考
へ
れ

ば
、
海
神
の
開
け
た
の
は
古
い
こ
と
だ
と
蕎
へ
る
か
も
知
れ
ぬ
。

併
し
政
治
上
軍
事
上
な
ど
の
必
要
か
ら
或
時
期
に
儲
が
往
直
し
た

か
ら
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
は
唯
一
時
的
の
こ
と
に
過
ぎ
ぬ
。
果
し

て
ど
の
程
度
ま
で
船
が
通
じ
た
か
も
は
っ
き
り
わ
か
ら
ぬ
。
故
に

こ
れ
を
以
て
海
蓮
が
開
け
た
と
す
る
こ
と
は
繊
來
な
い
と
思
ふ
。

私
は
陸
奥
の
東
海
岸
に
嘗
て
は
海
漣
の
開
け
る
べ
き
原
因
が
な
か

　
　
　
　
　
　
第
十
山
ハ
巻
　
第
二
一
義
　
　
　
二
山
ハ
九
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東
廻
海
蓮
に
競
て
　
（
古
田
）

つ
た
か
ら
、
短
距
離
か
．
船
の
径
済
す
る
も
の
は
勿
論
あ
っ
た
に
粗

違
な
い
が
、
海
蓮
と
御
す
べ
き
程
の
こ
と
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て

始
め
て
開
け
た
と
考
へ
る
、
凡
そ
海
蓮
は
物
資
蓮
輪
の
必
要
よ
り

し
て
詣
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
豊
臣
時
代
ま
で
は
關
東

が
ま
だ
あ
ま
り
開
け
て
贋
な
か
っ
た
の
で
、
盲
点
に
向
っ
て
物
資

を
蓮
ぶ
必
要
は
な
か
っ
た
。
然
る
に
江
戸
に
幕
府
が
開
か
れ
，
殊

に
今
ま
で
に
な
い
基
礎
の
輩
嗣
な
幕
府
が
出
來
て
全
國
が
李
下
せ

ら
れ
た
か
ら
、
江
戸
の
人
ロ
は
俄
に
塘
加
し
、
食
料
品
た
る
米
を

遠
國
か
ら
移
入
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
や
う
に
な
っ
て
、
そ
の
唐
輪

の
必
要
上
、
始
め
て
陸
奥
の
東
海
岸
に
海
港
が
開
か
れ
た
の
で
あ

る
。　

幕
府
が
遠
計
か
ら
米
を
江
戸
に
蓮
ぶ
必
要
を
感
ず
る
に
至
っ
た

の
は
寛
文
年
間
頃
で
あ
ら
う
。
そ
の
以
前
に
於
て
は
幕
府
は
何
等

そ
れ
に
漏
す
る
施
設
を
し
て
居
な
い
。
併
し
奥
朋
の
如
き
人
口
稀

薄
な
る
地
方
で
は
、
争
、
の
産
米
を
江
戸
に
迭
ろ
の
有
利
な
る
こ
と

を
早
く
知
っ
た
に
粗
蓮
な
い
．
、
そ
れ
放
，
幕
府
が
こ
れ
を
行
ふ
前

に
、
已
に
こ
の
地
方
の
諸
藩
が
そ
れ
に
目
を
つ
け
、
自
領
内
の
米
を

江
戸
に
叢
る
計
叢
を
立
て
、
こ
瓦
に
海
蓮
が
開
け
る
や
う
に
な
つ

　
　
　
　
　
　
第
十
よ
一
巻
　
櫓
鮒
二
號
　
　
　
二
七
〇

た
。
そ
の
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
、
仙
肇
藩
主
伊
達
政
宗
で
あ
る
◎

