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は
じ
め
に

　

田
中
道
麿
翁
と
の
ご
縁
を
い
た
だ
い
て
ま
だ
日
の
浅
い
私
。
上
石
津
多
良
を
出
て
養
老
町
に
籍
を
置
く
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、
翁

と
の
繋
り
を
貰
っ
た
こ
と
も
ま
こ
と
に
不
思
議
な
不
思
議
な
縁
で
あ
る
。
更
に
翁
の
顕
彰
会
の
一
員
に
加
え
ら
れ
て
、
養
老
町
の
生

ん
だ
国
学
者
、
翁
を
で
き
る
だ
け
詳
し
く
知
り
、
ま
た
多
く
の
人
々
に
知
っ
て
も
ら
う
様
努
め
る
こ
と
が
与
え
ら
れ
た
責
務
と
覚
し

種
々
の
策
を
思
念
す
る
日
々
で
あ
る
が
、
良
策
も
な
く
も
ど
か
し
い
思
い
の
日
々
で
あ
る
。

　

先
き
に
「
歌
集
道
全
集
」
に
つ
い
て
記
す
機
会
を
得
た
も
の
の
、こ
れ
で
は
当
然
不
十
分
な
こ
と
で
あ
っ
て
、も
っ
と
多
く
の
人
々

に
親
し
ま
れ
、
翁
の
心
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
の
一
念
か
ら
、
今
ま
で
見
・
聞
き
・
調
査
収
集
し
た
資
料
を
も
と
に

一
誌
に
纏
め
る
こ
と
を
試
行
し
た
次
第
で
あ
る
。
も
と
よ
り
八
十
を
越
し
た
老
人
の
こ
と
、不
完
全
な
こ
と
は
自
認
の
こ
と
で
あ
る
。

　

ね
が
わ
く
ば
こ
れ
が
道
麿
さ
ん
と
親
し
む
足
場
と
な
り
、
本
当
の
道
麿
研
究
が
す
す
め
ら
れ
る
こ
と
を
。
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凡　
　

例

一　

本
書
の
執
筆
は
養
老
町
田
中
道
麿
翁
顕
彰
会
副
会
長
の
山
口
一
易
が
行
っ
た
。

一　

文
中
「
田
中
道
麿
翁
」
と
記
す
べ
き
と
こ
ろ
を
単
に
「
翁
」
と
表
記
し
た
。

一　

�「
し
の
ぶ
ぐ
さ
」
等
よ
り
の
引
用
文
は
、
原
文
の
ま
ゝ
を
主
眼
と
し
た
が
、
特
に
長
い
文
節
に
つ
い
て
は
、
読
み
の
便
を
図
る

た
め
に
中
切
り
を
入
れ
た
。
ま
た
後
に
小
さ
く
、
漢
字
・
か
な
遣
い
・
送
り
か
な
を
通
用
式
に
改
め
、
引
用
文
の
私
訳
を
記
し
た
。

一　

万
葉
の
歌
に
つ
い
て
は
で
き
る
限
り
集
中
の
所
属
番
号
、
万
葉
仮
名
表
記
を
記
し
た
。

一　

�

遺
墨
に
つ
い
て
は
平
成
十
七
年
十
二
月
催
さ
れ
た
養
老
町
で
の
田
中
道
麿
展
時
の
目
録
に
依
り
原
文
の
ま
ゝ
記
し
、
で
き
る
限

り
傍
に
現
代
通
用
文
字
、
読
み
を
記
し
た
。

一　

歌
は
「
道
全
歌
集
」
よ
り
抜
粋
し
、
歌
の
下
の
数
字
、
年
令
は
歌
集
中
の
整
理
番
号
・
制
作
時
の
年
令
を
示
す
。

一　

顕
彰
碑
文
に
つ
い
て
読
み
易
く
す
る
た
め
に
中
切
り
を
入
れ
た
。
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田
中
道
麿
翁
略
伝

享
保
九
年
（
1
7
2
4
）…�

美
濃
国
多
芸
郡
榛は
り

木の
き

村
（
現
在　

岐
阜
県
養
老
郡
養
老
町
飯
木
）
に
生
ま
れ
る
。
幼
名　

茂
七
、九
才
頃

よ
り
歌
を
つ
く
り
始
め
る
。
学
問
好
き
で
大
垣
俵
町
の
平
流
軒
と
い
う
本
屋
に
奉
公
。

宝
暦
元
年
（
1
7
5
1
）…�
二
十
八
才
頃
よ
り
歌
を
詠
む
こ
と
も
本
を
読
む
こ
と
も
止
め
て
、
屋
根
葺
き
の
手
伝
い
や
土
木
工
事
に
従

事
。
三
十
才
頃
に
は
薩
摩
義
士
に
よ
る
宝
暦
治
水
工
事
が
行
わ
れ
た
の
で
土
工
と
し
て
地
元
の
若
者
ら
と

参
加
。
が
勉
学
へ
の
志
は
捨
て
切
れ
ず
仕
事
を
捨
て
東
海
道
土
山
駅
の
駕
籠
か
き
と
な
り
、
会
う
人
々
を

賴
み
に
よ
い
先
生
を
見
つ
け
る
こ
と
に
つ
と
め
る
。

宝
暦
七
年
（
1
7
5
7
）�…�

三
十
四
才　

彦
根
の
大お
お

菅す
が

中な
か
養や

父ぶ

千ち

之ゆ
き
に
め
ぐ
り
合
う
。
又
彦
根
の
豪
商
納な

屋や

七
右
衛
門
の
心
篤
い
援

助
を
受
け
、
学
問
一
途
に
専
念
す
る
。

宝
暦
九
年
（
1
7
5
9
）�…�

こ
の
頃
尾
張
国
名
古
屋
に
住
む
。
一
時
大
阪
に
も
。
商
家
の
使
用
人
と
し
て
苦
労
す
る
。
国
学
の
講
座
を

開
い
て
も
う
ま
く
い
か
な
い
。

安
永
元
年
（
1
7
7
2
）�…�

四
十
九
才　

名
古
屋
小
桜
町
霊
岳
院
の
傍
の
桜
天
神
の
社
僧
と
な
り
国
学
研
究
の
塾
を
開
く
。
次
第
に
講
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筵
に
連
る
人
が
ふ
え
一
時
は
三
百
人
を
越
え
る
ほ
ど
。

安
永
六
年
（
1
7
7
7
）…

五
十
四
才　

松
阪
で
本
居
宣
長
と
対
面
。
帰
郷
後
万
葉
集
に
つ
い
て
の
質
疑
を
開
始
す
る
。

安
永
九
年
（
1
7
8
0
）…

五
十
七
才　

再
度
松
阪
を
訪
問
、
宣
長
の
鈴
屋
門
に
入
門
。

天
明
元
年
（
1
7
8
1
）…
道
麿
社
中
で
賀
茂
真
渕
十
三
回
忌
霊
祭
を
行
う
。

天
明
三
年
（
1
7
8
3
）…

六
十
才　

二
月
六
十
の
賀
。
こ
の
頃
剃
髪
し
て
名
を
「
道
全
」
と
改
め
る
。

天
明
四
年
（
1
7
8
4
）…

六
十
一
才　

十
月
四
日　

名
古
屋
長
者
町
常
瑞
寺
に
て
死
去
。
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１
．
出
生

　

享
保
九
年
（
1
7
2
4
）
美
濃
国
多
芸
郡
榛は
り

木の
き

村
（
現
在
の
岐
阜
県
養
老
郡
養
老
町
飯
木
）
の
農
家
に
生
ま
れ
る
。
多
芸
郡
の

名
は
古
く
、「
古
事
記
」
の
倭
武
尊
の
条
に
、
ま
た
「
万
葉
集
」
に
天
平
十
二
年
（
7
4
0
）
聖
武
天
皇
巡
幸
の
時
の
大
伴
宿
弥
家

持
の
歌
「
田
跡
河
の
滝
を
清
み
古
へ
ゆ
宮
仕
へ
け
む
多
芸
の
野
の
上
に
」
が
あ
る
。
榛
木
村
は
、「
新
撰
美
濃
志
」
に
「
榛
樹
を
俗

に
は
ん
の
木
と
い
ふ
、
此
あ
た
り
も
榛
原
に
て
有
し
な
る
べ
し
」
と
あ
っ
て
普
通
、「
は
ん
の
き
村
」
と
言
わ
れ
て
い
た
。
更
に
「
貞

治
五
年
（
1
3
6
6
）
八
月
将
軍
義
詮
よ
り
土
岐
下
野
入
道
頼
高
へ
賜
り
し
証
状
に
美
濃
国
多
芸
内
春
木
郷
と
あ
る
の
は
こ
こ
の
こ

と
な
り
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
「
ハ
ル
ノ
キ
」
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
後
に
榛
を
飯
に
変
え
ら
れ
て
い
っ
た
ら

し
く
道
麿
翁
は
「
飯
木
村
」
と
書
き
、
自
分
を
「
飯
木
翁
」
と
号
し
て
い
る
。

　

多
芸
郡
は
明
治
三
十
年
（
1
8
9
7
）
養
老
郡
に
か
わ
り
、
飯
木
村
は
岩
道
・
西
岩
道
・
大
跡
・
口
ヶ
島
と
合
併
し
て
広
幡
村
と

呼
ば
れ
た
が
、
昭
和
二
十
九
年
（
1
9
5
4
）
の
町
村
合
併
で
養
老
町
に
編
入
さ
れ
、
飯
木
は
養
老
町
飯
木
と
な
っ
て
い
る
。

　

出
生
地
は
飯
木
村
居
村
三
百
九
十
八
番
地
（
昭
和
四
十
年
（
1
9
6
5
）
の
耕
地
整
理
事
業
に
よ
り
、飯
木
六
十
二
番
地
と
な
る
）

面
積
二
畝
二
十
四
歩
（
八
十
四
坪
＝
約
二
百
七
十
七
平
方
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
っ
た
と
、
土
地
の
所
有
者
は
転
々
と
移
り
現
在
は
伊
藤
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和
幸
の
所
有
と
な
っ
て
い
る
。
今
そ
の
地
に
生
誕
地
の
標
石
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
自
然
石
で
あ
る
。

先
賢
田
中
道
麿
大
人
発
祥
地

背
面
に　

昭
和
十
八
年
一
月
後
学
建
之　

側
面

に　

本
居
宣
長
五
世
孫
清
造
書　

　

当
時
の
広
幡
村
長
だ
っ
た
丸
毛
治
基
が
昭
和
十
八
年
（
1
9
4
3
）

一
月
企
画
し
た
が
、
土
地
所
有
者
等
と
の
話
し
合
い
が
う
ま
く
い

か
ず
十
数
年
間
石
工
の
庭
先
に
置
か
れ
て
い
た
が
昭
和
三
十
二
年

（
1
9
5
7
）
六
月
に
至
っ
て
話
が
ま
と
ま
り
、
田
中
道
麿
顕
彰
会
の
手

に
よ
っ
て
立
石
さ
れ
た
。
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２
．
在
郷
時
代

　

道
麿
は
俗
名
を
庄
兵
衛
ま
た
は
荘
兵
衛
と
い
い
後
に
榛
木
翁
と
号
し
、
晩
年
薙
髪
し
て
道
全
と
い
っ
た
。
幼
名
は
茂
七
で
あ
る
。

こ
の
村
に
同
じ
年
頃
で
茂
七
が
二
人
い
た
。
村
人
は
呼
び
分
け
る
の
に
顔
色
で
区
別
し
白
茂
七
、
赤
茂
七
と
い
っ
た
と
。
道
麿
は
白

茂
七
の
方
で
あ
っ
た
。
日
焼
け
が
強
か
っ
た
の
か
時
に
は
黒
茂
七
と
呼
ば
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
か
。

　

生
家
は
代
々
身
分
の
低
い
平
凡
な
一
介
の
土
百
姓
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
屋
敷
も
二
畝
二
十
四
歩
で
百
姓
と
し
て
は
狭
い
方
で
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

や
や
長
じ
て
物
心
つ
き
は
じ
め
た
頃
、
大
垣
俵
町
の
①
平
流
軒
と
い
う
本
屋
に
小
僧
に
出
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
翁
の
生
涯
を
決

定
す
る
最
大
の
要
因
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
年
の
頃
か
ら
物
事
に
熱
し
易
く
好
学
心
が
強
く
書
物
の
虫
だ
っ
た
よ
う

で
、
伯
父
の
与
え
た
②
節
用
集
を
全
部
暗
記
し
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

　

当
時
の
農
家
の
子
ど
も
が
学
問
を
す
る
な
ど
の
こ
と
は
異
例
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
農
家
の
子
ど
も
は
せ
い
ぜ
い
簡
単
な
読
み
書
き

珠
算
が
で
き
れ
ば
沢
山
と
さ
れ
て
い
た
。
然
る
に
翁
は
少
年
の
頃
か
ら
三
世
相
や
節
用
集
な
ど
の
通
俗
的
な
教
養
書
で
は
満
足
せ
ず

近
郷
近
在
は
勿
論
、
諸
方
に
足
を
運
ん
で
書
物
を
借
り
て
読
ん
だ
り
筆
写
し
た
り
し
て
居
ら
れ
た
様
で
あ
る
。
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③
し
の
ぶ
ぐ
さ
に
よ
れ
ば
『
さ
る
家
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
翁
を
さ
な
き
程
よ
り
、
見
る
も
の
き
く
物
に
つ
け
て
、
歌
を
な
ん
よ
ま

れ
け
る
と
そ
、
い
と
も

く
あ
や
し
き
人
な
り
け
り
、
は
し
め
て
歌
を
よ
ま
れ
け
る
は
九
つ
と
い
ふ
と
し
と
か
、
手
な
ら
ひ
の
本
の

つ
ゝ
み
紙
に
「
十
九
本
手
本
也
け
り
、
六
三
郎
和
俗
文
章
手
ほ
ん
な
り
け
り
」
と
い
ふ
事
を
な
ん
か
き
つ
け
ら
れ
る
。
六
三
郎
は
其

ほ
と
の
名
な
り
し
と
そ
、
こ
は
さ
と
ひ
言
の
ま
ゝ
な
れ
と
、
い
さ
ゝ
か
も
て
に
を
は
の
た
か
ひ
な
く
て
、
其
心
明
ら
か
に
き
こ
え
、

ま
た
二
五
の
句
に
お
な
し
言
葉
の
あ
な
る
は
、
い
と
も
い
に
し
へ
の
歌
の
し
ら
へ
な
る
を
、
そ
れ
に
か
な
ひ
た
る
は
、
後
つ
ひ
に
万

葉
集
の
歌
を
、
深
く
し
の
は
れ
ぬ
へ
き
こ
と
の
き
さ
し
と
も
い
ふ
へ
く
、
又
言
霊
の
神
の
さ
ち
と
も
、
さ
ち
と
や
い
ふ
へ
か
ら
ん
と
、

あ
や
し
く
た
ふ
と
き
こ
と
な
り
か
し
』
と

し
の
ぶ
ぐ
さ
の
解
「
農
家
の
生
ま
れ
で
す
が
幼
年
の
頃
よ
り
目
に
す
る
も
の
耳
に
す
る
も
の
す
べ
て
に
歌
を
つ
く
ら
れ
た
と
か
、
大
へ
ん
す
ぐ
れ
た

力
を
持
っ
た
人
で
し
た
。
初
め
て
歌
を
詠
ま
れ
た
の
は
九
才
の
と
き
と
い
わ
れ
て
い
る
。
習
字
の
本
の
包
み
紙
に
、「
十
九
本
は
習
字
の
手
本
で
あ
る
。

六
三
郎
は
和
俗
文
章
の
手
本
で
あ
る
。」
と　

六
三
郎
は
書
物
の
名
前
で
、
こ
れ
は
こ
の
地
方
の
通
俗
的
な
こ
と
ば
が
つ
か
わ
れ
て
い
る
が
、
少
し
も
、

て
に
を
は
（
助
詞
）
の
間
違
い
は
な
く
、
そ
の
心
の
思
い
が
た
し
か
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
又
二
句
目
・
五
句
目
に
也
け
り
・
な
り
け
り
と
同
じ
言

葉
を
使
っ
て
い
る
の
は
、
ま
こ
と
に
古
代
の
歌
の
詠
い
方
で
あ
っ
て
、
そ
の
使
い
方
に
叶
っ
て
い
る
の
は
後
年
万
葉
集
の
歌
を
深
く
研
究
さ
れ
る
兆

と
も
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
こ
と
だ
ま
が
宿
っ
て
い
た
の
だ
と
も
、
不
思
議
な
力
・
神
秘
的
な
力
が
備
わ
っ
て
い
た
と
も
い
え
る
」

　

再
び
し
の
ぶ
ぐ
さ
に
よ
れ
ば
『
を
よ
す
げ
ゆ
く
ほ
ど
、
近
く
も
遠
く
も
、
そ
の
わ
た
り
に
歌
ぶ
み
も
た
る
人
あ
れ
ば
、
か
り
て
も

見
写
し
も
と
り
な
ど
し
て
、
ま
す

く
歌
に
心
を
よ
せ
ら
れ
け
る
に
、
見
と
見
ら
れ
け
る
ふ
み
ど
も
、
み
な
六
七
百
年
こ
な
た
の
物
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な
れ
ば
、
何
く
れ
と
う
た
が
は
し
き
事
ど
も
の
多
か
る
ま
ゝ
に
、
歌
に
名
高
き
人
と
あ
る
に
は
、
行
と
ぶ
ら
ひ
て
、
心
得
が
て
な
る

ふ
し

ぐ
を
と
は
れ
る
に
、
こ
は
ひ
め
ご
と
也
、
そ
は
わ
れ
ば
か
り
の
も
の
ゝ
し
り
き
は
む
べ
き
事
な
ら
ず
な
ど
い
ひ
て
、
さ
だ
か

に
理
り
も
て
と
き
さ
と
す
人
あ
ら
ざ
り
し
か
ば
歌
て
ふ
も
の
こ
そ
い
と
も
心
得
ら
れ
ね
、さ
る
こ
と
ま
な
び
て
な
に
か
は
せ
ん
と
て
、

廿
八
と
い
う
と
し
よ
り
歌
よ
む
こ
と
も
ふ
み
見
る
こ
と
も
、
ふ
つ
に
思
い
と
ゞ
ま
ら
れ
け
る
と
な
ん
』

し
の
ぶ
ぐ
さ
の
解
「
成
長
す
る
に
つ
れ
近
所
は
と
も
か
く
少
し
遠
方
で
も
歌
の
本
を
所
有
し
て
い
る
人
が
あ
れ
ば
出
か
け
て
本
を
借
り
て
写
し
取
る

