
安
江
政
一

ト
ウ
ゴ
ク
ゴ
リ
ン

『
束
谷
御
林
人
参
一
巻
』
（
以
下
ヨ
巻
』
と
略
す
）
は
江
戸
時
代
の

中
期
、
尾
張
藩
に
お
い
て
朝
鮮
人
参
を
栽
培
し
た
時
、
人
参
掛
役
人

が
作
っ
た
と
こ
ろ
の
実
施
記
録
で
あ
る
。
こ
れ
は
上
司
へ
の
報
告
書

で
も
な
く
、
世
人
に
伝
え
よ
う
と
い
う
目
的
の
文
書
で
も
な
く
、
担

当
者
達
自
身
の
た
め
の
覚
書
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
上

部
か
ら
の
指
令
を
受
け
て
予
定
を
記
し
た
後
、
改
め
て
そ
の
実
行
を

記
載
す
る
と
い
う
重
複
が
所
々
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
文
書
は
役
所
に

は
置
か
れ
ず
、
人
参
掛
役
人
の
家
、
松
本
家
に
所
蔵
さ
れ
た
ま
ま
百

数
十
年
埋
れ
て
い
た
。
昭
和
万
年
、
本
草
研
究
家
右
左
見
直
八
が
発

見
し
て
「
嘗
草
」
八
号
に
紹
介
し
た
。
江
戸
時
代
に
お
け
る
薬
学
研

究
上
の
最
大
の
成
果
は
朝
鮮
人
参
の
国
産
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い

て
の
初
期
の
く
わ
し
い
記
録
は
皆
無
に
近
い
の
で
、
右
左
見
の
発
見

は
注
目
さ
れ
、
『
日
本
薬
園
史
の
研
究
』
に
は
そ
の
全
文
が
転
載
さ

れ
た
。
文
中
一
個
所
だ
け
中
略
と
記
し
て
あ
る
の
で
、
何
を
略
し
た

『
東
谷
御
林
人
参
一
巻
』
と
松
平
君
山

か
を
知
る
た
め
古
文
書
の
全
文
を
調
べ
た
。
ヨ
巻
』
は
半
紙
縦
折

の
大
福
帳
型
、
八
十
頁
に
及
ぶ
長
い
も
の
で
、
右
左
見
の
紹
介
は
抄

録
で
あ
っ
た
。
内
容
は
役
所
関
係
者
の
出
役
者
氏
名
、
開
墾
の
こ

と
、
垣
根
や
日
覆
の
製
作
と
そ
の
材
料
集
め
、
出
役
人
足
の
人
数
と

労
賃
、
風
水
害
と
修
繕
、
鼠
害
と
対
策
、
人
参
実
の
蒔
付
と
移
植
、

芽
出
し
調
べ
な
ど
、
そ
の
日
そ
の
日
の
作
業
記
録
で
あ
る
。
以
下
主

と
し
て
こ
の
文
丼
と
戦
啼
指
導
者
松
平
澗
川
と
の
関
係
に
つ
い
て
の

く
る
。君

山
は
こ
の
栽
培
の
開
始
よ
り
前
に
、
既
に
自
ら
管
理
す
る
植
物

園
に
お
い
て
珍
草
奇
木
と
共
に
朝
鮮
人
参
も
栽
培
し
、
生
薬
も
作
っ

て
藩
主
に
献
上
し
て
い
た
。
ま
た
こ
れ
よ
り
先
、
日
光
に
お
け
る
幕

府
主
導
の
人
参
の
農
業
的
大
量
生
産
も
成
功
し
て
い
た
。
ほ
か
に
蒼

北
は
佐
渡
で
、
甘
草
と
黄
苓
は
甲
州
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
。
享
保
初

期
に
甘
草
の
存
在
が
幕
府
に
知
ら
れ
、
そ
の
標
本
は
尾
張
藩
へ
も
届

け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
一
般
の
薬
用
植
物
は
難
な
く
栽
培
、

