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忠
直
の
行
状
は
菊
池
寛
の
「
忠
直
卿
行
状
記
」

を
も
っ
て
}
般
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し

か
し
あ
れ
は
小
説
で
あ
っ
て
史
実
そ
の
も
の
で
な

い
こ
と
は
、
誰
も
が
よ
く
承
知
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
「
越
陽
秘
録
」
と
か
「
忠
直
卿
御
乱
行
之

事
」
な
ど
と
い
う
口
碑
野
史
の
類
に
つ
い
て
も
同

じ
こ
と
が
言
え
よ
う
ロ
従
来
の
忠
直
研
究
の
欠
陥

は
、
文
学
的
説
話
と
史
実
と
を
混
同
し

τ

、
両
者
を

は
っ
き
り
区
別
し
な
か
っ
た
乙
と
に
あ
る
。

忠
直
説
話
が
文
学
上
の
創
作
で
あ
っ
て
史
実
で

な
い
こ
と
ぞ
二
三
の
事
例
に
よ
っ
て
例
証
し
て
み

よ
う
。
先
、
ず
「
越
陽
一
勝
録
」
は
忠
直
が
初
花
の
茶

入
を
投
げ
て
二
つ
に
こ
わ

J

す
話
か
ら
始
ま
る
。
レ
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夫
4の5

か
し
津
山
藩
「
御
家
譜
」
に
よ
る
と
、
松
平
光
長

に
失
政
が
あ
っ
て
元
藤
十
一
年
彼
は
隠
震
と
な

り
、
そ
の
子
長
短
が
越
後
国
高
田
二
十
五
万
石
か

ら
美
作
国
津
山
十
万
石
に
左
遷
さ
れ
た
と
き
、
磨

絶
に
な
ら
な
か
っ
た
お
礼
と
し
て
、
そ
の
年
の
十

二
月
六
日
間
題
の
初
花
の
茶
入
を
将
軍
家
に
献
上

し
て
い
る
。
忠
一
鹿
が
腹
立
ち
ま
ぎ
れ
に
茶
入
を
た

た
き
割
る
方
が
物
語
と
し
て
は
面
白
い
が
、
残
念

な
が
ら
史
実
で
は
な
い
。

「
越
陽
秘
録
」
は
茶
入
の
話
に
続
い
て
、
小
山

田
多
門
が
出
世
す
る
段
が
述
べ
て
あ
る
。
し
か
し

福
井
藩
の
給
帳
を
見
る
と
、
多
門
は
秀
康
の
時
に

既
に
七
百
石
の
大
身
で
あ
り
、
忠
直
の
と
き
も
七

百
石
で
あ
る
。
忠
直
時
代
に
急
に
小
身
か
ら
身
を

起
し
た
の
で
は
な
い
。

「
忠
直
卿
御
乱
行
之
事
」
は
一
一
層
物
語
的
で
あ

っ
て
、
美
し
い
女
の
絵
姿
が
一
障
の
風
に
と
も
な

っ
て
忠
直
の
所
へ
吹
い
て
く
る
こ
と
か
ら
話
が
始

ま
っ
て
い
る
。
乙
の
絵
姿
の
美
女
を
求
め
て
得
た

の
が
一
一
国
女
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
説

話
は
絵
姿
女
房
一
と
称
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
日
本

の
各
地
に
類
似
し
た
話
が
あ
る
。
忠
直
の
配
流
先

豊
後
固
に
も
同
じ
伝
説
が
あ
り
、
こ
こ
で
も
忠
直

は
絵
姿
の
女
房
を
求
め
て
府
内
の
町
で
お
ら
ん
と

い
う
愛
妾
を
得
て
い
る
。
忠
直
の
所
へ
二
度
も
美

人
の
絵
が
飛
ん
で
き
た
ζ

と
を
史
実
と
考
え
る
人

は
誰
も
い
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
の
話
は
初
め

か
ら
興
味
本
位
の
物
語
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
語
る
方
も
聞
く
方
も
そ
れ
が
史
実
で

