
101　自己像／他者像としての菅野八郎

自
己
像
／
他
者
像
と
し
て
の
菅
野
八
郎
─
〈
ま
な
ざ
し
〉
と
イ
メ
ー
ジ
の
主
体
形
成
論

─
青
　
野
　
　
誠

は
じ
め
に

　
「
主
体
形
成
」
と
は
何
か
。
若
尾
政
希
は
こ
れ
を
「
自
己
を
と
り

ま
く
諸
関
係
、
社
会
・
政
治
の
構
造
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
主
体
性

を
形
成
し
て
い
く
こ
と
」
で
あ
る
と
定
義
す
る）

1
（

。
こ
う
し
た
周
囲
と

の
関
係
に
よ
る
主
体
形
成
と
い
う
視
点
に
立
っ
た
研
究
の
一
例
と
し

て
、『
河
内
屋
可
正
旧
記
』
を
め
ぐ
る
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。
近
世

前
期
の
豪
農
・
河
内
屋
可
正
の
著
作
で
あ
る
同
書
は
、
民
衆
の
主
体

形
成
過
程
を
窺
え
る
史
料
と
し
て
様
々
な
視
角
か
ら
分
析
が
な
さ
れ

て
き
た）

2
（

。
特
に
若
尾）

3
（

や
横
田
冬
彦）

（
（

、
宇
野
田
尚
哉）

5
（

ら
に
よ
る
書
物
・

読
書
論
研
究
は
、『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
仁
抄
』『
徒
然
草
』『
堪
忍

記
』
な
ど
の
読
書
経
験
が
可
正
の
主
体
形
成
を
も
た
ら
し
た
点
を
明

ら
か
に
し
た）

（
（

。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
分
析
対
象
が
書
物
と
い
う
メ
デ

ィ
ア
を
媒
介
と
し
て
、
何
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
と
の
関
係
性

を
自
覚
し
主
体
形
成
し
た
の
か
、
す
な
わ
ち
他
者
へ
向
け
た
〈
ま
な

ざ
し
〉
の
分
析
に
重
点
が
置
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

だ
が
主
体
形
成
と
は
一
個
人
の
な
か
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。

他
者
と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
絶
え
ず
再
編
さ
れ
続
け
る
も
の
で
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
は
他
者
か
ら
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て

い
る
か
、
す
な
わ
ち
他
者
か
ら
向
け
ら
れ
た
〈
ま
な
ざ
し
〉
の
自
覚

が
い
か
に
個
人
の
自
己
像
形
成
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
と
い
う
点
に

つ
い
て
は
、
日
本
思
想
史
研
究
に
お
い
て
主
題
化
さ
れ
て
き
た
と
は

言
い
難
い）

（
（

。
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か
か
る
課
題
を
ふ
ま
え
、
本
稿
は
菅
野
八
郎
（
一
八
一
三
・
文
化
一

〇
～
一
八
八
八
・
明
治
二
一
）
を
事
例
と
し
て
、
幕
末
維
新
期
に
お
け

る
民
衆
の
主
体
形
成
の
一
形
態
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
菅
野
八
郎
は
、
庄
司
吉
之
助）

（
（

に
よ
っ
て
世
直
し
思
想
を
有
し
た

変
革
主
体
と
し
て
描
か
れ
て
以
降
、
民
衆
思
想
研
究
に
お
い
て
様
々

な
文
脈
で
事
例
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

彼
が
幕
末
期
の
代
表
的
な
世
直
し
一
揆
で
あ
る
信
達
騒
動
（
一
八
六

六
・
慶
応
二
年
）
の
頭
取
の
嫌
疑
を
受
け
捕
縛
さ
れ
た
こ
と
が
大
き
な

要
因
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
騒
動
後
に
は
八
郎
が
信
達
騒
動

の
み
な
ら
ず
、
様
々
な
一
揆
に
関
与
し
た
と
い
う
噂
が
地
域
に
流
布

し
て
い
た
。
ま
た
、
騒
動
後
に
は
多
数
の
『
信
達
騒
動
記）

（
（

』
が
出
回

っ
た
が
、
そ
の
な
か
に
は
八
郎
を
「
世
直
し
大
明
神
」
と
し
て
描
い

た
系
統
の
も
の
が
存
在
し
た
。
そ
の
た
め
、
同
書
は
八
郎
が
自
ら
の

名
声
を
誇
示
す
る
た
め
自
作
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
噂
が
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
の
噂
に
対
し
て
、
八
郎
は
牢
内
か
ら
次
の
よ
う
に
反

論
し
て
い
る
。

全
体
右
様
噂
出
来
候
ハ
、
拙
が
手
が
ら
高
名
を
ね
た
ミ
誹
る
者

の
口
よ
り
出
候
事
に
て
、
一
向
取
ニ
不
足
義
と
奉
存
候
。
只
々

残
り
多
き
ハ
、
下
拙
作
し
た
ら
ば
、
い
ま
少
し
文
体
宜
敷
出
来

可
申
哉
と
奉
存
候
故
、
調
巻
之
上
ハ
拙
も
写
し
な
が
ら
腹
一
ぱ

い
の
作
を
入
、
観
七
等
が
悪
事
の
数
々
ハ
、
拙
若
か
り
し
時
よ

り
其
実
を
知
り
た
れ
ば
、
其
又
事
実
を
書
入
。
猶
又
拙
が
身
に

あ
り
し
事
ど
も
、
自
ま
ん
す
る
な
ら
ば
、
御
写
し
の
実
記
よ
り

百
倍
ニ
御
座
候
。
先
ツ
其
凡
を
自
ま
ん
し
て
左
ニ
入
御
覧
候）

10
（

。

　

八
郎
に
か
け
ら
れ
た
疑
い
は
、
彼
の
「
手
が
ら
高
名
を
ね
た
ミ
誹

る
者
」
に
よ
っ
て
吹
聴
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
彼
は
、

自
ら
の
「
自
ま
ん
」
は
巷
に
流
れ
て
い
る
「
実
記
」

─
『
信
達
騒

動
記
』
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る

─
の
記
述
よ
り
も
「
百
倍
に
御
座

候
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
彼
の
強
い
自
負
を
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
つ
づ
く
彼
の
「
自
ま
ん
」
の
内
容
は
、

長
文
で
あ
る
た
め
全
文
の
掲
載
は
控
え
る
が
、
要
約
す
る
と
以
下
の

よ
う
に
な
る
。
①
一
四
歳
の
と
き
、
川
俣
代
官
所
手
代
に
随
行
す
る

途
中
、
洪
水
で
破
損
し
た
橋
を
近
隣
の
住
民
を
動
員
し
て
修
理
さ
せ

た
。
手
代
か
ら
は
「
手
ぎ
ハ
遖
れ
」、
代
官
所
元
締
か
ら
は
「
よ
の

つ
ね
の
も
の
に
あ
ら
ず
」
と
称
さ
れ
た
。
②
二
五
歳
の
と
き
、「
名

主
横
領
ほ
り
出
し
」、
惣
代
と
し
て
訴
訟
を
起
こ
し
「
勝
利
を
得
」

た
。
③
三
六
歳
の
と
き
、
阿
武
隈
川
へ
の
堰
設
置
工
事
の
従
事
者
を

称
え
る
碑
が
建
立
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
父
・
和
蔵
の
名
が
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
訴
訟
を
起
こ
し
、「
我
が
言
処
一
言
も
け
づ
れ
ず
済
口
ニ

相
成
候
、
亡
父
の
恥ハ

ヂ

雪ス
ヽ
ギ

清キ
ヨ

メ
、
名
を
近
郷
ニ
顕
し
、
其
手
が
ら
大
」

で
あ
っ
た
。
④
四（

マ
マ
）

一
歳
の
と
き
、「
東
照
神
君
の
御
霊
夢
ニ
付
、
御

国
恩
報
之
た
め
、
異
人
征
伐
海
岸
防
戦
の
手
だ
て
」
を
「
御
箱
訴
仕

候
手
が
ら
」
を
あ
げ
た
。
⑤
四
五
歳
の
と
き
、「
水
戸
前
中
納
言
様

の
外ト

端バ

尻シ
リ

掛
り
て
流
人
と
な
り
、
其
手
が
ら
又
広
太
」
で
あ
っ
た
。
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103　自己像／他者像としての菅野八郎

こ
の
よ
う
に
八
郎
は
、
在
村
時
か
ら
全
国
的
な
運
動
に
至
る
ま
で
の

自
身
の
行
動
を
「
自
ま
ん
」
と
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
自
ま

ん
」「
冥
加
」「
誉
れ
」

─
こ
う
し
た
自
ら
を
肯
定
的
に
捉
え
た
特

徴
的
な
表
現
は
、
彼
の
著
作
の
な
か
で
度
々
用
い
ら
れ
て
い
る
。
で

は
彼
の
こ
う
し
た
意
識
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
八
郎
の
「
自
ま
ん
」
意
識
に
着
目
し
た
早
田
旅

人
は
、
こ
う
し
た
八
郎
の
自
意
識
を
由
緒
意
識
の
視
点
か
ら
論
じ
、

地
域
に
お
け
る
自
家
の
差
別
化
・
威
信
高
揚
を
は
か
っ
た
こ
と
に
よ

っ
て
行
動
・
自
己
形
成
が
促
進
さ
れ
た
と
指
摘
し
た）

11
（

。
事
実
、
八
郎

が
一
八
五
六
（
安
政
三
）
年
に
執
筆
し
た
菅
野
家
の
由
緒
書
で
あ
る

『
菅
野
実
記�

第
一）

12
（

』
で
は
、
菅
原
道
真
に
連
な
る
「
八
郎
先
祖
之
由

来
」
が
「
自
満
之
始
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
由
緒
あ
る
菅
野
家
の
血

筋
に
あ
る
こ
と
が
八
郎
に
と
っ
て
「
自
ま
ん
」
意
識
の
一
因
で
あ
っ

た
と
わ
か
る）

13
（

。
一
九
世
紀
の
村
社
会
に
お
い
て
由
緒
の
形
成
が
さ
か

ん
で
あ
っ
た）

1（
（

こ
と
を
鑑
み
て
も
早
田
の
指
摘
は
首
肯
で
き
よ
う
。

　

し
か
し
、
先
に
見
た
よ
う
に
八
郎
の
著
述
に
お
い
て
は
往
々
に
し

て
自
身
の
行
動
が
「
自
ま
ん
」
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

由
緒
意
識
の
み
で
彼
の
「
自
ま
ん
」
意
識
の
す
べ
て
を
説
明
す
る
の

は
難
し
い
。
そ
こ
で
着
目
し
た
い
の
が
、
先
の
「
自
ま
ん
」
の
一
つ

目
に
挙
げ
ら
れ
た
橋
修
理
の
際
に
、
役
人
か
ら
称
賛
さ
れ
た
こ
と
を

「
自
ま
ん
」
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
彼
は
自
身
の
行
動
そ

の
も
の
を
「
自
ま
ん
」
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
役
人
、
す
な
わ

ち
他
者
が
八
郎
に
向
け
た
〈
ま
な
ざ
し
〉
を
自
覚
し
、
そ
れ
を
「
自

ま
ん
」
と
認
識
す
る
こ
と
が
彼
の
主
体
形
成
を
促
し
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
八
郎
に
こ
う
し
た
「
自
ま
ん
」「
冥
加
」「
誉
れ
」
と
い

う
意
識
を
抱
か
せ
た
他
者
か
ら
の
〈
ま
な
ざ
し
〉
に
着
目
し
、
他
者

と
の
相
互
作
用
に
よ
る
主
体
形
成
の
一
端
を
考
察
す
る
。
な
お
紙
幅

の
都
合
か
ら
、
八
郎
が
一
八
五
四
（
嘉
永
七
）
年
に
行
っ
た
駕
籠
訴

以
降
の
時
期
を
対
象
と
す
る
。

一
、
駕
籠
訴
─
天
下
ニ
ま
れ
な
る
べ
し

　