　
政
宗
が
仙
肇
に
築
城
を
始
め
た
の
は
慶
長
五
血
、
＋
二
月
で
あ
っ

て
、
同
七
年
に
落
成
し
、
岩
幽
由
の
蕉
城
か
ら
移
っ
た
。
政
宗
の
領

地
は
六
十
餓
萬
石
、
實
に
東
北
の
大
藩
で
あ
る
か
ら
、
領
内
に
産
出

せ
ら
る
Σ
米
も
多
い
。
そ
こ
で
こ
れ
を
藩
で
買
上
け
て
江
戸
に
迭

る
計
叢
を
立
て
た
。
こ
れ
が
何
時
頃
か
ら
趨
っ
た
こ
と
か
明
か
で

な
い
が
、
元
利
寛
永
の
頃
に
始
ま
っ
た
と
云
は
れ
て
居
る
。
そ
の
蓮

輪
の
方
法
と
し
て
は
海
蓮
に
よ
る
こ
と
、
し
た
。
仙
憂
の
近
く
に
．

あ
る
港
は
鞭
竈
で
あ
っ
て
、
古
い
港
で
は
あ
る
が
，
攻
宗
は
寧
ろ

石
巻
と
荒
濃
と
に
力
を
入
れ
た
や
う
で
あ
る
。
荒
子
は
阿
武
隈
川

の
川
口
に
あ
る
か
ら
、
仙
窒
藩
領
の
南
部
に
漆
す
る
米
を
川
船
で

荒
濱
に
蓮
び
，
こ
・
か
ら
海
蓮
に
よ
っ
て
江
戸
に
配
る
に
便
で
あ

る
（
、
石
巻
は
今
で
は
銀
鼠
、
川
の
川
口
に
な
っ
て
居
る
が
、
適
時
は

北
上
規
の
河
流
が
今
日
と
異
な
り
、
途
小
で
東
に
折
れ
綜
覧
と
云

．
両
塵
で
太
李
洋
に
注
い
で
居
た
か
ら
，
石
巻
は
港
と
し
て
あ
ま
り

よ
い
位
置
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
頃
牡
鹿
郡
で
物
資
集
散
地
と
し

て
思
え
た
の
は
小
淵
で
あ
っ
た
と
云
．
鴨
政
宗
は
北
上
川
を
利
用

し
て
学
習
の
北
部
に
産
す
る
米
を
然
る
べ
き
港
に
集
め
、
更
に
江
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戸
に
迭
ら
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
レ
河
流
を
憂
へ
な
け
れ
ば
追
波

港
に
出
る
の
外
は
な
い
。
然
る
に
邉
波
は
外
海
の
港
で
あ
り
、
叉

こ
Σ
か
ら
出
帆
す
れ
ば
金
華
山
沖
を
通
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
れ

に
は
風
波
の
危
瞼
が
伸
ふ
の
で
、
牡
鹿
灘
内
の
港
か
ら
積
出
す
や

う
に
す
る
た
め
、
石
巻
に
着
眼
し
て
北
上
川
の
河
流
を
附
替
へ
る

計
蓋
を
立
て
た
。
勿
論
こ
の
附
替
の
原
因
と
し
て
は
上
流
に
於
け

る
水
害
を
な
く
せ
や
う
と
す
る
考
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
川
が
東
に