あ
る
か
否
か
を
問
題
に
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

(
註
)
絵
姿
女
房
と
忠
直
伝
説
の
関
係
は
次
の
論
文
に

や
や
詳
し
く
論
じ
て
あ
る
。

杉
原
丈
夫
「
絵
姿
女
房
と
忠
直
」

昭
和
二
十
八
年
。

(
文
協
四
号
〕

忠
直
説
話
の
成
立

現
在
我
々
が
知
っ
て
い
る
忠
直
説
話
に
は
少
く

と
も
四
つ
の
異
な
っ
た
系
統
が
あ
る
。

一
「
越
陽
秘
録
」
系
統

こ
「
忠
直
卿
御
乱
行
之
事
」
系
統

三
東
光
寺
系
統
の
伝
説

四
一
乗
寺
系
統
の
伝
説

ζ

の
ほ
か
系
統
が
判
然
と
し
な
い
断
片
的
説
話

が
少
し
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

第
一
系
統
の
「
越
陽
秘
録
」
は
「
国
事
叢
記
」

巻
こ
に
掲
載
き
れ
て
い
る
。
忠
直
説
話
の
中
で
は

一
番
ま
と
ま
っ
て
い
て
か
つ
内
容
が
複
雑
で
あ

る
。
こ
の
系
統
の
説
話
の
特
徴
的
内
容
は
、
初
花

の
茶
入
を
割
る
こ
と
、
多
門
が
出
世
す
る
こ
と
、

水
谷
久
兵
衛
が
逐
電
す
る
こ
と
、
一
一
国
女
を
直
基
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に
預
け
る
乙
と
、
一
一
国
女
を
高
田
様
か
ら
奪
う
こ

と
、
生
首
の
饗
応
の
こ
と
、
永
見
右
衛
門
成
敗
の

こ
と
、
山
川
猪
之
助
密
使
の
乙
と
、
高
田
様
転
封

を
桓
否
す
る
乙
と
な
ど
で
あ
る
。

第
一
系
統
に
属
す
る
他
の
書
は
「
続
片
聾
記
」

巻
八
の
「
名
君
言
動
録
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
「

越
陽
秘
録
」
と
い
う
名
は
挙
げ
て
な
い
が
、
ほ
と

ん
ど
同
文
の
も
の
が
引
用
し
て
あ
る
。
た
だ
高
田

様
転
封
拒
否
の
項
が
欠
け
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
一
行
だ
け
「
越
陽
秘
録
」
と
異
な
る
個

所
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
国
女
を
関
ケ
原
の
問
屋
の

娘
と
し
て
い
る
点
で
、
「
越
陽
一
聯
録
ト
」
で
は
出
生

を
知
ら
ず
と
書
い
て
あ
る
か
ら
、
「
続
片
聾
記
」

の
著
者
が
第
二
系
統
の
「
忠
直
卿
御
乱
行
之
事
」

に
よ
っ
て
加
筆
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
二
系
統
の
「
忠
直
卿
御
乱
行
之
事
」
は
「
続