な
ど
し
て
、
ま
す

く
歌
の
み
ち
に
心
を
引
か
れ
て
い
か
れ
た
が
、
み
せ
て
も
ら
っ
た
書
物
は
ど
れ
も
古
く
六
・
七
百
年
程
の
昔
の
も
の
で
何
と
な
く

あ
や
ふ
や
な
こ
と
が
多
く
、
歌
の
み
ち
に
名
高
い
人
を
訪
ね
て
疑
問
の
点
な
ど
を
質
問
し
て
も
、
こ
れ
は
教
え
ら
れ
な
い
秘
め
事
だ
と
か
、
か
ん
た

ん
に
あ
な
た
が
調
べ
尽
く
せ
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
と
返
さ
れ
、
は
っ
き
り
と
道
筋
を
立
て
ゝ
納
得
の
い
く
様
に
教
え
て
く
れ
る
人
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
迷
い
迷
っ
た
あ
げ
く
歌
と
い
う
の
は
何
な
の
か
…
こ
ん
な
こ
と
を
勉
強
し
て
何
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
…
何
も
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か

…
と
試
行
錯
誤
の
上
、
廿
八
才
の
と
き
か
ら
歌
を
つ
く
る
こ
と
も
書
物
を
読
む
こ
と
も
す
っ
か
り
止
め
て
し
ま
っ
た
」

　

貧
し
く
無
名
の
若
者
に
と
っ
て
口
惜
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
封
建
社
会
に
抵
抗
す
る
様
に
歌
を
つ
く
る
こ
と
も
学
問
を

す
る
こ
と
も
断
念
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

丁
度
そ
の
頃
は
こ
の
地
方
で
は
宝
暦
治
水
工
事
の
始
ま
る
前
で
、
多
芸
輪
中
一
帯
は
年
々
洪
水
に
悩
ま
さ
れ
続
け
て
い
ま
し
た
。

学
問
す
る
こ
と
を
捨
て
た
後
は
村
の
若
者
達
と
あ
ち
こ
ち
の
土
木
工
事
や
屋
根
葺
き
の
手
伝
い
に
従
事
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

又
し
の
ぶ
ぐ
さ
に
よ
る
と
『
そ
の
頃
は
あ
や
し
げ
な
る
を
の
こ
ど
も
を
ひ
き
ゐ
て
、
池
ほ
り
堤
つ
く
る
な
ど
な
り
は
ひ
と
し
て
伊
勢
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近
江
わ
た
り
な
ど
に
も
常
に
行
通
は
れ
す
る
』
と

し
の
ぶ
ぐ
さ
の
解
「
そ
の
頃
は
身
分
の
低
い
若
い
男
た
ち
を
引
率
し
て
池
掘
り
や
堤
防
づ
く
り
な
ど
の
仕
事
に
従
事
し
て
、
遠
く
伊
勢
（
三
重
県
）

近
江
（
滋
賀
県
）
な
ど
へ
も
出
か
け
ら
れ
て
い
た
」

①��

平
流
軒
―
大
正
初
期
ま
で
本
屋
と
し
て
続
い
て
い
た
が
今
は
そ
の
子
孫
の
方
が
ア
パ
ー
ト
を
経
営
し
て
お
ら
れ
る
が
、
道
麿
に
関
す
る
言
い
伝
え

も
遺
品
も
何
も
な
い
と
（
昭
和
四
十
七
年
（
1
9
7
2
）
中
村
準
一
氏
談
）

②��

節
用
集
―
国
語
辞
典
。
文
明
年
間
（
1
4
6
9
～
8
6
）
ご
ろ
成
立
。
室
町
時
代
の
用
字
・
用
語
を
示
し
語
釈
・
語
源
を
記
し
て
い
る
。
明
治

初
期
ま
で
広
く
利
用
さ
れ
た
言
語
学
上
の
好
資
料
。（
昭
和
四
十
一
年
五
月
二
十
日
初
版
発
行
小
学
館
原
色
百
科
事
典
よ
り
）

③��

し
の
ぶ
ぐ
さ
―
田
中
道
麿
の
弟
子
で
あ
っ
た
加
藤
磯
足
が
文
化
三
年
（
1
8
0
6
）、
道
麿
の
二
十
三
回
忌
に
あ
た
り
旧
師
の
経
歴
や
逸
話
を
記

し
た
も
の
で
道
麿
伝
に
は
信
憑
す
べ
き
資
料
と
さ
れ
て
い
る
。
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３
．
良
師
を
求
め
て　
　

　

一
旦
捨
て
た
筈
だ
っ
た
が
生
来
の
向
学
の
志
は
再
び
燃
え
あ
が
り
、
良
き
先

生
を
探
す
た
め
に
東
海
道
土
山
宿
の
轎か
ご

夫か
き

と
な
り
、
駕か

籠ご

を
使
う
旅
人
か
ら
情

報
を
得
よ
う
と
つ
と
め
た
。
や
っ
と
あ
る
日
彦
根
に
④
大お
お

菅す
が

中な
か

養や

父ぶ

先
生
が
居

ら
れ
る
こ
と
を
知
り
、
早
速
彦
根
に
移
り
、
中
養
父
先
生
の
弟
子
と
な
る
こ
と

を
許
さ
れ
、
念
願
の
学
問
の
道
へ
の
出
発
を
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
翁
の
勉

学
へ
の
思
い
の
篤
い
こ
と
を
知
っ
た
彦
根
の
豪
商
・
納
屋
七
右
衛
門
と
い
う
奇

特
な
人
が
自
分
の
家
に
住
ま
わ
せ
、
衣
食
の
こ
と
な
ど
す
べ
て
面
倒
を
み
て
下

さ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
上
必
要
な
書
物
は
全
部
買
い
揃
え
て
下
さ
っ
た
。
何

と
有
難
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
か
う
し
て
三
年
間
何
の
心
配
も
な
く
め

ざ
す
学
問
に
打
込
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

彦
根
は
有
力
な
城
下
町
で
文
化
一
般
が
進
ん
で
居
り
、
学
者
や
詩
人
な
ど
も

京
都

大
津

草
津
石
部

水
口 土

山

阪
之
下
関亀
山
庄
野

石
薬
師

四
日
市

四
日
市

桑
名

御
在
所
山

鈴
鹿
峠

彦
根

熱
田

（1210）



15 養老町が生んだ国学者　田中道麿さん

た
く
さ
ん
居
ら
れ
た
。
従
っ
て
諸
国
の
名
士
の
往
来
も
頻
繁
で
あ
っ
た
。
翁
は
こ
の
地
に
お
い
て
良
師
益
友
と
出
会
う
こ
と
を
期
待

さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
こ
と
を
し
の
ぶ
ぐ
さ
は
『
三
十
四
と
い
ふ
と
し
に
、
あ
ふ
み
の
国
の
彦
根
に
行
っ
て
、
な
に
と
か
や
い
ふ
寺
に
日
頃
や
と
り

居
て
か
の
な
り
は
ひ
の
こ
と
を
も
の
し
て
い
ま
す
か
り
け
る
に
、
あ
る
日
あ
る
し
の
僧
の
い
へ
ら
く
は
、
此
と
な
り
な
る
大
菅
の
な

に
か
し
と
い
ふ
人
こ
そ
、
歌
の
道
に
な
ら
ひ
な
き
博
士
に
は
あ
れ
と
い
ふ
こ
と
を
、
も
の
ゝ
つ
い
て
に
か
た
り
け
る
を
、
翁
か
た
は

ら
に
き
を
り
て
、
は
や
く
の
と
し
頃
う
た
か
は
し
う
思
れ
た
り
け
る
歌
ふ
み
の
を
ち

く
を
も
の
に
か
き
つ
け
て
、
大
菅
氏
に
此
こ

と
さ
と
し
給
ひ
ね
と
…
中
略　

此
五
と
せ
六
と
せ
歌
学
ひ
う
ち
す
て
つ
る
事
な
ど
も
か
た
り
て
、
い
ま
よ
り
又
歌
の
道
に
入
た
ち
侍

り
せ
ん
と
て
を
し
へ
子
に
な
し
給
へ
と
深
く
ち
き
り
て
、
そ
れ
よ
り
か
の
堤
つ
く
わ
さ
を
も
や
め
て
、
も
は
ら
そ
し
を
し
へ
を
う
け

ん
料ば
か
りに
や
か
て
か
の
彦
根
に
住
な
ん
と
て
、
井
伊
の
殿
に
仕
ふ
る
な
に
か
し
の
家
の
仕
へ
人
に
な
り
て
、
い
と
ま

く
の
ひ
ま
に
夜

昼
と
な
く
、
大
菅
氏
の
も
と
に
か
よ
ひ
て
万
葉
集
・
古
今
集
な
と
を
ひ
た
ふ
る
に
学
は
れ
け
る
と
な
ん
』

し
の
ぶ
ぐ
さ
の
解　
「
三
十
四
才
の
年
に
近
江
の
国
の
彦
根
に
行
き
、
あ
る
お
寺
に
宿
を
か
り
て
な
ん
と
か
日
ぐ
ら
し
を
し
て
い
た
が
、
或
る
日
和
尚

さ
ん
が
「
隣
り
村
の
大
菅
と
い
う
人
は
歌
の
道
を
勉
強
さ
れ
並
ぶ
人
も
な
い
ほ
ど
す
ぐ
れ
た
人
で
す
よ
」
と
話
さ
れ
て
い
る
の
を
耳
に
さ
れ
、
以
前

に
疑
問
に
思
わ
れ
て
い
た
歌
数
首
を
書
き
、
大
菅
さ
ん
に
教
え
て
下
さ
る
様
頼
ん
で
下
さ
い
と
頼
み
ま
し
た
…
中
略
。
こ
こ
五
六
年
間
は
歌
の
勉
強

を
や
め
て
い
ま
し
た
が
、
又
勉
強
し
た
く
な
り
ま
し
た
の
で
弟
子
に
し
て
下
さ
い
と
誓
を
立
て
ゝ
、
飯
木
に
居
た
頃
の
土
木
工
事
の
仕
事
を
や
め
て

専
ら
教
え
を
受
け
た
い
と
彦
根
に
移
り
、
井
伊
の
殿
様
の
家
来
の
家
に
仕
え
る
こ
と
に
し
、
暇
を
み
つ
け
て
夜
昼
と
な
く
大
菅
さ
ん
の
も
と
に
通
っ
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て
万
葉
集
・
古
今
集
な
ど
の
勉
強
を
一
生
懸
命
始
め
ら
れ
た
」

　

又　

滋
賀
県
人
物
志
に
は
『
田
中
道
麿
・
東
海
道
土
山
駅
の
轎
夫
な
り
、
賤
業
に
従
ふ
と
雖
ど
も
国
学
に
志
あ
り
良
師
を
得
ん
と

欲
し
常
に
之
を
思
ふ
て
轎
を
舁
ぐ
。
一
日
一
旅
人
を
舁
ぐ
其
人
国
学
に
通
ず
る
も
の
ゝ
如
し
行
く
行
く
語
て
其
学
を
察
す
る
に
知
ら

ざ
る
所
多
し
。
さ
れ
ど
盛
に
大
菅
中
養
父
の
学
を
称
す
道
麿
以
為
く
是
浅
学
者
の
み
、
従
っ
て
学
ぶ
に
足
ら
ず
。
然
り
と
雖
も
大
菅

中
養
父
あ
る
を
知
り
心
窃
に
喜
悦
す
。
遂
に
彦
根
に
来
り
之
が
弟
子
と
な
る
。
道
麿
日
々
、
唯
書
を
読
む
の
み
。
納
屋
七
右
衛
門
は

彦
根
の
豪
商
な
り
任
侠
之
を
聞
き
彼
を
己
が
家
に
置
き
為
に
多
く
の
書
を
購
ふ
て
之
を
読
ま
し
む
。
居
る
こ
と
三
年
学
成
り
て
郷
に

帰
る
。
後
略
』

人
物
志
の
解
「
田
中
道
麿
は
東
海
道
の
土
山
駅
で
旅
人
を
乗
せ
て
運
ぶ
駕
篭
か
き
と
な
っ
て
い
た
が
国
学
研
究
の
思
い
は
強
く
、
な
ん
と
か
し
て
良

師
を
早
く
見
つ
け
た
い
と
ね
が
っ
て
い
た
。
或
る
日
国
学
を
勉
強
し
て
い
る
ら
し
い
一
人
の
旅
人
に
出
合
い
、
か
ご
を
か
つ
ぎ
な
が
ら
話
を
し
て
い

た
が
余
り
多
く
勉
強
し
て
い
る
よ
う
で
は
な
か
っ
た
が
、
大
菅
中
養
父
を
し
き
り
ほ
め
た
た
え
て
い
た
。
こ
の
お
客
は
自
分
の
先
生
と
す
る
ほ
ど
で

な
い
と
が
っ
か
り
し
た
が
大
菅
先
生
を
知
る
こ
と
が
で
き
大
よ
ろ
こ
び
。
早
速
彦
根
に
行
き
弟
子
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
は
毎
日
勉
強
に
励
ん
だ
。

幸
い
納
屋
七
右
衛
門
と
い
う
彦
根
の
大
き
な
商
人
が
翁
の
向
学
心
の
強
い
こ
と
を
知
り
、
自
分
の
家
に
住
わ
せ
た
上
に
た
く
さ
ん
の
書
物
も
買
っ
て

く
れ
た
。
こ
ゝ
で
三
年
間
み
っ
ち
り
勉
強
し
た
お
陰
で
多
く
の
学
問
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
出
来
、
国
学
者
と
し
て
一
人
立
ち
で
き
る
様
に
な
り
、

ふ
る
さ
と
に
も
ど
る
こ
と
に
な
っ
た
。
後
畧
」

　

翁
は
彦
根
で
の
充
実
し
た
日
々
の
よ
ろ
こ
び
を
歌
集
道
全
集
に
、
宝
暦
七
年
（
１
７
５
７
）
八
月
十
五
夜
あ
う
み
の
海
に
月
を
見
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侍
り
て
と
題
し
て
、“
秋
の
よ
の
今
宵
は
鳰
の
海
へ
に
も
み
る
め
の
し
け
き
月
の
影
哉
”
と
詠
ん
で
い
る
。「
今
夜
は
す
っ
き
り
晴
れ

た
中
秋
の
名
月
で
す
。
た
く
さ
ん
の
水
鳥
の
す
む
湖
面
に
月
光
が
ふ
り
そ
ゝ
ぎ
ま
こ
と
に
美
し
い
限
り
で
す
」
と
念
願
叶
っ
た
よ
ろ

こ
び
を
歌
に
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。

④
大
菅
中
養
父
―
彦
根
井
伊
候
の
藩
士
で
皇
国
の
古
言
語
・
詠
歌
に
長
じ
翁
よ
り
十
四
才
年
長
、
中
養
父
は
当
時
の
国
学
の
第
一
人
者
と
称
せ
ら
れ

た
賀
茂
真
渕
の
門
人
だ
っ
た
。
翁
が
真
渕
に
直
接
師
事
し
た
か
ど
う
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
真
渕
の
門
人
で
あ
っ
た
中
養
父
・
其
の
他
の
人
々

を
通
じ
て
間
接
的
に
真
渕
の
学
風
に
薫
染
す
る
と
こ
ろ
は
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
又
こ
の
頃
彦
根
の
郊
外
の
覚
勝
寺
に
海
量
と
い
う
僧
侶

が
居
、
詩
文
に
長
じ
和
歌
も
よ
く
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
海
量
は
大
菅
中
養
父
と
親
交
が
あ
り
、
自
然
と
翁
も
歌
を
通
じ
て
親
し
く
し
て
居
ら
れ
た
と

い
わ
れ
て
い
る
。
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４
．
遍
歴
時
代

　

彦
根
で
刻
苦
勉
励
よ
う
や
く
一
本
立
ち
の
国
学
者
た
る
の
自
信
を
固
め
た
翁
は
、
恵
ま
れ
た
彦
根
を
去
っ
て
世
の
荒
波
に
漕
ぎ
出

し
て
い
っ
た
。
は
じ
め
は
大
阪
の
よ
う
だ
。
国
学
者
と
し
て
は
じ
め
て
門
戸
（
今
の
学
習
塾
）
を
張
っ
た
け
れ
ど
、
商
都
大
阪
の
地

は
容
易
に
受
け
入
れ
て
く
れ
な
か
っ
た
。
街
は
騒
々
と
や
か
ま
し
く
利
益
利
潤
を
求
め
て
走
る
人
の
多
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
翁
は
こ

の
地
を
あ
き
ら
め
名
古
屋
へ
、
名
古
屋
で
は
う
ま
く
望
み
の
仕
事
に
就
く
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

し
の
ぶ
ぐ
さ
に
従
う
と
『
明
和
の
は
じ
め
頃
（
1
7
6
4
～
）
よ
り
奈
児
屋
に
う
つ
り
て
、
は
じ
め
は
商
人
の
家
人
と
な
り
て
、

い
や
し
き
わ
ざ
を
も
な
し
、
後
は
あ
る
殿
人
の
家
に
仕
へ
ら
れ
け
る
に
、
お
な
じ
つ
ら
な
る
人
ど
も
の
お
ほ
か
た
の
ま
じ
ら
ひ
は
せ

ず
し
て
、
暇
に
だ
に
あ
れ
ば
ひ
た
ぶ
る
に
か
き
こ
も
り
て
哥
ぶ
み
を
の
み
い
そ
し
み
学
ば
れ
け
れ
ど
、
さ
り
と
て
さ
る
か
た
の
聞
こ

え
あ
る
人
な
ど
に
も
、
ほ
の
め
か
す
こ
と
な
く　

哥
な
ど
よ
み
て
も
、
た
ゞ
お
の
れ
ひ
と
り
の
心
や
り
に
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
さ
る
人

あ
り
と
し
も　

た
れ
し
る
人
も
あ
ら
ざ
り
し
…
』
と

し
の
ぶ
ぐ
さ
の
解　
「
明
和
（
1
7
6
4
～
7
1
）
の
始
め
頃
よ
り
名
古
屋
に
移
り
、
は
じ
め
は
商
人
の
家
で
下
働
き
を
し
て
い
た
。
後
に
身
分
の

高
い
人
の
家
に
仕
え
た
が
同
じ
仕
事
を
し
て
い
る
人
々
と
余
り
親
し
く
話
し
た
り
遊
ん
だ
り
せ
ず
、
こ
つ
こ
つ
と
一
人
で
暇
が
あ
れ
ば
も
っ
ぱ
ら
歌