折
れ
て
か
ら
山
間
を
縫
う
て
流
れ
る
た
め
、
川
幅
が
狭
く
、
上
流

に
於
て
水
害
が
屡
々
起
つ
た
か
ら
で
あ
る
G
併
し
こ
の
水
害
を
除

く
と
云
ふ
こ
と
よ
り
も
、
寧
ろ
埴
輪
の
便
を
計
る
と
云
ふ
方
が
圭

た
る
圏
的
で
あ
っ
た
と
思
ふ
。

　
北
上
川
附
替
は
當
時
に
於
け
る
一
大
土
木
工
事
で
あ
る
が
、
政

宗
の
命
を
受
け
て
こ
れ
を
や
り
遽
け
た
の
は
川
村
孫
兵
衛
重
吉
で

あ
る
。
石
巻
の
無
血
寺
と
云
ふ
寺
の
線
起
に
よ
れ
ば
、
重
吉
は
も

と
長
州
の
入
で
毛
利
輝
元
に
仕
へ
た
が
、
後
に
流
浪
し
て
陸
奥
に

選
り
政
宗
に
仕
へ
た
と
云
ふ
。
土
工
工
事
の
天
才
で
あ
っ
た
ら
し

く
、
色
々
の
事
業
を
や
っ
た
の
で
あ
る
が
、
北
上
川
附
帯
も
亦
こ

の
人
に
よ
っ
て
元
和
九
年
に
始
め
ら
れ
，
寛
永
三
年
に
竣
功
し
た

　
　
　
　
　
東
廻
海
蓮
に
就
て
　
（
古
田
）

と
の
こ
と
で
あ
る
σ
但
し
根
本
史
粧
の
残
れ
る
も
の
が
姶
ど
な
い

の
で
，
委
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
時
、
山
碕
源
太
右
衛

門
と
云
ふ
地
理
の
知
識
に
明
る
い
人
が
あ
っ
て
重
吉
を
助
け
た
と

云
ふ
話
で
あ
る
。
こ
の
附
替
工
事
が
完
成
し
て
か
ら
は
、
北
上
川

を
利
用
し
て
石
巻
に
米
を
集
め
、
そ
れ
よ
り
海
蓮
に
よ
っ
て
江
戸

に
滲
る
こ
と
Σ
な
っ
た
。

　
然
ら
ば
仙
窒
藩
が
初
め
て
江
戸
に
米
を
廻
漕
し
た
の
は
何
時
で

あ
る
か
Q
武
瓢
年
表
に
は
寛
永
九
年
に
初
め
て
届
書
の
米
が
江
戸

に
來
た
と
記
さ
れ
て
居
る
。
併
し
已
に
元
和
年
閥
に
御
買
上
米
の

欄
が
仙
壼
藩
に
行
は
れ
て
暦
た
と
す
れ
ば
，
そ
の
頃
江
戸
に
途
る

こ
と
が
な
か
っ
た
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
唯
そ
の
頃
は
江
戸
の
人

口
も
さ
ま
で
多
か
ら
す
、
米
の
需
要
も
少
か
っ
た
か
ら
、
多
量
に

途
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
、
仙
夜
参
の
名
が
聞
え
て
居
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
正
保
二
年
に
石
巻
の
壽
福
寺
境
内
に

米
倉
を
建
て
る
た
め
、
寺
を
移
管
せ
し
め
た
こ
と
が
、
元
隷
十
五

年
の
番
編
寺
蕎
記
に
見
え
て
居
る
、
こ
れ
に
よ
っ
て
寛
永
の
末
よ

り
正
保
の
初
め
に
か
け
、
米
の
移
勘
が
次
策
に
盛
と
な
っ
た
こ
と

を
察
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
か
く
の
如
く
に
し
て
先
づ
石
巻
及
び
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東
廻
海
蓮
に
就
て
　
（
古
田
）
　
　
　
　
　
　
・

荒
濱
と
江
戸
と
の
聞
に
海
蓮
が
開
け
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
爾
港

か
ら
積
患
し
た
米
は
最
初
は
仙
聯
繋
の
米
ば
か
り
で
あ
っ
た
で
あ

ら
う
が
、
阿
武
隈
川
に
よ
っ
て
米
澤
領
の
米
が
荒
濱
に
出
で
、

北
上
川
に
よ
っ
て
南
部
領
の
米
が
石
巻
に
出
る
や
う
に
な
っ
た
の

も
、
さ
ま
で
時
代
が
邊
れ
て
は
居
な
い
か
と
思
は
れ
る
か
ら
、
鋤

毫
米
の
み
な
ら
す
、
こ
れ
ら
の
諸
藩
の
米
も
江
戸
に
迭
ら
る
・
や

う
に
な
っ
た
で
あ
ら
う
。

　
仙
豪
領
か
ら
崩
た
甜
が
江
戸
に
行
く
に
は
、
下
繍
の
銚
子
ま
で

は
海
岸
起
沿
う
て
航
海
し
、
銚
予
か
ら
利
根
川
を
潮
っ
て
無
宿
に

至
り
、
尋
で
江
戸
川
を
下
っ
て
江
戸
に
蓬
し
た
の
で
あ
る
が
、
後

に
は
銚
子
似
南
の
海
路
も
開
け
、
房
総
の
海
岸
に
沿
う
て
江
戸
灘

に
入
る
や
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
新
非
白
石
の
年
弱
海
事
記
に
見

え
て
居
る
所
で
あ
る
が
、
何
時
頃
か
ら
銚
子
甥
南
の
海
路
が
開
け

た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
寛
文
十
嚇
年
に
河
村
瑞
賢
が
荒
濱
か
ら
江

戸
に
至
る
航
路
に
改
艮
を
糖
へ
た
時
、
已
に
開
け
て
居
た
こ
と
は

白
石
の
明
記
し
て
居
る
所
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
よ
り
も
鯨
程
鶴
に

開
け
た
も
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
併
し
銚
子
以
南
の
海
路
は
危
瞼