片
聾
記
」
巻
二
に
掲
載
さ
れ
て
い
て
、
説
話
性
が

も
っ
と
も
濃
厚
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
系
統
の
特

色
は
絵
姿
女
房
一
を
説
く
こ
と
、
残
虐
な
行
為
を
詳

し
く
描
写
し
て
い
る
こ
と
、
県
茂
左
衛
門
が
登
場

す
る
乙
と
で
あ
る
。
第
一
系
統
の
説
話
と
は
明
ら

か
に
内
容
を
異
に
し
て
い
る
。

越
前
及
ぴ
豊
後
地
方
の
民
話
も
第
二
系
統
に
属

す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
民
話
は
口
頭
で
伝
承

さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
文
字
と
し
て
記

~、r 

録
さ
れ
た
の
は
比
較
的
新
し
い
。
「
福
井
地
方
の

昔
話
」
(
南
越
民
俗
二
号
)
及
び
「
豊
後
伝
説
集

」
な
ど
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
福
井
の
民
話
は
絵

姿
女
房
の
乙
と
、
は
ら
み
女
を
殺
し
て
笑
う
ζ

と
、
袖
な
し
の
起
原
を
説
い
て
い
る
。
豊
後
の
万

も
絵
姿
女
房
を
説
く
ζ

と
は
同
じ
で
あ
る
が
、
は

ら
み
女
で
な
く
、
生
首
を
膳
に
供
え
る
乙
と
に
な

っ
て
お
り
、
女
性
の
名
も
一
国
友
で
な
く
「
お
ら

ん
」
で
あ
る
。

第
三
系
統
ば
東
光
寺
を
中
心
と
す
る
伝
説
で
あ

る
。
は
ら
み
女
を
殺
し
た
場
所
が
東
光
寺
の
敷
地

に
な
っ
て
い
る
と
か
、
そ
の
時
の
土
蔵
が
今
も
あ

る
と
か
、
そ
の
ほ
か
東
光
寺
に
現
存
す
る
遺
跡
遺

物
と
結
び
付
け
て
語
ら
れ
て
い
る
。
文
字
に
記
録

さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
「
片
聾
記
」
「
続
片
聾
記

」
「
越
藩
史
略
」
な
ど
の
諸
書
に
出
て
い
る
。
新
し

い
も
の
で
は
森
恒
救
民
の
「
福
井
城
の
今
昔
」
(

福
井
新
聞
、
大
正
二
年
〉
に
詳
し
く
記
し
て
あ
る
。

第
四
系
統
は
一
乗
寺
に
あ
る
一
国
女
の
墓
に
結

び
つ
け
て
語
ら
れ
て
い
る
。
一
国
女
が
暗
殺
さ
れ

一
乗
寺
の
門
前
に
捨
て
ら
れ
る
乙
と
が
伝
説
の
中

心
で
あ
る
。
「
越
藩
史
略
」
に
も
「
続
片
聾
記
」

に
も
出
て
い
る
。

以
上
の
ほ
か
諸
書
に
散
在
し
て
い
る
断
片
的
物

語
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
史
実
で
あ
る
の
か
説
話
で

あ
る
の
か
は
っ
、
急
り
し
な
い
。
主
要
な
も
の
ぞ
挙

げ
れ
ば
、
先
ず
「
片
聾
記
」
に
は
永
見
成
敗
が
あ

る
。
こ
れ
は
「
続
片
聾
記
」
に
も
「
国
事
叢
記
」

に
も
転
載
さ
れ
て
い
る
。

ζ

の
話
は
「
越
腸
秘
録

」
の
永
見
成
敗
と
は
異
な
り
、
忠
直
が
二
階
か
ら

見
物
し
て
い
る
所
へ
大
筒
を
ぶ
ち
こ
む
こ
と
が
特

色
を
な
し
て
い
る
。
次
に
「
続
片
聾
記
」
と
「
国

事
叢
記
」
に
共
通
な
話
は
、
勝
姫
が
江
戸
へ
脱
出
す

る
こ
と
、
忠
直
配
流
の
と
き
勝
姫
が
同
行
し
な
い

ζ

と
で
あ
る
。
特
に
江
戸
へ
脱
出
の
話
は
史
実
と

し
て
は
信
じ
難
い
。
「
国
事
叢
記
」
に
の
み
あ
る

話
は
、
長
谷
川
縫
殿
助
が
自
殺
す
る
こ
と
、
妾
奇

直
基
に
預
け
る
ζ

と
、
関
ケ
原
滞
留
の
際
一
国
女

を
長
谷
川
筑
後
に
預
け
る
こ
と
か
ら
事
件
が
生

じ
、
家
老
が
苦
慮
す
る
こ
と
、
山
川
猪
之
助
密
使

の
乙
と
、
配
流
の
途
中
女
中
を
殺
す
ζ

と
な
ど
で

あ
る
。
こ
の
う
ち
直
基
に
妾
を
預
け
る
こ
と
や
山

川
猪
之
助
の
こ
と
は
「
越
陽
秘
録
」
と
大
体
一
致

す
る
。
ま
た
「
越
雄
記
」
「
南
越
雑
話
」
「
越
藩

史
略
」
に
は
小
山
田
多
門
の
功
績
の
話
が
あ
る
。

乙
れ
は
「
越
陽
秘
録
」
の
そ
れ
と
は
異
な
る
。

し
か
ら
ば
こ
れ
ら
の
物
語
は
い
つ
ご
ろ
い
か
に

し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
諸
書
の

作
成
年
代
を
表
示
し
て
お
こ
う
。
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「
藩
翰
譜
」

「
片
聾
記
」

「
南
越
雑
話
」

「
越
藩
史
略
」

「
国
事
叢
記
」

「
続
片
聾
記
」

「
続
片
聾
記
」

元
藤
十
四
年
(
一
七

O
一
)

元
文
二
年
(
一
七
三
七
)

寛
延
元
年
(
一
七
四
八
)

安
永
十
年
(
一
七
八
一
)

弘

化

三

年

λ

一
八
四
七
)

巻
一
よ
り

巻
七
ま
で

弘
化
四
年
(
一
八
四
八
)

時
安
政
五
年
(
一
八
五
八
)

