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大
岡
忠
相突

然
寺
社
奉
行
に

三
十
六

175

享
保
改
革
の
広
告
塔

い
ま
、
江
戸
城
内
で
標
的
に
さ
れ
て
い

る
の
は
、
老
中
筆
頭
（
総
理
大
臣
）
兼
勝

手
掛
（
財
務
大
臣
）
の
水
野
忠
之
と
、
江

戸
町
奉
行
の
大
岡
忠
相
だ
。
と
も
に
、
将

軍
徳
川
吉
宗
の
信
頼
を
得
、
ほ
と
ん
ど
幕

政
を
牛
耳
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
て
い
る
の

で
、
当
然
反
感
と
嫉
妬
と
憎
悪
の
念
が
渦

巻
く
の
は
ム
リ
も
な
い
。

い
ま
ま
で
は
そ
う
い
う
悪
い
感
情
を
、

吉
宗
が
む
し
ろ
前
面
に
出
て
防
壁
と
な
っ

て
は
ね
返
し
て
き
た
。
し
か
し
な
ぜ
か
最

近
の
吉
宗
は
、
そ
の
手
を
緩
め
た
。
そ
の

た
め
に
、
壁
の
一
角
が
崩
れ
そ
の
崩
れ
た

穴
か
ら
い
っ
せ
い
に
不
満
の
念
が
突
入
し

て
き
た
。

そ
の
先
頭
に
立
っ
て
い
る
の
が
老
中
の

松
平
乗
邑
（
の
り
さ
と
）
と
江
戸
町
奉
行

の
稲
生
正
武
で
あ
る
。
稲
生
は
最
近
、
前

任
の
諏
訪
頼
篤
と
交
代
し
た
ば
か
り
だ
っ

た
が
、
長
年
江
戸
町
奉
行
を
や
っ
て
き
た

よ
う
な
大
き
い
顔
を
し
て
い
る
。
そ
の
背

後
に
松
平
乗
邑
が
い
る
か
ら
だ
。

つ
ま
り
、

「
虎
の
威
を
借
る
狐
」

な
の
で
あ
る
。

大
岡
も
バ
カ
で
は
な
い
。
江
戸
町
奉
行

を
つ
と
め
る
以
上
、
民
心
の
変
化
を
よ
く

捉
え
る
感
覚
を
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
江
戸
城
内
の
空
気
の
変
化
に
対
し
て

も
敏
感
だ
っ
た
。
伊
勢
山
田
奉
行
か
ら
江

戸
町
奉
行
に
抜
擢
さ
れ
た
の
は
、
も
ち
ろ

ん
山
田
奉
行
当
時
の
実
績
が
も
の
を
い
っ

た
こ
と
も
確
か
だ
が
、
大
岡
は
も
う
一
面

で
別
な
捉
え
方
を
し
て
い
た
。
現
代
の
言

葉
を
使
え
ば
吉
宗
は
大
岡
忠
相
と
い
う
人

間
を
、

「
自
分
の
展
開
す
る
改
革
の
広
告
塔
に
し

た
い
」

と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
と
み
て
い
る
。

事
前
に
大
岡
山
田
奉
行
の
実
績
を
細
か
く

調
べ
、
将
軍
に
な
っ
た
と
き
に
、

「
自
分
の
お
こ
な
う
改
革
が
、
よ
り
天
下

に
宣
伝
さ
れ
る
よ
う
な
広
告
マ
ン
が
い
る
。

適
任
者
は
大
岡
だ
」

と
考
え
た
。

吉
宗
は
将
軍
に
な
る
前
に
紀
伊
（
現
在

の
和
歌
山
県
と
三
重
県
）
藩
主
だ
っ
た
。

徳
川
御
三
家
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
大
岡
が
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「
あ
の
判
決
は
不
当
だ
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
だ
け
松
阪

の
住
民
た
ち
は
思
い
あ
が
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
大
岡
は
ピ
シ
ャ
ッ
と
水
を