が
霧
か
つ
九
の
か
、
利
黒
川
を
湖
る
撹
傷
警
世
蒙
る
、
悪
憾

　
　
　
　
　
　
　
第
十
山
ハ
燃
憩
　
第
二
號
　
　
　
二
七
二

用
ゐ
ら
れ
て
居
る
。
元
文
五
年
及
び
寛
保
二
年
に
奥
州
幅
島
領
3

鋼
筆
米
澤
領
の
年
貢
米
を
荒
濱
か
ら
江
戸
に
漕
蓮
す
る
に
際
し
、

幕
府
か
ら
廻
澱
差
配
人
に
蓮
賛
を
指
定
し
て
凝
る
の
を
見
れ
ば
、

「
外
海
江
戸
廻
」
と
云
ふ
も
の
と
、
一
、
銚
子
入
内
川
江
戸
廻
し
と
云
ふ

も
の
と
の
こ
種
類
が
あ
る
（
喋
蹴
講
罐
罫
難
）
。
仁
所
も
樗

は
「
銚
子
入
内
川
江
戸
廻
」
の
方
が
高
く
な
っ
て
居
る
。
こ
れ
は
銚

子
で
川
船
に
積
替
へ
た
り
な
ど
の
手
撒
が
か
、
つ
た
か
ら
で
あ
ら

う
。
そ
れ
に
も
拘
は
ら
す
、
こ
の
道
筋
の
用
ゐ
ら
れ
て
居
た
の
は
、

海
路
の
危
瞼
を
恐
れ
た
も
の
と
思
ふ
。
叉
私
が
仙
豪
で
得
た
古
記

録
に
年
代
は
不
明
だ
が
恐
ら
く
江
戸
時
代
末
期
に
書
か
れ
た
と
思

は
れ
る
も
の
が
あ
る
。
，
も
と
荒
濱
の
濾
屋
と
云
ふ
家
に
あ
っ
た
も

．
の
ら
し
く
、
見
聞
録
で
あ
り
、
叉
備
忘
録
の
や
う
で
あ
る
が
、
そ

の
中
に
荷
物
を
江
戸
に
蓮
ぶ
途
ゆ
の
港
に
於
け
る
口
鏡
、
藏
敷
，

引
翻
賃
、
叉
は
そ
の
港
で
費
捌
く
時
の
損
盒
な
ど
記
し
て
あ
る
が
、

一、

�
m
湊
ヨ
リ
坂
東
太
郎
川
へ
入
武
州
關
宿
並
江
戸
行
し
と
云
ふ
題

で
記
し
て
あ
る
の
を
見
る
と
、
常
陸
の
那
珂
湊
か
ら
川
に
入
り
、
大

貫
で
陸
暢
け
し
て
鉾
田
ま
で
陸
蓮
に
よ
る
か
、
海
老
澤
で
陸
揚
け

し
て
塔
ヶ
崎
ま
で
陸
蓮
に
よ
る
か
し
て
、
そ
れ
か
ら
川
舟
に
乗
せ

（ユ06）



北
浦
を
渡
り
レ
利
根
川
に
出
て
關
宿
に
評
す
る
道
筋
が
あ
っ
た
か

こ
れ
は
あ
ま
り
便
尉
な
運
理
法
で
は
な
い
や
う
だ
が
、
時
に
は
か

や
う
な
道
も
用
ゐ
ら
れ
た
の
を
見
れ
ば
、
那
珂
湊
か
ら
銚
子
に
行

く
ま
で
の
鹿
島
灘
の
風
浪
を
恐
れ
た
も
の
ら
し
く
、
こ
れ
は
こ
の

記
録
の
書
か
れ
た
時
代
に
の
み
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
や
は
り
古

い
時
代
か
ら
用
ゐ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。

　
仙
盗
藩
の
北
隣
の
南
部
藩
は
北
上
川
を
利
用
し
て
石
巻
ま
で
満

て
、
そ
れ
か
ら
海
路
に
よ
る
こ
と
が
艦
歴
た
の
で
、
南
部
藩
の
海

庫
と
江
戸
と
の
間
に
海
蓮
は
起
ら
な
か
っ
た
が
、
津
輕
藩
が
江
戸

に
廻
鋤
を
出
す
や
う
に
な
っ
て
石
巻
以
北
の
航
路
が
開
け
た
も
の

で
あ
る
。
青
蘇
史
（
響
に
よ
れ
ば
、
築
二
年
華
墨
藩

は
泓
戸
に
廻
船
を
遣
は
す
こ
と
を
幕
府
に
伺
鵬
て
，
そ
の
許
可
を

得
、
始
め
て
米
を
江
戸
に
迭
つ
た
。
北
海
道
史
の
著
者
は
こ
れ
を

蹴
て
麺
海
蓮
の
製
麺
し
て
居
る
（
北
海
道
史
、
第
「
一
九
六
頁
）
。
併
し
こ
・

に
注
意
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
こ
の
時
の
積
出
港
の
何
慮
で

