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は
じ
め
に

　
日
本
の
歴
史
を
研
究
す
る
う
え
で
、
外
国
と
の
関
係
を
抜
き
に
し
て
は
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
古
代
以

来
、
わ
が
国
は
中
国
・
朝
鮮
と
の
通
交
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
や
ス
ペ
イ

ン
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
も
関
係
を
深
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
文
物
や
資
源
な
ど
の
輸
出
入

と
い
っ
た
良
い
面
だ
け
で
な
く
、
と
き
に
戦
争
に
至
る
負
の
側
面
も
あ
っ
た
。
良
い
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
さ

ま
ざ
ま
な
不
幸
を
乗
り
越
え
て
、
今
日
の
日
本
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
本
書
が
テ
ー
マ
と
す
る
の
は
、
主
に
室
町
時
代
か
ら
織
豊
時
代
に
か
け
て
、
海
外
諸
国
と
の
関
係
か
ら
生

じ
た
奴
隷
や
人
身
売
買
に
ま
つ
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
良
い
こ
と
と
は
言
い
難
く
、
不
幸
が
テ

ー
マ
な
の
で
あ
る
。

　
十
四
世
紀
半
ば
以
降
、
倭
寇
が
席
巻
し
、
中
国
人
や
朝
鮮
人
を
連
れ
去
る
こ
と
が
常
態
化
し
た
。
十
六
世

紀
に
な
る
と
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
が
来
日
し
、
キ
リ
ス
ト
教
を
布
教
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
際
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
の
商
人
も
日
本
を
訪
ね
、
西
洋
の
文
物
や
資
源
を
も
た
ら
し
た
。
一
方
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
商
人

は
日
本
人
奴
隷
を
売
買
し
、
利
益
を
得
て
い
た
実
態
が
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
日
本
人
奴
隷
は
船
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に
乗
せ
ら
れ
、
東
南
ア
ジ
ア
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
売
ら
れ
た
の
だ
。

　
文
禄
・
慶
長
の
役
が
は
じ
ま
る
と
、
日
本
軍
は
朝
鮮
半
島
を
席
巻
し
、
一
時
は
広
大
な
領
土
を
制
圧
す
る

こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
日
本
軍
が
朝
鮮
の
人
々
を
捕
ら
え
、
日
本
に
連
行
し
た
事
例
が
い
く
つ
も
報
告

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
朝
鮮
半
島
に
出
陣
し
た
日
本
人
の
な
か
に
は
、
朝
鮮
軍
に
投
降
す
る
者
も
存
在
し
た
。

投
降
し
た
日
本
人
は
降こ

う

倭わ

と
い
わ
れ
、
朝
鮮
の
人
々
に
鉄
砲
の
撃
ち
方
を
指
導
す
る
な
ど
し
、
そ
こ
そ
こ
の

身
分
に
取
り
立
て
ら
れ
た
者
も
い
た
と
い
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
歴
史
の
教
科
書
を
紐
解
く
と
、
中
世
の
記
述
で
は
有
名
な
大
名
や
有
名
な
合
戦
、
あ
る
い
は

政
策
や
法
令
な
ど
の
記
述
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ワ
ー
ル
ド
・
ワ
イ
ド
な
時
代
に
あ
っ
て
、

人
身
売
買
や
強
制
連
行
に
よ
っ
て
奴
隷
に
身
を
落
と
す
人
が
い
る
な
ど
、
不
幸
な
出
来
事
が
あ
っ
た
の
も
事

実
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
そ
う
し
た
海
外
諸
国
と
の
関
係
か
ら
生
じ
た
、
人
身
売
買
や
奴
隷
の
実
態
を
取
り

上
げ
る
も
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
国
内
の
人
身
売
買
や
奴
隷
の
実
態
に
も
触
れ
た
。

　
な
お
、
本
文
中
の
和
暦
・
西
暦
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
出
来
事
の
場
合
は
和
暦
・
西
暦
を
併
記
し
、

外
国
で
の
出
来
事
の
場
合
は
西
暦
の
み
を
記
し
た
。
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第
二
章
　

戦
国
時
代
の
人
身
売
買
・
乱
取
り



厳
し
か
っ
た
中
世
社
会
の
環
境

　
前
章
で
は
、
倭
寇
を
介
し
た
朝
鮮
人
、
中
国
人
、
日
本
人
の
人
身
売
買
を
取
り
上
げ
た
。
こ
こ
で
転
じ
て
、

日
本
国
内
に
お
け
る
人
の
略
奪
や
人
身
売
買
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