か
け
た
。
当
然
、
松
阪
の
住
民
た
ち
か
ら

紀
伊
藩
庁
へ
訴
え
が
い
く
。
藩
庁
で
は
こ

れ
を
藩
主
の
吉
宗
に
告
げ
る
。
し
か
し
吉

宗
は
相
手
に
し
な
い
。
笑
っ
て
、

「
そ
れ
は
山
田
奉
行
の
ほ
う
が
正
し
い
」

と
退
け
る
。
し
か
し
吉
宗
は
、

「
紀
伊
藩
に
楯
突
い
て
、
そ
ん
な
判
決
を

下
す
山
田
奉
行
は
い
っ
た
い
な
ん
と
い
う

管
理
す
る
山
田
地
域
の
隣
に
松
阪
と
い
う

地
域
が
あ
る
。
こ
れ
は
紀
伊
藩
の
飛
地
だ

っ
た
。
御
三
家
の
統
轄
す
る
地
域
な
の
で
、

住
民
た
ち
の
鼻
息
も
荒
い
。
そ
の
た
め
い

ま
ま
で
の
山
田
奉
行
は
、
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
紀
伊
藩
に
遠
慮
を
し
て
裁
判
な
ど
も

地
元
に
と
っ
て
不
利
な
判
決
を
し
ば
し
ば

下
し
た
。
と
こ
ろ
が
大
岡
は
そ
ん
な
こ
と

は
し
な
い
。
公
平
に
判
決
を
下
し
た
。
い

ま
ま
で
の
判
決
が
や
や
不
公
平
だ
か
ら
、

公
平
に
す
る
と
不
公
平
に
慣
れ
た
連
中
か

ら
み
る
と
、

や
つ
な
の
だ
」

と
ひ
そ
か
に
大
岡
を
調
べ
る
。
公
平
を

重
ん
ず
る
吉
宗
は
調
査
結
果
を
き
い
て
大

岡
の
人
柄
を
知
り
、
大
い
に
気
に
入
っ
た
。

（
で
き
れ
ば
、
す
ぐ
紀
伊
藩
に
迎
え
た
い

が
そ
う
も
な
る
ま
い
。
も
し
他
日
、
自
分

が
青
雲
の
志
を
遂
げ
る
こ
と
、〔
将
軍
に
な

る
こ
と
〕
が
あ
れ
ば
、
そ
の
と
き
は
ぜ
ひ

仕
事
を
助
け
て
も
ら
お
う
）

と
思
っ
た
。
調
べ
た
結
果
大
岡
は
実
に

誠
実
な
人
間
で
実
直
そ
の
も
の
だ
。
が
、

得
て
し
て
誠
実
で
実
直
な
人
間
は
知
力
に

欠
け
る
場
合
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
大
岡
は

違
う
。
ま
た
ユ
ー
モ
ア
も
あ
る
ら
し
い
。

い
い
加
減
な
こ
と
を
い
っ
て
民
を
騙
し
た

り
ハ
ッ
タ
リ
を
告
げ
る
よ
う
な
こ
と
は
絶

対
に
し
な
い
。
頭
が
よ
く
て
誠
実
と
い
う

こ
と
は
吉
宗
の
求
め
る
、

「
民
を
守
る
護
民
官
像
」

に
ピ
ッ
タ
リ
適
合
す
る
。

そ
し
て
吉
宗
に
〝
青
雲
の
志
〞
を
実
現

す
る
機
会
が
や
っ
て
き
た
。
巡
り
め
ぐ
っ

て
か
れ
は
八
代
将
軍
に
就
任
し
た
。
す
で

に
、
自
分
な
り
の
政
治
を
め
ざ
す
吉
宗
は

そ
の
政
策
の
数
々
を
紀
伊
藩
で
実
験
ず
み

だ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
紀
伊
藩
で
実
験
し
民
か

ら
善
政
だ
と
よ
ろ
こ
ば
れ
た
政
策
を
数
多

く
引
っ
下
げ
て
江
戸
城
に
入
っ
て
い
っ
た
。
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吉
宗
は
、