あ
っ
た
か
ゴ
わ
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
私
は
恐
ら
く
陸
奥
灘
内
の

港
で
あ
っ
て
日
本
海
岸
の
港
で
は
な
い
と
思
ふ
。
日
本
海
岸
に
は

古
く
は
十
三
湊
か
あ
り
、
近
世
に
な
っ
て
開
け
九
も
の
に
は
鰺
ク

　
　
　
　
　
東
廻
海
蓮
に
就
て
　
（
古
田
）

澤
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
港
と
交
渉
の
多
か
っ
た
分
は
越

煎
の
敦
賀
な
ど
で
あ
っ
て
　
江
戸
方
面
と
關
係
を
生
じ
た
の
は
隣

代
が
下
っ
て
か
ら
で
あ
る
と
思
ふ
。
常
識
か
ら
考
へ
て
も
、
初
め
て

江
戸
に
般
を
廻
航
す
る
に
、
日
本
梅
岸
の
港
か
ら
出
し
て
龍
飛
岬

の
沖
を
通
ら
せ
る
よ
り
も
、
睦
奥
国
内
の
港
か
ら
出
す
方
が
安
全

で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
は
青
森
か
ら
出
帆
し
た
の
で
あ
ら
う
と
も

考
へ
ら
れ
る
が
、
青
森
は
恰
も
こ
の
年
に
翻
か
れ
た
港
で
あ
っ
て

そ
の
以
前
に
は
淋
し
い
虚
で
あ
っ
た
か
ら
、
果
し
て
青
森
か
ら
崩

た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
併
し
青
森
附
近
の
海
岸
、
帥
ち
所

　
そ
ミ
が
に
ま

謂
外
濱
の
ど
こ
か
で
あ
っ
江
に
胡
蓬
な
い
。
側
れ
に
せ
よ
、
日
本

海
燈
の
港
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
い
と
す
れ
ば
h
こ
の
船
は
津
輕

海
映
を
西
か
ら
束
に
通
り
響
け
江
の
で
は
な
い
。
縫
っ
て
眞
の
意

味
の
東
廻
海
蓮
の
濫
．
鵤
と
は
云
へ
ぬ
け
れ
ど
も
、
今
ま
で
あ
ま
り

般
の
麺
ら
な
か
っ
た
大
間
崎
か
ら
古
屋
岬
の
沖
を
過
ぎ
、
陸
奥
の

東
梅
岸
を
航
し
て
江
戸
に
遅
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
束
廻
は
こ
の

時
開
か
れ
九
と
云
っ
て
も
差
支
は
な
い
だ
ら
う
。
そ
の
意
味
に
於

て
は
北
海
道
史
の
訟
も
誤
で
は
な
い
。

　
然
ら
ば
眞
の
意
味
に
於
け
る
束
廻
警
守
臓
何
階
か
ら
起
つ
た
か

　
　
　
　
　
　
第
十
山
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東
廻
海
蓮
に
調
て
　
（
古
田
）

こ
れ
は
陸
奥
灘
を
領
内
に
有
す
る
津
輕
藩
に
よ
つ
て
開
か
る
べ
き

も
の
で
は
な
い
。
封
禅
の
北
部
に
領
地
を
有
す
る
秋
田
藩
に
よ
つ

て
始
め
ら
れ
た
の
は
、
地
勢
上
か
ら
見
て
も
當
然
で
あ
る
。
秋
田

縣
史
（
第
二
珊
、
一
〇
六
頁
）
の
記
す
所
に
よ
れ
ば
、
明
麿
元
年
に
初
め
て
鷲

へ
の
廻
船
を
融
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
出
帆
港
は
御
物
川
の
路

に
あ
る
土
崎
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
か
ら
、
こ
れ
こ
そ
眞
の
意
味

に
於
け
る
東
廻
海
蓬
で
あ
る
。
爾
後
こ
の
航
路
が
次
第
に
用
…
ゐ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