八
郎
の
全
国
的
な
運
動
の
嚆
矢
と
な
っ
た
老
中
へ
の
駕
籠
訴
は
、

八
郎
が
霊
夢
の
な
か
で
東
照
大
神
君
の
使
者
か
ら
授
け
ら
れ
た
海
防

策
を
為
政
者
へ
献
策
す
る
た
め
に
実
行
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、

ペ
リ
ー
来
航
を
は
じ
め
と
す
る
異
国
船
の
接
近
に
対
す
る
危
機
意
識

が
あ
っ
た）

15
（

。
次
に
見
る
の
は
、
そ
の
駕
籠
訴
の
の
ち
（
一
八
五
四
・
嘉

永
七
年
）
に
江
戸
か
ら
郷
里
に
向
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
家

族
や
周
囲
の
人
々
に
自
身
の
駕
籠
訴
の
顚
末
を
伝
え
た
史
料
で
あ
る
。

勿
論
籠（

マ
マ
）訴

人
之
義
ハ
如
何
様
之
願
ニ
て
も
□
□
□
所
ニ
て
、
御

吟
味
被
遊
事
無
之
候
。
吟
味
な
し
ニ
其
願
人
支
配
役
所
へ
御
引

渡
し
ニ
相
成
事
、
天
下
一
統
之
御
大
法
な
り
。
し
か
る
を
三
度

ま
で
御
吟
味
あ
り
、
其
上
御
箱
之
趣
抔
御
教
解
有
之
候
事
、
是

偏
ニ　

東
照
太

（
マ
マ
）神

君
の
れ
い
げ
ん
あ
ら
た
ニ
ま
し
ま
す
し
る
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し
な
り
。
依
而
、
各
々
御
信
心
あ
ら
ま
ほ
し
く
候）

1（
（

。

　

本
来
、
駕
籠
訴
は
違
法
行
為
で
あ
り
、
支
配
役
所
へ
引
き
渡
さ
れ

る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
八
郎
の
駕
籠
訴
は
「
三
度
ま
で

御
吟
味
あ
り
」、
さ
ら
に
は
評
定
所
へ
箱
訴
す
る
よ
う
に
指
示
が
あ

っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
待
遇
を
受
け
た
理
由
を
、
八
郎
は
「
東
照

太
神
君
の
れ
い
げ
ん
」
に
求
め
て
い
る
。
同
様
の
記
述
は
同
年
に
作

成
さ
れ
た
遺
書
に
も
見
ら
れ
る
。

右
之
通
り
、
先
祖
よ
り
申
伝
ヘ
有
之
候
事
誠
ニ
難
有
先
祖
之
置

条
な
り
。
予
愚
な
り
と
ゐ
へ
共
、
専
ラ
是
を
忘
れ
ず
信
心
罷
有

候
処
、
あ
や
う
き
さ
い
な
ん
を
ま
ぬ
か
れ
候
事
度
々
也
。
依
而

今
年
も
右
之
趣　

将
軍
様
迄
御
被
ら
ふ
ニ
相
成
、
奉
行
所
よ
り

御
ほ
め
御
言
葉
ニ
預
り
候
訳
ハ
別
紙
ニ
有
り）

1（
（

。

　

自
ら
は
「
愚
」
な
存
在
に
す
ぎ
な
い
が
、「
先
祖
よ
り
申
伝
ヘ
」

─
東
照
大
神
君
に
感
謝
し
年
貢
諸
役
を
納
め
、
理
非
善
悪
を
弁
え

よ
と
い
う
家
訓

─
を
忘
れ
ず
に
い
た
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
災
難
を

逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
駕
籠
訴
の
結
果
、
奉
行
所
よ
り

「
御
ほ
め
御
言
葉
」
を
預
か
る
こ
と
ま
で
も
で
き
た
の
だ
と
い
う
。

彼
は
の
ち
の
八
丈
島
遠
流
後
に
お
い
て
も
東
照
大
神
君
に
言
及
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
信
仰
心
は
決
し
て
偽
り
で
は
な
い）

1（
（

。
だ

が
同
時
に
、
自
身
の
訴
え
が
厚
遇
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
優
越
感
を

読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
以
下
の
記
述
に
よ

り
顕
著
に
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

勿
論
御
奉
行
所
之
御
差
図
を
以
直
訴
仕
候
事
、
天
下
ニ
ま
れ
な

る
べ
し
。
又
、
御
奉
行
所
よ
り
訴
状
御
引
渡
し
之
時
、
御
封
印

ニ
て
御
代
官
所
へ
御
渡
し
ニ
相
成
候
事
も
、
珍
事
な
り
と
、
江

戸
紀
伊
国
屋
の
主
じ
幷
ニ
下
代
之
も
の
共
一
同
申
之
候
。
尤
先

ニ
も
言
こ
と
く
、
駕
籠
訴
人
之
義
、
支
配
役
所
へ
不
渡
し
て
、

御
奉
行
所
之
御
吟
味
ニ
相
成
候
事
も
、
古
今
ま
れ
な
る
よ
し
。

又
御
老
中
よ
り
御
奉
行
所
へ
御
引
渡
し
の
時
も
甚
タ
異
な
り
。

他
之
駕
籠
訴
人
御
引
渡
之
式
ハ
、
御
城
よ
り
各
々
御
下
り
之
上
、

状
通
ニ
て
奉
行
所
へ
申
来
り
、
夫
よ
り
御
引
渡
し
ニ
相
成
申
候
。

然
ル
ニ
、
予
か
願
書
ハ
御
殿
ニ
お
ゐ
て
直
ニ
御
老
中
よ
り
御
奉

行
へ
御
手
渡
し
被
成
候
趣
、
御
留
役
高
木
源
六
郎
様
御
物
語
ニ

御
座
候
。
彼
是
以
、
御
上
ニ
お
ゐ
て
、
御
取
扱
い
甚
タ
御
て
い

ね
い
な
り
。
是
と
申
も
皆　

東
照（

マ
マ
）

太
神
君
之
尊
き
故
也
。
書
外

ニ
猶
難
有
事
共
数
多
あ
り
と
ゐ
へ
共
、
筆
紙
ニ
尽
シ
か
た
し
。

唯
御
推
量
之
程
希
所
ニ
候）

1（
（

。

　

こ
こ
で
は
、
よ
り
詳
細
に
駕
籠
訴
の
経
緯
が
説
明
さ
れ
る
。
通
常

の
駕
籠
訴
の
対
応
を
併
記
す
る
こ
と
で
、
自
身
が
受
け
た
待
遇
が
い

か
に
「
御
て
い
ね
い
」
で
あ
り
、「
ま
れ
」「
珍
事
」
と
い
う
べ
き
も

の
だ
っ
た
か
を
訴
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
注
目
す
べ
き

は
「
江
戸
紀
伊
国
屋
の
主
じ
幷
ニ
下
代
之
も
の
共
」
の
発
言
と
し
て
、

八
郎
が
受
け
た
待
遇
の
特
殊
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
自
己
評
価
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
他
者
の
八
郎
評
を
意
図
的
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105　自己像／他者像としての菅野八郎

に
掲
載
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
者
が
八
郎
に
向
け
た
〈
ま
な
ざ

し
〉
を
敏
感
に
感
じ
取
り
、
自
己
と
他
者
の
差
異
を
自
覚
し
て
い
る

様
子
が
窺
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
厚
遇
を
受
け
な
が
ら
も
、

八
郎
の
献
策
が
幕
府
の
政
策
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
後
年
、
八
郎
は
そ
れ
を
「
自
ま
ん
」「
手
が
ら
」

と
し
て
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
駕
籠
訴
の
結
果
が
意
に
沿
う
も

の
で
は
な
く
失
意
に
陥
っ
た
一
方
で
、
そ
の
行
為
自
体
が
他
者
か
ら

特
別
視
さ
れ
た
と
い
う
点
が
、
八
郎
に
と
っ
て
後
々
ま
で
大
き
な
意

味
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。

二
、
安
政
の
大
獄
─
遖
冥
加
に
叶
し
我
身

　

一
八
五
八
（
安
政
五
）
年
、
八
郎
は
捕
縛
さ
れ
安
政
の
大
獄
に
連

座
す
る
。
八
郎
は
そ
の
理
由
を
、
義
弟
の
水
戸
藩
士
・
太
宰
清
右
衛

門）
20
（

に
向
け
て
「
秘
書
後
鑑
与
表
題
し
て
御
政
事
向
を
悪
し
さ
ま
に
書

連
ネ
候
不
届
ニ
付
遠
嶋
被
仰
付
候）

21
（

」
と
推
察
し
て
い
る
。
八
郎
は
駕

籠
訴
以
降
、
自
ら
の
発
言
力
を
強
め
る
た
め
に
水
戸
藩
へ
接
近
す
る

な
ど
士
分
化
運
動
を
展
開
し
て
い
た）

22
（

。
だ
が
、
安
政
の
大
獄
へ
の
連

座
は
そ
う
し
た
運
動
の
挫
折
を
意
味
し
た
。
そ
れ
は
、
牢
内
で
他
の

囚
人
へ
加
え
ら
れ
る
拷
問
の
様
子
を
目
の
当
た
り
に
し
、
生
死
の
狭

間
に
身
を
置
い
た
際
に
、
自
ら
が
百
姓
身
分
で
あ
る
こ
と
を
強
く
自

覚
し
て
し
ま
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　

次
の
史
料
は
一
八
六
二
（
文
久
二
）
年
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
、

八
郎
が
安
政
の
大
獄
で
北
町
奉
行
・
石
谷
因
幡
守
穆
清
に
よ
る
詮
議

を
受
け
た
こ
と
を
回
想
し
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

御
政
事
向
ヘ
誹

（
マ
マ
）判

と
な
り
て
ハ
迚
も
命
ハ
な
き
も
の
也
。
去
り

な
が
ら
如
何
程
重
キ
御
仕
置
ニ
相
な
り
て
も
、
拙
き
筆
ニ
書
連

ね
し
壱
冊
御
大
老
ま
で
御
被
見
ニ
相
成
、
重
き
天
下
の
御
役
人

衆
不
残
御
書
留
写
皆
々
御
所
持
之
よ
ふ
す
な
れ
ば
、
遖
冥
加
に

叶
し
我
身
、
此
世
ニ
思
置
事
な
し
と
観
念
し
あ
り
な
が
ら
も
、

根
が
百
姓
の
浅
間
し
さ
に
、
妻
子
兄
弟
諸
親
類
の
歎
き
如
何
斗

り
と
又
ぼ
ん
の
ふ
引
出
シ
、
ど
ふ
で
も
命
が
お
し
く
な
り
、
と

や
セ
ん
か
く
や
と
思
共
、
書
へ
タ
覚
が
な
い
共
い
わ
れ
ず
、
サ

テ
モ
絶
体
絶
命
と
心
を
定
居
た
り
け
り
。（
中
略
）
御
役
人
中
面

に
ゑ
ミ
を
含
ミ
給
ふ
ハ
、
我
か
よ
ふ
た
い
幷
ニ
手シ

ユ

セ
き
の
つ
た

な
き
方
彼カ

レ

是コ
レ

思
ひ
あ
わ
さ
れ
て
、
器
量
も
な
き
百
姓
の
身
と
し

て
入
ら
ざ
る
事
を
書
連
ね
、
斯
る
災
ニ
遭
ふ
事
、
愚
の
甚
し
き

奴
か
な
。
又
斯
る
み
じ
ゆ
く
者モ

ノ

と
ハ
知
ら
ず
、
は
る
〳
〵
奥
州

ま
で
召
捕
に
遣
し
た
る
も
お
か
し
け
れ
と
の
思
召
な
ら
ん
。

（
中
略
）
ア
ヽ
命
を
お
し
む
ハ
百
姓
の
身
分
相
応
ト
、
ハ
ヤ
お
く

び
や
う
神
が
さ
そ
い
来
て
、「
ナ
ル
ホ
ド
そ
れ
に
相
違
ご
ざ
り

ま
セ
ん）

23
（

。

　