「
こ
れ
ら
の
政
策
を
膝
元
の
首
都
で
あ
る

江
戸
で
実
験
し
よ
う
」

と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、

「
そ
の
実
験
者
は
大
岡
で
あ
る
」

と
、
は
じ
め
か
ら
江
戸
町
奉
行
更
迭
の

人
事
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
企
て
は
見
事
に
的
中
し
た
。
現
在
の

大
岡
は
、

「
江
戸
は
じ
ま
っ
て
以
来
の
名
奉
行
だ
」

と
い
う
評
価
を
得
て
い
る
。

本
来
吉
宗
の
改
革
は
、吉
宗
・
水
野
忠
之
・

大
岡
忠
相
の
三
人
ト
リ
オ
に
よ
っ
て
効
果

を
上
げ
て
き
た
の
だ
が
、
世
間
の
受
け
と

め
方
で
は
、
水
野
の
印
象
が
薄
い
。

「
い
ま
の
ご
改
革
は
公
方
様
（
吉
宗
）
と

大
岡
町
奉
行
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
て
い
る
」

と
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
意
味

で
は
吉
宗
の
意
図
は
当
た
っ
た
。
大
岡
は

完
全
に
、

「
享
保
改
革
の
広
告
塔
」

の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

現
在
の
い
い
方
を
す
れ
ば
〝
媒
体
と
し
て

の
能
力
〞
を
見
事
に
発
揮
し
て
き
た
。

し
て
い
る
。
こ
と
ご
と
に
大
岡
の
や
り
方

に
対
し
反
対
し
、
同
時
に
悪
口
を
堂
々
と

い
う
町
奉
行
だ
。
そ
の
背
後
に
は
松
平
乗

邑
が
い
る
と
み
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の

部
下
た
ち
が
わ
め
く
の
は
、

「
北
町
奉
行
は
松
平
様
と
共
謀
で
お
奉
行

（
大
岡
）
を
落
と
し
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
す
」

と
い
う
。
大
岡
は
苦
笑
し
た
。
そ
し
て
、

「
待
て
待
て
、
そ
う
い
き
り
立
つ
な
」

と
な
だ
め
る
。
部
下
の
い
う
よ
う
に
確

か
に
松
平
・
稲
生
と
い
う
コ
ン
ビ
で
水
野
・

と
こ
ろ
が
江
戸
で
騒
ぎ
が
起
こ
っ
た
。

米
屋
へ
の
打
ち
壊
し
の
続
出
だ
。
い
ま
ま

で
確
立
さ
れ
て
い
た
大
岡
の
広
告
塔
と
し

て
の
効
果
が
し
だ
い
に
薄
れ
て
き
た
。
こ

の
ま
ま
い
け
ば〝
吉
宗
改
革
の
広
告
塔
〞は
、

無
惨
に
も
倒
れ
て
し
ま
う
。
い
や
、
す
で

に
倒
れ
か
か
っ
て
い
る
。

こ
の
事
実
に
対
し
、
大
岡
に
心
酔
す
る

部
下
た
ち
は
、

「
こ
れ
は
あ
き
ら
か
に
北
町
の
謀