る
、
や
う
に
な
り
、
津
輕
海
峡
を
航
…
脅
す
る
船
も
多
く
な
っ
た
で

あ
ら
う
。
叉
太
卒
洋
岸
に
於
て
は
寛
文
四
年
に
八
戸
藩
が
南
部
藩

か
ら
分
れ
て
猫
立
す
る
こ
と
」
な
り
、
罰
七
年
に
初
め
て
鮫
浦
か

ら
領
囚
の
米
を
江
戸
に
嬉
し
た
（
青
森
縣
史
第
四
巻
）
。
こ
れ
に
よ
り
八
戸

藩
と
江
戸
と
の
聞
の
海
蓮
が
開
か
れ
、
太
李
洋
を
航
海
す
る
離
は

艶
々
多
く
な
っ
た
で
あ
ら
う
。

　
東
廻
海
蓮
の
開
け
た
の
は
か
く
の
如
く
か
な
り
古
い
時
代
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
海
路
瞼
悪
の
た
め
そ
の
獲
達
は
華
々
た
る
も
の
で

あ
っ
た
。
秋
田
、
津
軽
の
諸
藩
と
難
、
果
し
て
ど
れ
程
こ
の
航
路

を
利
用
し
た
で
あ
ら
う
か
。
尤
も
天
和
三
年
に
は
津
擢
藩
の
江
戸

の
屋
敷
に
於
け
る
肇
所
入
用
品
は
す
べ
て
江
戸
で
求
め
す
し
て
観

　
　
　
　
　
　
第
十
轟
ハ
巻
　
　
第
工
號
　
　
　
二
七
閃
［

元
か
ら
邊
る
こ
と
Σ
し
、
黙
思
か
ら
甜
で
積
撫
し
て
居
り
、
翌
四

年
に
も
な
さ
れ
参
ら
（
鋤
警
吏
）
、
器
財
の
野
望
ん
嘉

の
江
戸
に
行
く
も
の
も
次
第
に
多
く
な
っ
た
で
あ
ら
う
け
れ
ど
も

敦
賀
と
の
経
濟
驕
係
は
由
來
久
し
い
こ
と
で
あ
り
，
叉
西
廻
海
蓮

が
開
け
て
か
ら
は
大
阪
に
行
く
潔
も
鵬
來
た
か
ら
、
東
廻
に
よ
っ

て
江
戸
に
迭
ら
れ
る
費
物
よ
り
も
、
北
圃
や
聖
遷
に
向
っ
て
塗
ら

れ
る
貨
物
の
方
が
多
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
ま
し
て
秋
田
よ
り
も
夏

に
南
な
る
今
の
山
形
縣
や
新
潟
縣
の
港
か
ら
束
廻
に
よ
っ
て
江
戸

に
物
資
を
輪
号
す
る
こ
と
の
起
つ
た
の
は
、
江
戸
時
代
の
中
期
に

な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
て
・
て
れ
よ
り
薗
に
は
江
戸
に
邊
る
場

合
に
も
西
廻
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
。
寛
文
十
一
、
十
二
照
年
に
河

村
瑞
賢
が
奥
津
の
海
蓮
に
改
良
を
加
へ
た
時
に
、
出
埆
の
米
を
酒

田
か
ら
般
に
積
ん
で
西
廻
に
よ
っ
て
江
戸
に
蓮
ん
で
居
る
◎
距
離

か
ら
言
へ
ば
遙
に
近
い
東
廻
を
取
ら
な
か
っ
た
の
は
，
航
海
が
困

難
で
あ
っ
て
安
全
を
期
し
難
く
、
…
從
っ
て
雑
筆
も
高
か
っ
た
故
で

あ
ら
う
。
聖
賢
が
こ
の
功
烈
廻
に
關
し
て
な
し
た
る
所
は
、
阿
武

隈
川
の
川
ロ
に
あ
る
荒
濱
以
南
の
航
路
を
安
全
に
し
た
草
け
で
。

そ
れ
よ
り
北
に
は
及
ん
で
属
な
い
。

（10S）



　
併
し
な
が
ら
假
令
蝸
部
分
に
も
せ
よ
、
逆
送
の
功
を
浸
す
る
こ

と
は
出
來
ぬ
。
瑞
賢
は
寛
文
十
年
に
陸
奥
國
信
夫
郡
の
宮
米
撒
萬

石
を
江
戸
に
蓮
ぶ
命
を
受
け
、
翌
十
…
年
に
こ
の
命
を
果
し
、
こ
れ

よ
り
漕
攻
一
新
せ
ら
る
・
に
至
っ
た
。
瑞
賢
の
取
っ
た
方
法
は
、

阿
武
隈
川
を
利
用
し
て
川
船
で
荒
濱
ま
で
蓮
び
、
そ
れ
か
ら
海
路

を
安
房
ま
で
行
き
、
安
房
よ
り
は
海
岸
に
沿
う
て
江
戸
薄
に
入
る

の
が
從
來
の
道
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
ら
す
し
て
、
一
旦
相
模