四
つ
の
系
統
の
説
話
の
う
ち
成
立
が
も
っ
と
も

古
い
の
は
東
光
寺
伝
説
で
あ
る
。
こ
れ
は
既
に
「

片
聾
記
」
に
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
だ
単
純
な

も
の
で
、
昔
は
ら
み
女
を
殺
し
た
屋
敷
跡
が
現
在

の
東
光
寺
で
あ
る
と
い
う
程
度
の
も
の
に
す
ぎ
な

い
。
「
越
藩
史
略
」
に
な
る
と
、
そ
の
と
き
の
蔵

や
臼
が
今
も
あ
る
と
い
う
風
に
発
展
し
、
「
続
片

聾
記
」
で
は
そ
の
と
き
の
ま
な
板
ま
で
出
現
す

る
。
大
正
時
代
の
「
福
井
城
の
今
昔
」
に
至
つ
て

は
、
更
に
潤
色
が
加
わ
り
、
池
の
中
か
ら
黒
い
髪

の
毛
が
出
る
と
い
う
。
時
代
と
と
も
に
尾
鰭
が
付

い
て
い
く
様
が
わ
か
る
。

一
乗
寺
伝
説
に
つ
い
て
は
「
片
聾
記
」
は
全
然

触
れ
て
い
な
い
。
後
に
考
証
す
る
ご
と
く
、
一
国

女
は
殺
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
音
は
一

国
女
の
墓
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
る
に
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「
越
藩
史
略
」
で
は
一
一
国
女
が
暗
殺
さ
れ
、
一
乗

寺
に
葬
ら
れ
て
い
る
。
「
片
聾
記
」
か
ら
「
越
藩

史
略
」
ま
で
の
聞
に
一
乗
寺
伝
説
が
成
立
し
、
一

国
女
の
墓
と
称
す
る
も
の
が
出
来
上
っ
た
の
で
あ

ろ
h

っ。第
一
系
統
の
「
越
陽
秘
録
」
は
「
国
事
叢
記
」

に
転
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
上
の
特
色
を

な
す
い
く
つ
か
の
話
の
う
ち
、
ど
の
一
つ
も
「
片

聾
記
」
に
も
「
越
藩
史
略
」
に
も
で
て
い
な
い
。

従
っ
て
こ
れ
は
「
越
藩
史
略
」
以
後
の
成
立
と
推

定
し
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
二
系
統
の
「
忠
商
卿
御
乱
行
之
事
」
は
「
続
片

聾
記
」
の
み
に
記
載
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
内
容
的

特
色
を
な
す
事
項
は
、
他
の
諸
書
に
全
然
な
い
。

乙
れ
も
や
は
り
「
越
藩
史
略
」
以
後
の
成
立
と
見

な
し
う
る
。
た
だ
し
絵
姿
女
房
の
説
話
が
、
越
前

に
も
豊
後
に
も
あ
る
所
を
見
る
と
、
民
話
は
も
う

少
し
古
く
か
ら
寄
在
し
、
乙
れ
を
原
型
と
し
て
「

忠
直
卿
御
乱
行
之
事
」
が
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ

h
円
ノ
。

四
系
統
以
外
の
物
語
で
は
、
永
見
成
敗
の
話
は

既
に
「
藩
翰
譜
」
に
あ
る
。
お
そ
ら
く
乙
れ
は
史

実
に
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
「
片
聾
記

」
で
は
乙
れ
が
発
展
し
て
、
忠
直
に
向
っ
て
大
砲

を
打
つ
と
い
う
大
げ
さ
な
話
に
な
っ
て
い
る
。
「

越
陽
秘
録
」
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
更
に
ま
と
ま

っ
た
話
と
な
る
。

ζ

の
ほ
か
小
山
田
多
門
の
話
も

古
く
、
「
南
越
雑
話
」
に
彼
の
一
ニ
つ
の
功
績
が
述

べ
て
あ
る
。
「
越
藩
史
略
」
も
同
じ
内
容
の
ζ

と

を
伝
え
て
い
る
が
、

ζ

乙
で
は
多
門
は
倭
臣
と
し

て
あ
っ
か
わ
れ
る
。
「
越
陽
秘
録
」
で
は
彼
の
功

績
が
も
っ
と
物
語
的
に
な
り
、
使
臣
ぶ
り
も
強
化

さ
れ
る
。

ζ

れ
に
よ
っ
て
小
山
田
多
門
が
悪
役
と

し
て
脚
色
さ
れ
た
時
期
が
ほ
ぼ
推
定
で
き
る
。

次
の
間
題
は
ζ

れ
ら
の
物
語
の
作
者
が
誰
か
と

い
う
乙
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
残
念
な
が
ら
想
像
の

域
を
出
な
い
。

ζ

の
う
ち
東
光
寺
伝
説
と
一
乗
寺

伝
説
は
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
の
僧
侶
が
説
話
伝
播
に

主
要
な
役
割
を
果
し
た
だ
ろ
う
ζ

と
は
容
易
に
推

測
で
き
よ
う
。
さ
し
ず
め
観
光
宣
伝
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