略
で
す
」

と
怒
っ
て
息
巻
く
。
北
町
と
い
う
の
は

あ
き
ら
か
に
北
町
奉
行
の
稲
生
正
武
を
さ

大
岡
コ
ン
ビ
の
足
を
引
っ
張
ろ
う
と
い
う

謀
略
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か

し
そ
れ
に
し
て
も
大
岡
が
考
え
る
の
は
、

「
民
心
（
世
論
）
の
恐
ろ
し
さ
」
で
あ
る
。

い
ま
の
将
軍
吉
宗
は
、
神
君
と
い
わ
れ

た
幕
府
の
創
設
者
徳
川
家
康
を
異
常
に
尊

敬
し
て
い
る
。
改
革
を
す
す
め
る
過
程
で

障
害
の
壁
に
突
き
当
た
る
と
必
ず
、

「
神
君
家
康
公
の
時
代
を
考
え
よ
う
」

と
い
う
。
そ
し
て
納
得
し
な
い
部
下
大

名
に
対
し
て
は
、

「
そ
ん
な
こ
と
を
い
う
が
、
神
君
家
康
公

は
こ
う
仰
せ
ら
れ
た
ぞ
」

と
家
康
の
言
葉
を
引
用
す
る
。
こ
れ
に

は
別
な
理
由
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
吉
宗
が

将
軍
に
な
っ
た
の
は
、
五
代
将
軍
綱
吉
の

お
か
げ
だ
。
し
た
が
っ
て
吉
宗
は
綱
吉
は

恩
人
な
の
で
頭
が
上
が
ら
な
い
。
悪
口
を

い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
と
こ
ろ
が
い

ま
吉
宗
が
お
こ
な
っ
て
い
る
享
保
の
改
革

は
、
い
っ
て
み
れ
ば
、

「
綱
吉
時
代
の
放
漫
な
財
政
の
尻
拭
い
」

な
の
で
あ
る
。〝
生
類
憐
み
の
令
〞
を
出

す
よ
う
に
綱
吉
の
政
治
の
基
本
は
、

「
人
と
動
物
の
生
命
尊
重
」

で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
人
道
的
な
目

標
と
し
て
大
い
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、

こ
れ
が
基
礎
に
な
っ
て
国
民
は
し
だ
い
に
、

「
自
己
の
欲
望
の
解
放
発
散
」

綱
吉
を
わ
る
く
い
え
な
い
吉
宗
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と
逆
に
逆
ね
じ
を
食
わ
せ
る
。
勝
手
掛

は
沈
黙
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
結
局

大
赤
字
を
生
じ
た
。
吉
宗
は
こ
れ
を
始
末

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
本
当
な
ら
、

「
元
禄
時
代
の
ご
政
道
が
間
違
っ
て
い
た
。

そ
の
た
め
に
こ
ん
な
ひ
ど
い
財
政
状
況
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
」