の
三
崎
か
伊
豆
の
下
田
か
に
行
き
、
西
南
風
を
待
っ
て
船
首
を
嗣

ら
し
て
江
戸
灘
に
入
る
こ
と
Σ
し
た
。
そ
し
て
途
中
の
寄
港
地
に

は
立
平
場
を
置
く
と
か
、
難
破
の
障
の
取
扱
方
を
定
む
る
と
か
、

色
々
施
設
す
る
所
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
荒
濱
に
武
者
惣
君
術
門

と
云
ふ
者
が
あ
っ
て
カ
を
誰
し
た
、
宮
城
縣
圓
書
館
所
藏
の
安
永

八
年
風
土
記
御
用
書
出
に
よ
れ
ば
、
惣
右
衙
門
は
寛
文
十
二
年
浦

役
人
を
命
ぜ
ら
れ
、
菌
字
帯
刀
を
許
さ
れ
、
五
入
挟
持
を
下
さ
れ

た
と
云
ふ
。
そ
の
後
も
代
々
浦
役
人
を
勤
め
，
子
孫
は
今
も
荒
濃

に
往
ん
で
居
る
。

　
瑞
賢
の
事
業
は
荒
濱
以
北
の
航
路
に
は
及
ば
な
か
っ
た
け
れ
ど

も
　
東
廻
海
蓮
の
嚢
蓬
に
大
な
る
刺
載
を
與
へ
た
こ
と
は
疑
な

　
　
　
　
　
束
冬
至
蓮
に
就
て
　
（
古
田
）

い
。
加
之
、
寛
文
年
間
に
幕
府
が
瑞
賢
に
命
じ
て
奥
羽
の
米
を
江

戸
に
蓮
ば
し
め
た
の
は
、
－
亡
霊
こ
の
頃
に
な
っ
て
江
戸
の
入
口
大

に
喰
益
し
、
米
の
需
要
が
多
く
な
っ
た
が
た
め
で
あ
る
。
故
に
津

輕
、
秋
田
等
の
諸
藩
か
ら
江
戸
に
迭
る
量
も
決
し
て
減
す
る
事
は

な
い
。
從
っ
て
船
の
彼
來
も
総
々
多
く
、
航
海
に
脅
熟
す
る
に
つ

れ
て
、
秋
田
よ
の
南
の
方
か
む
出
る
器
も
遠
い
西
廻
よ
り
も
近
い

東
廻
を
取
る
こ
と
が
起
っ
て
來
た
の
で
あ
る
。
費
永
元
年
六
月
二

十
一
B
に
八
戸
藩
は
、
出
朋
の
酒
田
か
ら
積
出
す
幕
府
の
城
米
の

蓮
途
船
の
鷲
印
を
船
奉
行
及
び
久
慈
港
の
代
官
に
通
知
し
て
艦
る
・

（青

X
縣
史
第
四
巷
）
。
…
こ
れ
齢
ち
酒
毒
ら
崇
磐
轟
に
よ
っ
て
江

戸
に
向
ふ
も
の
、
あ
っ
た
謹
篠
で
あ
る
。
正
徳
・
享
保
以
後
は
酒

田
か
ら
出
た
醗
が
八
戸
領
の
港
に
立
寄
る
こ
と
が
盆
々
多
く
な
っ

た
の
み
な
ら
す
、
享
保
五
年
以
後
、
越
後
の
城
米
船
も
屡
々
欝
港

し
た
こ
と
が
青
森
縣
礎
に
引
用
せ
ら
れ
た
八
戸
藩
史
稿
に
見
え
て

居
る
。
者
本
財
羅
璽
製
謹
墜
誰
）
に
よ
れ
ば
、
享
保

五
年
の
幽
朋
・
越
後
・
能
登
・
越
前
の
城
米
が
東
廻
で
江
戸
に
蓮
ば

れ
、
翌
六
年
の
城
米
は
趨
羽
・
越
後
・
能
登
の
分
は
東
廻
に
よ
り
、

越
前
の
も
の
は
西
廻
に
よ
つ
て
江
戸
に
途
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
つ

　
　
　
　
　
　
第
十
六
巻
　
　
第
ご
號
　
　
　
二
七
五
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策
麺
海
運
に
就
て
　
（
古
田
）