　
前
近
代
、
と
り
わ
け
戦
国
時
代
を
含
む
中
世
と
い
う
時
代
は
、
気
候
や
災
害
に
左
右
さ
れ
る
過
酷
な
時
代

だ
っ
た
。
旱か

ん

魃ば
つ

、
冷
夏
、
長
雨
は
、
農
作
物
の
収
穫
に
大
き
く
悪
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
。
ま
た
、
当
時
は
地

震
、
台
風
、
洪
水
や
河
川
の
氾
濫
な
ど
の
大
災
害
に
弱
く
、
ひ
と
た
び
大
災
害
に
見
舞
わ
れ
る
と
、
そ
こ
か

ら
元
の
状
態
に
戻
す
に
は
多
大
な
時
間
と
労
力
を
要
し
た
。
備
蓄
し
た
食
料
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

現
代
の
よ
う
に
冷
蔵
庫
な
ど
で
保
存
が
利
く
わ
け
で
は
な
い
。
中
世
は
、
慢
性
的
に
食
料
不
足
に
悩
ま
さ
れ

た
飢
饉
の
時
代
だ
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

　
疫
病
が
蔓
延
す
れ
ば
、
さ
ら
に
事
態
が
深
刻
化
し
た
。
当
時
も
医
者
は
い
た
も
の
の
、
武
家
や
公
家
な
ど

の
高
い
地
位
に
あ
る
者
し
か
受
診
で
き
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
現
代
の
よ
う
な
高
度
な
医
療
が
施
さ
れ
た

の
で
は
な
く
、
薬
草
な
ど
を
飲
ま
せ
る
よ
う
な
レ
ベ
ル
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
や
や
も
す
れ
ば
、
治
療
は
単
な

る
経
験
則
や
迷
信
に
近
か
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
つ
ま
り
、
中
世
社
会
に
お
い
て
は
、
大
災
害
や
食
料
不
足
な
ど
に
見
舞
わ
れ
る
と
、
た
ち
ま
ち
死
の
恐
怖

に
晒
さ
れ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
い
っ
た
ん
人
々
が
右
の
事
情
か
ら
貧
困
に
転
落
す
る
と
、
這
い
上
が
る

こ
と
は
不
可
能
に
近
か
っ
た
。
貧
困
と
い
う
厳
し
い
局
面
を
打
開
す
る
に
は
、
自
身
あ
る
い
は
子
ら
の
人
身

52



売
買
に
よ
っ
て
、
金
銭
を
得
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
自
身
を
売
買
す
る
」
と
は
、
自
分
自
身
が
奴
隷

と
な
っ
て
労
働
力
を
提
供
す
る
の
と
引
き
換
え
に
、
金
銭
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
当
時
の
身
分
と
し
て
は
、
下
層
武
士
の
存
在
も
重
要
で
あ
る
。
日
頃
、
彼
ら
は
農
民
と
し
て
耕
作
に
従
事

し
て
い
た
が
、
い
ざ
合
戦
が
は
じ
ま
る
と
、
大
名
の
指
示
に
従
っ
て
戦
場
に
赴
い
た
。
彼
ら
は
足
軽
と
し
て

戦
場
を
駆
け
回
り
、
主
力
部
隊
と
し
て
活
躍
し
た
の
で
あ
る
。
戦
国
時
代
は
、
い
ま
だ
に
兵
農
未
分
離
の
時

代
だ
っ
た
の
だ
。

　
戦
争
に
な
る
と
、
足
軽
は
自
弁
で
兵
糧
を
準
備
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

は
正
確
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
自
弁
で
準
備
す
る
兵
糧
は
、
あ
く
ま
で
当
座
を
し
の
ぐ
も
の
だ
っ
た
。
実
際
に

は
戦
い
が
長
期
に
わ
た
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
大
名
が
商
人
を
通
じ
て
兵
糧
を
準
備
し
、
将
兵
に
配
る
の
が

一
般
的
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
足
軽
が
戦
場
で
敵
兵
の
首
を
取
れ
ば
、
軍
功
に
応
じ
た
恩
賞
を

与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
は
、
戦
場
に
お
け
る
略
奪
で
あ
る
。
敵
兵
の
首
を
取
り
、
恩
賞
を
も
ら
う
こ
と
も

重
要
だ
っ
た
が
、
戦
場
で
食
料
や
金
目
の
も
の
を
略
奪
す
る
こ
と
も
、
足
軽
ら
の
特
権
の
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
。
同
時
に
、
人
を
捕
縛
し
て
連
行
す
る
こ
と
も
行
わ
れ
た
。
足
軽
ら
は
捕
ら
え
た
人
を
売
買
し
、
金
に
換