を
つ
く
っ
た
り
学
問
の
研
究
に
い
そ
し
ん
で
い
た
。
そ
う
か
と
い
っ
て
そ
の
道
に
か
な
り
上
達
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
人
々
と
も
打
ち
と
け
る
こ
と
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も
せ
ず
、
自
分
の
つ
く
っ
た
歌
な
ど
を
他
の
人
々
に
発
表
す
る
こ
と
も
な
く
自
分
一
人
だ
け
の
よ
ろ
こ
び
と
し
て
い
た
の
で
、
誰
も
翁
の
存
在
を
し

る
人
は
な
か
っ
た
…
」
と

　

翁
の
控
え
目
と
い
う
か
、
孤
独
的
と
い
う
か
、
誰
に
自
分
の
力
を
打
ち
明
け
る
こ
と
も
な
く
、
消
極
的
な
暮
し
振
り
だ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
に
一
大
転
機
と
な
る
と
き
が
や
っ
て
来
た
。

　

再
び
し
の
ぶ
ぐ
さ
に
よ
る
と
「
安
永
の
は
じ
め
（
1
7
7
2
～
）
ば
か
り
に
、
狂
哥
と
い
ふ
も
の
か
き
あ
つ
め
た
る
冊
子
の
あ

る
を
見
て
、
其
歌
ど
も
の
よ
し
あ
し
、
ま
た
後
の
世
の
な
ら
は
し
に
て　

い
に
し
へ
の
こ
と
わ
り
に
た
が
へ
る
事
ど
も
の
あ
る
な
ど

を
ふ
と
あ
げ
つ
ら
ひ
て
、物
に
か
き
つ
け
ら
れ
た
り
し
が　

こ
ゝ
か
し
こ
と
ち
り
ほ
へ
る
よ
り
、は
じ
め
て
か
ゝ
る
人
あ
り
と　

こ
ゝ

ら
の
人
の
し
る
事
に
は
な
れ
り
け
り
、
か
く
て
な
に
が
し
く
れ
が
し
み
た
り
四
人
い
と
心
に
く
き
人
に
思
ひ
て
、
た
ゞ
め
を
こ
ひ
て

哥
ぶ
み
の
こ
と
ど
も
を　

と
ひ
き
く
に
、よ
そ
に
き
ゝ
た
り
し
よ
り
は
近
ま
さ
り
し
て　

め
で
た
く
た
ふ
と
き
事
ど
も
な
り
け
れ
ば
、

か
ゝ
る
人
を
か
く
て
お
き
た
ら
ん
は
あ
た
ら
し
き
事
な
り
と
て
、
又
お
な
じ
心
な
る
人
ど
ち　

こ
れ
か
れ
か
た
ら
ひ
あ
は
せ
て
つ
か

へ
を
し
り
ぞ
か
せ
て
、
な
に
が
し
の
所
に
住
ど
こ
ろ
も
の
し
て
む
か
へ
い
れ
て
、
も
は
ら
い
に
し
へ
学
び
の
大
人
と
な
ん
あ
か
ま
へ

け
る
」

し
の
ぶ
ぐ
さ
の
解
「
安
永
（
1
7
7
2
～
1
7
8
0
）
の
は
じ
め
ご
ろ
狂
歌
（
お
ど
け
た
調
子
の
歌
）
が
流
行
し
た
。
あ
る
と
き
狂
歌
集
を
見
ら
れ
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て
、
そ
の
歌
の
よ
い
、
わ
る
い
や
、
今
の
慣
習
で
昔
か
ら
の
し
き
た
り
と
違
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
一
つ
の
本
に
さ
れ
た
。
そ
れ
が
あ
ち

こ
ち
に
広
が
り
、
こ
ん
な
人
が
居
た
ん
だ
と
人
々
の
話
題
に
の
ぼ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
一
人
、
二
人
、
三
人
、
四
人
と
次
々
に
ひ

ろ
が
っ
て
い
っ
た
。
直
接
翁
と
会
っ
て
歌
の
こ
と
を
尋
ね
る
人
も
で
き
、
今
ま
で
聞
い
て
い
た
よ
り
も
身
近
か
で
親
し
み
易
く
上
品
で
り
っ
ぱ
な
人

だ
と
評
判
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
様
に
す
ぐ
れ
た
力
を
持
っ
て
い
る
人
を
埋
も
れ
さ
せ
て
お
い
て
は
よ
く
な
い
と
同
じ
気
持
ち
の
人
々
が
集
ま
り
、

今
の
つ
と
め
を
や
め
て
、
も
っ
と
名
前
の
知
ら
れ
た
所
に
住
ん
で
も
ら
っ
て
古
典
の
勉
強
や
古
学
の
勉
強
の
先
生
に
な
っ
て
も
ら
お
う
と
迎
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。」

　

こ
う
し
て
と
ん
と
ん
拍
子
に
話
が
進
み
、
小
桜
町
の
桜
天
神
の
傍
に
あ
っ
た
⑤
霊
岳
院
に
住
み
、
桜
天
神
の
社
僧
と
い
う
仕
事
に

つ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
公
然
と
詠
歌
の
道
及
び
古
学
の
講
筵
を
開
く
こ
と
に
な
り
日
常
生
活
は
も
と
よ
り
精
神
生
活
も
安
定

し
、大
阪
時
代
か
ら
約
十
年
の
放
浪
で
あ
っ
た
が
遍
歴
時
代
は
終
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。こ
う
し
て
名
古
屋
が
終
生
定
住
の
地
と
な
っ

た
。
五
十
才
前
後
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。

⑤
霊
岳
院
―
山
号
を
桜
花
山
と
い
い
万
松
寺
末
で
あ
り
そ
の
住
職
は
世
々
桜
天
神
に
奉
仕
し
た
。
明
治
五
年
（
1
8
7
2
）
廃
寺
と
な
る
。
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５
．
名
古
屋
に
国
学
の
塾
を
開
く

　

桜
天
神
の
社
僧
と
し
て
腰
を
据
え
た
翁
は
規
則
正
し
く
厳
粛
に
社
務
に
奉
仕
し
て
い
た
が
、
残
る
時
間
の
大
部
分
は
門
人
誘
掖
に

熱
意
を
み
せ
て
い
た
。
そ
の
講
義
の
一
部
は
詠
歌
法
、
二
部
は
万
葉
講
座
で
、
翁
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
古
語
の
究
明
を
行
い
一

首
一
首
に
新
風
を
吹
き
こ
ん
で
一
部
の
詠
歌
へ
の
示
唆
と
な
っ
て
い
た
。
三
部
は
平
安
朝
の
物
語
、
日
記
類
歌
集
の
講
読
だ
っ
た
。

こ
う
し
た
翁
の
出
現
は
当
時
の
名
古
屋
文
化
会
に
と
っ
て
目
新
し
い
清
新
な
一
つ
の
躍
進
で
あ
っ
た
。
こ
の
講
筵
に
列
し
よ
う
と
す

る
新
進
気
鋭
の
士
は
日
に
夜
を
つ
い
で
続
々
と
集
ま
り
、
つ
い
に
三
百
人
を
数
え
る
に
至
っ
た
。
そ
の
中
に
は
名
古
屋
国
学
界
の
有

力
な
構
成
者
と
な
っ
た
人
が
多
く
顔
を
並
べ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
翁
は
名
古
屋
国
学
界
の
開
拓
者
と
称
せ
ら
れ
る
に

至
っ
た
。

　

こ
の
と
こ
ろ
を
し
の
ぶ
ぐ
さ
は
『
さ
て
翁
の
常
の
お
こ
な
ひ
よ　

着
も
の
く
ひ
も
の
住
ど
こ
ろ
又
女
の
う
へ
な
ど
も
露
心
な
く
て
、

よ
ろ
つ
た
ゞ
あ
る
に
も
の
し
て
ふ
み
見　

哥
よ
む
よ
り
ほ
か
は
な
す
事
な
く
て
、
い
み
じ
う
め
で
た
く　

お
ほ
か
た
の
人
の
絶
て　

お

よ
ば
ぬ
さ
ま
に
な
ん
あ
り
け
る
。
か
く
て
は
さ
と
り
た
り
な
ど
い
ふ
法
師
の
お
こ
な
ひ
に
ひ
と
し
と
も
い
ふ
べ
け
れ
ど
、
す
る
く
す
し

き
か
た
は
な
く　

も
の
ゝ
哀
を
し
る
と
い
ふ
や
ま
と
だ
ま
し
ひ
い
み
じ
く
て
、
い
た
り
深
く
ま
め

く
し
に
翁
の
な
ん
い
ま
し
け
る
』
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し
の
ぶ
さ
の
解
「
翁
の
日
常
の
生
活
ぶ
り
は
着
る
も
の
食
べ
る
も
の
住
居
な
ど
又
結
婚
も
せ
ず
女
性
の
こ
と
な
ど
も
て
ん
で
関
心
が
な
く
、
す
べ
て

物
が
あ
る
ま
ま　

与
え
ら
れ
た
そ
の
も
の
に
満
足
し
て
、
書
物
を
読
ん
だ
り
歌
を
詠
む
こ
と
の
外
は
手
を
つ
け
よ
う
と
も
せ
ず
、
普
通
の
人
々
と
は

甚
だ
し
く
か
け
離
れ
て
い
て
、人
々
の
到
底
ま
ね
の
で
き
る
状
態
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。悟
り
を
開
い
た
す
ぐ
れ
た
修
験
者
の
よ
う
だ
と
も
言
わ
れ
た
が
、

そ
ん
な
奇
得
な
方
で
は
な
く
、
物
の
あ
わ
れ
を
知
る
と
い
う
情
深
く
、
篤
実
な
日
本
人
の
こ
こ
ろ
を
深
く
持
っ
た
生
き
生
き
と
眼
を
輝
か
せ
て
い
る

翁
で
し
た
。」

　

又
⑥
養
老
名
所
案
内
は
次
の
様
な
逸
話
を
伝
え
て
い
る
『
隣
村
某
家
よ
り
道
麿
を
聘
し
万
葉
集
を
講
ぜ
ん
事
を
乞
ふ
。
而
し
て
道

麿
性
素
朴
を
好
み
、
衣
服
な
ど
に
は
敢
て
頓
着
な
く
、
至
れ
ば
、
即
ち
道
麿
の
弊
衣
な
る
を
見
て
誤
り
て
道
麿
の
僕
と
思
ひ
、
長
屋

脇
な
る
一
小
室
を
以
て
是
に
当
て
冷
遇
甚
だ
し
。
今
日
道
麿
先
生
は
何
か
支
障
あ
り
し
や
と
。
道
麿
笑
て
曰
く
、吾
則
道
麿
な
り
と
。

主
人
愕
然
と
し
て
書
院
に
誘
ひ
大
に
詫
び
て
叮
嚀
に
待
遇
し
、
前
と
は
雲
泥
の
相
違
に
し
て
講
を
終
わ
り
て
帰
れ
り
と
い
ふ
。』

養
老
名
所
案
内
の
解
「
近
く
の
あ
る
人
か
ら
道
麿
を
先
生
に
招
い
て
万
葉
集
の
講
義
を
し
て
も
ら
う
会
が
計
画
さ
れ
た
。
道
麿
は
生
ま
れ
つ
き
飾
り

け
の
な
い
こ
と
を
好
み
、
衣
服
な
ど
に
は
余
り
気
を
つ
か
う
方
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
外
出
だ
と
い
っ
て
衣
服
を
改
め
る
こ
と
も
な
く
普
段
着
の

ま
ま
出
か
け
ら
れ
た
。
招
か
れ
た
家
を
訪
れ
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
道
麿
の
粗
末
な
服
を
み
て
こ
の
人
は
下
男
だ
と
思
い
込
み
、
長
屋
脇
の
小
さ
な
部
屋

に
案
内
し
手
厚
い
も
て
な
し
は
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
今
日
は
道
麿
先
生
は
何
か
都
合
が
悪
く
て
お
越
し
い
た
だ
け
な
い
か
と
質
し
た
。
私
が
道
麿

で
す
よ
と
の
答
え
に
主
人
は
腰
を
ぬ
か
す
ほ
ど
び
っ
く
り
し
て
、
早
速
立
派
な
つ
く
り
の
書
院
の
間
に
通
し
心
か
ら
失
礼
の
こ
と
を
お
詫
び
し
叮
嚀

に
待
遇
さ
れ
た
。
前
と
全
く
違
う
手
厚
い
待
遇
の
中
で
無
事
講
義
を
終
わ
っ
て
帰
ら
れ
た
と
い
う
。」

　

と
も
あ
れ
、
真
の
翁
は
い
よ
い
よ
好
学
の
虜
と
な
っ
て
寝
食
を
忘
れ
、
し
き
り
に
論
難
の
好
敵
手
、
一
か
ど
の
相
談
相
手
、
さ
ら
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に
は
示
唆
を
受
け
る
に
足
る
先
学
の
士
を
求
め
て
四
方
に
眼
を
配
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
時
大
き
く
現
れ
た
の
が
伊
勢
松
阪
の
本
居

宣
長
だ
っ
た
。

⑥
養
老
名
所
案
内
―
明
治
二
十
九
年
七
月
（
1
8
9
6
）
佐
藤
栄
之
助
著
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６
．
本
居
宣
長
と
の
対
面
そ
し
て
入
門

　

安
永
六
年
（
1
7
7
7
）
五
十
四
才
の
時
、
七
月
十
八
日
名
古
屋
出
立
、
松
阪
に
向
い
廿
日
朝
松
阪
着
。
直
ち
に
鈴
屋
を
訪
れ
宣

長
に
初
め
て
対
面
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
其
の
折
の
模
様
を
歌
集
「
田
中
道
全
集
」
に
よ
る
と
廿
日
朝
本
居
宣
長
先
生
に
あ
ひ
て
よ

み
て
奉
る
と
前
書
し
て

い
せ
の
海　

千
尋
の
浜
に　

愛
八
師　

玉
は
よ
る
と
ふ　

さ
ゝ
ら
か
に

錦
の
う
ら
に　

浦
く
は
し

貝
は
よ
る
と
ふ　

そ
の
玉
を　

ひ
り
ひ
て
し
か
と　

た
も
と
ほ
り

こ
し
く
も
し
る
く　

吾
背
子
か　

愛
き
教
に

其
か
ひ
の　

か
ひ
こ
そ
有
け
れ　

や
ゝ

く
に　

磯
間
い
た
と
り　

浦
つ
た
ひ

ひ
り
ひ
得
ま
く
は　

白
玉
真
珠
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反　
　

歌

伊
勢
の
海
の　

清
き
渚
の　

白
玉
を　

袖
に
こ
き
る
　ゝ

け
ふ
の
た
ぬ
し
さ

と
五
七
音
で
長
歌
を
詠
ま
れ
て
い
る
。

う
た
の
意
訳
「
伊
勢
の
海
の
深
い
深
い
と
こ
ろ
に
美
し
い
玉
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
さ
ら
と
清
ら
か
な
音
と
共
に
き
れ
い
な
貝
が
集
ま
っ

て
い
る
。
そ
の
中
に
一
つ
の
玉
を
拾
い
た
い
と
あ
ち
こ
ち
探
し
て
い
る
と
き
、
は
か
ら
ず
も
美
事
な
玉
を
拾
っ
た
と
同
様
に
、
輝
や
か
し
い
研
究
を

し
て
居
ら
れ
る
宣
長
先
生
に
や
っ
と
や
っ
と
お
会
い
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
長
い
長
い
時
間
を
か
け
て
、
よ
う
や
く
白
玉
真
珠
を
手
に
い
れ

る
こ
と
が
で
き
た
う
れ
し
さ
だ
。

反
歌
と
は
長
歌
の
終
わ
り
に
よ
み
添
え
る
短
歌
の
こ
と
で
、
前
歌
の
大
意
を
歌
い　

ま
た
補
足
す
る
も
の
で
、
歌
は
長
年
の
願
望
で
あ
っ
た
本
居
宣

長
先
生
に
直
接
お
会
い
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
伊
勢
の
海
辺
に
清
ら
か
な
白
い
玉
を
拾
っ
た
様
に
嬉
し
い
、
楽
し
い
今
日
だ
っ
た
。」

又
、
本
居
先
生
に
奉
る
と
し
て

あ
き
つ
し
ま
の　

大
人
な
る
物
を　

飯
高
の
人
と
そ
人
も　

も
と
な
お
も
ひ
し

歌
意
「
宣
長
先
生
は
日
本
の
国
の
大
学
者
で
あ
る
と
み
ん
な
思
い
心
か
ら
敬
っ
て
い
ま
す
」
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次
で
「
山
辺
五
十
師
原
之
考
」
と
い
ふ
書
を
宣
長
大
人
の
み
せ
給
へ
る
に
よ
み
て
奉
る
歌
と
し
て

我
せ
こ
か　

こ
ゝ
を
し
へ
し
山
の
辺
の
三
井
の
真
清
水
く
み
て
そ
あ
か
し

山
の
辺
の
い
し
の
原
な
る
真
清
水
は
汲
て
の
ち
こ
そ
さ
や
け
し
と
い
は
め

歌
意
「
こ
の
本
は
賀
茂
真
渕
先
生
の
こ
と
を
書か
か
れ
た
書しょ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
先
生
が
お
見
せ
下
さ
っ
た
本
は
早
速
研
究
し
た
く
思
い
ま
す
。
こ
の

書
物
は
の
ち
の
ち
究
明
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
証
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
」

ら
八
首
の
歌
が
誌
さ
れ
て
お
り
六
日
以
上
滞
在
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

以
後
本
居
宣
長
先
生
と
翁
と
の
間
に
文
通
や
問
答
が
数
多
く
交
わ
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
安
永
九
年（
1
7
8
0
）に
至
っ

て
公
式
に
誓
紙
を
送
っ
て
門
人
の
列
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

翁
の
入
門
の
直
接
の
動
機
に
つ
い
て
、
宣
長
の
手
記
に

「
先
年
、
尾
張
の
名
児
屋
の
田
中
道
麿
と
い
ふ
人
、
己
が　

お
を
の
所
属
を
改
め
た
る
説
を
聞
き
て
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
旧
来
の
誤
り

を
さ
と
り
大
い
に
感
服
し
て
い
は
く
、
い
ぬ
・
ゐ
ぬ　

と　

を
ち
こ
ち
・
あ
ち
こ
ち
と
の
通
ひ
は
あ
れ
ど
、
こ
れ
ら
は
何
か
妨
ヶ
ん

と
て
、
即
吾
が
許
に
来
て
門
人
と
な
れ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
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解
説　

五
十
音
図
の
ア
行
に
「
オ
」
ワ
行
に
「
ヲ
」
を
配
す
こ
と
が
何
時
の
頃
か
ら
か
誤
り
伝
え
ら
れ
て
、
反
対
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
為
に
仮
名

遣
ひ
の
研
究
に
大
き
な
支
障
を
生
じ
て
い
た
。
翁
は
以
前
か
ら
そ
の
誤
り
を
正
す
こ
と
を
考
え
て
い
た
が
、
本
居
宣
長
は
安
永
四
年
（
1
7
7
5
）