こ
こ
で
詮
議
さ
れ
て
い
る
の
は
、
政
道
批
判
を
展
開
し
た
『
秘
書

後
之
鑑
』
を
執
筆
し
た
の
が
八
郎
か
否
か
で
あ
る
。
執
筆
を
認
め
れ
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ば
最
悪
の
場
合
、
死
罪
の
可
能
性
も
あ
る
と
怯
え
る
も
「
書
へ
タ
覚

が
な
い
共
い
わ
れ
ず
」、
発
言
が
二
転
三
転
し
て
し
ま
う
自
身
の
狼

狽
ぶ
り
が
自
虐
的
に
綴
ら
れ
て
い
る
。
す
で
に
早
田
の
指
摘
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
自
ら
の
心
の
弱
さ
の
理
由
を
「
根
が
百
姓
の
浅
間

し
さ
」、「
命
を
お
し
む
ハ
百
姓
の
身
分
相
応
」
な
ど
、
自
身
が
百
姓

で
あ
る
点
に
求
め
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う）

2（
（

。
そ
れ
に
よ
っ
て

八
郎
自
身
の
弱
さ
は
不
問
に
さ
れ
る
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
が
働
く
の

で
あ
る
。

　

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
む
し
ろ
百
姓
に
も
か
か
わ
ら
ず
国
事
に

関
与
し
、
幕
閣
に
「
拙
き
筆
ニ
書
連
ね
し
壱
冊
」
を
検
分
さ
れ
た
自

身
の
こ
と
を
「
遖
冥
加
に
叶
」
と
認
識
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ

か
ら
も
、
安
政
の
大
獄
に
連
座
し
た
経
験
が
、
彼
の
主
体
形
成
に
と

っ
て
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
、
な
ぜ
彼

は
「
冥
加
」
と
い
う
意
識
を
有
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

こ
で
同
時
代
の
人
々
が
、
安
政
の
大
獄
に
連
座
し
た
百
姓
で
あ
る
八

郎
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
検
討
し
て
み
よ
う
。

1　

吉
田
松
陰

　

捕
縛
さ
れ
た
八
郎
は
伝
馬
町
牢
に
入
獄
す
る
が
、
こ
こ
に
は
八
郎

同
様
、
安
政
の
大
獄
で
政
治
犯
と
し
て
捕
縛
さ
れ
た
人
々
が
繫
が
れ

て
い
た
。
そ
の
一
人
が
長
州
の
吉
田
松
陰
で
あ
る
。
両
者
間
の
交
流

の
有
無
は
不
明
だ
が
、
松
陰
が
牢
内
か
ら
郷
里
に
向
け
て
発
し
た
書

簡
の
な
か
に
八
郎
に
言
及
し
た
も
の
が
あ
る
。

〇
水
戸
の
事
は
実
に
可
憐
。
太
宰
清
右
衛
門
な
ど
逃
去
候
故
其

妾
せ
い
今
隣
房
女

獄
に
在

其
僕
頼
助�

是
は
病
死
之
由

ふ
び
ん
な
こ
と�

せ
い
の
姉
婿
奥
州
信

夫
郡
保
原
在
の
八
郎
今
西
大
牢

に
生
存
す�

皆
人
質
に
捕
ら
る
。
せ
い
の
捕

ら
る
ゝ
時
江
戸
よ
り
捕
人
三
十
人
も
向
ひ
候
由
、
せ
い
自
ら
言

之）
25
（

。

　

こ
こ
で
は
八
郎
が
捕
縛
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
松
陰
の
見
解
が
端

的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
水
戸
天
狗
党
に
関
与
し
て
い
た
太
宰
清
右
衛

門
が
逃
亡
し
た
た
め
に
、
八
郎
ら
親
族
は
「
人
質
」
と
し
て
捕
縛
さ

れ
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
〈
ま
な
ざ
し
〉
は

ひ
と
り
松
陰
の
み
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
先
に
見
た
八
郎
の

回
想
に
い
ま
一
度
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

誠
に
よ
ふ
ゐ
な
ら
ざ
る
義
、
清
右
衛
門
よ
り
外
の
者
へ
も
定
而

書
送
り
た
ら
ん
。
コ
リ
ャ
八
郎
、
娑
婆
に
お
ら
れ
ぬ
事
に
も
な

ろ
ふ
］
と
、
石
谷
様
、
小
首
を
た
れ
さ
セ
給
ふ
。
御
仁
心
面
に

顕ア
ラ
ハ
レ、

勿
体
な
く
も
又
難
有
、
た
ゞ
ハ
ッ
ト
頭
を
小
石
ニ
す
り

付
居
た
り
し
に
、
南
御
町
奉
行
池
田

（
マ
マ
）

播ハ
リ

摩マ
ノ

守カ
ミ

〔
頼
方
―
青
野
注
、

以
下
同
〕
様
高
音ヲ

ン

に
て
「
ヤ
イ
八
郎
、
ケ
程
ノ
書
通
致
す
か
ら

ハ
清
右
衛
門
之
行
方
知
り
つ
ら
ん
。
真
直
に
申
上
よ
。「
ハ
イ

太
宰
清
右
衛
門
義
ハ
御
当
地
下
タ
谷
三
枚
橋
に
住
居
仕
ま
す

る
］
と
何
心
な
く
申
上
け
れ
ば
、「
イ
ヤ
其
所
住
居
之
砌
り
ニ

呼
出
さ
ん
と
思
ふ
処
、
其
所
出
ぽ
ん
ニ
付
、
定
而
汝
を
た
よ
り
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107　自己像／他者像としての菅野八郎

奥
州
ま
で
も
行
つ
ら
ん
と
は
る
〳
〵
汝
を
召
寄
て
彼
が
行
ゑ
を

尋
る
也
。
如
何
程
汝
か
く
す
共
、
白
じ
や
う
さ
セ
ず
に
可
置
か
。

サ
ア
有
体
に
申
上
よ）

2（
（

。

　

こ
の
箇
所
で
は
、「
清
右
衛
門
之
行
方
」
を
八
郎
が
知
っ
て
い
る

か
否
か
と
い
う
こ
と
が
、
奉
行
の
関
心
の
主
眼
で
あ
る
こ
と
が
読
み

取
れ
る
。
政
道
批
判
を
含
意
し
た
書
物
を
や
り
と
り
す
る
よ
う
な
間

柄
な
の
だ
か
ら
、
出
奔
し
た
清
右
衛
門
の
行
方
を
知
っ
て
い
る
に
違

い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
幕
府
と
し
て
は
清
右
衛
門
の
捕

縛
こ
そ
が
主
目
的
で
あ
り
、『
秘
書
後
之
鑑
』
で
展
開
さ
れ
た
政
道

批
判
へ
の
追
及
は
あ
く
ま
で
副
次
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
政
道
批
判
は
処
罰
対
象
で
あ
る
が
、
八
郎
の

捕
縛
が
清
右
衛
門
捕
縛
の
た
め
の
一
環
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
よ
う

の
な
い
事
実
で
あ
る
。
何
よ
り
こ
の
史
料
が
八
郎
自
身
の
手
に
よ
っ

て
記
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
八
郎
は
当
然
、
自
身
が
捕
縛
さ

れ
た
の
は
清
右
衛
門
の
人
質
と
い
う
意
味
合
い
も
有
し
て
い
た
こ
と

を
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
た
し
か
に
松
陰
が
八
郎
に
向
け
て

い
た
〈
ま
な
ざ
し
〉
は
、
清
右
衛
門
を
め
ぐ
る
幕
府
の
動
向
を
視
野

に
入
れ
て
お
り
、
正
し
い
状
況
認
識
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

だ
が
、
当
時
の
人
々
が
八
郎
に
向
け
た
〈
ま
な
ざ
し
〉
は
こ
れ
だ

け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
安
政
の
大
獄
に
連
座
し
た
も
う
一
人
の

記
述
を
見
て
み
よ
う
。
世
古
恪
太
郎
の
『
地
獄
物
語
』
で
あ
る
。

2　

世
古
恪
太
郎

　

世
古
恪
太
郎
延
世
（
一
八
二
四
・
文
政
七
～
一
八
七
六
・
明
治
九
）
は

伊
勢
松
坂
（
和
歌
山
藩
領
）
で
代
々
醸
酒
業
を
営
む
豪
商
の
家
に
生
ま

れ
た
。
国
学
を
足
代
弘
訓
、
漢
学
を
斎
藤
拙
堂
よ
り
学
び
、
一
八
四

五
（
弘
化
二
）
年
に
京
で
三
条
実
万
と
対
面
し
て
以
降
、
公
家
や
諸

国
の
志
士
と
交
わ
り
国
事
に
奔
走
。
維
新
後
は
士
族
と
な
り
、
市
井

曹
長
や
宮
内
権
大
丞
を
歴
任
し
た）

2（
（

。
恪
太
郎
は
安
政
の
大
獄
に
お
い

て
江
戸
払
の
処
罰
を
受
け
た
が
、
病
を
患
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
病
囚

を
入
れ
る
浅
草
の
溜
に
預
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ

で
の
「
地
獄
」
と
評
す
る
経
験
や
見
聞
を
ま
と
め
た
も
の
が
一
八
五

九
（
安
政
六
）
年
に
書
か
れ
た
『
地
獄
物
語
』
で
あ
る
。
こ
の
中
に

同
じ
牢
内
の
囚
人
か
ら
聞
か
さ
れ
た
、
八
郎
に
関
す
る
次
の
よ
う
な

記
述
が
見
ら
れ
る
。

〇
同
し
獄
に
あ
る
者
、
過
し
頃
ま
て
伝
馬
町
の
獄
に
あ
り
て
親

し
く
聞
た
る
よ
し
、
奥
州
伊
達
郡
八
郎
ハ
郷
士
の
如
き
者
に
て
、

八
郎
の
妻
と
水
戸
の
太
宰
清
左

（
マ
マ
）衛

門
妾
と
兄
弟
な
り
。
此
度

の
獄
起
し
時
、
清
左

（
マ
マ
）衛

門
出
奔
し
て
妾
捕
ら
れ
し
時
、
書
付

の
類
ひ
取
上
に
な
り
し
中
に
、
八
郎
よ
り
清
左

（
マ
マ
）衛

門
に
送
り

た
る
書
翰
出
た
り
。
其
状
に
、
其
許
は
明
君
ニ
仕
へ
、
羨
敷
幸

い
な
り
。　

幕
府
の
有
司
は
賄
賂
に
耽
り
云
云
抔
と
い
ふ
文
言

有
り
。
大
ニ
水
藩
を
称
誉
し
、　

幕
府
を
謗
れ
り
。
夫
す
ら
有

に
、
先
に
江
戸
の
見
附
な
と
へ
張
札
を
し
て
、　

幕
府
の
有
司
、

日本思想史学53-論文3 青野誠氏　　［出力］ 2021年9月30日　午後5時58分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



日本思想史学53〈2021〉　108

賄
賂
に
耽
る
の
非
法
を
書
し
者
あ
り
し
に
、
其
手
跡
と
今
度
出

た
る
八
郎
の
状
と
甚
相
似
た
り
し
か
は
、
累
に
罹
り
し
と
そ
。

八
郎
、
獄
中
に
て
自
ら
斯
役
人
を
謗
り
た
る
事
な
れ
ハ
、
必
す

斬
ら
る
へ
し
と
い
ひ
居
た
り
し
と
そ
。
然
る
に
遠
嶋
に
処
せ
ら

れ
け
り）

2（
（

。

　

こ
こ
で
は
八
郎
の
捕
縛
が
、
清
右
衛
門
へ
送
っ
た
書
翰
に
起
因
し

て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。「
水
藩
を
称
誉
」
す
る
一
方
で
幕
府

を
批
判
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
江
戸
に
政
道
批
判
の
張
札
が
現
れ
た