え
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
奴
隷
商
人
が
介
在
、
暗
躍
し
て
い
た
の
だ
。
こ
う
し
た
戦
場
に
お
け
る
人
の
略
奪

は
、
必
然
的
に
人
身
売
買
の
温
床
と
な
っ
た
。
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以
下
、
戦
場
に
お
け
る
人
の
略
奪
や
人
身
売
買
を
中
心
に
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
を
取
り
上
げ
る
こ
と

に
し
た
い
と
思
う
。

武
田
軍
の
人
の
略
奪

　
最
初
に
、
甲
斐
国
の
戦
国
大
名
で
あ
る
武
田
氏
の
事
例
か
ら
、
人
の
略
奪
を
確
認
し
て
お
こ
う
。『
妙み

ょ
う

法ほ
う

寺じ

記き

』（『
勝か

つ

山や
ま

記き

』
と
も
）
と
い
う
史
料
は
、
甲
斐
国
の
法
華
宗
僧
侶
に
よ
っ
て
書
き
継
が
れ
た
年
録
で
、
甲

斐
国
の
武
田
氏
や
小
山
田
氏
の
動
向
を
は
じ
め
、
当
時
の
生
活
や
世
相
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
当
該
期
の
社

会
を
知
る
う
え
で
、
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
書
に
は
、
数
多
く
の
人
の
略
奪
の
記
録
が
残
さ
れ

て
い
る
。

　
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）、
武
田
氏
の
軍
勢
が
相
模
国
青
根
郷
（
相
模
原
市
緑
区
）
に
攻
め
込
み
、「
足あ

し

弱よ
わ

」

を
百
人
ば
か
り
略
奪
し
た
と
い
う
。
相
模
国
は
北
条
氏
の
領
国
だ
っ
た
の
で
、
武
田
氏
は
そ
こ
か
ら
「
足
弱
」

を
連
れ
去
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
前
年
の
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
、
武
田
信
虎
は
甲
斐
・
駿
河
の
国
境

付
近
の
万
沢
口
（
山
梨
県
南
部
町
）
に
お
い
て
、
今
川
氏
輝
、
北
条
氏
綱
の
連
合
軍
と
戦
い
、
最
終
的
に
敗
北

を
喫
し
た
（
万
沢
口
合
戦
）。
武
田
氏
は
今
川
・
北
条
の
両
者
に
対
し
て
禍
根
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
再
度
、

駿
河
国
に
攻
め
込
ん
だ
の
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
史
料
中
の
「
足
弱
」
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。「
足
弱
」
に
は
「
足

54



軽
」
の
意
も
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
「
足
が
弱
い
人
」「
歩
行
能
力
が
弱
い
人
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
そ
の

意
が
転
じ
て
、
女
性
、
老
人
、
子
供
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
武
田
軍
は
青
根
郷
で
の
戦
闘
の
ど

さ
く
さ
に
紛
れ
、「
足
弱
」
を
連
れ
去
っ
て
戦
利
品
と
し
、
国
へ
戻
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
奴
隷
と

し
て
使
役
す
る
な
ら
ば
、
老
人
は
役
に
立
た
な
い
の
で
除
外
さ
れ
、
女
性
と
子
供
が
略
奪
の
対
象
に
な
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

　
天
文
十
五
年
（
一
五
四
六
）
八
月
、
甲
斐
国
内
で
は
深
刻
な
飢
饉
が
発
生
し
、
餓
死
す
る
者
が
続
出
し
た
。

そ
う
し
た
状
況
下
、
武
田
氏
の
軍
勢
は
出
陣
先
（
場
所
は
不
明
）
で
男
女
を
生
け
捕
り
に
し
て
、
こ
と
ご
と
く

甲
斐
国
へ
と
連
れ
去
っ
た
と
い
う
。
飢
饉
と
い
う
異
常
事
態
に
際
し
、
人
を
自
国
に
連
れ
去
る
こ
と
で
、
農

作
業
を
行
う
労
働
力
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
武
田
氏
に
よ
る
人
の
略
奪
は
、
決
し
て
労
働
力
の
確
保
だ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
生
け
捕

ら
れ
た
人
々
は
、
親
類
が
応
じ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
二
貫
、
三
貫
、
五
貫
、
十
貫
で
買
い
戻
さ
れ
て
い
っ
た
こ

と
を
確
認
で
き
る
。
一
貫
を
現
在
の
貨
幣
価
値
に
換
算
す
る
と
、
約
十
万
円
に
な
る
の
で
、
連
れ
去
ら
れ
た