に
そ
の
著
書
に
よ
っ
て
ア
行
に
「
オ
」
ワ
行
に
「
ヲ
」
を
配
し
年
来
の
誤
り
を
訂
正
す
る
発
表
を
さ
れ
た
。
こ
れ
を
知
っ
た
翁
は
宣
長
の
学
識
に
感

服
し
入
門
を
決
意
し
た
。

　

安
永
九
年
（
1
7
8
0
）
の
宣
長
の
授
業
門
人
姓
名
録
並
に
鈴
屋
門
人
録
に
美
濃
多
芸
郡
榛
木
村
産
尾
張
名
児
屋
住
田
中
道
麿
後

道
全
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

時
に
道
麿
五
十
七
才　

師
の
宣
長
は
五
十
一
才
だ
っ
た
。
当
時
翁
は
三
都
に
次
ぐ
名
古
屋
で
す
で
に
多
く
の
門
人
を
擁
し
名
実
と

も
に
尾
張
和
学
の
頭
領
だ
っ
た
。
そ
の
翁
が
六
才
の
年
令
差
も
何
ら
気
に
す
る
こ
と
な
く
宣
長
を
師
と
仰
い
だ
の
で
あ
る
。

　

鈴
屋
門
人
と
し
て
伊
勢
の
国
以
外
の
入
門
者
は
翁
が
最
初
だ
っ
た
。
こ
の
同
じ
年
に
石
見
国
（
島
根
県
）
の
人
も
入
門
さ
れ
て　

宣
長
の
学
が
い
わ
ば
地
方
区
か
ら
全
国
区
へ
と
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
翁
が
鈴
屋
門
に
入
っ

た
の
は
自
分
一
人
で
は
な
く
数
十
人
の
弟
子
を
連
れ
て
行
わ
れ
た
。
後
の
宣
長
門
人
録
に
見
え
る
門
人
四
百
八
十
八
人
の
内
、
伊
勢

の
人
は
百
四
十
二
人
、
尾
張
人
は
八
十
八
人
に
算
す
る
に
至
っ
た
と
。

　

師
と
翁
と
の
両
者
の
文
通
は
頻
繁
に
行
わ
れ
た
よ
う
だ
が
、
直
接
の
会
見
は
僅
か
数
度
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
宣
長
手
記
に
も

「
二
た
び
三
た
び
は
こ
ゝ
に
も
来
、
常
は
し
ば

く
ふ
み
通
し
て
な
む
有
け
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
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こ
ん
な
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
日
の
講
義
中
突
然
翁
の
姿
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
待
っ
て
も
待
っ
て
も
出
て
来

ら
れ
ず
、
そ
の
日
の
講
筵
は
終
わ
り
と
な
っ
た
が
、
数
日
を
経
る
と
翁
は
、
け
ろ
り
と
し
て
帰
っ
て
来
ら
れ
た
。
一
寸
先
生
に
質
し

た
い
筋
が
あ
っ
て
松
阪
ま
で
行
っ
て
来
た
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
に
は
門
人
た
ち
も
驚
き
あ
き
れ
て
、
あ
い
た
口
が
ふ
さ

が
ら
な
か
っ
た
と
…
名
古
屋
か
ら
松
阪
ま
で
急
い
で
も
二
日
は
か
か
っ
た
当
時
の
こ
と
で
あ
る
。
轎
夫
と
し
て
足
は
鍛
え
ら
れ
て
い

た
で
し
ょ
う
が
簡
単
に
往
き
来
で
き
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
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７
．
主
な
研
究
編
著

　

名
古
屋
に
お
け
る
翁
の
仕
事
は
専
ら
著
述
と
講
義
で
十
指
に
あ
ま
る
述
作
は
大
方
こ
の
時
代
に
な
さ
れ
、
三
百
余
人
の
門
人
は
殆

ど
こ
の
時
代
に
集
ま
っ
て
来
た
人
た
ち
で
あ
る
。

　

翁
は
旦
夕
旦
暮
講
義
と
著
述
と
の
上
に
新
し
い
取
材
を
積
み
重
ね
て
い
っ
て
、
い
さ
さ
か
も
倦
怠
の
い
ろ
を
見
せ
な
か
っ
た
。
神

へ
の
奉
仕
に
勤
め
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
、
こ
う
し
て
歳
月
が
流
れ　

安
永
七
年
（
1
7
7
8
）
に
は
彦
根
で
の
師　

大
菅
中
養
父
を
喪
っ
た
。
ま
た
天
明
元
年
（
1
7
8
1
）
に
は
県
居
翁
賀
茂
真
渕
の
十
三
回
忌
を
迎
え
て
い
る
。
同
じ
年
に
翁
自
身

が
六
十
の
賀
を
迎
え
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
先　

翁
は
頭
髪
を
お
ろ
し
て
僧
形
に
な
り
道
全
と
号
し
て
い
た
。
こ
れ
は
霊
岳
院
の
住
持

と
し
て
神
や
仏
に
仕
え
る
身
の
外
観
も
あ
っ
て
姿
を
整
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

宣
長
が
「
田
中
道
麿
頭
を
お
ろ
し
ぬ
と
聞
き
て
よ
み
つ
か
は
し
け
る
」
と
詞
書
し
て

　

栲た
く

領ひ

布れ

の
君
が
真
白
髪
わ
ゝ
け
て
も
有
よ
そ
よ
け
れ
あ
た
ら
真
白
髪
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歌
意
「
木
の
繊
維
で
つ
く
っ
た
領
布
の
様
な
あ
な
た
の
白
髪
だ
っ
た
が
ほ
つ
れ
乱
れ
て
も
有
っ
た
方
が
よ
か
っ
た
で
す
ね
」

と
詠
ん
で
い
る
。

　

何
し
ろ
翁
は
万
葉
集
研
究
の
鬼
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
明
け
て
も
暮
れ
て
も
万
葉
万
葉
だ
っ
た
。
後
半
生
は
本
造
り
に
終
始
し
た

と
い
わ
れ
て
い
る
。
門
人
ら
の
定
例
日
以
外
の
出
入
り
を
禁
止
し
て
い
た
し
、
時
た
ま
友
人
が
訪
ね
て
く
る
と
筆
を
持
っ
た
ま
ま
で

対
応
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
て
、
日
夜
を
わ
か
ぬ
全
身
的
な
執
筆
生
活
だ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

そ
の
編
著
と
し
て

①
撰
集
万
葉
徴
・
・
・�

代
々
の
撰
歌
集
中
に
入
っ
て
い
る
万
葉
集
の
歌
を
摘
出
し
、
本
集
と
撰
集
と
同
じ
も
の
、
違
っ
て
い
る
も
の
、

本
集
に
作
者
名
が
あ
る
の
に
読
み
人
知
ら
ず
と
し
て
採
れ
る
も
の
、
又
反
対
に
読
み
人
知
ら
ず
を
明
ら
か
に

作
者
名
を
示
し
て
い
る
も
の
、
ま
た
両
集
に
作
者
を
異
に
す
る
な
ど
に
分
類
し
て
列
挙
考
証
し
て
い
る
。
記

憶
力
の
強
い
者
に
し
て
は
じ
め
て
出
来
る
事
業
で
、
そ
れ
だ
け
に
利
用
度
も
高
く
当
時
か
な
り
普
及
し
て
い

た
よ
う
で
あ
る

②
万
葉
東
語
栞
・
・
・�

万
葉
集
巻
十
四
及
び
巻
二
十
の
東
歌
か
ら
通
音
の
詞
を
五
十
音
に
配
し
て
丁
数
及
び
略
語
例
を
つ
け
た
も
の

③
万
葉
集
問
答
・
・
・
万
葉
集
の
各
歌
の
読
み
方　

解
釈
な
ど
に
つ
い
て
翁
が
疑
問
を
書
き
送
り
本
居
宣
長
が
そ
れ
に
答
え
た
も
の
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④
万
葉
類
句
歌
抄　

�

万
葉
集
の
歌
に
み
る
同
じ
句
や
詞
の
使
わ
れ
て
い
る
も
の
を
抜
き
出
し
順
序
よ
く
書
き
並
べ
た
も
の

⑤
万
葉
集
類
詩
略

⑥
万
葉
名
所
歌
抄
・
・
万
葉
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
名
所
旧
蹟
な
ど
を
拾
い
出
し
て
記
し
た
も
の

⑦
万
葉
集
地
名
録
・
・
万
葉
集
に
読
み
込
ま
れ
て
い
る
地
名
を
五
十
音
順
に
収
録
し
た
も
の

⑧
万
葉
集
抄
・
・
・
・
万
葉
集
十
五
巻
ま
で
に
略
解
を
附
し
た
も
の

⑨
榛
木
翁
集
・
・
・
・
翁
の
雜
記
集

⑩
道
丸
随
筆
・
・
・
・　
　

〃　
　

主
と
し
て
万
葉
集
に
関
す
る
論
考

⑪
田
中
道
麿
歌
集
・
・
翁
の
歌
の
収
録
（
畔
の
苅
穂
・
垣
根
の
落
葉
）

⑫
暗
愚
抄
・
・
・
・
・
翁
の
雑
記
集

⑬
手
向
草
・
・
・
・
・
賀
茂
真
渕
十
三
回
忌
（
天
明
元
年
（
1
7
8
1
））
に
手
向
け
た
門
人
な
ど
の
歌
を
収
録
し
た
も
の

⑭
天
明
随
筆
・
・
・
・
天
明
元
年
（
1
7
8
1
）
か
ら
同
三
年
（
1
7
8
3
）
に
い
た
る
雑
記
集

⑮
古
書
地
名
録
・
・
・
万
葉
集
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
る
地
名
の
記
録
集

⑯
御
国
詞
活
用
抄
・
・�

国
語
の
動
詞
・
形
容
詞
・
助
動
詞
を
そ
の
活
用
の
仕
方
に
よ
っ
て
二
十
七
会
に
分
類
し　

更
に
そ
れ
ぞ
れ
の
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会
に
つ
い
て
各
言
葉
の
語
頭
音
に
つ
て
こ
れ
を
五
十
音
順
に
配
属
し
た
も
の

⑰
新
刻
古
今
疑
問
・
・
歌
学
に
関
す
る
問
答
集

な
ど
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
記
憶
力
が
ず
ば
ぬ
け
て
い
る
上
に
、
た
し
か
な
根
気
力
の
い
る
困
難
な
事
業
で
あ
る
が　

翁
は
全
て
を
克
服
し
て
ほ
ぼ
完
成
に
近
い
ま
で
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
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８
．
学
問
一
途
真
摯
な
追
求
姿
勢

　

万
葉
集
な
ど
の
語
訳
や
解
読
に
つ
い
て
と
こ
と
ん
追
求
し
、
師
宣
長
の
教
を
仰
い
だ
り
、
ま
た
、
新
し
い
説
を
出
し
て
学
界
を
啓

発
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
か
っ
た
と
、
更
に
歌
中
の
品
物
（
物
の
名
）
に
つ
い
て
も
執
拗
な
ま
で
に
追
求
の
手
を
ゆ
る
め
て
い
な

い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
松
阪
の
本
居
宣
長
記
念
館
の
吉
田
悦
之
氏
か
ら
教
わ
っ
た
そ
の
数
例
を
記
す
。

①
『
万
葉
集
中
の
「
冬
木
成
」
は
「
冬
木
成
す
」
か
「
冬
ご
も
り
」
か
を
考
へ
て
い
た
ら
、此
の
月
の
十
日
の
夜
の
暁
方
に
夢
を
見
、

何
人
と
い
ふ
事
の
覚
へ
も
な
く
人
在
て
道
丸
に
告
た
る
心
ち
の
せ
ら
れ
て
、
冬
ご
も
り
は
年
内
立
春
の
対
也
。
年
内
立
春
は
春
ご
も

り
の
冬
と
い
は
ば
い
ふ
べ
く
、今
は
節
分
の
正
月
に
あ
る
を
、冬
ご
も
り
の
春
と
い
ふ
也
と
覚
め
た
り
。
此
の
夢
の
説
い
か
に
侍
ら
ゝ

ん
問
奉
る
…
』
と
宣
長
に
質
し
た
と
こ
ろ
、
宣
長
か
ら
『
御
夢
の
説
此
甚
だ
珍
説
ら
し
く
聞
ゆ
れ
ど
も
理
窟
過
た
り
』
と　

考
え
る

熱
心
さ
の
あ
ま
り
夢
に
ま
で
考
察
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
る
す
ご
さ
!！

②
『
宣
長
の
「
詞
の
玉
緒
」
を
読
み
、
て
に
を
は
の
法
則
を
知
っ
て
か
ら
は
、
此
ご
ろ
は
夜
の
ね
ざ
め
も
専
ら
古
歌
に
あ
て
て
見
る
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に
悉
違
ふ
事
な
し
。
神
代
よ
り
今
に
及
び
て
か
く　

て
に
を
は
は
違
は
ぬ
物
な
る
を
い
と
い
た
う
た
ふ
と
く
な
ん
』と
述
べ
て
い
る
。

　

多
く
の
歌
を
諳
じ
て
い
た
か
ら
こ
そ
で
き
る
技
で
あ
ろ
う
。
記
憶
力
の
非
凡
な
上
に　

悉
く
実
証
し
て
い
く
真
執
な
姿
勢
に
感
服

さ
せ
ら
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
宣
長
は
『
て
に
を
は
の
事
の
玉
へ
る
条
々
の
こ
と
ご
と
く
当
れ
り
、
己
れ
多
年
此
事
に
心
を
つ
く
し
、
自
然
の
て
に

を
は
の
妙
所
を
見
出
た
る
に
、
誠
に
然
り
と
信
す
る
人　

天
下
に
あ
り
な
し
や
、
よ
し
知
る
人
な
く
と
も
、
道
麿
主
一
人　

己
か
功

を
知
り
玉
へ
は
己
か
功
む
な
し
か
ら
ず
。
悦
ひ
に
た
へ
す
な
ん
』
と
述
べ
て
い
る
。
長
年
苦
労
し
て
や
っ
と
完
成
し
た
て
に
を
は
の

法
則
…
「
誰
も
認
め
て
く
れ
な
い
け
れ
ど
道
麿
だ
け
が
多
く
の
歌
に
つ
い
て
実
証
し
て
く
れ
た
。
道
麿
だ
け
が
私
の
学
説
を
信
用
し

て
く
れ
た
。
私
の
功
績
が
認
め
ら
れ
て
こ
ん
な
う
れ
し
い
こ
と
は
な
い
」
と
よ
ろ
こ
び
を
も
ら
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
師
弟

の
絆
が
一
段
と
深
ま
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。（
安
永
九
年
（
1
7
8
0
）
万
葉
集
問
答
よ
り
）

③�

万
葉
集
巻
十
（
2
2
7
0
）
に
「
道道
辺
之
乎
花
我
下
之
思
草
今
更
尓
何
物
可
將
念

の
べ
の
を
ば
な
が
本
の
思
草
今
さ
ら
に
何
物
か
思
は
む
」

の
歌
が
あ
る
。
そ
の
思
ひ
草
に
つ
い
て
宣
長
は
道
麿
の
実
践
報
告
を
も
と
に
、「
思
ひ
草
と
い
う
草
は
い
か
な
る
草
に
さ
だ
か
な
ら

な
ぞ
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ぬ
を
、
一
と
せ
尾
張
の
名
古
屋
の
田
中
の
道
麿
が
許
よ
り
文
の
た
よ
り
に
今
の
世
に
も
思
い
草
と
い
ひ
て
、
す
ヽ
き
の
中
に
生
る
小

さ
き
草
な
む
あ
る
を
、
高
さ
三
四
寸
あ
る
い
は
五
六
寸
ば
か
り
に
て
秋
の
末
に
花
さ
く
を
其
色
紫
の
黒
み
た
る
に
て
う
ち
見
た
る
は

菫
の
花
に
似
て
す
み
れ
の
ご
と
色
の
に
ほ
ひ
は
な
し
、
花
さ
く
こ
ろ
は
葉
は
な
し
…
、
古
へ
の
思
い
草
も
こ
れ
に
や
あ
ら
む
…
…
其

の
草
の
カ
タ
を
も
書
て
見
せ
に
お
こ
せ
た
る
。
そ
の
か
た
は
か
く
ぞ
有
り
け
る
。
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其
の
後
に
又
あ
る
と
き
花
の
咲
き
た
る
と
こ
ろ
へ
も
と
ほ
り
て
薄す
す
きの

き
り
く
ひ
ご
め
に
竹
の
筒
の
中
に
う
ゑ
て
、
た
ヾ
に
其
草
を

も
見
せ
に
お
こ
せ
た
る
を
う
つ
し
う
ゑ
て
見
け
る
に
、
し
ば
し
は
生
つ
き
た
る
さ
ま
に
て
有
し
を
ほ
ど
な
く
冬
枯
に
け
る
。
又
の
と

し
の
春
も
え
や
出
る
と
ま
ち
け
る
に
、
つ
い
に
か
れ
て
薄
な
が
ら
に
出
ず
な
り
に
き
か
し
』
と
記
し
て
い
る
。（
玉
勝
間
巻
十
三
）

お
も
ひ
ぐ
さ
―
通
称
な
ん
ば
ん
ぎ
せ
る
。
す
ヽ
き
の
根
株
に
寄
生
す
る
小
さ
い
植
物
・
煙たば
こ草

用
の
煙きせ
る管

の
形
。

又
「
と
ね
り
こ
の
木
と
い
ふ
木
・
木
の
色
い
と
白
く
葉
は
榎
の
葉
に
似
て
大
木
に
な
る
物
な
り
…
。
件
の
木
、
美
濃
国
飯
木
村
に
多

く
有
て
、
他
村
に
は
な
し
と
同
人
い
へ
り
。
飯
木
村
は
こ
の
人
の
故
郷
也
、
多
芸
郡
な
り
」
と
同
集
に
記
さ
れ
て
い
る
。

と
ね
り
こ
梣
―
モ
ク
セ
イ
科
の
落
葉
高
木
山
地
に
自
生
。
田
の
畦
に
植
え
る
地
方
も
あ
る
。
材
は
強
く
弾
力
の
富
み
バ
ッ
ト
・
建
築
材
・
家
具
材
と
す
る
。