が
、
そ
の
内
容
が
書
翰
と
類
似
し
て
い
た
こ
と
か
ら
捕
縛
さ
れ
た
の

だ
と
い
う
。
ま
た
、
八
郎
が
死
罪
を
恐
れ
る
様
子
が
伝
え
ら
れ
て
い

る
点
は
八
郎
の
回
想
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
記
述

は
物
語
と
い
う
性
格
上
、
い
く
ら
か
誇
張
を
含
ん
で
い
る
可
能
性
も

あ
る
。
ま
た
、
恪
太
郎
自
身
が
八
郎
に
面
し
た
こ
と
は
な
く
、
あ
く

ま
で
周
囲
か
ら
の
伝
聞
で
あ
り
、
必
ず
し
も
正
確
な
情
報
で
は
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
当
時
の
人
々
が
有
し
て
い

た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
八
郎
像
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
幕
府
側
の
意
図
に
か
か
わ
ら
ず
、
八
郎
が
政
道
批
判

を
し
た
こ
と
を
処
罰
の
理
由
と
認
識
す
る
〈
ま
な
ざ
し
〉
が
一
定
数

存
在
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
〈
ま
な
ざ
し
〉
が
、
単
な
る
人
質
と

し
て
で
は
な
く
、
自
ら
の
著
作
が
国
事
に
関
与
し
た
と
い
う
「
冥

加
」
意
識
を
八
郎
に
抱
か
せ
た
の
で
あ
る
。

三
、
八
丈
島
経
験
─
下
賤
の
業
に
は
冥
加
に
叶
ふ
事
な
ら
ん

　

安
政
の
大
獄
の
結
果
、
八
郎
は
一
八
六
〇
（
万
延
元
）
年
か
ら
一

八
六
四
（
元
治
元
）
年
に
か
け
て
八
丈
島
へ
と
遠
流
さ
れ
る
。
八
郎

の
身
分
意
識
と
そ
れ
に
伴
う
「
冥
加
」
意
識
は
、
八
丈
島
で
の
生
活

の
な
か
で
い
か
な
る
変
容
を
見
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
引
用

は
一
八
六
三
（
文
久
三
）
年
に
、
八
郎
が
八
丈
島
に
て
薩
英
戦
争
の

情
報
を
入
手
し
た
際
の
記
述
で
あ
る
。

末
終
る
ま
で
負
給
ふ
な
負
給
ふ
な
と
百
姓
の
身
と
し
て
い
ら
ざ

る
お
せ
わ　

及
ば
ぬ
事
と
不
顧
、
又
例
の
病
再
発
し
て
、
独
り

崩
れ
た
る
小
屋
の
内
に
堅
唾
を
呑
、
腕
を
さ
す
り
力
瘤
を
た
ゝ

い
て
嬉
し
さ
の
限
り
を
知
ら
ず
、
夢
中
に
な
り
て
紙
墨
を
費
す）

2（
（

。

　

か
つ
て
異
国
接
近
の
危
機
感
か
ら
駕
籠
訴
を
実
行
し
た
八
郎
に
と

っ
て
、
異
国
へ
の
関
心
を
抑
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
だ
が

同
時
に
彼
は
、
百
姓
が
政
治
に
関
心
を
示
す
こ
と
自
体
が
「
い
ら
ざ

る
お
せ
わ
」「
及
ば
ぬ
事
」
と
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し

た
矛
盾
を
孕
ん
だ
八
郎
の
百
姓
身
分
へ
の
認
識
は
、
島
民
か
ら
の

〈
ま
な
ざ
し
〉
を
受
け
て
変
容
し
て
い
く
。
同
年
に
書
か
れ
た
史
料

を
見
て
み
よ
う
。

少
人
閑
居
し
て
不
善
を
為
事
い
た
ら
す
と
云
事
な
し
。
況
我
々

如
き
田
夫
野
人
の
身
と
し
て
不
働
は
不
可
有
。
又
其
身
相
応
世
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109　自己像／他者像としての菅野八郎

の
た
か
ら
を
も
産
す
ん
ば
人
間
の
性
を
受
た
る
甲
斐
な
し
と
、

粗
愚
意
を
巡
ら
せ
と
も
、
元
来
浅
智
に
し
て
さ
せ
る
業
も
出
さ

れ
は
蚕
を
飼
ふ
事
を
業
と
せ
ん
。
是
こ
そ
貴
人
公
卿
の
膚
を
も
、

温
め
ま
い
ら
す
る
品
と
も
な
る
な
れ
ハ
、
下
賤
の
業
に
は
冥
加

に
叶
ふ
事
な
ら
ん
と
、
蚕
を
飼
ふ
事
に
真
心
を
尽
し
、
国
地
ニ

お
ゐ
て
も
仕
損
し
な
く
、
細
き
渡
世
の
元
手
と
な
し
、
猶
遠
流

の
身
と
な
り
、
此
島
ニ
有
な
か
ら
も
私
の
歎
ニ
拘
ら
す
冥
加
を

思
ひ
、
只
一
心
に
蚕
を
養
ふ
。
其
真
心
天
に
通
し
な
る
に
や
、

島
人
挙
而
コ
ダ
イ
ヂ
ヰ
〳
〵
と
呼
る
ゝ
事
の
嬉
し
さ
よ
。
又
其

上
に
飼
方
の
伝
書
を
乞
ふ
人
あ
り
。
拙
が
悦
び
限
り
な
く
、
悪

筆
不
案
の
恥
か
し
さ
を
不
顧
、
年
来
の
秘
術
を
顕
し
、
一
小
冊

と
し
て
愚
意
を
残
す
而
已）

30
（

。

　

こ
れ
は
八
郎
が
八
丈
島
に
お
い
て
、
養
蚕
の
方
法
に
つ
い
て
執
筆

し
た
『
蚕
飼
伝
法
記
』
の
序
文
で
あ
る
。「
田
夫
野
人
の
身
」
と
し

て
「
其
身
相
応
世
の
た
か
ら
を
も
産
す
ん
ば
人
間
の
性
を
受
た
る
甲

斐
な
し
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
身
分
意
識
を

自
覚
し
て
し
ま
っ
た
八
郎
が
、
自
ら
の
政
治
運
動
を
不
相
応
な
も
の

と
し
て
否
定
的
に
振
り
返
っ
て
い
る
様
子
が
窺
え
よ
う
。
そ
し
て
具

体
的
に
は
「
蚕
を
飼
ふ
事
」
こ
そ
が
、「
下
賤
の
業
に
は
冥
加
に
叶

ふ
事
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
八
丈
島
に
お
い
て
は
、
そ

の
風
土
に
適
応
で
き
ず
養
蚕
が
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
八

郎
は
信
達
地
方
か
ら
親
族
を
介
し
て
物
資
を
輸
入
し
、
さ
ら
に
気
候

に
合
わ
せ
た
飼
育
方
法
を
考
案
し
て
、
島
に
養
蚕
を
普
及
さ
せ
た
。

そ
の
結
果
、「
島
人
挙
而
コ
ダ
イ
ヂ
ヰ
〳
〵
と
呼
る
ゝ
」
よ
う
に
な

っ
た
の
だ
と
喜
び
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
貴
人
を
温
め
る
絹

を
生
産
す
る
こ
と
こ
そ
、
百
姓
に
と
っ
て
は
「
冥
加
に
叶
ふ
」
と
さ

れ
る
と
同
時
に
、
自
ら
が
「
蚕コ

大ダ
イ

爺ヂ
ヰ

」

─
養
蚕
の
老
大
家）

31
（

─
と

し
て
島
民
に
遇
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
「
冥
加
」
意
識
を
も
窺
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。
八
丈
島
で
の
生
活
は
彼
に
百
姓
と
し
て
生
き
る
し

か
な
い
こ
と
を
自
覚
さ
せ
た
。
だ
が
養
蚕
技
術
の
普
及
と
い
う
百
姓

の
職
分
を
全
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
自
ら
を
「
冥
加
に
叶

ふ
」
と
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
史
料
で
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
は
「
悪
筆
不
案
の
恥
か

し
さ
」
を
抱
き
つ
つ
も
、
島
民
の
要
望
に
応
え
て
「
愚
意
」
を
残
す

と
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
前
掲
の
諸
史
料
に
も
散
見
さ
れ
る
よ

う
に
、
八
郎
は
し
ば
し
ば
自
ら
を
「
愚
」
と
し
て
語
っ
て
い
る）

32
（

。
こ

う
し
た
意
識
は
百
姓
身
分
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、「
悪

筆
不
案
」
な
ど
八
郎
自
身
の
能
力
に
起
因
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

次
に
引
用
す
る
の
は
一
八
六
二
（
文
久
二
）
年
に
「
血
筋
ノ
驕
者
ニ

異
見
ノ
タ
メ
」、「
愧
ヲ
古
郷
ヘ
書
送
」
っ
た
教
訓
書
の
一
部
で
あ
り
、

当
時
八
丈
島
に
遠
流
さ
れ
て
い
た
烏
伝
神
道
の
祖
・
梅
辻
規
清
と
の

問
答
が
記
さ
れ
て
い
る
。

翁
〔
梅
辻
規
清
〕
笑
テ
曰
、
天
地
之
地
形
、
定
理
ヲ
不
知
シ
テ

身
ヲ
全
ウ
為
コ
ト
難
シ
。
汝
、
今
日
身
之
行
ヒ
何
ヲ
以
テ
元
ト
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為
哉
。〔
八
郎
〕
答
テ
云
、
無
学
文
盲
之
野
夫
、
尊
老
ニ
答
ル
辞

モ
不
知
ト
雖
、
当
時
遠
流
ノ
身
ト
ナ
リ
侍
レ
バ
、
万
事
実
ヲ
本

ト
シ
テ
朝
夕
左
ノ
十
ヶ
条
ヲ
能
守
ル
ヨ
リ
外
、
更
ニ
知
ル
事
ナ

シ）
33
（

。

　

こ
こ
で
八
郎
は
、
自
身
が
「
無
学
文
盲
」
な
「
野
夫
」
で
あ
る
た

め
に
、
規
清
が
問
う
よ
う
な
「
天
地
之
地
形
」「
定
理
」
を
知
ら
な

い
の
だ
と
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
章
は
こ
の
の
ち
、
生
活
上

の
心
得
と
し
て
い
る
通
俗
的
な
「
十
ヶ
条
」
を
述
べ
た
八
郎
に
対
し
、

「
少
シ
ハ
取
得
ア
リ
」
と
し
て
規
清
が
「
天
地
之
地
形
」
に
関
す
る

書
物
を
伝
授
す
る
と
い
っ
た
具
合
に
続
い
て
い
く
。
こ
う
し
て
「
定

理
」
の
理
解
を
深
め
た
八
郎
は
そ
れ
を
郷
里
の
家
族
へ
伝
え
送
る
の

だ
が
、
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
な
戒
め
が
な
さ
れ
て
い
る
。

〇
予
が
無
学
悪
筆
を
、
お
か
し
く
思
ひ
、
此
書
を
眼
下
に
見
下ク

ダ

し
、
麁
略
に
為ス

ル
な
ら
ば
、
子
孫
必
災ハ

ザ

ひハ

あ
ら
ん
。
手
跡
文
体

に
ハ
拘カ

ヽ

らハ

ず
、
物
の
虚キ

ヨ

実ジ
ツ

明
ら
か
な
る
を
尊タ

ツ

むト

べ
し）

3（
（

。

　

八
郎
が
「
無
学
悪
筆
」
で
あ
る
か
ら
と
見
下
し
て
教
訓
を
無
碍
に

す
る
こ
と
な
く
、「
物
の
虚
実
」
を
理
解
す
る
よ
う
説
か
れ
て
い
る
。

逆
に
言
え
ば
こ
う
し
た
念
押
し
を
必
要
と
す
る
ほ
ど
、「
無
学
悪
筆
」

ゆ
え
に
自
身
の
教
訓
が
「
麁
略
」
に
さ
れ
る
可
能
性
を
恐
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
血
筋
」
の
者
に
向
け
た
著
述
に
お
い
て