と
い
い
た
い
と
こ
ろ
だ
が
そ
う
は
い
か

な
い
。
赤
字
の
元
凶
で
あ
る
綱
吉
の
推
薦

に
よ
っ
て
吉
宗
は
将
軍
に
な
っ
た
か
ら
だ
。

そ
う
な
る
と
吉
宗
も
考
え
た
。

「
綱
吉
公
の
悪
口
が
い
え
な
い
の
な
ら
、

別
な
手
段
が
必
要
に
な
る
」

に
走
っ
て
し
ま
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
〝
元

禄
時
代
〞
の
華
麗
な
く
ら
し
ぶ
り
が
出
現

す
る
。
大
い
に
消
費
能
力
が
高
ま
り
、
経

済
は
成
長
し
た
。
こ
の
社
会
的
風
潮
に
江

戸
城
の
武
士
も
毒
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に

幕
府
財
政
の
運
営
も
し
だ
い
に
ゆ
る
み
が

ち
に
な
り
、
ど
ん
ど
ん
赤
字
が
生
じ
て
い

っ
た
。
湯
水
の
よ
う
に
ザ
ブ
ザ
ブ
と
金
を

使
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
い
く
ら
財
政
当
局

（
勝
手
掛
）
が
、
制
止
し
て
も
い
う
こ
と
を

き
か
な
い
。

「
上
様
（
綱
吉
）
の
方
針
だ
。
逆
ら
う
の

か
？
」

と
考
え
、
そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
幕
府
始

祖
の
家
康
に
定
め
た
の
だ
。
こ
れ
な
ら
だ

れ
も
文
句
の
い
い
よ
う
が
な
い
。
家
康
は

と
う
の
む
か
し
に
死
ん
で
い
る
。
吉
宗
が
、

「
神
君
家
康
公
は
こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
」

と
告
げ
て
も
、
吉
宗
の
い
っ
て
い
る
こ

と
ば
を
果
し
て
家
康
が
い
っ
た
の
か
ど
う

か
確
か
め
よ
う
も
な
い
。
そ
の
ま
ま
従
う

よ
り
ほ
か
が
な
か
っ
た
。

小
利
口
で
多
少
も
の
を
知
っ
て
い
る
大

名
や
旗
本
の
中
に
は
、

「
神
君
家
康
公
は
無
学
だ
っ
た
と
き
い
て

い
る
。
上
様
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
こ
と

を
仰
せ
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
」

と
さ
か
し
ら
に
否
定
す
る
者
も
い
た
が
、

し
か
し
否
定
の
根
拠
そ
の
も
の
が
得
ら
れ

な
い
の
だ
か
ら
公
然
と
こ
れ
を
口
に
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

大
岡
の
き
く
と
こ
ろ
で
は
、
家
康
は
決

し
て
無
学
で
は
な
か
っ
た
。
大
変
な
学
者

な
の
で
あ
る
。
家
康
は
少
年
時
代
か
ら
青

年
時
代
を
駿
河
（
静
岡
県
）
の
国
主
だ
っ

た
今
川
家
の
人
質
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の

と
き
駿
府
（
静
岡
市
）
内
に
あ
る
臨
済
寺

と
い
う
大
き
な
寺
の
住
職
太
原
雪
斎
（
た

い
げ
ん
・
せ
っ
さ
い
。
今
川
家
の
縁
者
。

当
主
今
川
義
元
の
ブ
レ
ー
ン
だ
っ
た
）
か

ら
お
び
た
だ
し
い
中
国
の
古
典
の
手
ほ
ど

き
を
受
け
て
い
る
。
雪
斎
に
す
れ
ば
、
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「
今
川
義
元
よ
り
も
、
竹
千
代
（
当
時
の