絵
姿
女
房
の
説
話
を
忠
直
に
結
び
つ
け
た
作
者

に
つ
い
て
は
、
乙
れ
が
福
井
秋
葉
神
社
の
馬
鹿
ば

や
し
速
中
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
私
は
上
掲

の
「
絵
姿
女
房
と
忠
直
」
の
中
で
提
示
し
て
お
い

た
。
秋
葉
神
社
で
は
笑
わ
な
い
一
関
女
を
笑
わ
し

た
の
が
馬
鹿
ば
や
し
の
起
原
で
あ
る
と
説
明
し
て

い
る
。
こ
れ
は
出
羽
国
黒
川
簡
の
起
原
が
絵
姿
女
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房
ぞ
笑
わ
し
た
こ
と
に
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
の

に
軌
を
一
に
す
る
。
そ
れ
に
秋
葉
神
社
は
小
山
田

多
門
の
屋
敷
の
近
く
に
あ
っ
て
、
地
理
的
関
係
も

自
然
で
あ
る
。

こ
う
し
た
民
話
を
原
型
と
し
て
「
忠
直
卿
御
乱

行
之
事
」
が
書
き
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も

ち
ろ
ん
作
者
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
つ
の
手
が
か

り
は
、
こ
の
物
語
の
中
に
県
茂
左
衛
門
と
い
う
三

百
石
の
武
士
が
登
場
し
、
忠
直
の
残
虐
を
直
接
体

験
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
物
語
の
末
尾

に
、
忠
直
の
小
姓
を
し
て
い
て
後
に
三
百
石
で
忠

昌
に
仕
え
た
早
崎
善
左
衛
門
の
目
撃
し
た
こ
と
を

記
録
し
た
の
だ
と
書
い
て
あ
る
。
し
か
る
に
忠
直

時
代
の
給
帳
に
も
忠
昌
時
代
の
給
帳
に
も
こ
の
二

人
の
名
は
な
い
。
お
そ
ら
く
仮
空
の
人
物
で
あ
ろ

う
。
と
こ
ろ
が
「
越
有
雑
話
」
に
次
の
よ
う
な
一

文
が
あ
る
。
更
に
「
南
越
見
聞
雑
記
」
に
も
ほ
ぼ

同
文
の
も
の
が
あ
る
。

「
越
有
雑
話
」

私
に
云
。
此
交
合
雑
記
は
何
人
の
著
述
に
や

不
知
。
越
前
の
浪
人
の
書
た
る
も
の
と
見
へ
、

御
家
の
事
を
白
地
に
く
わ
し
く
記
し
た
り
。
叉

県
茂
左
衛
門
の
近
隣
に
住
し
者
、
後
は
江
一
同
椛

町
の
天
神
の
隣
に
も
住
し
者
記
た
り
と
も
一
式
。

つ
ま
り
コ
父
合
雑
記
」
と
い
う
書
物
の
著
者
は
県

茂
左
衛
門
の
近
所
の
人
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

自
分
の
名
を
直
接
に
は
名
乗
ら
ず
、
県
茂
左
衛
門

と
か
早
崎
善
左
衛
門
と
か
い
う
仮
空
の
名
に
托
し

て
い
る
人
が
「
忠
直
卿
御
乱
行
之
事
」
の
作
者
で

あ
ろ
う
。

寸
越
陽
一
附
録
」
の
万
は
物
語
の
内
容
が
複
雑
で

あ
り
、
藩
の
歴
史
に
つ
い
て
か
な
り
の
知
識
を
有

し
て
い
な
け
れ
ば
書
け
な
い
性
質
の
も
の
で
あ

る
。
単
に
民
間
説
話
を
潤
色
し
た
程
度
の
も
の
で

は
な
い
。
従
っ
て
こ
の
物
語
の
作
者
は
福
井
藩
の

学
問
あ
る
士
と
推
定
し
た
い
。

一
国
女
の
こ
と

一
国
女
の
本
名
を
述
べ
て
い
る
の
は
第
一
系
統

の
説
話
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
彼
女
の
名

を
「
お
む
こ
」
と
い
う
。

「
越
陽
秘
録
」

蕊
に
御
寵
妾
の
中
に
御
智
殿
と
で
あ
り
け

り
。
誠
に
天
性
の