な
お
「
無
学
悪
筆
」
を
恥
じ
入
る
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

定
型
的
な
謙
遜
表
現
に
は
留
ま
ら
な
い
八
郎
の
劣
等
感
を
窺
え
る
。

そ
し
て
後
述
す
る
よ
う
に
、
自
身
を
「
無
学
」「
悪
筆
」「
文
盲
」
だ

と
す
る
記
述
は
慶
応
期
に
至
っ
て
も
見
受
け
ら
れ
る）

35
（

。
百
姓
身
分
へ

の
劣
等
感
が
八
丈
島
で
の
経
験
に
よ
っ
て
昇
華
さ
れ
た
一
方
で
、
こ

ち
ら
は
彼
を
生
涯
縛
り
付
け
て
い
た
劣
等
感
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

よ
う
。
八
郎
の
「
自
ま
ん
」
意
識
の
背
後
に
は
、
自
ら
が
百
姓
身
分

で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
「
無
学
」
で
あ
る
と
い
う
強
烈
な
二
重
の

「
愚
」
意
識
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
併
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
そ
う
し
た
八
郎
を
郷
里
の
人
々
は
ど
う
見
て
い
た
の
か
を
検

討
し
た
い
。
左
の
史
料
は
、
か
つ
て
か
ら
交
流
が
あ
っ
た
伊
達
郡
松

沢
村
の
善
左
衛
門
が
八
丈
島
在
島
時
の
八
郎
へ
送
っ
た
書
状
の
一
部

で
あ
る
。

世
に
道
無
時
富
め
る
は
恥
な
り
。
世
に
道
有
と
き
貧
し
き
ハ
恥

な
り
と
は
、
小
児
の
時
師
の
教
、
耳
の
垢
と
な
り
伝
残
り
ぬ
。

今
考
る
に
八
老
君
の
嶋
住
居
も
其
故
な
ら
ん
か
。
か
ゝ
る
い
ミ

じ
き
君
子
、
阿
武
隈
の
川
岸
に
朽
果
ぬ
も
可
惜
事
ニ
や
、
天
も

是
を
憐
ミ
た
ま
ふ
る
や
、
嶋
渡
り
と
な
り
て
四
海
に
名
を
触
る

も
実
に
浦
山
敷
業
な
り
き
。
我
等
の
及
処
に
あ
ら
す）

3（
（

。

　

善
左
衛
門
は
八
郎
が
遠
流
と
な
っ
た
こ
と
を
、『
論
語
』
泰
伯
篇

に
な
ぞ
ら
え
、
道
な
き
世
情
に
お
い
て
道
に
沿
っ
た
行
い
を
し
て
し

ま
っ
た
結
果
だ
と
み
な
し
て
い
る
。
さ
ら
に
八
郎
の
よ
う
な
「
君

子
」
が
地
域
社
会
の
中
で
埋
没
し
て
い
く
こ
と
を
憐
れ
ん
だ
「
天
」

が
、
遠
流
に
よ
っ
て
「
四
海
に
名
を
触
る
」
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
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111　自己像／他者像としての菅野八郎

こ
れ
は
実
に
「
浦
山
敷
業
」
で
あ
り
、
自
分
た
ち
に
は
及
ぶ
と
こ
ろ

で
な
い
の
だ
と
い
う
。

　

こ
こ
か
ら
は
、
八
郎
が
政
道
批
判
の
禁
を
犯
し
た
罪
人
と
い
う
認

識
は
読
み
取
れ
な
い
。
む
し
ろ
遠
流
が
、
八
郎
の
名
を
天
下
に
知
ら

し
め
る
た
め
の
天
恵
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
認

識
の
背
景
に
は
、
安
政
の
大
獄
を
主
導
し
た
井
伊
直
弼
へ
の
憎
悪
が

民
間
社
会
に
広
ま
っ
て
い
た）

3（
（

こ
と
、
文
久
の
改
革
に
よ
っ
て
安
政
の

大
獄
が
否
定
さ
れ
る
な
ど
政
情
が
変
化
し
た
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
郷
里
の
近
し
い
人
々
が
八
郎
を
「
君
子
」
と
み
な

し
て
い
た
こ
と
は
、
後
年
、
彼
が
八
丈
島
遠
流
を
「
手
が
ら
」
と
認

識
す
る
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
た
と
推
察
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
八
丈
島
で
の
八
郎
は
、
百
姓
と
し
て
の
「
冥
加
」
意

識
を
自
覚
し
、
ま
た
一
方
で
百
姓
身
分
な
が
ら
安
政
の
大
獄
と
い
う

国
事
に
関
与
し
た
と
い
う
他
者
の
〈
ま
な
ざ
し
〉
を
受
け
る
こ
と

で
、
一
層
「
冥
加
」
意
識
を
強
く
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
身
分

意
識
の
変
化
の
行
方
と
し
て
、
時
期
は
や
や
下
る
が
、
戊
辰
戦
争
の

最
中
に
執
筆
さ
れ
た
八
郎
の
記
述
を
見
て
お
き
た
い
。

仮
令
土
民
の
身
な
り
共
、
代
々
安
穏
に
年
月
を
送
り
し　

御
国

恩
の
重
き
事
、
何
ぞ
上
下
尊
卑
の
差
別
あ
ら
ん
や
。
然
る
を
、

土
民
は
其
事
ニ
不
拘
の
法
な
り
迚
、
唯
他
所
事
に
思
ふ
は
、
不

信
と
や
言
ん
、
暗
愚
と
や
言
ん
。
忠
臣
賢
士
諫
死
す
る
ハ
、
皆

是
国
民
の
為
な
ら
ず
や
。
然
る
時
は
、
国
恩
を
同
じ
に
受
し

我
々
な
れ
バ
、
信
を
知
る
も
の
、
如
何
ん
ぞ
口
を
閉
て
、
命
を

惜
ん
や）

3（
（

。

　

た
と
え
「
土
民
」
で
あ
っ
て
も
、「
御
国
恩
」
を
享
受
し
て
い
る

点
に
お
い
て
「
上
下
尊
卑
」
の
差
別
は
な
い
。
そ
れ
を
「
土
民
」
だ

か
ら
と
い
っ
て
、
国
難
の
最
中
に
無
関
心
で
い
る
こ
と
こ
そ
「
暗

愚
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
つ
て
の
百
姓
の
政
治
関
与
を
否
定
す

る
意
識
は
霧
散
し
、「
御
国
恩
」
の
下
で
の
身
分
的
平
等
意
識
に
ま

で
発
展
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
意
識
は
八
丈
島
で
の
思
想
変
容
の
帰

結
と
い
え
よ
う）

3（
（

。

四
、
信
達
騒
動
─
世
直
し
八
郎
大
明
神

　

一
八
六
四
（
元
治
元
）
年
に
赦
免
さ
れ
八
丈
島
か
ら
帰
郷
し
た
八

郎
は
、
本
稿
の
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
信
達
騒
動
へ
と
巻
き
込
ま
れ

て
い
く
。
そ
の
際
に
八
郎
が
騒
動
の
頭
取
と
疑
わ
れ
た
こ
と
は
す
で

に
見
た
通
り
で
あ
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
八
郎
を
頭
取
と
し
て
「
世

直
し
大
明
神
」
と
み
な
し
た
他
者
の
〈
ま
な
ざ
し
〉
は
、
晩
年
の
八

郎
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
水
村
暁
人
は
、

『
信
達
騒
動
記
』
の
悉
皆
的
調
査
に
よ
り
、
信
達
地
方
内
に
流
布
す

る
『
信
達
騒
動
記
』
に
八
郎
頭
取
説
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
遠
隔
地
に
お
い
て
は
八
郎
が
「
世
直
し
大
明
神
」
と

し
て
描
か
れ
る
傾
向
を
明
ら
か
に
し
た）

（0
（

。
で
は
具
体
的
に
八
郎
は
い
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か
に
描
か
れ
た
の
か
。
次
に
引
い
た
史
料
は
一
八
六
六
（
慶
応
二
）

年
六
月
一
五
日
付
、
江
戸
の
書
肆
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
瓦
版
の
一
部
で
あ
る
。

是
は
此
度
し（

信

達

）

ん
た
つ
両
く
ん
こ（

郷

騒

）

ふ
そ
う
一
条
ニ
付
、

大（
大
名
御
堅
め
）

明
御
方
目
次
第
一
字
ニ
申
の
へ
候
。
糸
役
ば（

莫

大

）

ぐ
た
い
の
事
、

其
外
米
穀
諸
品
高
直
段
に
付
、
こ（

小
前
）

ま
い
の
者
な（

難

渋

）

ん
ち
う
に
お
よ

び
候
所
か（

金
原
田
）

な
は
た
の
八
郎
ト
申
物
、
な（

難
儀
）

ん
き
の
者
す
く
い
の
た

め
百
姓
と
も
引
つ
れ
、
せ
い
十
万
余
人
種
紙
の
は
た
さ
し
、
扨

御
陣
屋
御
門
の
内
其
外
惣
家
こ
わ
し
、
岡
部
村
文
右
衛
門
初
メ

保
原
、
や（

梁

川

）

な
川
、
ふ（

福

島

）

く
し
ま
、
月（

月
舘
）立

、
川（

川
俣
）又

家
こ
わ
し
、

霊（
霊
山
山
）

ぜ
ん
山
に
と
ち
こ
も
り
、
ふ
く
し
ま
み
あ
て
ニ
大
せ
い
ま
い

る
と
み
ゑ
し）

（1
（

。

　

こ
こ
で
は
信
達
騒
動
の
経
緯
が
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
桑
折
代
官
所
が
生
糸
に
対
し
て
莫
大
な
税
を
課
し
た
こ
と
、

ま
た
「
米
穀
諸
品
」
が
高
騰
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
小
前
百
姓
が
難
渋

す
る
事
態
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
八
郎
は
、
困
窮
者

救
済
の
た
め
陣
屋
を
は
じ
め
打
ち
こ
わ
し
に
及
ん
だ
の
だ
と
い
う
。

ま
た
、
こ
の
瓦
版
に
は
、
騒
動
の
際
に
現
れ
た
と
い
う
「
種
紙
の
は

た
」
が
模
写
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
は
「
金
原
田
村
世
直
し
八
郎
大

明
神
」
の
文
字
が
見
え
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
、「
世
直
し
大
明

神
」
と
し
て
の
八
郎
像
が
江
戸
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
自
身
に
向
け
ら
れ
た
〈
ま
な
ざ
し
〉
を

八
郎
は
い
か
に
捉
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
再
度
、
本
稿
の
冒
頭

で
見
た
「
深
御
勘
考
奉
希
上
候
事
」
の
記
述
を
確
認
し
よ
う
。

如
此
、
折
角
積
重
タ
ル
大
功
あ
る
故
、
今
度
の
騒
動
に
附
て

ハ
、
一
向
不
知
し
て
美
名
を
他
国
迄
顕
し
、
実
記
の
ご
と
く
、

諸
人
の
も
て
は
や
し
も
の
と
な
る
事
、
天
然
自
然
、
拙
が
信
心

天
地
に
通
る
処
な
り
。
然
ル
ニ
、
村
内
に
小
知
恵
有
も
の
ゝ
眼

よ
り
、
拙
を
見
る
と
き
ハ
、
八
郎
ハ
何
一
ツ
人
に
す
ぐ
れ
た
る

事
も
な
く
、
無
学
文
盲
に
し
て
身
持
ハ
放
埓
、
何
故
遠
国
他
国

に
て
賞
讃
す
べ
き
や
。
然
レ
ば
八
郎
め
が
自
分
ニ
元
入
し
て
、

触
を
廻
す
な
る
べ
し
と
邪
推
す
る
も
の
あ
り
。
又
、
平
常
八
郎

ハ
無
芸
無
能
な
り
と
見
掠
メ
て
も
、
理
非
問
答
に
至
テ
ハ
、
さ

ら
に
不
及
、
臍
の
下
に
て
密ヒ

ソ

にカ

ね
た
む
も
の
あ
り
。（
中
略
）
イ

ヤ
ハ
ヤ
、
あ
き
れ
た
る
世
の
人
心
に
御
座
候
。
尊
公
思
召
処
は
、

村
の
も
の
が
他
国
ま
で
美
名
を
知
ら
れ
た
る
嬉
し
さ
の
あ
ま
り

写
取
持
帰
て
、
八
郎
に
も
見
セ
て
悦
バ
セ
、
其
外
心
ざ
し
有
友

達
に
も
見
セ
て
悦
ば
せ
、
又
八
郎
血
筋
の
も
の
に
も
読
聞
セ
た

ら
ば
、
嘸
々
悦
ん
と
、
一
図
に
思
召
、
元
入
し
て
写
取
し
御
心

と
は
い
す
か
の
は
し
程
行
違
、
右
等
の
ケ
チ
を
つ
け
ら
れ
て
ハ
、

嘸
々
赤
面
ニ
も
思
召
し
、
又
拙
ニ
欺
れ
し
と
思
召
さ
バ
、
何
程

歟
拙
に
御
恨
も
可
被
為
有
事
ニ
相
心
得
、
下
拙
も
大
ニ
当
惑
之

至
り
ニ
候
。（
中
略
）

一　

右
騒
動
一
条
、
世
直
シ
八
老
大
明
神
と
号
、
上
方
辺
迄
読
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113　自己像／他者像としての菅野八郎