④�

大
伴
宿
弥
家
持
の
歌
（
万
葉
集
1
0
3
5
）「
田田
跡
川
之
滝
乎
清
美
香
従
古
宮
仕
兼
多
芸
乃
野
之
上
尓

跡
川
の
滝
を
清
み
か
古
ゆ
宮
仕
え
け
む
多
芸
の
野
の
上
に
」

に
つ
い
て
「
養
老
滝
ハ
伊
勢
ノ
多
度
よ
り
六
里
バ
カ
リ
也　

然
レ
共
峯
ツ
ヽ
キ
也　

伹
し
み
の
養
老
ノ
所
ハ
今
ハ
多
芸
山
ト
云
テ
多

度
ト
云
名
ハ
ノ
コ
ラ
ズ　

養
老
ノ
滝
ア
ル
所
ハ
多
芸
ノ
郡
白
石
村
と
云
」
と
書
き
送
っ
て
い
る
。
宣
長
の
万
葉
集
手
沢
本
に
道
麿
の

こ
の
附
箋
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
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⑤�
刈
ば
か
か
ら
は
か
な
し

草か
や
の

嬢を
と
め

歌　
　
「��

秋秋
田
之
穂
田
乃
　
刈
婆
加

の
田
の
穂
田
の
刈
婆
加　

香香
縁
相
者
　
彼
所
毛
加
人
之

よ
り
あ
は
ば
そ
こ
も
か
ひ
と
の
吾吾
乎
事
將
成

を
こ
と
な
さ
む
」

の
刈
ば
か
に
つ
い
て
宣
長
の
手
沢
本
に
翁
の
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。

万
葉
四
秋
田
□
□
武
蔵
下
総
ノ
説
ニ
稲
ヲ
刈
ト
キ

一
ハ
カ
二
ハ
カ
ト
云
事
ア
リ
男
女
相
交
ハ
リ
テ
其
ハ
カ
ヲ

別
チ
カ
ル
ト
云
ヘ
リ
サ
レ
バ
場
所
ノ
字
ニ
充
ル
モ
少

シ
障
ル
事
ア
ル
ヲ
オ
ボ
ユ

刈
バ
カ
田
中
麻
呂
云
美
濃
尾
張
ナ
ト
ニ
テ
田
ヲ
植
ル
ニ

タ
ト
ヘ
バ
三
人
シ
テ
三
ハ
カ
ニ
植
ル
五
ハ
カ
ニ
植
ル
ナ
ト
云
也

或
ハ
五
人
シ
テ
三
ハ
カ
ニ
植
ル
ナ
ト
云
ソ
ハ

此
図
ハ
三
人
シ
テ
三
ハ
カ
ニ
植
ル
図
也
余
モ
推
テ
知
ヘ
シ

か
り�

ば��

か

解説の図
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又
美
濃
国
の
俗
、
田
を
う
ヽ
る
に
も
又
刈
る
に
も
一
は
か
二
は
か
と
い
う
事
あ
り
。
こ
は

道
麿
常
に
見
聞
く
所
也
。
た
と
へ
ば
一
段
の
田
を
五
は
か
に
う
ゝ
る
と
は
下
の
図
の
一
の
所

よ
り
う
ゑ
初
め
て
二
へ
う
ゑ
ゆ
き
三
、四
と
次
第
に
う
ゑ
て
十
の
所
迄
に
う
ゑ
終
る
を
五
は

か
に
う
ヽ
る
と
い
ふ
也
。
一
段
の
田
を
う
ゝ
る
に
三
人
し
て
五
は
か
に
う
ゝ
る
な
れ
ば
五
人

し
て
は
三
は
か
に
植
る
や
う
の
事
あ
り
。
秤は
か
りは
壱
貫
目
何
匁
等
の
あ
て
ど
又
枡
も
て
は
か
る

も
壱
俵
に
四
斗
入
る
の
あ
て
ど
竹
尺
も
身
の
た
け
に
衣
を
は
か
る
あ
て
ど
也　

墓
も
故
人
を
葬
り
し
あ
て
ど
也
。
か
よ
う
の
あ
て
ど

な
き
事
を
は
か
な
し
と
い
ふ
べ
く　

は
か
も
な
く
そ
こ
は
か
と
な
く
等
も
皆
き
こ
ゆ
る
よ
う
也
と
（「
道
丸
随
筆
」
よ
り
）

⑥�

む
ろ
の
木　

万
葉
集
巻
三
（
4
4
6
）

「
吾吾
妹
子
之
見
師
鞆
浦
之
天
木
香
樹
者
常
世
有
跡
見
之
人
曽
奈
吉

妹
子
が
見
し
鞆
の
浦
の
室
の
木
は
常
世
に
あ
れ
ど
見
し
人
ぞ
な
き
」

に
つ
い
て
宣
長
は
「
田
中
の
道
ま
ろ
が
い
へ
り
し
は
、
万
葉
の
歌
に
よ
み
た
る
室
の
木
と
い
ふ
も
の
は
今
も
い
づ
こ
に
も
多
く
あ
る

物
也
。
美
濃
の
不
破
郡
多
芸
郡
な
ど
に
て　

ひ
む
ろ
と
も
ひ
も
ろ
杉
と
も
い
ひ
、
伊
勢
の
員
弁
郡
・
桑
名
郡
の
あ
た
り
に
て
、
た
ち

二 三 六 七 十

一 四 五 八 九

え

む
ろ
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む
ろ
は
ひ
む
ろ
と
い
ひ
、
尾
張
の
羽
栗
郡
に
て
、
ね
ず
む
ろ
と
も
べ
ぼ
の
木
と
も
む
ろ
と
も
い
へ
り
。
す
べ
て
山
に
お
ほ
き
木
に
て
、

地
に
は
ふ
と
高
く
た
つ
と
二
く
さ
有
て
、
は
ふ
方
に
は
大
木
は
な
き
を
立
る
か
た
に
は
大
き
な
る
も
多
し
、
柏
び
ゃ
く

子し
ん

と
い
ふ
木
に
似

て
又
杉
に
も
似
た
り
。
二
種
と
も
に
実
お
ほ
く
な
る
也
と
い
へ
り
き
」
と
記
し
て
い
る
（
宣
長
玉
勝
間
よ
り
）

⑦�

宣
長
の
説
を
訂
正
す
る
こ
と
も

古
事
記
伝
の
中
の
「
悔
哉
不
速
来
」
を
「
く
や
し
き
か
も
と
く
き
ま

さ
で
」
と
読
ん
で
い
た
の
を
翁
は
ず●

を
補
っ
て
「
く
や
し
き
か
も　

と
く
き
ま
さ
ず●

て
」
で
は
な
い
か
と
申
言
し
た
。
宣
長
は
「
実
に
己

が
心
に
符
合
し
た
り
」
と
認
め
今
ま
で
の
説
を
訂
正
さ
れ
た
と
。

⑧�

翁
よ
り
ふ
る
さ
と
の
話
と
し
て
宣
長
に
伝
え
ら
れ
た
と
言
わ
れ
る
こ
と

お
し
と
た
か
べ　

万
葉
集
（
2
5
8
）「
人
漕
が
ず
あ
ら
く
も
著
し
潜か
づ
き
す
る
鴛お

鴦し

と
た
か
べ
と
船
の
上
に
住
む
」
に
つ
い
て
「
た

か
べ
と
い
へ
る
は
鴨
の
小
さ
き
物
に
て
鳩
の
大
さ
し
た
り
。
道
丸
が
古
郷
に
は
い
と
沢
に
む
れ
ゐ
る
鳥
也
。
し
か
る
に
尾
張
の
国
に
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て
は
タ
カ
べ
と
い
う
名
を
し
れ
る
人
な
し
」
と

　

た
か
べ
―
こ
が
も
の
古
名
。
鸍
・
沈
鳧
（
三
省
堂
大
辞
林
１
９
９
５
．
11
．
３
第
２
版
机
上
版
よ
り
）

⑨�

あ
し
び
と
あ
せ
ぼ
「
磯
か
げ
の
見
ゆ
る
池
水
照
る
ま
で
に
咲
け
る
馬
酔
木
の
散
ら
ま
く
惜
し
も
」

「
鴛
鴦
の
住
む
君
が
こ
の
山し

齋ま

今
日
見
れ
ば
馬
酔
木
の
花
も
咲
き
に
け
る
か
も
」
が
あ
る
が
、
こ
の
馬
酔
木
に
つ
い
て
「
美
濃
榛

木
村
の
庄
屋
新
五
郎
兵
衛
と
い
ふ
人
が
あ
せ
ぼ
の
灰
汁
の
ま
じ
れ
る
湯
に
て
誤
り
て
馬
を
洗
ひ
、
そ
の
馬
の
痩
せ
る
こ
と
を
道
丸

に
語
り
し
也
」
と

　

あ
し
び
―
通
称
あ
せ
び
・
あ
せ
ぼ
と
も
。
有
毒
。
葉
汁
は
殺
虫
薬
に
利
用
さ
れ
る
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作
品　

書
と
歌

【
1
】
遺
墨
作
品

○
春
去
尓
来
　
条
巾　

養
老
町
文
化
財
指
定　

田
中
道
麿
翁
顕
彰
会
蔵

真ま

珠た
ま

附づ
く

遠を
ち

近こ
ち

兼か
ね

而て

天あ
ま

雲ぐ
も

乃の

向む
か

伏ふ
す

極き
は
み

春は
る

去さ
り

尓に

来け
り　
　

道
麿
書

真
珠
附
―
珠
を
つ
け
る
緒
。
お
ち
こ
ち
に
か
ヽ
る
枕
詞

9.
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○
立
春
と
歳
暮
　
懐
紙　

養
老
町
文
化
財
指
定　

田
中
道
麿
翁
顕
彰
会
蔵

・
立　

春　
　
　
　
　

美
知
麻
呂

　
　

忍
し
の
ぶ

艸ぐ
さ

お
ふ
流る

わ
可
屋や

　
　

尓に

朝
日
さ
し
免め

て
多た

　
　

き
春
越を

む
可
へ
鶴つ

る

鴨か
も　

・
歳　

暮

　
　

老お
い

せ
寿ず

天て

く
る
ゝ
物も

の

尓に

し

　
　

阿あ

り
万ま

せ
はば

か
く
志し

も
年と

し

を

　
　
　

　
　

遠お

し
み
て
尓に

し
や

忍
草
の
生
い
茂
っ
て
い
る

我
が
家
に
も
、
朝
日
が
さ
し
込
み

め
で
た
い
春
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

年
を
取
ら
な
い
で
、
即
ち
老
人
に
な
ら

な
い
で
年
越
し
が
で
き
る
も
の
で
あ
る

な
ら
ば
、

こ
ん
な
に
年
の
暮
れ
る
の
を
惜
し
い
と

思
わ
な
い
の
に
。
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○
詠
　
水
田
　
条
巾　

養
老
町
文
化
財
指
定　

田
中
道
麿
翁
顕
彰
会
蔵

詠
水
田　
　
　
　
　

田
中
道
麻
呂

　
　

足あ
し

引び
き

乃の

山や
ま

田だ
の

国く
に

能の

か
き
か
楚そ

ふ
両ふ

た

村む
ら

山
の
西
奈な

流る

や
鮎あ

ゆ

市ち

の
方か

た

　
　

花は
な

細ぐ
わ
し

佐さ

倉く
ら

能の

里さ
と

能の

阿あ

ら
を
多た

乃の

小
田
の
田た

面づ
ら

の
千ち

町ま
ち

田
の
小
田
の

　
　

田
徒づ

ら
尓に

葦あ
し

田た

鶴つ
る

曽ぞ

阿あ

佐さ

里り

佐さ

王わ

け
流る

以い

尓に

し
遍へ

毛も

か
ゝ
里り

し
桜
田

　
　

千
世
遍へ

し
今
も
て
か
ゝ
流る

萬よ
ろ
づ

代よ

尓
立
栄
奈
ん
里さ

と

乃の

さ
く
ら
田

足
引
―
山
に
か
ゝ
る
枕
詞

両
村
山
―
東
三
河
に
あ
る
山

鮎
市
の
方
―
名
古
屋
地
方
に
あ
っ
た
地
名

花
細
―
花
が
美
し
い
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○
冬
日
同
詠
真
常
四
十
賀
歌
　
懐
紙　

養
老
町
文
化
財
指
定　

田
中
道
麿
翁
顕
彰
会
蔵

寄
崗　
　
　
　
　

田
中
道
麿

　
　

美み

か
り
伐ば

尓に

徒つ

可か

遍へ　

　
　

ま
つ
連れ

流る

と
み
乃の

を
か

　
　

富と
み

佐さ

か
え
管つ

つ

八や

千ち

代よ

　
　

座お
わ

さ
年ね

　
　

　
　

真
常
―
松
下
真
常　

信
濃
屋
久
兵
衛
と
も
松
根
と
も
か
く
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○
秋
日
同
詠
鹿
歌　
養
老
町
文
化
財
指
定　

個
人
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
麻
呂

　
　

佐さ

遠を

し
か
能の

　
　

聲こ
え

き
こ
ゆ
奈な

り
佐さ

よ

　
　

中
之の

盛い
や

更ふ
け

ぬ
ら
し

　
　

声
所そ

聞き
く

也な
り

翁
の
遺
墨
作
品
は
平
成
七
年
十
二
月
養
老
町
郷
土
資
料
館
で

特
別
展
示
さ
れ
た
田
中
道
麿
展
目
録
か
ら
収
録



47 養老町が生んだ国学者　田中道麿さん

○
小
川
道
足
ぬ
し
に
よ
み
て
つ
か
は
す　
養
老
町
文
化
財
指
定　

個
人
蔵

　
　

小
川
道
足
ぬ
し
尓に

よ
み
て
付つ

可か

ハは

須す　
　

田
中
道
麿

　
　

久ひ
さ

方か
た

のの

天あ
ま

津つ

神
代
乃の

　
　

婦ふ

る
こ
と
越を

志し

ぬ
ハ
須す

阿あ

賀か

せ

　
　

多た

岐き

乃の

野
乃の

道
乃の

く
万ま

み
を

　
　

多
度
川
能の

い
多
登と

り
婦ふ

可か

く

　
　

尋た
づ

年ね

い
羅ら

佐さ

ね

翁
の
遺
墨
作
品
は
平
成
七
年
十
二
月
養
老
町
郷
土
資
料
館
で

特
別
展
示
さ
れ
た
田
中
道
麿
展
目
録
か
ら
収
録
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○
詠
扇　
大
垣
市
立
図
書
館
蔵

　
　

霰
あ
ら
れ

打う
つ

阿あ

羅ら

ら々

松ま
つ

原ば
ら

委つ
ぶ

曲ら
か	

霰
打
阿
羅
々
―
松
原
に
か
ゝ
る
枕
詞

　
　

尓に

君き
み

乎を

将い
わ

斎わ
ん

懇ね
ん

尓ご
ろ
に

君き
み

乎を

保ほ	

委
曲
―
円
ら
か
、
円
く
ふ
っ
く
ら
と
し
て
い
る

　
　

吉ぎ

弖て

牟ん

福ふ
く

艸ぐ
さ

乃の

幸さ
ち

在あ
る

君き
み
の

空う
つ

　
　

蝉せ
み

乃の

世よ

乃の

尽
こ
と
ご
と

尓に　

楽
た
の
し

久く

世よ
を

将へ

経
な
さ
ん

　
　

君き
み

霰あ
ら
れ

打う
つ

荒あ
ら

々あ
ら

松ま
つ

原ば
ら　

真ま
つ

委ぶ
さ

ニに

　
　

栄
さ
か
え

将ま

座さ
ん

登と

高た
か

々だ
か

尓に　

栄
さ
か
え

将ま

座さ
ん

登と

　
　

母も

多た

勢せ

流る

此こ
の

扇お
う
ぎ

乃の　

末す
え

広ひ
ろ

良ら

ニに

登と

　
　

恵え

我が

加か

須す

此こ
の

若わ
か

松ま
つ

乃の　

許こ

知ち

其ご

知ち

　
　

乃の

枝え
だ

毛も

志し

美み

み々

尓に　

霰
あ
ら
れ

打う
つ

荒あ
ら

良ら

松ま
つ

原ば
ら

　
　

真ま
つ

曲ぶ
さ

尓に　

栄さ
か

由ゆ

倍べ

伎き

君き
み

万よ
ろ
づ

代よ
に

将さ
か

栄え
ん

君き
み

之の



49 養老町が生んだ国学者　田中道麿さん

　
　

朝あ
さ

暮ゆ
う

耳に

将て
に

手も
ち

馴な
る

此こ
の

扇お
お
ぎ

乃の

　
　

佐さ

夜や

さ々

や々　
　
　

田
廬
道
麿	

廬
―
ろ
・
粗
末
な
家

翁
の
遺
墨
作
品
は
平
成
七
年
十
二
月
養
老
町
郷
土
資
料
館
で
特
別
展
示
さ
れ
た
田
中
道
麿
展
目
録
か
ら
収
録

翁
の
遺
墨
作
品
は
平
成
七
年
十
二
月
養
老
町
郷
土
資
料
館
で
特
別
展
示
さ
れ
た
田
中
道
麿
展
目
録
か
ら
収
録

○
詠
芽
子
　
短
冊　

個
人
蔵

　
　

今
志
は
し
咲さ

き

丹に

保ほ

ふ
ら
ん
古
郷
の

　
　
　
　

 　
　
　
　
　
　

 　
　
（
匂
ふ
）

　
　

多
芸
野
上
辺
の
秋
ハ
き
の
花　
　
　

道
麿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
萩
）
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○
揖
取
魚
彦
に
献
る
歌
　
個
人
蔵

　

翁
は
二
回
江
戸
に
赴
き
安
永
二
年
（
1
7
7
2
）
二
月
数
ヶ
月
の
間
滞
在
し
て
賀
茂
真

渕
の
巨
匠
揖
取
魚
彦
と
親
交
を
結
ん
だ

揖か

取と
り

魚な

彦ひ
こ

尓に

献た
て
ま

流つ
る

哥う
た

　
　

無む

佐さ

志し

年ね

乃の

麓ふ
も
と

の
里さ

と

に
よ
る
奈な

ミみ

の
音

　
　
　
　
（
武
蔵
の
国
嶺
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
波
）

　
　

よ
り
き
こ
え
て
夏
衣
か
と
り
能の

を
ぢ
ハは

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
揖
取
）　
　
　
　
（
翁
）

　
　

浅
ち
ふ
の
ち
ふ
の
い
本
り
に　

古
と
玉
の

　
　
　
　
（
葦
の
生
え
て
い
る
所
）　
　
　
（
庵
）　
　
　
　
　
　
　
（
言
霊
）

　
　

さ
き
ハ
ふ
国
能の

ふ
る
こ
と
を
今
の
を
つ
ゝ
尓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
今
の
世
、
現
在
）

　
　

う
多
ひ
の
べ　

い
ひ
の
ハ
へ
つ
ゝ
た
ま
ぢ
ハ
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
言
ひ
表
わ
す
）　

           

（
人
の
霊
を
幸
な
ら
し
め
る
意
）

　
　