美
質
並
者
な
く
、
其
髪
飽
ま

で
長
く
し
て
一
丈
余
、
深
黒
に
し
て
漆
の
如

く
、
忠
直
公
甚
是
を
愛
せ
ら
れ
て
、
一
国
に
も

か
へ
じ
と
宜
し
よ
り
、
世
是
を
一
一
回
御
前
と
は

云
け
り
。

「
名
君
言
動
録
」

続
片
聾
記
巻
八

愛
に
御
寵
愛
の
女
中
の
中
に
お
む
こ
殿
と

て
有
、
誠
に
天
性
の
美
質
並
ぶ
者
な
し
。
其
髪

一
丈
余
、
黒
ふ
し
て
漆
の
ご
と
く
、
忠
直
公
甚

是
を
愛
せ
ら
る
。
一
国
に
も
替
じ
と
宜
ふ
よ

り
、
是
を
一
国
御
前
と
い
い
け
り
。

(
註
)
県
立
図
書
館
刊
行
活
字
本
「
続
片
聾
記
」
に

「
お
む
に
」
と
あ
る
は
「
お
む
こ
」
の
誤
読
で
あ

呼
白
。

し
か
し
「
お
む
と
」
と
い
う
の
は
仮
空
の
名
で
な

く
.
実
名
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
実
名
で
は
「
お

む
こ
」
ま
た
は
「
小
む
こ
」
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
。

「
国
事
叢
記
」

伝
日
酔
於
苧
古
と
云
婦
女
甚
美
な
り
。
小
山

田
多
門
に
被
仰
付
、
長
谷
川
筑
後
守
に
御
預
被

置
候
を
、
多
門
筑
後
に
右
美
女
を
可
渡
と
云
。

長
谷
川
不
渡
。
軒
。

「
越
藩
史
略
」

多
円
、
忠
深
房
、
月
間
養
以
、
林
求
馬
、
真

砂
大
学
、
荻
野
市
右
衛
門
、
及
一
国
女
小
牟
久

女
等
と
日
夜
公
の
側
に
侍
し
て
之
を
惑
乱
す
。

(
註
)
活
字
本
は
一
一
国
女
と
小
牟
久
女
の
闘
に
匂
点

を
い
れ
て
あ
る
が
、
こ
れ
は
誤
読
で
あ
る
。
県
立

図
書
館
本
に
従
い
、
句
点
そ
打
た
な
い
。

「
津
守
入
道
一
伯
公
御
記
録
」
豊
後
国
浄

土
寺
記
録

お
ら
ん
ど
の
の
御
事
は

御
妾
の
御
女
中
衆
。

、ιーへ
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越
前
家
御
家
老
久
世
但
馬
守
室
也
。
小
む
く
ど

の
の
御
事
は
越
前
の
国
の
人
也
。
お
い
と
ど
の

の
御
事
は
京
都
糸
屋
の
娘
也
。
断
。

「
御
家
譜
」

三
月
廿
七
日
鴎
鞍
松
千
代
、
熊
千
代
、
勘

子
、
豊
後
国
乙
津
村
、
よ
り
乗
船
。
四
月
五
日
大

坂
着
。
同
八
日
大
坂
を
発
し
、
同
廿
一
日
越
川

に
帰
る
。
小
む
く
、
小
糸
、
其
外
女
中
従
之
。

「
国
事
叢
記
」

松
千
代
丸
、
熊
千
代
丸
、
於
寒
姫
、
御
妾
小

h
u
く
、
於
糸
、
右
五
人
大
分
郡
乙
津
村
よ
り
船

に
て
越
後
国
御
登
被
遊
。

も
っ
と
も
「
お
む
こ
」
と
「
小
む
く
」
と
は
別

人
で
あ
る
と
解
釈
し
、
「
越
藩
史
略
」
の
「
一
国

女
小
牟
久
女
」
を
二
人
の
名
と
考
え
る
こ
と
も
で

で
き
る
が
、
そ
う
す
る
と
似
た
よ
う
な
名
で
似
た

よ
う
な
こ
と
を
し
た
人
が
二
人
い
る
こ
と

K
な

り
、
話
の
筋
が
少
々
無
理
に
な
る
。

ζ

れ
は
大
星

由
良
之
助
と
大
石
内
蔵
助
の
関
係
と
同
じ
で
、
「

お
む
こ
」
は
説
話
の
上
の
名
、
「
小
む
く
」
は
実

在
人
物
の
名
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

81 

物
語
の
上
の
一
国
女
が
実
在
人
物
の
小
む
く
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
小
む
く
は
い
か
な
る
人
物
で
あ