売
の
出
た
る
も
自
作
な
り
と
言
や
、
如
何
ニ
彼
の
実
記
の
美
名

と
、
読
売
の
美
名
と
を
く
ら
ぶ
る
と
き
ハ
、
実
記
の
美
名
至
て

少
し
。
又
身
の
為
と
不
為
と
を
言
と
き
ハ
、
読
売
と
実
記
、
何

れ
を
重
し
と
思
ひ
給
ふ
ぞ
。
読
売
の
方
、
身
の
為
至
而
あ
し
か

る
べ
し
。
此
理
を
以
も
、
御
疑
念
御
晴
し
被
下
度
候）

（2
（

。

　

こ
こ
で
の
記
述
か
ら
は
八
郎
が
二
つ
の
点
を
自
覚
し
て
い
た
こ
と

に
気
づ
か
さ
れ
る
。
一
つ
は
他
国
に
お
い
て
、
自
身
を
一
揆
の
頭
取

と
す
る
「
美
名
」
が
轟
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
史
料
の
後
半
で
は

「
世
直
シ
八
老
大
明
神
」
と
記
載
さ
れ
た
「
読
売
」
が
上
方
ま
で
流

布
し
て
い
る
と
言
及
し
て
お
り
、
先
に
見
た
瓦
版
と
同
様
の
情
報
を

八
郎
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、「
尊
公
」（
詳
細

不
明
）
が
「
村
の
も
の
が
他
国
ま
で
美
名
を
知
ら
れ
た
る
嬉
し
さ
の

あ
ま
り
」、
瓦
版
を
筆
写
し
た
も
の
を
八
郎
や
周
囲
に
見
せ
た
た
め

で
あ
る
。
そ
し
て
自
身
は
「
諸
人
の
も
て
は
や
し
も
の
」
と
な
っ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
「
信
心
天
地
に
通
」
っ
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
。

　

も
う
一
つ
は
、「
村
内
に
小
知
恵
有
も
の
ゝ
眼
」
か
ら
見
た
自
分

は
、
ま
る
で
評
価
に
値
し
な
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
八

郎
は
「
無
学
文
盲
」「
無
芸
無
能
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
理
非
問

答
」
で
は
敵
わ
な
い
た
め
八
郎
を
妬
む
も
の
が
村
内
に
存
在
し
て
い

た
。
そ
し
て
彼
ら
は
、「
遠
国
他
国
」
に
お
い
て
八
郎
が
「
賞
讃
」

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
疑
問
視
し
、
八
郎
自
身
が
『
信
達
騒
動
記
』
を

執
筆
し
流
布
さ
せ
た
の
だ
と
噂
を
流
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
は
、
水
村
が
指
摘
す
る
よ
う
に
遠
隔
地
に
お
い
て
八
郎

を
「
世
直
し
大
明
神
」
と
み
な
す
〈
ま
な
ざ
し
〉
と
、
村
内
に
お
い

て
八
郎
を
批
判
的
に
見
る
〈
ま
な
ざ
し
〉
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
し
て
八
郎
は
、
そ
う
し
た
相
反
す
る
二
つ
の
〈
ま
な
ざ

し
〉
の
存
在
を
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
文
章
に
は

も
う
一
つ
の
〈
ま
な
ざ
し
〉
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
八
郎
の
「
美

名
」
が
遠
国
ま
で
轟
い
て
い
る
こ
と
を
喜
ん
だ
「
尊
公
」
の
〈
ま
な

ざ
し
〉
で
あ
る
。『
信
達
騒
動
記
』
に
は
、
八
郎
に
近
し
い
人
物
が

執
筆
し
た
と
考
え
ら
れ
る
講
談
調
の
も
の
が
数
種
類
存
在
す
る
。
そ

こ
で
の
記
述
を
見
て
み
よ
う
。

〔
八
郎
は
〕
衆
人
の
頭
に
立
、
元
来
誠
信
強
猛
ニ
し
て
、
弱
き
を

助
ケ
強
き
を
制
す
る
心
深
し
か
は
、
諸
人
大
ニ
恐
敬
す
。（
中

略
）
子
年
出
嶋
御
免
ニ
相
成
帰
郷
、
人
別
入
も
相
叶
候
。
以
前

の
如
く
御
高
下
し
取
置
し
か
は
、
八
老
難
有
強
誠
以
前
ニ
十
倍

ま
し
て
勇
気
面
ニ
あ
ら
わ
れ
た
り
。
し
か
る
に
此
節
、
世
上
誠

ニ
騒
々
し
く
強
盗
押
借
所
々
流
行
し
て
、
百
姓
片
時
も
安
心
成

難
キ
深
く
歎
き
に
、
道
に
志
し
有
る
も
の
に
示
し
合
せ
て
誠
信

講
中
と
号
て
日
々
に
剣
術
を
稽
古
し
為
ニ
次
第
〳
〵
ニ
講
中
ふ

ゑ
て
悪
党
共
近
寄
事
不
能
故
、
勘
七
是
を
大
ニ
恨
ミ
憤
り
昼
夜

歯
か
ミ
し
て
月
日
を
送
り
し
か
、
勘
七
時
を
得
て
騒
動
起
り
、

誠
信
講
中
の
者
共
に
悪
名
を
付
テ
川
上
殿
を
欺
し
不
残
召
と
ら

ん
と
企
し
ニ
僅
二
三
人
召
捕
れ
り
。
八
老
其
難
を
遁
れ
て
地
頭
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え
名
乗
出
た
れ
は
非
道
の
拷
問
に
も
不
被
掛
、
其
上
智
謀
勇
才
、

万
人
に
評
せ
ら
れ
遠
国
他
国
ニ
名
を
あ
ら
わ
し
存
命
な
か
ら
ニ

し
て
、
仮
初
ニ
も
世
直
し
八
郎
大
明
神
と
唱
ら
る
ゝ
ハ
百
姓
身

分
ニ
餘
る
古
今
珍
ら
し
き
手
か
ら
な
る
べ
し
と
そ）

（3
（

。

　

八
丈
島
か
ら
帰
郷
し
た
八
郎
は
、「
強
盗
押
借
」
が
蔓
延
す
る
地

域
社
会
を
憂
い
て
誠
信
講
な
る
自
衛
組
織
を
つ
く
っ
た
。
そ
れ
を
悪

党
の
勘
七
が
恨
み
、
桑
折
代
官
・
川
上
猪
太
郎
を
欺
い
て
八
郎
が
頭

取
で
あ
る
と
吹
聴
し
た
の
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
明
確
に
八
郎
頭

取
説
を
否
定
す
る
一
方
、
存
命
な
が
ら
「
世
直
し
八
郎
大
明
神
」
と

さ
れ
た
の
は
「
百
姓
身
分
ニ
餘
る
古
今
珍
し
き
手
か
ら
」
で
あ
る
と

す
る
。
つ
ま
り
、
八
郎
頭
取
説
を
否
定
し
つ
つ
、
八
郎
が
「
世
直
し

大
明
神
」
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
を
歓
迎
す
る
第
三
の
〈
ま
な
ざ
し
〉

が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
〈
ま
な
ざ
し
〉
は
明
治

期
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
く
。
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
、
福
島

新
聞
の
記
者
で
あ
っ
た
佐
久
間
遊
鶴
の
編
集
に
よ
っ
て
『
信
達
騒
動

実
記
』
が
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
「
は
し
が
き
」
に
は
次
の
よ
う
な
記

述
が
見
ら
れ
る
。

水み
づ

の
や
の
主あ

る

じ
〔
佐
久
間
遊
鶴
〕
一
書し

よ

を
携た

つ

へさ

来き
た

り
て
之こ

れ

が
は
し

が
き
を
需も

と

む
。
取と

つ

て
披ひ

ら

き
見み

る
に
、
過す

ぎ

つ
る
慶け

い

応お
う

年ね
ん

度ど

に
起お

こ

り

し
進し

ん

達た
つ

両れ
う

郡ぐ
ん

に
係か

ゝ

る
百ひ

や

姓く
せ

一う
い

揆つ
き

と
義ぎ

民み
ん

金か
な

原は
ら

田だ

八は
ち

郎ら
う

一い
つ

家か

の
転て

ん

末ま
つ

を
記し

る
し
て
餘あ

ま
す
所と

こ

なろ

し
。
余よ

曰い
は

く
成な

る

程ほ
ど

是こ
れ

ハ
面お

も

白し
ろ

い
。

併し
か

し
近き

ん

来ら
い

大お
ほ

流り
う

行か
う

な
る
稗は

ひ

史し

小せ
う

説せ
つ

の
類る

い

、
大お

ほ

安や
す

売う

り
の
世よ

の
中な

か

に
果は

た

し
て
多お

ほ

く
愛あ

ひ

読ど
く

者し
や

を
得う

べ
き
や
如い

何か

に
。
水み

づ

の
や
口く

ち

を
尖と

が
ら
し
て
曰い

は

く
、
抑そ

も

もそ

此こ
の

書し
よ

た
る
子し

の
、
所い

は

謂ゆ
る

稗は
ひ

史し

小せ
う

説せ
つ

と
異こ

と

な
り
、
其そ

の

事こ
と

や
世よ

の
普あ

ま

くね

知し

る
所と

こ

、ろ

其そ
の

人ひ
と

や
今い

ま

猶な

ほ
生せ

い

存そ
ん

す
。

毫が
う

も
彼か

の
空く

う

に
架か

し
雲く

も

を
摑つ

か

む
が
如ご

と

き
虚き

よ

伝で
ん

妄ぼ
う

説せ
つ

と
同ど

う

一い
ち

視し

す

べ
か
ら
ず
云う

ん

々〳
〵

。）
（（
（

　

こ
の
書
物
は
、
先
に
見
た
『
信
達
両
郡
騒
動
実
記
』
の
系
統
を
元

に
遊
鶴
が
手
を
加
え
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
「
稗
史
小

説
」
は
当
時
多
数
刊
行
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
こ
の
書
は
世
間
に
広
く

知
ら
れ
た
信
達
騒
動
を
主
題
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
八
郎
が
存

命
な
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
「
虚
伝
妄
説
」
と
は
一
線
を
画
し
て
い

る
と
遊
鶴
は
い
う
。
内
容
に
信
憑
性
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
う
し
た
主
張
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
同
書
に
は
遊
鶴
の
依

頼
に
応
え
八
郎
自
身
が
序
文
を
寄
せ
て
い
る
。
当
然
、
本
文
の
記
述

内
容
に
関
し
て
も
八
郎
が
目
を
通
し
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
八

郎
は
、
自
身
が
「
世
直
し
大
明
神
」「
義
民
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
認
識
し
、
そ
れ
を
肯
定
的
に
受
容
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
書
物
に
は
附
と
し
て
「
金
原
田
八
郎
一
家
の
顚
末
」
に
言
及
が

な
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
引
用
し
た
の
は
、
八
郎
が
安
政
の
大
獄
で

遠
島
を
言
い
渡
さ
れ
、
出
帆
の
日
を
待
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

　
　