て
見
れ
ば
、
束
星
置
蓮
の
利
用
が
次
第
に
多
く
な
っ
て
居
る
こ
と

が
わ
か
る
け
れ
ど
も
，
能
登
や
越
前
の
米
を
束
廻
で
漕
蓮
す
る
こ

と
は
特
別
の
場
合
と
見
る
べ
き
で
、
先
づ
越
後
ま
で
を
限
り
と
し

た
も
の
で
あ
る
。
文
政
五
年
の
「
新
改
仕
法
」
に
儲
改
が
濟
ん
で

極
印
を
打
つ
時
、
そ
の
虞
に
記
す
文
墨
が
載
せ
て
あ
る
が
、
そ
の

中
に
「
北
圃
筋
之
分
着
崩
越
後
廉
潔
三
廻
有
之
揚
所
に
付
東
海
廻

り
西
海
廻
り
輿
事
事
書
志
可
申
事
」
と
あ
る
を
見
れ
ば
一
束
廻
を

利
用
し
た
の
は
出
羽
と
越
後
と
で
、
そ
れ
よ
り
西
の
國
に
は
及
ん

で
居
な
か
っ
た
と
思
ふ
Q
越
後
の
中
で
す
ら
も
、
西
部
の
港
か
ら

磨
る
翻
は
束
…
廻
を
取
ら
な
か
っ
た
や
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
寛
政
九

年
の
「
御
廻
米
黙
認
積
湊
♂
江
戸
大
坂
え
海
上
塁
撒
凡
積
り
」
と
云

ふ
史
料
に
よ
る
と
、
越
後
の
崩
雲
崎
、
今
町
（
現
今
の
直
江
津
）
、

柏
崎
の
三
港
か
ら
江
戸
ま
で
の
海
上
里
数
は
酉
廻
の
み
を
掲
げ
、

新
潟
と
海
老
江
と
の
臨
港
か
ら
の
分
の
み
束
西
南
廻
の
黒
撒
を
載

せ
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
出
胴
・
越
後
共
に
東
西
爾
方
の

里
数
を
記
し
て
あ
る
も
の
に
は
、
東
廻
に
特
に
「
來
海
廻
」
と
註
し

て
あ
っ
て
酉
廻
に
は
何
も
書
い
て
な
い
所
か
ら
考
へ
る
と
，
西
廻

の
方
が
多
く
用
ゐ
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
即
ち
束
廻
は
彊

　
　
　
　
　
　
第
十
山
田
巷
　
　
第
二
號
　
　
　
二
七
山
ハ

々
盛
に
な
っ
た
と
は
云
ふ
も
の
、
、
到
底
西
廻
に
は
及
ば
な
か
っ

た
の
で
あ
、
る
。
序
で
に
串
上
げ
ま
す
が
、
こ
・
に
引
用
し
ま
し
た
、

「
船
改
仕
法
」
と
「
御
廻
米
諸
身
魂
湊
♂
江
戸
大
坂
え
海
上
里
数
凡

積
り
」
と
の
二
つ
の
礎
料
は
「
御
廻
米
積
廻
船
難
事
」
と
題
す
る
記

鎌
の
中
に
牧
め
ら
れ
て
居
る
も
の
で
、
も
と
大
藏
省
の
所
藏
に
か

・
る
も
の
で
し
た
が
、
大
震
火
災
で
失
は
れ
ま
し
た
。
私
は
そ
の

以
前
に
抄
録
し
て
置
き
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
御
話
し
た

の
で
あ
り
直
す
。

　
束
廻
海
蓮
の
獲
蓬
に
就
き
矯
過
す
る
こ
と
の
嵐
來
ぬ
の
は
蝦
夷

の
開
嚢
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
殊
に
寛
攻
年
間
漏
電
幕
府
が
蝦
夷
地
・

経
醤
に
着
手
し
て
か
ら
江
戸
と
の
問
に
潔
の
徒
書
が
頻
繁
と
な
り

航
路
も
盆
々
安
全
と
な
っ
て
、
こ
の
海
蓮
が
愈
々
盛
に
な
っ
た
こ

と
は
疑
あ
り
ま
せ
ぬ
。
併
し
そ
れ
に
關
す
る
御
話
は
別
の
機
會
に

譲
の
、
本
説
は
こ
れ
を
以
て
講
演
を
終
る
こ
と
に
致
し
ま
す
。

　
　
（
昭
和
五
年
十
一
月
二
十
九
翔
談
史
會
二
十
周
年
詑
念
大
會
講
演
）
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