杉
原
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直
伝
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ては「る
いそ芦か

書|売れ刈。
u ぞ家先
れ記ず
小録年
む L 齢

く津撃か
の守後ら
年国考
齢「え
を国よ
次事う
の叢
と記「
と」御
くの家
誌三譜
し書」

名

御

家

譜

芦

刈

家

記

録

国

事

叢

記

年

号

松
千
代

慶
安
四

慶
安
四

慶
安
三

一一一一一一

「
御
家
譜
」
と
「
芦
刈
家
記
録
」
は
三
子
の
出

生
年
を
そ
れ
ぞ
れ
寛
永
七
年
、
九
年
、
十
三
年
と

し
て
い
る
か
ら
、
「
芦
刈
家
記
録
」
の
年
齢
は
一

才
ず
つ
少
く
誤
算
し
て
お
り
、
「
御
家
譜
」
、
が
正

し
い
。
「
国
事
叢
記
」
で
は
三
子
の
出
生
年
は
誤

っ
て
寛
永
六
年
、
七
年
、
十
二
年
と
な
っ
て

い
る
。
従
っ
て
一
二
子
の
年
齢
は
「
御
家
譜
」
よ
り

一
才
多
く
な
っ
て
い
る
が
。
小
む
く
の
年
齢
は
一

致
す
る
。
つ
ま
り
小
む
く
は
忠
直
が
死
去
し
た
慶

安
三
年
に
は
四
七
才
で
あ
っ
た
。
忠
直
と
は
九
才

違
い
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
逆
算
す
れ
ば
、
忠

直
が
豊
後
国
に
配
流
さ
れ
た
元
和
九
年
に
は
芳
紀

二
O
才
で
あ
る
。
年
齢
上
に
無
理
は
な
い

一一一一

実
在
人
物
小
ひ
く
の
出
生
は
、
上
掲
の
浄
土
寺

記
録
に
「
越
前
の
国
の
人
也
」
と
あ
る
だ
け
で
詳

し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
説
話
の
上
の
一
国
女

に
つ
い
て
は
三
系
統
三
様
の
出
生
を
説
い
て
い

副

引

戸

以

十

一

一

一

四

二

一

一

一

四

一

一

一

一

記

入

な

し

一

勘

む
く

六九六 l子

四

七七八

0 九 O

四四

る
。
第
一
系
統
の
説
話
で
は
、
一
国
女
は
忠
直
の

正
室
勝
姫
(
高
田
様
)
の
女
中
で
あ
っ
て
、
忠
直

が
彼
女
に
執
心
し
、
妾
と
し
て
差
出
す
よ
う
に
命

令
し
て
も
、
勝
姫
は
承
諾
し
な
い
の
で
、
勝
姫
の

家
老
高
屋
筑
後
を
お
ど
か
し
、
一
国
女
を
ひ
そ
か

に
連
れ
出
し
た
。

ζ

れ
が
勝
姫
と
忠
直
の
不
和
の

重
要
原
因
と
な
る
の
で
あ
る
。

「
越
陽
秘
録
」

抑
此
一
国
と
云
ふ
は
更
出
生
を
知
ら
ず
と
一
玄

へ
ど
も
、
無
双
の
美
女
に
で
あ
り
し
か
ば
、
忠

直
公
限
り
な
く
思
召
し
て
、
則
召
て
幸
あ
る
べ

し
と
度
々
仰
け
れ
ど
も
、
高
田
様
曽
て
御
承
引

な
く
軒
。

第
二
系
統
の
説
話
は
、
一
一
国
女
の
出
生
を
例
の

絵
姿
女
房
で
説
明
し
、
彼
女
は
美
濃
国
関
ケ
原
の
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問
屋
の
女
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。