第だ
い

八
回く

わ
い

　

義ぎ

士し

十
九
人
伊い

豆づ

各か
く

島と
う

に
送お

く

ら
る

遠ゑ
ん

島と
う

申も
ふ

し
渡わ

た

さ
れ
し
八
郎
は
船ふ

ね

の
出し

ゅ

帆つ
ぱ

まん

で
と
入に

ふ

牢ろ
う

申も
ふ

し
付
け

ら
れ
て
如い

何か

な
る
難な

ん

儀ぎ

に
逢あ

ふ
こ
と
か
と
我わ

が

身み

の
行ゆ

く

末す
へ

打う

ち
か
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115　自己像／他者像としての菅野八郎

こ
ち
安や

す

き
心こ

ゝ

もろ

な
か
り
し
が
、
又ま

た

賤い
や

し
き
身み

分ぶ
ん

の
百ひ

や

姓く
せ

にう

て
名な

あ
る
貴た

つ

きと

人ひ
と

々〳
〵

と
同お

な

じ
罪ざ

い

科く
わ

に
陥お

ち

りゐ

し
は
憂う

き
が
中な

か

に
も
後の

ち

の

世よ

の
誉ほ

ま

れ
と
窃ひ

そ

か
に
悦よ

ろ

びこ

て
、
あ
じ
き
な
き
日ひ

を
送お

く

り
け
る）

（5
（

。

　

こ
こ
で
八
郎
は
、「
賤
し
き
身
分
の
百
姓
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

公
家
や
大
名
と
い
っ
た
人
々
と
同
様
の
罪
科
と
な
っ
た
こ
と
を
、
内

心
で
は
「
後
の
世
の
誉
れ
」
と
喜
ん
で
い
る
「
義
士
」
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
先
に
見
た
、
八
郎
自
身
が
安
政
の
大
獄
を
回
想

し
た
記
述
と
同
様
の
認
識
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。「
賤

し
き
身
分
の
百
姓
」
な
が
ら
国
事
に
関
連
す
る
こ
と
を
「
誉
れ
」
と

す
る
意
識
は
、
八
郎
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、
同
時
代
の
人
々
に
も

共
有
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
同
時
代
の
人
々
が
八
郎
に
向
け
た
〈
ま
な
ざ
し
〉

は
三
種
類
存
在
し
た
。
そ
し
て
八
郎
自
身
は
頭
取
説
を
否
定
し
な
が

ら
も
、
自
身
が
「
世
直
し
大
明
神
」
で
あ
る
と
い
う
「
美
名
」
を
博

す
る
こ
と
は
拒
ま
な
か
っ
た
。
自
身
に
向
け
ら
れ
た
批
判
的
な
〈
ま

な
ざ
し
〉
に
よ
っ
て
「
無
学
文
盲
」
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
し
つ
つ

も
、
一
方
で
「
美
名
」
が
広
く
流
布
し
た
こ
と
に
対
し
て
「
自
ま

ん
」
意
識
を
抱
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
贅
言
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
八

郎
の
態
度
に
よ
っ
て
「
世
直
し
大
明
神
」「
義
民
」
と
し
て
の
八
郎

像
が
固
定
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
、
の
ち
に
世
直
し
思
想
を
有
し
た

変
革
主
体
と
い
う
実
態
か
ら
乖
離
し
た
文
脈
で
彼
が
研
究
史
上
に
現

れ
る
下
地
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
の
分
析
か
ら
は
、
八
郎
が
様
々
な
他
者
と
の
関
係
性
の
な
か

で
他
者
の
〈
ま
な
ざ
し
〉

─
誰
か
の
目
に
映
る
他
者
像
と
し
て
の

菅
野
八
郎
像

─
を
自
覚
し
反
映
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
位
相

を
認
識
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
安
政
の
大
獄
に
よ
っ
て
自
覚

し
た
百
姓
と
い
う
身
分
意
識
は
政
治
関
与
の
桎
梏
と
な
る
一
方
で
、

そ
う
し
た
身
分
に
も
か
か
わ
ら
ず
国
事
に
関
与
し
た
自
身
を
「
遖
冥

加
に
叶
」「
誉
れ
」
と
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
時
に
百
姓

な
が
ら
国
事
に
関
与
し
「
世
直
し
大
明
神
」
と
み
な
さ
れ
た
八
郎
を

「
誉
れ
」
と
す
る
認
識
は
、
同
時
代
の
人
々
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
。

そ
し
て
、〈
ま
な
ざ
し
〉
に
基
づ
く
八
郎
の
主
体
形
成
の
背
景
に
は
、

自
ら
が
「
無
学
悪
筆
」
で
「
文
盲
」
な
百
姓
で
あ
る
と
い
う
強
烈
な

「
愚
」
意
識
が
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
は
羞
恥
心
と
劣
等
感
ゆ
え
に
、

他
者
の
〈
ま
な
ざ
し
〉
に
敏
感
に
反
応
し
、
他
者
か
ら
受
け
た
「
美

名
」
を
「
自
ま
ん
」
と
す
る
こ
と
で
自
尊
心
を
満
た
さ
ず
に
は
い
ら

れ
な
か
っ
た
、
一
人
の
人
間
の
心
性
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
う
し
た
他
者
の
〈
ま
な
ざ
し
〉
に
基
づ
く
主
体
形
成
は
、
八
郎

の
個
性
を
超
え
て
い
か
な
る
歴
史
的
文
脈
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ

う
か
。
本
稿
の
課
題
を
大
き
く
超
え
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ

た
り
民
衆
思
想
を
読
み
解
く
一
つ
の
視
点
た
り
う
る
と
指
摘
し
て
お
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き
た
い
。
例
え
ば
林
八
右
衛
門
（
一
七
六
七
・
明
和
四
～
一
八
三
〇
・
文

政
一
三
）
は
、
上
野
国
東
善
養
寺
村
名
主
の
立
場
か
ら
小
前
百
姓
ら

の
越
訴
を
中
止
さ
せ
る
べ
く
尽
力
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
頭
取
と

し
て
処
罰
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
彼
が
牢
内
か
ら
親
族
に
向
け
て
執

筆
し
た
『
勧
農
教
訓
録
』（
一
八
二
六
・
文
政
九
年
）
に
は
、「
我
器
量

に
て
七
ケ
村
此
度
の
騒
動
の
頭
取
と
て
永
入
牢
と
也

（
マ
マ
）し

事
上
の
御
影

（
マ
マ
）、

身
分
不
相
応
の
名
を
弘
め
し
事
我
身
に
取
て
は
有
が
た
く
大
慶
に
思

ふ
な
り）

（（
（

」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
表
出
し
て
い
る
自
身

の
「
器
量
」
と
「
身
分
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
名
」
が
広
ま
っ
た
こ

と
を
「
大
慶
に
思
ふ
」
意
識
は
八
郎
と
相
通
じ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

加
え
て
八
郎
が
生
き
た
幕
末
維
新
期
は
、
よ
り
一
層
、
人
々
が

様
々
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機

─
仁
政
の
行
詰
り
、
異
国
の

接
近
、
西
洋
知
識
の
流
入

─
に
さ
ら
さ
れ
、
既
存
の
秩
序
と
価
値

観
が
揺
ら
い
だ
時
代
で
あ
る
。
八
郎
か
ら
窺
え
た
他
者
の
〈
ま
な
ざ

し
〉
に
基
づ
く
主
体
形
成
は
、
民
衆
思
想
の
水
脈
に
連
な
り
つ
つ
、

そ
う
し
た
時
代
性
を
反
映
し
た
民
衆
の
主
体
形
成
の
一
つ
の
か
た
ち

で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

注
（
1
）�

若
尾
政
希
「
歴
史
と
主
体
形
成
―
書
物
・
出
版
と
近
世
日
本
の

社
会
変
容
―
」（『
書
物
・
出
版
と
社
会
変
容
』
二
号
、
二
〇
〇
七

年
）
二
頁
。

（
2
）�

こ
う
し
た
研
究
の
嚆
矢
と
し
て
、
安
丸
良
夫
『
日
本
の
近
代
化

と
民
衆
思
想
』（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
九
年
。
初
版
一

九
七
四
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
3
）�

若
尾
政
希
「
幕
藩
制
の
確
立
と
民
衆
の
政
治
意
識
」（『「
太
平

記
読
み
」
の
時
代
―
近
世
政
治
思
想
史
の
構
想
―
』
平
凡
社
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
、
二
〇
一
二
年
。
初
版
一
九
九
九
年
）。

（
（
）�

横
田
冬
彦
「『
徒
然
草
』
は
江
戸
文
学
か
?
―
書
物
史
に
お
け

る
読
者
の
立
場
―
」（『
日
本
近
世
書
物
文
化
史
の
研
究
』
岩
波
書

店
、
二
〇
一
八
年
。
初
出
二
〇
〇
〇
年
）。

（
5
）�

宇
野
田
尚
哉
「
河
内
屋
可
正
旧
記
の
思
想
的
典
拠
」（
澤
博

勝
・
高
埜
利
彦
編
『
近
世
の
宗
教
と
社
会
三
民
衆
の
〈
知
〉
と
宗

教
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
（
）�

こ
う
し
た
『
河
内
屋
可
正
旧
記
』
を
め
ぐ
る
研
究
動
向
は
、
山

中
浩
之
「『
河
内
屋
可
正
旧
記
』
の
現
在
」（『
日
本
史
研
究
』
六
七

〇
号
、
二
〇
一
八
年
）
参
照
。

（
（
）�

一
方
で
社
会
学
の
分
野
に
お
い
て
は
、
Ｃ
・
Ｈ
・
ク
ー
リ
ー
の

「
鏡
に
映
っ
た
自
我
」
論
（Cooley,�C.�H

.,�H
um

an N
ature and 

the Social O
rder,�Charles�Scribner’s�Sons,�1（02

）
を
は
じ
め
、

他
者
の
認
識
や
評
価
に
よ
っ
て
社
会
的
に
形
成
さ
れ
る
自
我
に
つ
い

て
の
研
究
蓄
積
が
存
在
す
る
（
船
津
衛
『
自
我
の
社
会
理
論
』
恒
星

社
厚
生
閣
、
一
九
八
三
年
等
参
照
）。
も
っ
と
も
こ
れ
ら
の
研
究
は

近
代
社
会
を
射
程
範
囲
に
し
て
い
る
点
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
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117　自己像／他者像としての菅野八郎

（
（
）�

菅
野
八
郎
が
は
じ
め
て
研
究
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
た
の
は
庄
司

吉
之
助
「
郷
土
人
物
誌
（
一
）」（『
岩
磐
史
談
』
第
一
巻
二
号
、
一

九
三
五
年
）
で
あ
る
。
そ
の
後
の
庄
司
の
成
果
と
し
て
は
同
「
菅
野

八
郎
」（
庄
司
吉
之
助
・
林
基
・
安
丸
良
夫
校
注
『
民
衆
運
動
の
思

想
』
日
本
思
想
大
系
五
八
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
）、
同
「
菅

野
八
郎
の
思
想
」（『
近
世
民
衆
思
想
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
一
九
七

九
年
）
等
参
照
。

（
（
）�

信
達
騒
動
を
め
ぐ
り
作
成
さ
れ
た
百
姓
一
揆
物
語
に
つ
い
て
、

水
村
暁
人
は
、
表
現
・
内
容
に
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
を
『
信