神
の
ほ
ぐ
ら
に
志
る
べ
し
て　

共
尓
の
本
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
（
宝
庫
）



51 養老町が生んだ国学者　田中道麿さん

　
　

と
諸
人
を
道み

ち

飛び

け
る
人
曽　

い
そ
志
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
導
く
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勤
し
む
）

　
　

か
も
よ　

た
ふ
と
き
ろ
可
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
尊
）（
語
調
を
と
と
の
え
る
語
）

　
　
　
　

右み
ぎ

飛ひ

と
く
さ　

多
那
の
道
ま
ろ
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
草
）　
　
　
　
　
　
　

よ
め
る

　
　揖

取
魚
彦
―
今
の
千
葉
県
香
取
佐
原
の
人
。
賀
茂
真
渕
の
門
に
入
っ
て
古
学
を
学
び
詠
歌
に
長
じ
た
。
明
和
二
年
（
1
7
6
5
）
江
戸
に
出
て
そ
の

居
を
茅
生
庵
と
名
づ
け
古
歌
古
文
を
唱
導
し
た
。
著
書
に
万
葉
集
千
歌
・
古
言
梯
楢
の
葉
・
揖
取
魚
彦
集
等
が
あ
る
。
天
明
二
年
（
1
7
8
2
）
没

六
十
才

翁
の
遺
墨
作
品
は
平
成
七
年
十
二
月
養
老
町
郷
土
資
料
館
で
特
別
展
示
さ
れ
た
田
中
道
麿
展
目
録
か
ら
収
録
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○
保
伎
宇
多
　
懐
紙　

個
人
蔵

　
　

あ
満ま

と
婦ふ

や
多た

加か

多た

の
郷さ

と

　
　

水
多た

満ま

流る

久
保
田
ぬ
し

　
　

雨
婦ふ

ら
は
高
田
潤う

る
お

ひ
日
の
て
ら
は

　
　

く
保ぼ

多た

佐さ

か
ハは

え
雨
婦ふ

里り

天て

日
能の

　
　

不て
ら

照ず

と
毛も

日
の
照て

り

天て

雨
不ふ

ら

零ず

と
毛も

　
　

須す

衣え

徒つ

ひ
尓に

志し

み
さ
か
ゆ
遍べ

起き

　
　

高
田
乃の

窪く
ぼ

田た

ぬ
し　
　

田
中
道
麿

翁
の
遺
墨
作
品
は
平
成
七
年
十
二
月
養
老
町
郷
土
資
料
館
で

特
別
展
示
さ
れ
た
田
中
道
麿
展
目
録
か
ら
収
録



53 養老町が生んだ国学者　田中道麿さん

○
多
芸
人
績
荢
乎
送
歌
　
条
巾　

個
人
蔵

　

多
芸
人
績
荢
主
乃
古ふ

る

郷さ
と

往に
ゆ
く

乎を

送
歌

布ふ

流る

射さ

登と

乃の

当た

嗜ぎ

乃の

野の

上う
え

尓に

伊い

由ゆ

久く

君き
み

帰か
え
り

埓き

来な
ん

日ひ

乃の

月つ
き
な

莫か

易わ
り

曽そ

年ね　
　

田
中
道
麿

翁
の
遺
墨
作
品
は
平
成
七
年
十
二
月
養
老
町
郷
土
資
料
館
で
特
別
展
示
さ
れ
た
田
中
道
麿
展
目
録
か
ら
収
録
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【
２
】
道
全
集
よ
り
歌

○
田
跡
川
の
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
下
歌
の
作
成
時
の
年
齢
と
道
全
歌
集
の
整
理
番
号
を
記
す

	

老
人
の
若
ゆ
て
う
名
の
滝
の
せ
は
わ
か
住
里
に
流
れ
こ
そ
す
れ	

34
才　

５

	

田
跡
川
の
瀬
々
の
氷
も
き
ょ
う
と
け
て
春
は
き
に
け
り
多
芸
の
野
の
上
に 	

36
才　

19

山
居	

わ
が
庵
は
老
い
を
養
う
滝
つ
せ
の
枕
に
ひ
び
く
多
芸
の
野
の
原	

42
才　

85

立
春	

多
芸
の
野
に
鴬
な
く
も
田
跡
川
に
春
は
来
ぬ
ら
し
鴬
な
く
も	

45
才　

105

祝
言	

治
ま
れ
る
御
代
の
た
め
し
か
田
跡
川
の
老
を
養
う
た
き
つ
岩
道	

46
才　

155

同
じ
文
字

あ
る
歌

	

田●

跡
川
の
滝●

だ●

に
み
え
ず
秋
と
共
に
霧
立●

の
ぼ
る
た●

き
の
野
の
原	

47
才　

282

田
跡
川
の
う
た

十
首
の
中
よ
り	

老
人
を
養
う
御
代
の
春
に
あ
ひ
て
名
に
お
う
滝
の
お
と
ぞ
さ
や
け
き	

47
才　

353
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夏
き
て
は
ま
づ
結
ぶ
手
の
雫
に
も
に
ご
ら
で
清
き
田
跡
の
川
水	

47
才　

354

	
多
芸
の
原
の
萩
の
錦
を
ぬ
わ
ん
と
や
霧
立
秋
の
滝
の
白
糸	

47
才　

355

	

妹
ら
が
り
い
た
ど
り
行
つ
田
跡
川
の
た
ぎ
つ
早
瀬
の
我
こ
こ
ろ
か
ら	

47
才　

356

	

な
と
あ
れ
と
契
り
し
事
を
田
跡
川
の
滝
つ
瀬
の
ご
と
た
ゆ
と
思
う
な	

47
才　

357

	

春
さ
れ
ば
滝
つ
山
川
に
住
魚
の
わ
か
ゆ
て
う
田
跡
の
川
水	

47
才　

358

郡
の
歌	

老
人
を
養
う
滝
の
氷
て
や
田
跡
の
川
音
き
こ
え
ざ
る
ら
ん	

47
才　

375

	

お
ち
た
き
つ
田
跡
の
川
水
先
汲
て
待
え
し
春
に
わ
か
え
つ
つ
み
ん	

48
才　

515

早
苗	

田
跡
川
の
水
を
せ
き
れ
て
少
女
等
が
五
百
代
小
田
を
き
ょ
う
ぞ
う
う
な
る	

54
才　

817

寄
山
賀	

い
ほ
万
千
い
ほ
の
年
ふ
と
も
田
跡
の
み
山
の
つ
く
る
日
あ
ら
め
や	

55
才　

968

	

か
き
く
も
り
小
雨
そ
ほ
ふ
る
田
跡
川
の
滝
の
ほ
と
り
は
夏
も
寒
け
し	

56
才　

922
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○
同
じ
文
字
が
あ
る
歌　
一
首
の
中
に
同
じ
文
字
が
五
ヶ
所
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る

春
（
い
）　

春
の
い●

ろ
の
い●

た
り
に
け
り
な
泉●

川
岩●

間
の
氷
今●

は
と
け
つ
つ	

53
才　

268

夏
（
す
）　

鴬●

の
か
り
す●

巣●

立
し
時ほ

と
と
ぎ
す鳥
五
月
の
や
ま
に
た
え
す●

し
は
な
く	

53
才　

279

秋
（
ち
）　

ち●

ち
に
待ま

ち

し
こ
よ
ひ
夜
霧
の
立た

ち

み
ち●

て
か
た
ち●

か
う
そ
う
星
合
の
空	

53
才　

283

冬
（
ひ
）　

大
ひ●

え
や
を
ひ●
え
ひ●

ら
の
ね
あ
ら
そ
ひ●（

い
）て

日●

毎
に
雪
の
積
り
け
る
か
も	

53
才　

293

雑
（
る
）　

よ
る●

昼ひ
る

を
わ
か
す
流
る●

●る
川
水
は
た
え
ぬ
教
の
道
に
や
有あ

る

ら
ん	

53
才　

309

○
同
じ
文
字
な
き
歌

梓
弓
春
き
に
け
り
な
わ
か
庵
を
と
よ
も
し
や
ま
ぬ
鴬
の
声	

48
才　

399

あ
さ
ひ
け
に
世
を
へ
て
み
れ
て
た
き
の
せ
は
い
や
め
つ
ら
し
く
お
も
ほ
ゆ
る
か
な	

48
才　

406
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○
あ
そ
び
の
歌
四
十
七
言
（
同
じ
文
字
が
重
複
し
な
い
よ
う
に
し
て
歌
を
つ
く
る
）

す
み
の
江え

な
る　

田た

ゐ
に
さ
を
と
め　

早わ

稲せ

う
ゑ
ぬ　

稲い
ね

か
り
て
よ

落お
ち

穂ほ

ひ
ろ
へ
子こ

ら　

そ
ゆ
し
も　

麦む
ぎ

ま
け　

粟あ
わ

生ふ

つ
く
れ
や	

57
才　

1022

○
生
類
草
木
物
名
を
詠
ん
だ
歌

	

う馬ま 

さ鮭け 

の蚤三 

室

檉（
ね
ず
の
木
） 

山
こ 
え榎 
か蛙

 
へ
る 

日氷
魚を 

待松つ 

と栃

 
 桐

契
り 

し樒君 

恋鯉 

し鴫き 

も藻	

48
才　

402

	

か蚊 

く桑ば 

か雁り 

水
の蚤

 蜷
み
な 

わ鰐に 

し芝ば 

し柴ば 

も藻 
ふ河

豚く 
か

烏ら
涼 

し 

秋
大
辛
螺 

の 

川
鳥
毛
虫 

風
石
陰
子	

48
才　

403

国
の
名	

野能
登と 

山大
和と 

わ若
狭か

ざ
る
こ
と豊よ 

秋安
芸 

霧紀
の
立但

馬ち
ま 

が甲
斐ひ

て
し志

摩ま
す
虫
の
里

佐
渡	

53
才　

305

木
の
名	

月槻 

日桧 

た女
貞つ 

な楢ら 

ひ枇
杷は

た
れ
か穀ち 

き桐り
て
し柴花 

さ栐く 

あ
梓つ

さ 

紅樅
葉
ち
る
雪	

53
才　

211

虫
く
い
不
明
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十
二
支	

旅 

ね子 

を
は
う丑し 

と
や 

と寅ら 

て 

う卯 

き
雲
の 

立辰 

田
の 

峯巳 

を
よ
は
に
こ
え
つ
る	

48
才　

551

	

真午 
人
は
ぬ
れ
ひ

未つ
時
雨
晴
さ申る
に
ひ
と酉り 

い戌ぬ
な
る 

い亥 

な
の
山
へ
に	

48
才　

552

た
ち
ば
な	

父
母
の
飛
か
け
り
つ
ゝ
は
く
ゝ
む
に
い
つ
し
か
ひ
な
の
た
ち
は
な
ら
い
ぬ	

53
才　

225

あ
ま
か
え
る	

雨
雲
の
棚
引
け
ら
し
さ
よ
更
て
こ
の
も
か
の
も
に
な
く
あ
ま
か
え
る	

53
才　

323

時ほ
と
と
ぎ
す
鳥	

時
今
は
夏
成
り
ぬ
と
ほ
と
と
ぎ
す　

わ
き
へ
の
里
に
声
か
す
れ
な
く	

48
才　

807

月	

百
伝
う
い
わ
れ
の
池
の
水
面
に
や
ど
る
も
清
き
秋
の
よ
の
月	

49
才　

705

藤	

池
水
の
鏡
に
か
け
を
う
つ
し
つ
ゝ
み
な
き
り
た
き
つ
花
の
藤
浪	

47
才　

197

松	

春
の
雨
秋
の
時
雨
と
年
を
へ
て
み
の
ゝ
お
山
の
松
も
ふ
り
に
き	

53
才　

267

山
吹	

妹
に
に
る
花
と
そ
み
つ
る
わ
か
宿
の
垣
ほ
に
さ
け
る
八
重
山
ふ
き
の
花	

54
才　

872

う
ま
ひ
と

し
ぐ
れ
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○
折
句
　
各
句
の
上
に
物
の
名
な
ど
を
一
字
ず
つ
置
い
た
も
の

梅
の
花	

打●
な
ひ
き　

め●

は
る
草
木
に
野●

山
し
も
春●

め
く
色
と
成●

り
に
け
ら
す
や	

49
才　

643

玉
椿	

立た
つ

春は
る

を
ま●

つ
こ
そ
人
に
告つ

げ

に
け
れ
花●

さ
く
枝
に
き●

い
る
う
く
い
す	

49
才　

690

忍
草	

白●

雪
は
軒の

き

も
ひ
と
つ
に
ふ●

り
積
も
り
く●

ら
せ
る
宵
の
寒●

く
も
あ
る
哉	

49
才　

694
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○
旋
頭
歌　
五
七
七
・
五
七
七
の
六
句
か
ら
な
り
、
初
の
五
七
七
三
句
で
一
段
落
と
な
っ
て
更
に
別
に
次
の
五
七
七
を
起
こ
す
も
の

麻
衣　

木
曽
路
の
川
の　

水
か
さ
増
り

	
い
せ
の
海　

清
き
流
れ
に　

塩
み
つ
ら
ん
か	

36
才　

23

雁か
り

金が
ね

の	

雲
井
を
わ
た
る　

声
聞
ゆ
也

	

我
為
の　

秋
か
と
そ
思
う　

よ
は
の
ね
さ
め
は	

46
才　

147
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○
長
歌　
五
音
七
音
の
二
句
を
一
つ
の
単
位
と
し
て
い
く
つ
か
重
ね
て
い
き
終
わ
り
を
五
七
七
で
結
ぶ
形
式
の
歌

新
築
を
賀	
松ま

つ

木の
け

乃の　

常と
き

磐わ

堅か
き

盤わ

尓に　

檀か
し

木の
け

乃の　

弥い
や

立た
ち

栄
さ
か
え

	
産う

ま

子す
こ

乃の　

弥い
や

継つ
ぎ

々つ
ぎ

尓に　

正ま
さ

木き

葛つ
ら　

絶
た
ゆ
る

事こ
と

無な
く

	

幾い
く

世よ

鴨か
も　

往ゆ
き

来き

之の

家い
え

尓に　

片か
た

原は
ら

尓に　

真ま

木き

柱は
し
ら

立た
て

	

事こ
と

更さ
ら

尓に　

新に
い

室む
ろ

造つ
く
り　

香か

青あ
お

成な
す　

畳
た
た
み

取と
り

敷し
き

	

多た

怒ぬ

志し

気け

久く　

往す
ま

為す

吾あ
か

背せ

者は　

花は
な

木の
き

乎を　

園そ
の

辺べ
に

植
う
え
な

	

時と
き

々ど
き

乃の　

花は
な

將
見み

ん

登と

鴨か
も　

朝
あ
さ
な

夕ゆ
う
な

尓に	

57
才　

1004
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死
去
と
奥
津
城

　

み
ん
な
か
ら
六
十
の
賀
を
祝
っ
て
も
ら
っ
た
頃
の
翁
は
、
ぴ
ん

く
し
て
い
て
血
色
も
よ
く
健
康
そ
の
も
の
の
よ
う
で
あ
っ
た
が

　

翌
天
明
四
年
（
1
7
8
4
）
に
な
る
と
体
の
異
状
を
感
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

宣
長
か
ら
の
四
月
十
八
日
付
の
書
簡
に
よ
る
と
、「
御
口
中
の
痛
、
爾
今
以
全
快
な
ら
ざ
る
よ
し
、
長
き
御
事
に
御
座
候
。
是
は

御
歯
に
候
哉
・
御
舌
に
候
哉
。
凡
一
日
に
二
三
十
度
以
冷
水
ふ
く
み
御
試
成
さ
る
べ
く
候
」
と
医
者
ら
し
く
ひ
ど
く
気
に
し
て
い
る

よ
う
だ
っ
た
。

　

は
じ
め
は
口
中
の
痛
み
か
ら
始
ま
っ
た
よ
う
だ
。
更
に
八
月
十
八
日
付
に
は
「
御
病
気
日
を
追
っ
て
御
快
復
さ
る
べ
く
候
間　

随

分
〃
〃
御
保
養
専
一
に
存
じ
奉
り
候
」
と
あ
っ
て
も
う
全
体
的
に
か
な
り
の
重
態
で
あ
っ
た
の
で
な
か
ろ
う
か
。

　

翁
が
郷
里
の
柏
渕
藤
左
衛
門
に
宛
た
手
紙
の
中
に
「
去
々
月
十
三
日
よ
り
当
地
の
内
も
あ
る
き
不
申
、
愚
宅
に
て
の
よ
み
物
も
な

く　

只
々
療
治
一
件
に
相
か
ゝ
り
居
り
申
し
候
仕
合
、
か
く
て
は
よ
し
や
近
き
内
に
本
復
に
至
り
候
と
も
、
急
に
力
づ
き
旅
行
等
の

な
り
さ
う
な
る
事
と
も
相
見
え
不
申
、
何
れ
の
道
に
も
盆
前
に
は
全
快
申
す
間
敷
き
様
子
に
相
成
り
申
し
候
…
…
。
食
物
も
三
度
な

が
ら
白
か
ゆ
に
糀
味
噌
の
外
に
は
口
中
に
叶
う
も
の
な
し
…
…　

然
共
其
か
ゆ
を
一
日
に
白
米
三
合
程
の
あ
て
に
た
べ
申
候
へ
ば
小

１０.
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食
と
申
に
も
御
座
無
く
候
」
と
記
し
て
い
る
。

　

攣れ
ん
踠え
ん
と
い
う
手
足
が
痺し
び
れ
曲
っ
て
伸
び
な
い
病
気
だ
っ
た
と
い
わ
れ
、
こ
れ
は
中
風
の
昻
じ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
翁
も
随

分
苦
し
ま
れ
た
模
様
で

「
わ
れ
ゆ
の
ち　

世
に
へ
ん
人
よ　

あ
め
つ
ち
の
か
ヽ
る
怒
り
に　

相
あ
う
な
ゆ
め
」
と
詠
い
残
し
て
い
る
。

　

病
状
の
悪
化
に
つ
れ
て
人
手
の
少
な
い
霊
岳
院
で
は
不
便
だ
と
い
う
の
で
、
近
く
の
常
瑞
寺
に
引
き
と
ら
れ
て
い
た
。
常
瑞
寺
の

住
職
は
翁
の
弟
子
で
あ
っ
た
⑦
了
栄
和
尚
で
あ
る
。
病
は
一
進
一
退　

住
職
了
栄
の
手
厚
い
看
護
に
み
と
ら
れ
な
が
ら
秋
を
越
え
た

が
、
十
月
四
日
夜
の
六
ッ
時
（
午
後
六
時
頃
）
息
を
引
き
と
っ
た
と
。
享
年
六
十
一
才
。
六
日
了
栄
和
尚
を
導
師
と
し
て
葬
儀
執
行