増
殖
で
き
た
の
で
あ
る
。
人
参
も
早
く
か
ら
生
根
が
輸
入
さ
れ
、
結

実
を
染
る
と
こ
ろ
ま
で
ゆ
き
な
が
ら
苗
の
増
殖
が
で
き
な
か
っ
た
の

は
、
種
子
の
特
殊
性
と
初
生
苗
の
耐
寒
性
の
弱
さ
に
あ
っ
た
。
（
安

江
、
薬
史
学
雑
誌
一
七
巻
一
号
参
照
）
。
『
一
巻
』
に
よ
る
と
、
君
山
は
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三
回
に
わ
た
っ
て
幕
府
か
ら
分
与
さ
れ
た
七
万
八
千
粒
の
人
参
実
を

用
い
て
四
千
本
の
苗
を
得
た
。
蒔
付
後
七
年
を
経
て
、
生
薬
に
作
り

得
る
ま
で
に
成
長
し
た
人
参
は
数
十
本
と
い
う
結
果
に
な
り
、
さ
ら

に
減
少
す
る
傾
向
を
示
す
の
で
東
谷
御
林
か
ら
す
べ
て
の
人
参
を
名

古
屋
の
薬
園
に
引
き
揚
げ
て
、
大
量
栽
培
は
中
止
と
な
っ
た
。
君
山

は
こ
の
失
敗
の
原
因
を
土
質
不
適
合
と
し
て
い
る
が
当
っ
て
い
る
。

人
参
は
水
は
け
が
よ
く
て
乾
燥
し
に
く
い
と
い
う
条
件
を
要
求
す

る
。
こ
の
よ
う
な
土
、
す
な
わ
ち
腐
柿
質
を
多
量
に
含
む
土
を
作
る

こ
と
が
人
参
栽
培
の
秘
訣
で
あ
る
。
こ
う
い
う
土
に
植
え
る
か
ら
こ

そ
施
肥
の
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
君
山
は
娘
初
か
ら
肥
料
不
要

君
山
は
儒
学
者
で
あ
り
、
歴
史
、
地
誌
に
つ
い
て
多
く
の
編
纂
を

行
い
、
一
方
で
は
文
学
者
と
し
て
も
多
く
の
漢
詩
を
残
し
て
い
る
。

藩
命
に
よ
っ
て
領
内
を
視
察
し
、
そ
の
都
度
作
詩
し
た
が
、
自
然
の

観
察
も
怠
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
、
当
時
博
物
学
的
傾
向
を
強
め
て
い

た
本
草
学
を
、
基
礎
的
教
養
と
し
て
学
習
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

の
自
然
観
察
の
成
果
が
『
本
草
正
諸
』
と
し
て
結
晶
し
た
。
貝
原
益

軒
、
松
岡
恕
庵
ら
専
門
的
本
草
学
者
の
所
説
を
批
判
す
る
も
の
で
、

実
地
観
察
の
裏
付
が
あ
る
か
ら
的
を
射
て
い
る
が
、
当
時
の
水
準
か

と
し
て
栽
培
を
指
導
し
て
い
た
。

ら
み
て
深
い
研
究
と
は
い
い
難
い
。
刊
行
の
翌
年
山
岡
恭
安
の
『
本

草
正
左
謁
』
が
出
さ
れ
、
更
に
君
山
の
門
弟
杉
山
維
敬
は
『
本
草
正

々
謁
刊
誤
』
を
出
し
て
恭
安
に
一
矢
を
報
い
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の

経
過
と
『
一
巻
』
の
内
容
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
君
山
は
専
門
の
本

草
学
者
で
は
な
く
、
偉
大
な
る
儒
学
者
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
、

『
本
草
正
謁
』
は
彼
の
幅
広
く
高
い
教
養
の
一
端
を
示
す
に
す
ぎ
な

い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

（
新
潟
薬
科
大
学
調
誉
教
授
）
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