「
忠
直
一
卿
御
乱
行
之
事
」

或
夏
の
頃
天
守
へ
御
上
り
御
納
涼
し
給
ふ

時
、
辻
風
吹
廻
し
、
絵
一
枚
天
守
の
窓
よ
り
吹

入
た
る
を
、
忠
直
卿
御
覧
ず
る
に
、
女
姿
絵
な

り
。
其
容
顔
麗
し
く
、
加
様
の
女
も
か
な
と
心

浮
れ
た
ま
い
て
帥
、
濃
州
関
ケ
原
問
屋
の
女

に
此
絵
図
に
毛
頭
恰
好
無
達
、
容
顔
美
一
一
焼
成

故
、
委
細
を
語
り
、
望
に
応
じ
て
錦
銀
を
遣

し
、
彼
の
女
を
召
抱
け
る
。

第
三
系
統
で
は
、
一
国
女
は
下
稗
で
あ
る
。

「
越
藩
史
略
」

一
国
女
は
何
れ
の
許
の
人
な
る
を
知
ら
ず
、

嘗
て
茶
屈
の
牌
た
り
。
公
大
坂
よ
り
帰
路
、
之

を
率
ゐ
て
還
る
。

「
福
井
城
の
今
昔
」

忠
直
公
江
一
戸
参
勤
交
代
の
折
節
、
垂
井
の
宿

本
陣
玉
屋
某
方
の
下
稗
に
契
り
て
、
遂
に
之
を

本
国
へ
伴
ひ
、
小
山
田
多
門
の
屋
敷
に
囲
ひ

て
、
度
々
駕
を
柾
げ
ら
れ
た
。
下
牌
之
を
一
国

女
と
称
ふ
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
実
在
の
人
物
小
む
く
の
出

生
は
越
前
の
人
で
あ
る
と
い
う
以
上
に
は
一
切
不

明
な
の
で
、
説
話
の
万
で
は
自
由
に
創
作
を
加
え

て
い
る
の
で
あ
る
。

勺

四

次
に
一
国
女
の
終
末
で
あ
る
が
、
実
在
の
小
ひ

く
は
上
に
引
用
し
た
「
御
家
譜
」
や
浄
土
寺
記
録

に
明
ら
か
な
と
と
く
、
忠
直
の
死
後
は
越
後
高
田

藩
に
引
取
ら
れ
た
。
し
か
し
物
語
の
上
で
は
第
一

系
統
、
第
二
系
統
と
も
に
行
万
知
れ
ず
に
な
っ
て

い
る
。「

越
陽
秘
録
」

掠
一
園
、
多
門
、
忠
源
一
房
を
尋
ら
れ
け
る

に
、
何
地
へ
失
け
ん
、
其
行
方
な
し
。
則
国
中

に
、
御
触
有
、
見
合
次
第
召
捕
べ
き
由
な
り
し
か

共
、
更
に
居
所
は
知
れ
ぎ
り
け
り
し
と
か
や
。

誠
に
不
思
議
の
事
共
な
り
。

「
忠
直
卿
御
乱
行
之
事
」

妾
の
一
国
並
に
小
山
田
多
門
共
に
配
所
へ
被

召
連
た
り
。
彼
等
が
終
を
不
知
也
。
一
国
の
塚

は
福
井
与
力
町
一
乗
寺
に
有
り
。
子
今
塚
の
中

は
蛇
杯
た
へ
ず
候
由
。

た
だ
第
四
系
統
の
一
乗
寺
伝
説
だ
け
が
、
一
乗

寺
に
あ
る
一
国
女
の
墓
を
説
明
す
る
た
め
、
彼
女

の
殺
害
を
述
べ
て
い
る
。

「
越
藩
史
略
」

是
目
元
和
九
年
一
一
国
女
道
路
に
死
す
。
仲
。

三
月
廿
九
日

今
日
未
明
轄
中
に
刺
し
、
之
を
一
乗
寺
門
前
に

捨
つ
。
故
に
此
寺
に
葬
り
、
理
性
院
真
如
観
月

大
姉
と
号
す
。
何
者
の
所
為
な
る
こ
と
を
知
ら

ず。「
続
片
聾
記
」

日
元
和
九
点
忠
直
公
之
御
愛
妾
一
国
女

三
月
廿
7
日

を
何
者
か
駕
龍
の
内
に
殺
し
、

A
R
子
そ
添
て
一

乗
寺
の
門
前
に
捨
置
候
。
故
当
寺
に
葬
と
一
五

へ
り
。
今
に
大
き
な
る
石
の
桐
あ
り
。
毎
年
大

奥
の
万
よ
り
弔
有
る
と
い
ふ
。
法
名
は
理
性
院

真
如
観
月
大
姉
。

「
筆
者
は
福
井
大
学
教
授
・
J
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