　

同
寺
裏
手
の
墓
域
に
葬
ら
れ
た
。
謚
は
言こ
と

霊だ
ま

有い
さ

功を
の

老お

翁ぢ

。

　
　

辞
世
の
歌　

け
ふ
か
ら
も　

横
さ
ま
風
の
お
ほ
ひ
こ
ば　

命
を
し
け
ど　

す
べ
し
ら
ま
し
や

⑦
了
栄
和
尚
―
常
瑞
寺
第
七
世
、
は
じ
め
道
麿
に
学
び　

の
ち
鈴
屋
に
つ
い
て
国
学
を
収
め
た
。
ま
た
、
暮
雨
巷
暁
台
に
つ
い
て
俳
諧
を
よ
く
し
た
。

　

文
政
三
年
（
1
8
2
0
）
六
月
二
日
没
六
十
二
才
。

　

翁
の
死
去
は
当
時
の
名
古
屋
の
国
学
者
・
知
識
人
・
各
地
の
知
己
門
人
の
い
た
く
悼
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
最
も
大
き
な
痛
手

を
受
け
た
の
は
師
で
あ
る
本
居
宣
長
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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翁
の
死
の
知
ら
せ
を
受
け
た
宣
長
は

「
夢
か
も　

お
（
た
わ
ご
と
・
人
を
迷
わ
す
つ
く
り
ご
と
）

よ
づ
れ
か
も　

道
ま
ろ
は　

い
の
ち
し
に
き
と　

玉
づ
さ
の　

人
ぞ
つ
げ
け

る　

え
か
な
し
ゑ　

ひ
さ
し
に
見
ね
ば　

恋
し
け
く　

有
け
る
も
の
を　

え
か
な
し
ゑ　

我

は
か
な
し
ゑ　

世
の
中
に　

い
ひ
つ
ぎ
き
た
る　

か（

神

無

月

）

み
な
月　

神
な
き
月
と　

た（
霊
位
の
活
動
す
る
）

ま
ち
は
す

　

神
も
な
け
れ
や　

言
た（

霊

）ま
の　

道
い（

励

）

そ
し
み
し　

道
ま
ろ
を　

い
の
ち
し
に
き
と　

き
く

が
か
な
し
き
」

と
長
歌
を
よ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
鈴
屋
門
人
た
ち
に
よ
る
歌
が
“
か
な
し
ゑ
集
”
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

　

尚
寛
政
十
二
年
（
1
8
0
0
）
十
七
回
忌
に
な
っ
て
も
忘
れ
ら
れ
ず
懐
旧
の
憶
い
を
次
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
。

「
さ
そ
は
れ
し　

時
雨
の
雲
の
跡
と
ほ
く　

年
の
ふ
る
に
も　

袖
は
ぬ
れ
け
り
」

　

お
墓
は
常
瑞
寺
墓
域
に
建
て
ら
れ
た
が
、
昭
和
二
十
年
（
1
9
4
5
）
第
二
次
世
界
大
戦
で
の
名
古
屋
大
空
襲
に
あ
た
り
常
瑞
寺

も
全
焼
。
墓
域
も
ひ
っ
く
り
返
っ
て
め
ち
ゃ

く
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
同
寺
の
堂
宇
は
新
築
さ
れ
、
残
存
の
墓
碑
は
一
ま

と
め
に
し
て
平
和
公
園
に
移
さ
れ
た
。

　

そ
の
の
ち
無
縁
仏
で
あ
る
墓
石
が
、
幾
多
の
困
難
に
さ
ら
さ
れ
多
年
の
星
霜
に
堪
え
な
が
ら
敵
弾
の
爆
破
も
ま
ぬ
が
れ
て
、
常
瑞
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寺
墓
域
の
無
縁
仏
の
域
内
に
昔
の
ま
ヽ
の
姿
で
建
て
ら
れ
た
。

　

昭
和
三
十
二
年
（
1
9
5
7
）
養
老
町
に
田
中
道
麿
翁
顕
彰
会
が
設
立
さ
れ
て
以
来
、
毎
年
同
会
の
有
志
に
よ
る
墓
参
が
行
わ
れ

て
い
る
。
昭
和
五
十
一
年
（
1
9
7
6
）
に
台
石
を
二
段
に
積
み
重
ね
て
卓
出
さ
せ
「
国
学
者
田
中
道
麿
翁
墓
所
」
の
石
標
を
立
て

墓
前
祭
を
挙
行
し
た
。

墓
石　

右　
　

天
明
四
年
辰
十
月
四
日
卒
同
六
日
葬

　
　
　

正
面　

田
中
道
全
墓

　
　
　

左　
　

右
長
者
町
常
瑞
寺　

但
陳
末
行
見

（
陳
―
忠
陳　

但
末
行
見
―
墓
碑
銘
を
書
い
た
が
ま
だ

見
て
い
な
い
の
意
か
・
但
書
を
添
え
た
の
で
あ
ろ
う
）

整備された田中道麿墓所（平和公園常瑞寺墓域内）
中西慶爾 1977『稿本 田中道麿伝』より
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翁
住
舎
趾
碑

　

名
古
屋
の
霊
岳
院
の
境
内
に
田
中
道
麿
翁
住
舎
の
趾
な
る
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
た
。
翁
の
三
回
忌
に
あ
た
る
天
明
六
年

（
1
7
8
6
）
に
朝
夕
に
こ
れ
を
仰
ぎ
追
憶
の
情
を
新
た
に
し
よ
う
と
い
う
知
己
の
門
人
の
手
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
て
い
た
。

　

中
央
に
『
美
濃
国
多
芸
郡
榛
木
村
人
田
中
道
麿
住
居
之
趾
』
の
十
八
文
字
を
置
き
、
左
右
に
宣
長
の
歌
二
首
が
万
葉
仮
名
で
刻
ま

れ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
こ
の
記
念
碑
が
い
つ
の
間
に
か
消
え
去
っ
て
そ
の
姿
を
隠
し
て
し
ま
っ
た
。
ぶ
っ
倒
れ
て
土
中
に
埋
ま
り
泥
ま
み
れ
に

な
り
少
し
ば
か
り
顔
を
出
し
て
い
た
の
を
、
二
十
人
ば
か
り
の
地
元
の
豪
商
た
ち
が
資
金
を
出
し
合
っ
て
天
満
宮
御
堂
西
の
手
水
鉢

北
に
改
め
て
建
て
直
し
た
。
そ
れ
が
又
時
を
経
て
明
治
維
新
前
後
に
至
り
世
の
中
が
が
ら
り
と
変
っ
て
、
見
向
き
を
す
る
人
も
な

く
な
り
ど
こ
と
な
く
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
土
地
の
人
の
話
に
よ
る
と
世
の
流
れ
と
共
に
そ
の
価
値
を
失
っ
て
埋
め
ら
れ
て
し

ま
っ
た
か
、
土
台
石
・
階
段
・
又
は
切
断
さ
れ
て
飛
石
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
と
。
昭
和

五
十
二
、
年
（
1
9
7
7
）
発
刊
の
中
西
慶
爾
氏
の
「
田
中
道
麿
伝
（
木
耳
社
）」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
尚
同
氏
は
続
い
て
「
養
老

名
所
案
内
」
に
碑
に
関
す
る
記
事
を
見
た
と
次
の
様
に
記
さ
れ
て
い
る
。

１1.
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「
郷
里
な
る
榛
木
村
に
建
て
ん
と
し
た
が
当
時
徳
川
幕

府
の
時
代
で
村
の
人
々
は
『
道
麿
は
譬
へ
学
問
は
如
何

程
あ
り
と
も
門
閥
な
き
賤
し
き
も
の
な
れ
ば
…
』
と
て

立
つ
る
こ
と
を
肯
ん
ぜ
る
故
に
惜
し
い
か
な
其
石
碑
は

建
て
ず
し
て
止
み
た
り
」
と
。

　

し
か
し
石
碑
の
写
を
得
た
れ
ば
掲
ぐ
と
、

　

そ
の
養
老
名
所
案
内
に
つ
い
て
平
成
二
十
二
年

（
2
0
1
0
）
一
月
六
日
養
老
町
図
書
館
に
こ
の
記
録
の
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

　

再
び
中
西
氏
著
に
よ
る
と
、
宣
長
の
自
選
歌
（
天
明
二
年
（
1
7
8
2
）
よ
り
同
六
年
（
1
7
8
6
）
ま
で
）
の
中
に

○
聞
て
来
て
見
む
人
し
ぬ
べ
は
り
の
木
の
田
中
の
を
ぢ
が
い
へ
所
こ
れ

○
は
し
け
や
し
み
ぬ
の
国
人
榛
の
木
の
を
ぢ
が
形
見
の
は
り
の
木
あ
せ
を

の
二
首
が
記
さ
れ
て
を
り
、
又
詞
書
に
「
田
中
道
麿
が
年
頃
す
み
け
る
家
の
あ
と
に
、
尾
張
国
名
古
屋
の
霊
岳
院
の
内
に
立
つ
べ
き

石
ぶ
み
に
ゑ
り
つ
く
べ
き
歌
か
の
と
も
が
ら
の
こ
へ
る
に
よ
み
て
つ
か
は
す
」
と
あ
り
、
次
に
「
道
麿
は
美
濃
国
た
き
の
郡
榛
木
村 明治 29 年 7 月 18 日発行
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の
人
に
て
、
や
が
て
は
り
の
木
の
を
ぢ
と
な
む
み
づ
か
ら
な
の
り
け
る
、
さ
て
な
む
跡
の
し
る
し
に
も
榛
木
を
植
け
む
」
と
記
さ
れ

て
い
る
と
。
こ
こ
か
ら
推
察
す
る
と
養
老
名
所
案
内
に
記
さ
れ
て
い
る
様
な
郷
里
の
榛
木
村
に
建
立
さ
れ
る
こ
と
は
始
め
か
ら
無

か
っ
た
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
昭
和
三
十
二
年
（
1
9
5
7
）
に
郷
里
養
老
町
飯
木
に
建
立
さ
れ
た
田
中
道
麿
翁
顕
彰
碑
の
碑
文
の
中
に
も
（
明
治
神

宮
〃
司　

鷹
司
信
輔
氏
題
）「
宣
長
そ
の
死
を
悼
み
霊
前
に
告
ぐ
る
詞
を
述
べ
て
万
葉
研
究
の
功
績
を
賞
し
言
霊
有
功
老
翁
と
称
す
。

又
門
人
の
名
古
屋
霊
岳
院
に
追
悼
の
碑
を
建
つ
る
に
際
し
特
に
翁
を
偲
ぶ
和
歌
二
首
を
刻
せ
し
む
…
…
」
と
あ
り
名
古
屋
霊
岳
院
内

に
建
立
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

伎き

〃き

て

伎き

て

美み

牟む

比ひ

登と

斯し

奴ぬ

弁べ

波は

理り

能の

紀き

能の

多た

那な

訶か

能の

袁を

遅ぢ

賀が

伊い

幣へ

杼と

こ

呂ろ

許こ

礼れ

美
濃
国
多
芸
郡
飯
木
村
人
田
中
道
麿
住
舎
之
趾

伎き

斯し

祁け

夜や

斯し

美み

能の

久く

迩に

毘ひ

登と

波は

理り

能の

紀き

能の

袁を

遅ぢ

賀が

迦か

多た

美み

能の

波は

理り

能の

紀き

阿あ

勢せ

袁を

田中道麿住舎趾碑（『養老名所案内』所蔵）



69 養老町が生んだ国学者　田中道麿さん

追
悼
碑
に
つ
い
て
（
住
舎
趾
碑
）

○
追
悼
碑
の
“
写
”
と
い
い
拓
本
で
も
写
真
で
も
な
い
。
誰
か
が
写
し
と
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
碑
の
大
き
さ
も
形
も
よ
く

わ
か
ら
な
い
。

○
尚
万
葉
仮
名
に
よ
る
宣
長
の
歌
の
二
首
目

「
は
し
け
や
し
み
ぬ
の
国
人
榛
の
木
の
を
ぢ
が
形
見
の
は
り
の
木
あ
せ
を
」

伎 き

斯し

祁け

夜や

斯し

美み

○
能の

久く

迩に

毘ひ

登と

波は

理り

能の

紀き

能の

袁を

遅ぢ

賀が

迦か

多た

美み

能の

波は

理り

能の

紀き

阿あ

勢せ

袁を

　
　

○
前
記
の
宣
長
の
歌
か
ら
み
れ
ば
頭
の
伎き
は
波
の
誤
り
で
は
な
い
か　

ま
た
途

中
７
字
目
の
○
ぬ
の
字
が
脱
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
一
首
目
の
歌

か
ら
す
れ
ば
奴
で
な
い
か
。
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顕
彰
碑

　

翁
の
偉
大
さ
を
仰
欽
し
て
永
く
後
世
に
そ
の
名
を
伝
え
る
た
め
に
、
昭
和
三
十
二
年
（
1
9
5
7
）
七
月
に
『
田
中
道
麿
翁
顕
彰

会
』
が
結
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
同
年
十
月
四
日
翁
の
祥
月
命
日
に
ゆ
か
り
の
地
、
飯
の
木
の
源
氏
橋
の
ほ
と
り
に
堂
々
た
る
顕
彰
碑

が
建
立
さ
れ
た
。
建
設
資
金
は
町
内
総
動
員
の
形
で
同
町
出
身
の
成
功
者
・
町
の
有
志
者
・
地
元
の
有
志
の
人
々
・
そ
の
他
の
献
金

を
も
と
と
し
小
学
校
児
童
の
一
円
義
捐
ま
で
加
え
て
、
当
時
の
お
金
で
五
十
万
円
と
い
う
多
額
で
あ
っ
た
と
。
建
設
地
は
養
老
町
滝

谷
が
津
屋
川
へ
流
れ
込
む
と
こ
ろ
約
二
十
ア
ー
ル
ば
か
り
が
、
も
と
国
有
地
で
あ
っ
た
の
を
町
が
譲
り
受
け
公
園
化
し
観
光
探
訪
の

地
と
し
て
い
る
。

　

碑
の
題
額
は
神
社
本
庁
統
理
明
治
神
宮
々
司
で
あ
っ
た
鷹
司
信
輔
氏
・
銘
は
国
語
院
大
学
々
長
で
あ
っ
た
河
野
省
三
博
士
の
撰
并

に
書
に
よ
っ
た
も
の
。
高
さ
約
三
米
、
巾
一
．
三
米
の
仙
台
石
で
、
彫
工
は
桑
名
の
石
工　

石
市
氏
、
台
地
は
郷
党
の
庭
師
伊
藤
氏

が
担
当
さ
れ
た
。

碑
文　

神
社
本
庁
統
理
明
治
神
宮
々
司　

鷹
司
信
輔
題
額

　

郷
土
の
文
化
を
飾
る
者
は
自
ら
国
家
の
学
芸
を
進
め　

国
家
の
文
運
に
参
加
す
る
者
は
や
が
て
郷
土
の
歴
史
に
寄
与
す　

美
濃

１2.
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国
多
芸
郡
榛
木
即
ち
現
今
の
岐
阜
県
養
老
郡
養
老
町
飯
の
木
に
生
ま
れ　

江
戸
時
代
中
葉
の
国
学
者
と
し
て
著
聞
す
る
田
中
道
麿

翁
は　

万
葉
研
究
に
秀
で
専
ら
そ
の
学
風
を
名
古
屋
方
面
に
高
揚
し
門
人
三
百
余
名
に
上
る　

通
称
を
庄
兵
衛
と
云
ひ
榛
木
翁
と

号
し
晩
年
道
全
と
称
す　

天
性
素
朴
に
し
て
幼
よ
り
学
を
好
み
長
じ
て
轎
夫
と
な
り
良
師
を
求
む　

先
ず
彦
根
の
大
菅
中
養
父
に

和
歌
を
学
び
更
に
遠
江
国
浜
松
の
賀
茂
真
渕
に
古
学
を
修
む　

真
渕
は
国
学
の
開
拓
者
に
し
て
万
葉
集
の
権
威
な
り　

翁
の
研
究

大
い
に
進
む　

幾
ば
く
も
な
く
師
を
失
ひ
安
永
九
年
国
学
の
大
家
本
居
宣
長
の
門
に
入
る　

当
時
国
学
全
国
に
普
及
し
て
我
が
国

民
の
敬
神
好
学
崇
祖
愛
郷
の
気
風
を
培
養
す　

そ
の
学
問
夙
に
中
京
地
方
に
興
隆
す　

蓋
し
翁
ま
た
与
っ
て
力
あ
り　

師
深
く
そ

の
才
学
を
愛
す　

翁
の
学
説
は
穏
健
中
正
に
し
て
著
書
は
撰
集
万
葉
徴
・
万
葉
集
東
語
の
栞
・
万
葉
集
名
所
抄
・
万
葉
集
問
答
書
・

道
丸
随
筆
等
世
に
聞
こ
ゆ　

天
明
四
年
十
月
四
日
六
十
一
才
を
以
て
没
す　

宣
長
そ
の
死
を
悼
み
霊
前
に
告
ぐ
る
詞
を
述
べ
て　

万
葉
研
究
の
功
績
を
賞
し
言
霊
有
功
老
翁
と
称
す　

ま
た
門
人
の
名
古
屋
霊
岳
院
に
追
悼
の
碑
を
建
つ
る
に
際
し　

特
に
翁
を
偲

ぶ
和
歌
二
首
を
刻
せ
し
む　

誠
に
郷
土
史
に
輝
く
一
異
彩
と
い
ふ
べ
し

　
　
　
　

昭
和
三
十
二
年
十
月
四
日　

元
国
学
院
大
学
長　

文
学
博
士　

河
野
省
三
撰
文
並
書
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除
幕
式
は
地
元
の
有
力
者
及
び
文
化
人
、

多
数
の
村
民
・
学
童
の
参
列
の
も
と
に

神
式
に
よ
り
厳
粛
に
挙
行
さ
れ
た
。
除

幕
式
の
綱
を
引
い
た
の
は
狩
野
修
三
氏

（
七
十
九
才
大
工
棟
梁　

滋
賀
県
東
浅
井

郡
虎
姫
町
宮
部
の
人
）
だ
っ
た
と
中
西
氏

の
「
田
中
道
麿
伝
」（
昭
和
五
十
二
年
刊
）

は
記
し
て
い
る
。

　

以
降
毎
年
祥
月
命
日
に
あ
た
る
十
月
四

日
（
最
近
は
ず
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
）
に
碑
前
に
お
い
て
顕
彰
供
養
祭
が
仏
式
に
よ
り
営
ま
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
昭
和
五
十
七
年