達
騒
動
記
』
と
表
記
し
分
析
し
て
お
り
（
水
村
暁
人
「
菅
野
八
郎
頭

取
説
に
関
す
る
一
考
察
―
『
信
達
騒
動
記
』
を
て
が
か
り
に
―
」、

須
田
努
編
『
逸
脱
す
る
百
姓
―
菅
野
八
郎
か
ら
み
る
一
九
世
紀
の
社

会
―
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）、
本
稿
で
の
表
記
も
特
に
断

ら
な
い
限
り
こ
れ
に
従
う
。

（
10
）�

「
深
御
勘
考
奉
希
上
候
事
」（『
闇
之
夜
汁�

全
』
福
島
県
歴
史
資

料
館
、
菅
野
隆
雄
家
文
書
七
）。

（
11
）�

早
田
旅
人
「
幕
末
期
百
姓
の
自
意
識
と
家
・
身
分
意
識
―
菅
野

八
郎
の
「
自
満
」
と
行
動
・
自
己
形
成
―
」（
須
田
編
『
逸
脱
す
る

百
姓
』）。

（
12
）�

『
菅
野
実
記�

第
一
』（
福
島
県
歴
史
資
料
館
、
庄
司
家
寄
託
文

書
一
―
二
四
六
四
）。

（
13
）�

水
林
彪
は
、「
イ
エ
」
が
創
始
者
（
初
代
）
か
ら
つ
づ
く
一
系

的
な
先
祖
・
子
孫
志
向
的
な
出
自
集
団
の
中
に
、
自
己
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
見
出
す
は
た
ら
き
を
有
し
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る

（『
日
本
通
史
Ⅱ�

近
世�

封
建
制
の
再
編
と
日
本
的
社
会
の
確
立
』
山

川
出
版
社
、
一
九
八
七
年
、
二
二
～
二
三
頁
）。

（
1（
）�

久
留
島
浩
「
村
が
「
由
緒
」
を
語
る
と
き
―
「
村
の
由
緒
」
に

つ
い
て
の
研
究
ノ
ー
ト
―
」（
久
留
島
浩
・
吉
田
伸
之
編
『
近
世
の

社
会
集
団
―
由
緒
と
言
説
―
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
三
二

頁
、
井
上
攻
「
由
緒
書
と
村
社
会
」（
落
合
延
孝
編
『
維
新
変
革
と

民
衆
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
一
七
～
二
一
八
頁
等
参
照
。

（
15
）�

拙
稿
「
幕
末
維
新
期
の
民
衆
に
お
け
る
世
界
観
と
自
他
認
識
の

変
容
―
菅
野
八
郎
に
お
け
る
「
異
国
」「
異
人
」
認
識
―
」（『
日
本

思
想
史
学
』
五
〇
号
、
二
〇
一
八
年
）
参
照
。

（
1（
）�

『
あ
め
の
夜
の
夢
咄
し
』（
福
島
県
歴
史
資
料
館
、
菅
野
隆
雄
家

文
書
一
）。

（
1（
）�

「
菅
野
氏
先
祖
よ
り
申
伝
幷
ニ
八
郎
遺
言
」（『
八
郎
死
後
之
為

心
得
ト
置
条
之
事�

七
巻
之
内
一
』
福
島
県
歴
史
資
料
館
、
菅
野
隆

雄
家
文
書
二
）。

（
1（
）�

拙
稿
「
幕
末
期
民
衆
に
お
け
る
「
家
」・「
個
人
」
意
識
と
超
越

観
念
―
菅
野
八
郎
の
士
分
化
運
動
を
事
例
と
し
て
―
」（『
日
本
思
想

史
研
究
』
四
八
号
、
二
〇
一
六
年
）
参
照
。

（
1（
）�

注（
1（
）に
同
じ
。

（
20
）�
太
宰
清
右
衛
門
（
一
八
二
八
・
文
政
一
一
～
一
八
六
四
・
元
治

元
）。
伊
達
郡
保
原
の
真
綿
絹
糸
の
仲
買
卸
商
・
淀
屋
を
営
む
豪
商

の
太
宰
家
に
生
ま
れ
る
。
長
じ
て
同
家
が
江
戸
日
本
橋
に
所
持
し
て
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い
た
出
店
の
責
任
者
と
し
て
江
戸
に
上
り
、
玄
武
館
で
の
志
士
と
の

交
流
な
ど
か
ら
水
戸
藩
に
接
近
。
金
五
〇
〇
両
を
献
金
し
、
水
戸

藩
二
五
石
の
郷
士
格
と
な
っ
た
。
桜
田
門
外
の
変
に
関
与
し
、
一
八

六
四
（
元
治
元
）
年
に
天
狗
党
の
乱
へ
参
加
。
幕
府
軍
へ
の
降
伏
に

反
対
し
潜
行
す
る
も
最
後
は
宍
倉
の
杲
泰
寺
で
自
刃
し
た
。
死

後
、
一
八
六
八
（
明
治
元
）
年
に
水
戸
藩
郷
士
の
家
格
を
差
し
戻
さ

れ
、
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
に
は
水
戸
藩
志
士
と
し
て
靖
国
神

社
に
合
祀
さ
れ
た
（「
太
宰
清
右
衛
門
」、『
出
島
村
史�

続
編
』
一
九

七
八
年
）。

（
21
）�

『
判
段
夢
ノ
真
暗�

巻
ノ
上�
三
冊
之
内
』（
福
島
県
歴
史
資
料
館
、

菅
野
隆
雄
家
文
書
四
）。

（
22
）�

注（
1（
）参
照
。

（
23
）�

注（
21
）に
同
じ
。

（
2（
）�

注（
11
）早
田
論
文
、
八
二
～
八
四
頁
。

（
25
）�

「
久
保
清
太
郎
・
久
坂
玄
瑞
宛�

安
政
六
年
八
月
十
三
日
書
簡
」

（
広
瀬
豊
編
『
吉
田
松
陰
書
簡
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
七
年
）
二

三
一
頁
。
な
お
同
史
料
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
須
田
努
「
菅

野
八
郎
の
ク
ロ
ッ
キ
ー
」（
須
田
編
『
逸
脱
す
る
百
姓
』）
に
お
い
て

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
2（
）�

注（
21
）に
同
じ
。

（
2（
）�

『「
地
獄
物
語
」
の
世
界
―
江
戸
時
代
の
法
と
刑
罰
―�

図
録
ガ

イ
ド
』（
名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
2（
）�

『
地
獄
物
語
』（『「
地
獄
物
語
」
の
世
界
』
所
収
）。
名
古
屋
大

学
附
属
図
書
館
所
蔵
の
自
筆
写
本
を
底
本
と
し
て
い
る
。

（
2（
）�

菅
野
八
郎
・
安
田
次
郎
『
八
丈
島
物
語�

五
巻
ノ
内
一
』（
郷
土

文
献
刊
行
会
、
一
九
三
四
年
）。
八
郎
が
一
八
六
三
（
文
久
三
）
年

に
執
筆
し
た
も
の
を
翻
刻
・
編
集
し
た
も
の
。

（
30
）�

『
蚕
飼
伝
法
記
』（
近
藤
富
蔵
『
八
丈
実
記�

第
一
巻
』
緑
地

社
、
一
九
六
四
年
）
四
八
二
～
四
八
七
頁
。

（
31
）�

こ
の
解
釈
は
、
杉
仁
「
逸
脱
す
る
庶
民
文
人
―
菅
野
八
郎
の
建

碑
と
蚕
書
と
俳
諧
に
み
る
一
九
世
紀
―
」（
須
田
編
『
逸
脱
す
る
百

姓
』）
に
拠
っ
て
い
る
。

（
32
）�

八
郎
の
著
作
に
お
け
る
「
自
ま
ん
」
と
「
愚
」
と
い
う
表
現
に

関
し
て
は
、
佐
野
智
規
「
鈍
愚
の
潜
勢
力
―
八
郎
の
テ
ク
ス
ト
に
お

け
る
さ
ま
ざ
ま
な
力
―
」（
須
田
編
『
逸
脱
す
る
百
姓
』）
も
言
及
し

て
い
る
。
だ
が
佐
野
自
身
が
述
べ
る
よ
う
に
（
一
八
四
頁
）、
同
稿

は
八
郎
の
「
意
識
」
や
「
思
想
」、
そ
れ
ら
を
誘
引
し
た
「
歴
史
的

社
会
的
状
況
」
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
は
な
く
、
本
稿
は
む
し
ろ

そ
の
点
に
着
目
す
る
。

（
33
）�

『〔
八
郎
十
ヵ
条
〕』（
福
島
県
歴
史
資
料
館
、
菅
野
隆
雄
家
文
書

五
）。

（
3（
）�

同
前
。

（
35
）�

紙
幅
の
関
係
で
本
稿
で
は
言
及
で
き
な
い
が
、
一
八
八
二
（
明

治
一
五
）
年
の
著
作
『
真
造
辨�

八
老
信
演
』（
伊
達
市
保
原
歴
史
文

化
資
料
館
蔵
）
で
も
「
文
筆
ノ
拙
キ
ヲ
恥
ツ
ル
」
意
識
を
窺
う
こ
と

が
で
き
る
。
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119　自己像／他者像としての菅野八郎

（
3（
）�

「
深
夜
睦
言
」（『
闇
之
夜
汁�

全
』
福
島
県
歴
史
資
料
館
、
菅
野

隆
雄
家
文
書
七
）。

（
3（
）�
八
郎
は
一
八
六
二
（
文
久
二
）
年
に
、
桜
田
門
外
の
変
を
魚
の

争
い
に
風
刺
し
た
「
判
断
夢
之
真
暗�

二
段
目
」（『〔
金
原
田
八
郎
遠

島
中
書
記
し
の
綴
〕』
福
島
県
歴
史
資
料
館
、
庄
司
家
寄
託
文
書
一

―
二
四
六
九
）
を
執
筆
す
る
が
、
こ
れ
は
夢
に
見
た
「
大
坂
新
下
り

の
義
太
夫
」
を
書
き
写
し
た
も
の
だ
と
さ
れ
る
。

（
3（
）�

「
八
老
独
年
代
記�
巻
之
中
」（『
闇
之
夜
汁�

全
』
福
島
県
歴
史

資
料
館
、
菅
野
隆
雄
家
文
書
七
）。

（
3（
）�

こ
う
し
た
平
等
意
識
の
形
成
に
は
、
八
丈
島
で
接
し
た
烏
伝
神

道
の
天
人
唯
一
思
想
の
影
響
も
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
拙
稿
「
明
治
初
期
民
衆
に
お
け
る
天
文
観
と
天
人
唯
一

思
想
―
菅
野
八
郎
『
真
造
辨�

八
老
信
演
』
に
つ
い
て
―
」（『
年
報

日
本
思
想
史
』
一
八
号
、
二
〇
一
九
年
）
参
照
。

（
（0
）�

注（
（
）水
村
論
文
。

（
（1
）�

「
慶
応
二
年
世
直
し
一
揆
瓦
版
〔
写
真
〕」（
福
島
県
歴
史
資
料

館
、
庄
司
家
寄
託
文
書
一
―
二
四
七
五
）。
な
お
、『
民
衆
運
動
の
思

想
』
に
は
同
史
料
の
翻
刻
な
ら
び
に
解
説
が
所
収
さ
れ
て
い
る
（
三

八
四
頁
）。

（
（2
）�

注（
10
）に
同
じ
。

（
（3
）�

『
信
達
両
郡
騒
動
実
記�

巻
の
壱
』（
福
島
県
歴
史
資
料
館
、
庄

司
家
寄
託
文
書
一
―
二
四
七
九
）。
同
史
料
末
尾
に
は
明
治
三
年
正

月
二
八
日
に
金
原
田
村
か
ら
拝
借
し
て
書
き
写
し
た
旨
が
記
さ
れ
て

い
る
。
福
島
県
歴
史
資
料
館
が
所
蔵
す
る
同
系
統
の
『
信
達
騒
動

記
』
の
成
立
時
期
か
ら
類
推
す
る
と
、
同
史
料
は
一
八
六
六
（
慶

応
二
）
年
六
月
か
ら
翌
一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
五
月
の
間
に
成
立

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（（
）�

佐
久
間
遊
鶴
編
『
信
達
騒
動
実
記
』（
一
八
八
七
年
）。
底
本
に

は
架
蔵
本
を
用
い
た
。

（
（5
）�

同
前
。

（
（（
）�

『
勧
農
教
訓
録
』（
森
嘉
兵
衛
・
原
田
伴
彦
・
青
木
虹
二
編
『
日

本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
六
巻
、
三
一
書
房
、
一
九
六
八
年
）
四

三
九
頁
。

�

（
一
橋
大
学
大
学
院
）
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