家
康
の
名
）
少
年
の
ほ
う
が
、
は
る
か
に

教
育
の
し
甲
斐
が
あ
る
。
竹
千
代
は
将
来

立
派
な
太
守
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
」

と
い
わ
ば
〝
タ
ニ
マ
チ
〞
的
な
期
待
を

持
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、

「
教
え
甲
斐
の
あ
る
弟
子
」
と
し
て
、
家

康
に
徹
底
的
に
学
問
を
叩
き
こ
ん
だ
の
で

あ
る
。
と
く
に
雪
斎
は
中
国
の
古
典
に
詳

し
か
っ
た
か
ら
、『
論
語
』『
孟
子
』
な
ど

か
ら
、『
孫
子
』『
六
韜
三
略
』
な
ど
の
兵

学
書
ま
で
教
え
こ
ん
だ
。
し
か
し
雪
斎
が

も
っ
と
も
力
を
入
れ
て
教
え
た
の
が
『
貞

観
政
要
（
じ
ょ
う
が
ん
せ
い
よ
う
）』
で
あ

る
。
こ
の
本
は
家
康
が
生
涯
〝
座
右
の
書
〞

と
し
て
大
切
に
し
た
書
物
だ
。

古
代
中
国
の
唐
の
二
代
目
の
皇
帝
だ
っ

た
太
宗
（
た
い
そ
う
）
が
侍
臣
と
、

「
君
主
の
政
治
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
」

と
い
う
こ
と
を
テ
ー
マ
に
、
し
ば
し
ば

対
話
し
た
も
の
を
綴
っ
た
も
の
だ
。
こ
の

中
で
太
宗
は
、

「
君
は
船
な
り
、
民
は
水
な
り
。
水
は
よ

く
船
を
浮
か
べ
、
ま
た
よ
く
覆
す
」

と
い
っ
て
い
る
。
太
宗
は
自
分
を
船
に

た
と
え
、
国
民
を
水
に
た
と
え
た
の
だ
。

だ
か
ら
こ
の
言
葉
は
、

「
水
（
国
民
）
は
船
（
君
主
・
治
者
）
が

よ
い
政
治
を
お
こ
な
っ
て
い
れ
ば
、
波
も

立
て
ず
に
静
か
に
支
え
て
く
れ
る
。
し
か

し
一
旦
悪
政
を
お
こ
な
え
ば
、
水
は
怒
っ

て
波
を
立
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
船
を
ひ

っ
く
り
返
し
て
し
ま
う
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
水
（
国
民
）
の
世
論
を
大
事
に
し
な
け

れ
ば
、
船
（
君
主
・
治
者
）
は
安
心
し
て

政
治
を
お
こ
な
え
な
い
」

と
い
う
、
自
覚
と
責
任
感
か
ら
生
ま
れ

た
も
の
だ
。
大
岡
は
こ
の
こ
と
を
思
い
出

し
て
い
た
。
た
だ
大
岡
が
引
っ
か
か
っ
て

い
る
の
は
、

「
世
論
と
い
う
の
は
、
果
し
て
民
の
本
当

の
き
も
ち
を
告
げ
て
い
る
の
か
？
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
部
下
た

ち
が
い
う
、

「
主
と
し
て
北
町
奉
行
の
稲
生
に
よ
っ
て

操
作
さ
れ
、
つ
く
ら
れ
た
世
論
だ
」

と
い
う
み
か
た
が
出
て
く
る
。
し
か
し

反
対
派
に
す
れ
ば
、
た
と
え
つ
く
ら
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、

「
世
論
は
世
論
だ
。
従
う
べ
き
だ
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
部
作
為
的
な

疑
い
の
あ
る
世
論
は
、
つ
い
に
〝
名
奉
行

大
岡
越
前
守
〞
と
い
う
、
開
学
の
広
告
塔

を
押
し
倒
し
て
し
ま
っ
た
。
江
戸
市
中
に

起
こ
っ
た
米
騒
動
は
、
い
ま
ま
で
の
大
岡

の
〝
温
か
い
行
政
〞
の
実
績
を
、
ほ
と
ん

ど
痕
跡
を
残
さ
ず
に
押
し
流
し
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。

大
岡
は
つ
く
づ
く
〝
世
論
の
恐
ろ
し
さ
〞

を
知
っ
た
。

そ
し
て
大
岡
に
と
っ
て
、
も
っ
と
不
利

な
こ
と
が
起
こ
っ
た
。
そ
れ
は
か
れ
を
か

ば
い
な
が
ら
と
も
に
二
人
三
脚
で
吉
宗
の

改
革
を
支
え
て
き
た
老
中
の
水
野
忠
之
が
、

突
然
罷
免
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
び
っ
く
り
し
た
。
水
野
に
と
っ

て
も
想
定
外
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

部
下
か
ら
の
報
告
を
き
く
と
、
当
日
の

水
野
は
将
軍
吉
宗
か
ら
、

水
野
の
罷
免
と
大
岡
の
異
動

家
康
は
こ
の
言
葉
を
拳け
ん
け
ん々

服ふ
く
よ
う膺
し
た
。

吉
宗
も
お
な
じ
で
、
か
れ
が
「
目
安
箱
」

を
紀
伊
藩
主
時
代
か
ら
設
け
、
さ
ら
に
江

戸
城
で
も
活
用
し
た
の
は
、
こ
の
家
康
の

考
え
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
だ
と
い

っ
て
い
い
。家
康
が
信
奉
し
た『
貞
観
政
要
』

の
精
神
で
あ
る
、
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像
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
あ
の
水
野
様
な
ら
、
ど
ん
な
ひ
ど
い
目