（
1
9
8
2
）
頃
ま
で
は
狩
野
修
三
氏
が
翁
の
縁
者
と
し
て
、
地
元
の
西
脇
庄
吉
氏
（
現
西
脇
敏
広
の
父
）
の
送
迎
に
よ
り
出
席
さ

れ
て
い
た
と
、翁
と
西
脇
庄
吉
、狩
野
修
三
氏
と
ど
ん
な
関
係
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
昭
和
三
十
二
年
の
顕
彰
碑
除
幕
式
に
あ
た
っ

て
、
滋
賀
県
の
狩
野
氏
が
翁
と
の
第
一
縁
者
と
し
て
選
ば
れ
た
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
平
成
の
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今
に
な
っ
て
両
氏
と
も
故
人
に
な
ら
れ
誰
も
知
る
由
も
な
い
。
平
成
二
十
年
（
2
0
0
8
）
十
月
四
日
に
狩
野
修
三
氏
の
孫
に
あ
た

る
尚
士
氏
が
来
町
さ
れ
「
何
故
祖
父
が
除
幕
式
に
呼
ば
れ
た
の
か
？
」
翁
と
狩
野
家
と
の
関
係
な
ど
質
さ
れ
た
が
、
西
脇
敏
広
氏
共

に
何
も
つ
か
め
ぬ
ま
ま
だ
っ
た
。
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翁
と
私　

い
く
つ
か
の
謎

　

私
が
田
中
道
麿
翁
を
知
っ
た
の
は
昭
和
六
十
年
（
1
9
8
5
）
で
あ
る
。
養
老
町
に
移
り
、
単
身
赴
任
の
勤
務
を
終
え
て
帰
っ
て

か
ら
で
あ
る
。
お
世
話
に
な
る
養
老
町
の
歴
史
を
知
る
こ
と
に
つ
と
め
た
始
め
で
あ
る
。
町
の
文
化
財
保
護
協
会
に
も
入
り
、
そ
の

機
関
誌
を
第
一
号
か
ら
揃
っ
て
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
第
四
号
（
昭
和
四
十
七
年
（
1
9
7
2
）
七
月
一
日
発
行
）
に
中

村
準
一
氏
執
筆
の
田
中
道
麿
伝
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
最
初
だ
っ
た
。

　

私
の
住
む
広
幡
の
生
ん
だ
偉
大
な
国
学
者
…
…
ど
ん
な
生
き
方
を
し
て
…
…
ど
ん
な
業
績
を
残
し
た
人
な
の
か
…
…
知
人
に
尋
ね

た
り
、
地
方
の
有
識
者
・
古
老
を
訪
ね
て
聞
き
取
り
調
査
を
始
め
た
が
、
翁
を
知
る
人
・
語
っ
て
く
れ
る
人
は
皆
無
に
等
し
か
っ
た
。

　

昭
和
三
十
二
年
（
1
9
5
7
）
に
顕
彰
会
が
設
立
さ
れ
立
派
な
顕
彰
碑
が
建
立
さ
れ
、
以
後
年
年
顕
彰
法
要
が
営
ま
れ
て
い
る
の

に
何
た
る
こ
と
か
…
…
と
驚
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
中
で
昭
和
五
十
二
年
（
1
9
7
7
）
刊
行
の
中
西
慶
爾
氏
著
「
田
中
道
麿
伝
」
を
手
に
す
る
こ
と
は
ま
こ
と
に
有
り
難
い
こ

と
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
判
ら
ぬ
こ
と
ば
か
り
の
謎
に
包
ま
れ
た
年
月
は
そ
れ
こ
そ
矢
の
よ
う
に
す
ぎ
て
い
っ
た
。

　

平
成
十
二
年
（
2
0
0
0
）
秋
、
前
任
の
田
中
育
次
氏
が
病
の
た
め
辞
せ
ら
れ
る
に
あ
た
り
、
俄
か
に
代
役
を
仰
せ
つ
か
り
同
顕

１3.
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彰
会
の
副
会
長
に
推
さ
れ
た
。
副
会
長
と
は
毎
年
の
供
養
祭
時
に
翁
の
遺
徳
を
紹
介
す
る
講
話
を
担
当
す
る
役
で
あ
る
。
必
然
的
に

一
段
と
翁
を
知
る
べ
く
の
努
力
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

だ
が
、広
幡
に
生
ま
れ
育
っ
た
人
で
も「
最
近
道
麿
さ
ん
は
偉
い
人
だ
と
聞
く
よ
う
に
な
っ
た
が
以
前
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
」と
。

そ
れ
が
翁
の
出
生
地
で
あ
る
飯
の
木
地
区
で
さ
え
、
当
然
の
様
に
聞
か
れ
る
答
だ
っ
た
。
平
成
十
四
年
（
2
0
0
2
）
九
十
四
才
の

老
人
（
頭
も
目
も
耳
も
し
っ
か
り
し
て
い
る
）
も
「
田
中
と
い
う
名
字
は
飯
の
木
に
は
な
い
…
何
も
知
ら
な
い
…
」
と
。
又
広
幡
公

民
館
長
西
脇
氏
（
大
正
十
三
年
（
1
9
2
4
）
生
ま
れ
元
小
学
校
長
）
で
も
、「
公
民
館
長
に
な
っ
て
か
ら
翁
の
名
を
聞
く
よ
う
に
な
っ

た
が
、
以
前
は
全
く
耳
に
し
た
こ
と
が
な
い
…
」
と
、
一
体
何
と
云
う
こ
と
だ
ろ
う
…
本
当
に
知
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
…
。
タ
ブ
ー

の
様
に
思
わ
れ
た
り
…
謎
は
ま
す
ま
す
深
み
ゆ
く
ば
か
り
で
あ
る
。

　

田
中
と
い
う
姓
は
飯
の
木
に
存
在
し
な
か
っ
た
と
飯
木
区
長
経
験
者
は
云
う
。
勿
論
翁
の
時
代
は
一
般
農
民
に
姓
を
も
つ
こ
と
は

ゆ
る
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
だ
し
、
翁
が
い
つ
か
ら
田
中
姓
を
名
乗
っ
て
こ
ら
れ
た
か
も
わ
か
ら
な
い
の
だ
か
ら
…
。
田
中
の
姓

を
訪
ね
る
こ
と
は
無
理
に
思
わ
れ
た
。

　

そ
ん
な
中
で
平
成
十
三
年
（
2
0
0
1
）
十
一
月
末
、
飯
木
の
細
川
幸
三
氏
（
当
時
飯
木
長
寿
会
長
）
よ
り
飯
木
地
区
墓
域
内
に

『
田
中
家
の
墓
石
』
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
早
速
案
内
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
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田
中
家
累
代
之
墓

　

側
面　

釈　

寂
浄　

明
治
十
三
年
（
1
8
8
0
）
十
二
月
三
十
一
日
嘉
七

　

釈
尼
智
光　

明
治
三
十
年
（
1
8
9
7
）
八
月
二
日
キ
シ

　

釈　

寂
光　

明
治
三
十
年
（ 

〃 

）
八
月
二
十
五
日
嘉
助

　

裏
面　

大
正
九
年
（
1
9
2
0
）
七
月　

田
中　

金
弥　

建
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

登
り

　

現
在
は
同
区
の
西
脇
敏
広
氏
（
西
脇
庄
吉
の
子
）
が
維
持
管
理
し
て
い
る
と
教
え
ら
れ
た
。

　

大
正
九
年
（
1
9
2
0
）
は
そ
ん
な
に
昔
の
こ
と
で
は
な
い
。
誰
か
知
っ
て
い
る
筈
だ
と
尋
ね
ま
わ
っ
て
も
、
こ
の
西
脇
氏
以
外

か
ら
は
「
そ
ん
な
墓
が
あ
っ
た
か
」
と
い
う
こ
と
以
外
聞
け
な
か
っ
た
。

墓
石
に
刻
ま
れ
て
い
る
法
名
に
つ
い
て
、お
寺
を
訪
ね
た
が
住
職
の
交
代
も
あ
り
新
制
度
で
過
去
帳
は
見
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
始
末
。

　

平
成
十
四
年
（
2
0
0
2
）
五
月
と
九
月
や
っ
と
西
脇
敏
広
氏
宅
を
訪
ね
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
母
政
子
氏
か
ら
判
然
と
は
し
な

い
が
（
政
子
氏
は
昭
和
二
十
年
（
1
9
4
5
）
西
脇
家
に
嫁
入
り
）
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①
田
中
金
弥
氏
は
名
古
屋
市
天
白
区
に
住
ん
で
い
た
。

②
以
前
は
田
中
家
と
西
脇
家
と
の
交
際
が
あ
っ
た
。

③ 

昭
和
二
十
年
（
1
9
4
5
）
頃
金
弥
氏
病
死　

子
ど
も
が
な
く
絶
家
。
政
子
氏
の
夫
庄
吉
氏
（
大
正
十
二
年
（
1
9
2
3
）
生
ま

れ
昭
和
五
十
八
年
（
1
9
8
3
）
死
）
は
田
中
家
の
整
理
に
赴
き
茶
袱
台
・
箱
火
鉢
を
持
ち
帰
っ
た
と
。

④
金
弥
氏
と
庄
吉
氏
の
父
庄
衛
氏
と
は
従
弟
関
係
ら
し
い
。　
　
　

を
聞
き
と
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

そ
し
て
こ
の
墓
石
は
平
成
十
六
年
（
2
0
0
4
）
三
月
東
海
環
状
道
路
建
設
計
画
に
よ
り
飯
の
木
墓
地
は
移
転
を
余
儀
な
く
さ
れ

田
中
家
の
墓
石
は
無
縁
仏
の
域
に
納
め
ら
れ
た
。

　

と
こ
ろ
が
大
正
十
四
年
（
1
9
2
5
）
五
月
発
刊
の
『
養
老
郡
志
』
第
十
四
章
第
二
節
文
学
者
の
欄
に
田
中
道
麿
の
項
が
設
け
ら

れ
て
い
る
そ
の
中
に
意
外
な
記
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。

『
道
麿
の
子
を
杢
右
衛
門
と
い
ふ　

十
八
才
の
と
き
父
に
別
る
。
其
の
子
嘉
蔵
四
十
九
才
に
て
没
す
。
其
の
子
庄
蔵
。
そ
の
子
嘉

七
八
十
九
才
に
て
死
。
其
の
子
金
弥　

郷
里
を
出
て
他
郷
に
流
浪
し
、
今
は
名
古
屋
に
住
せ
り
』
と　

大
正
十
四
年
（
1
9
2
5
）

に
地
元
の
人
々
の
手
に
な
っ
た
記
事
だ
け
に
斯
様
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
出
鱈
目
で
は
あ
る
ま
い
。
信
憑
性
が
高
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
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先
の
田
中
家
の
墓
石
銘
と
く
ら
べ
る
と
、
嘉
七 

― 

金
弥
で
な
く
嘉
七 

― 

嘉
助 

― 

金
弥
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
顕
彰

碑
除
幕
式
の
際
一
番
濃
い
縁
者
と
し
て
出
席
さ
れ
た
狩
野
氏
、
田
中
家
の
墓
石
を
お
守
り
し
て
こ
ら
れ
た
西
脇
氏
。
郡
志
に
記
さ
れ

て
い
る
翁
の
子
孫
…
は
ど
ん
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
狩
野
尚
士
氏
に
問
わ
れ
た
け
れ
ど
判
然
と
し
な
い
ま
ゝ
。

狩
野

西
脇

修
三

修

尚
士

敏
広

杢
右
衛
門

嘉
市

庄
吉

庄
衞

ゆ
み

政
子

田
中
道
麿

天
明
四
年

（
1
7
8
4
）
死

（
田
中
家
か
ら
嫁
入
り
？
）

（
金
弥
の
い
と
こ
）

昭
和
三
十
二
年
（
1
9
5
7
）

七
十
九
才
碑
の
除
幕
式

四
十
九
才
で
死

嘉
蔵

庄
蔵

明
治
十
三
年

（
1
8
8
0
）

八
十
九
才
で
死

嘉
七

明
治
三
十
年

（
1
8
9
7
）
死

嘉
助

昭
和
二
十
年

（
1
9
4
5
）
頃
死

金
弥

大
正
十
二
年
（
1
9
2
3
）
生
昭
和
五
八
年
（
1
9
8
3
）
死

昭
和
二
十
年
（
1
9
4
5
）
生
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も
う
一
点
は
顕
彰
碑
文
中　

翁
は
遠
江
国
浜
松
の
賀
茂
真
渕
に
つ
い
て
古
学
を
修
む
…　

と
あ
る
が
直
接
指
導
を
受
け
ら
れ
た
機
会

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？

　

終
わ
り
に
、
何
か
道
麿
さ
ん
に
心
惹
か
れ
る
も
の
が
あ
る
。
何
故
だ
ろ
う
か
…
こ
れ
だ
と
は
っ
き
り
言
い
切
る
こ
と
は
出
来
な
い

が
…
。

　

町
内
に
は
幾
多
の
諸
先
輩
が
あ
り
先
見
の
眼
を
以
て
克
苦
勉
励
し
、
幾
多
の
苦
難
を
乗
り
越
え
て
そ
の
功
を
為
し
、
又
資
産
を
な

げ
う
っ
て
公
益
の
事
業
に
身
を
捧
げ
た
尊
い
生
き
方
を
示
し
て
下
さ
っ
た
方
々
が
多
く
在
せ
る
。

　

い
ま
町
で
顕
彰
会
を
も
っ
て
そ
の
功
を
讃
え
遺
徳
を
偲
ぶ
方
々
も
あ
る
。
そ
れ
ら
の
ど
の
方
か
ら
も
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
り
、

教
え
ら
れ
る
も
の
が
存
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
偉
大
さ
に
は
感
服
す
る
の
だ
が
、
畏
敬
の
念
を
強
く
す

る
の
だ
が
、
何
か
私
に
は
遠
く
離
れ
た
処
、
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
の
人
の
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
何
か
親
し
み
が
も
て
な
い

の
で
あ
る
。

　

そ
り
ゃ
あ
、
あ
た
り
前
の
こ
と
だ
、
凡
人
と
非
凡
人
な
人
と
一
緒
に
な
る
筈
が
な
い
と
笑
わ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
が
…

　

そ
れ
が
何
故
か
道
麿
さ
ん
に
は
親
し
み
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
温
か
み
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。

道
麿
さ
ん

く
と
何
年
も
思
い
続
け
て
き
た
せ
い
だ
ろ
う
か
。
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三
十
才
近
く
な
っ
て
一
度
捨
て
た
思
い
を
立
戻
っ
て
初
志
を
貫
徹
し
た

　

清
貧
に
甘
ん
じ
、
粗
衣
粗
食
飾
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た

　

幕
政
時
代
の
一
百
姓
の
子
が
学
問
を
志
し
生
涯
を
学
び
通
し
た

　

植
物
・
昆
虫
・
動
物
ま
で
を
題
材
に
庶
民
的
な
う
た
よ
み
だ
っ
た
…
か
ら
？

　

養
老
町
民
憲
章
に
「
お
と
し
よ
り
が
豊
か
に
く
ら
せ
る
町
に
し
ま
し
ょ
う
」
と
う
た
わ
れ
て
い
る
が
、
豊
か
に
く
ら
す
と
は
ど
ん

な
生
活
を
夢
み
て
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。
憲
章
を
目
に
す
る
度
に
、
唱
え
る
度
に
こ
の
こ
と
を
思
う
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
道
麿
さ
ん
こ
そ
豊
か
に
く
ら
し
え
た
、
お
と
し
よ
り
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
私
は
丗
年
前
養
老
町

に
移
り
住
ん
で
以
来
思
い
も
よ
ら
ぬ
道
麿
さ
ん
と
の
縁
を
貰
う
こ
と
が
で
き
た
、
全
く
不
思
議
な
事
で
あ
る
。
奇
跡
と
い
え
る
か
も

し
れ
な
い
、
そ
し
て
当
然
豊
か
に
暮
ら
し
て
い
る
一
人
だ
と
感
謝
し
て
い
る
。

　
　

き
よ
ら
な
る
こ
の
広
幡
に
大う

人し

あ
り
し
村
の
誇
り
ぞ
町
の
宝
ぞ

　
　

縁
と
い
ふ
不
思
議
な
力
身
に
う
け
て
大
人
を
知
り
た
る
よ
ろ
こ
び
に
生
く

個
人
的
な
こ
と
、
専
越
極
ま
り
な
い
こ
と
に
踏
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
を
深
く
詫
ひ
つ
ゝ
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終
わ
り
に

田
中
道
麿
翁
研
究
は
今
後
も
深
く
追
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
が
、
私
の
力
で
は
年
と
共
に
こ
れ
以
上
突
っ
込
ん
で
の
こ
と

は
で
き
そ
う
も
な
い
。
只
若
い
力
の
出
現
に
待
つ
し
か
な
い
。
こ
の
拙
稿
が
そ
の
足
掛
り
と
な
れ
ば
そ
ん
な
う
れ
し
い
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

本
書
の
上
梓
に
つ
い
て
は

・
中
西
慶
爾
稿
木
耳
社　

昭
和
五
十
二
年
八
月
一
日
発
行
「
稿
本
田
中
道
麿
伝
」

・
養
老
町
文
化
財
保
護
協
会
機
関
誌
「
養
老
の
文
化
財
」

・
養
老
町
〃
民
大
学
（
平
成
十
六
年
十
二
月
・
平
成
十
七
年
十
二
月
）
講
師
松
阪
本
居
宣
長
記
念
館 

研
究
主
任 

吉
田
悦
之
氏
か
ら
の
講
義
資
料

・
大
正
十
四
年
五
月
二
十
五
日
発
行　

養
老
郡
志

・
養
老
町
図
書
館
蔵
「
養
老
名
所
案
内
」

・
田
中
道
麿
展
（
平
成
七
年
十
二
月
一
日
〜
平
成
八
年
二
月
二
十
九
日
）
目
録

を
根
幹
に
さ
せ
て
戴
い
た
。

本
書
の
上
梓
に
つ
い
て
養
老
町
教
育
委
員
会
、
西
濃
印
刷
株
式
会
社
の
方
々
の
並
々
な
ら
ぬ
お
力
添
え
を
い
た
だ
い
た
こ
と
、
特
に

記
し
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

又
い
ろ

く
ご
協
力
下
さ
っ
た
地
元
の
方
々
へ
も
并
せ
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

平
成
二
十
三
年
十
月
四
日
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田
中
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さ
ん
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行　

平
成
二
十
三
年
十
月
四
日

発
行
者　

田
中
道
麿
翁
顕
彰
会

　
　
　
　

養
老
町
教
育
委
員
会

印　

刷　

西
濃
印
刷
株
式
会
社
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