に
あ
お
う
と
バ
タ
バ
タ
す
る
よ
う
な
み
っ

と
も
な
い
真
似
は
な
さ
ら
な
い
は
ず
だ
）

と
思
っ
て
い
た
。

あ
き
ら
か
に
水
野
は
失
脚
し
た
の
だ
。

お
そ
ら
く
江
戸
城
内
の
ス
ズ
メ
た
ち
（
無

責
任
な
噂
を
立
て
る
連
中
）
は
、

「
松
平
様
の
謀
略
だ
」

と
い
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
水
野

は
お
役
ご
免
に
な
っ
た
日
、
宴
会
を
開
い

て
そ
れ
ま
で
協
力
し
て
く
れ
た
部
下
を
懇

ろ
に
い
た
わ
っ
た
と
い
う
。
翌
日
、

「
今
後
は
、
毎
日
城
に
出
る
必
要
は
な
い
。

健
康
も
身
体
も
悪
そ
う
だ
か
ら
、
老
体
を

い
た
わ
れ
。
体
調
の
い
い
日
だ
け
登
庁
す

る
よ
う
に
せ
よ
」

と
い
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
あ
き
ら
か

に
、

「
現
職
で
あ
る
老
中
か
ら
退
け
」
と
い
う

こ
と
だ
。
き
け
ば
水
野
は
そ
の
日
潔
く
命

に
服
し
、
ま
た
突
然
掌
を
翻
し
た
よ
う
に

冷
た
い
態
度
に
出
る
、
江
戸
城
内
の
関
係

役
人
や
坊
主
た
ち
の
指
示
に
従
っ
た
と
い

う
。
悠
然
と
江
戸
城
か
ら
退
去
し
て
い
っ

た
そ
う
だ
。
そ
の
姿
は
大
岡
に
も
す
ぐ
想

「
家
督
を
息
子
忠
輝
に
ゆ
ず
る
」

と
隠
居
を
宣
言
し
た
。
そ
し
て
す
ぐ
少

な
い
荷
物
を
ま
と
め
赤
坂
の
別
邸
に
移
っ

た
と
い
う
。
わ
ず
か
な
供
の
侍
し
か
連
れ

て
い
か
な
か
っ
た
。
隠
居
し
た
部
屋
に
、

「
兼
好
の
間
」
と
い
う
小
さ
な
名
札
を
下

げ
た
と
い
う
。
兼
好
法
師
は
『
徒
然
草
』

を
書
い
た
。
そ
れ
が
水
野
が
片
時
も
離
さ

な
い
〝
座
右
の
書
〞
で
あ
る
こ
と
を
大
岡

も
知
っ
て
い
た
。

打
ち
こ
わ
し
が
一
段
落
し
た
と
き
、
大

岡
は
吉
宗
に
呼
び
出
さ
れ
た
。
吉
宗
の
脇

に
は
老
中
の
松
平
乗
邑
が
い
た
。
吉
宗
は

大
岡
を
み
る
と
、

「
お
う
、
い
ろ
い
ろ
ご
苦
労
だ
っ
た
な
」

と
声
を
か
け
た
。
そ
し
て
、

「
松
平
と
も
相
談
し
た
が
、
お
ま
え
に
は

今
度
寺
社
奉
行
を
や
っ
て
も
ら
お
う
と
思

う
」と

い
っ
た
。
大
岡
は
び
っ
く
り
し
た
。

す
ぐ
、

「
寺
社
奉
行
は
、
た
し
か
ご
譜
代
の
大
名

で
な
け
れ
ば
な
れ
な
い
と
存
じ
ま
す
が
」

と
い
っ
た
。
吉
宗
は
う
な
ず
い
た
。
そ

し
て
松
平
の
顔
を
チ
ラ
と
み
な
が
ら
、

「
そ
の
と
お
り
だ
。
だ
か
ら
、
お
ま
え
を

大
名
に
し
て
や
る
」

と
告
げ
た
。 

（
続
）