人
々
は
約
二
十
万
円
か
ら
百
万
円
で
買
い
戻
さ
れ
た
の
だ
。
金
額
の
差
は
、
性
別
や
年
齢
に
よ
っ
て
異
な
っ

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
参
考
ま
で
に
い
え
ば
、
中
世
に
お
け
る
人
身
売
買
の
相
場
は
約
二
貫
（
約
二
十
万
円
）
と
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
武
田
氏
の
買
戻
し
の
相
場
は
、
平
均
以
上
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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無
数
に
生
け
捕
ら
れ
た
人
と
買
戻
し

『
妙
法
寺
記
』
を
一
覧
す
る
と
、
武
田
氏
の
軍
勢
が
攻
め
込
ん
だ
場
所
で
は
、
多
く
の
敵
を
討
ち
取
っ
た
こ

と
を
記
し
て
い
る
。
同
時
に
、
多
く
の
「
足
弱
」
が
生
け
捕
り
に
さ
れ
、
甲
斐
に
連
れ
去
ら
れ
た
こ
と
も
書

き
残
さ
れ
て
い
る
。
天
文
十
七
年
（
一
五
四
八
）
九
月
に
は
信
濃
国
佐
久
郡
（
長
野
県
佐
久
市
な
ど
）
に
お
け

る
戦
い
の
結
果
、「
男
女
生
け
取
（
捕
）
り
数
を
知
ら
ず
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
数
百
な
の
か
数
千
な

の
か
、
も
は
や
想
像
す
ら
で
き
な
い
。

　
天
文
二
十
一
年
（
一
五
五
二
）
に
も
信
濃
国
で
戦
い
が
あ
り
、「
足
弱
取
る
こ
と
数
を
知
ら
ず
」
と
書
か
れ

て
い
る
。
翌
天
文
二
十
二
年
（
一
五
五
三
）
に
も
同
じ
信
濃
国
で
の
戦
い
で
、「
足
弱
は
生
け
取
（
捕
）
り
に

取
り
申
し
候
こ
と
、
後
代
に
有
る
ま
じ
く
候
」
と
あ
る
。
武
田
氏
の
軍
勢
は
信
濃
国
に
侵
攻
し
て
は
、
数
え

き
れ
な
い
ほ
ど
の
「
足
弱
」
を
連
れ
去
っ
て
帰
国
し
た
の
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
、
戦
場
に
お
い
て
人
や
物
資
を
強
奪
す
る
こ
と
を
「
乱
取
り
」
と
い
う
。
足
軽
ら
が
戦
場
で

分
捕
っ
た
人
や
物
資
は
、
す
べ
て
自
分
の
所
有
物
に
な
っ
た
。
連
れ
去
っ
た
人
は
奴
隷
と
し
て
使
役
さ
せ
る

か
、
あ
る
い
は
奴
隷
商
人
に
売
買
し
て
金
銭
に
換
え
た
の
で
あ
る
。
乱
取
り
が
行
わ
れ
た
状
況
は
、『
甲
陽
軍

鑑
』
に
も
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
お
り
、
足
軽
ら
が
戦
争
に
参
加
す
る
目
的
は
、
乱
取
り
に
あ
っ
た
と
思
え

る
ほ
ど
だ
。

　
と
は
い
え
、
生
け
捕
ら
れ
た
人
々
が
買
い
戻
さ
れ
た
例
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
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ほ
か
の
例
を
確
認
し
て
お
こ
う
。『
北
条
五
代
記
』
に
は
、
相
模
北
条
氏
と
安
房
里
見
氏
と
の
事
例
が
書
か
れ

て
い
る
。『
北
条
五
代
記
』
は
、
伊
勢
宗
瑞
（
北
条
早
雲
）、
氏
綱
、
氏
康
、
氏
政
、
氏
直
の
北
条
氏
五
代
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
集
め
た
書
で
あ
る
。
成
立
は
十
七
世
紀
初
頭
と
さ
れ
、
著
者
は
北
条
氏
の
遺
臣
・
三
浦
浄
心

で
あ
る
。
な
お
、
同
書
を
史
料
と
し
て
使
用
す
る
に
は
、
十
分
な
史
料
批
判
、
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

　
相
模
と
安
房
の
海
上
に
は
、
北
条
と
里
見
の
兵
船
が
数
多
く
往
来
し
、
常
に
交
戦
し
て
い
た
。
夜
に
な
る

と
、
そ
れ
ら
の
兵
船
は
浜
辺
へ
接
岸
し
、
漁
村
を
放
火
し
た
り
、
女
・
子
供
を
さ
ら
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、

漁
村
は
「
半は

ん

手て

」（
西
国
で
は
「
半は

ん

納の
う

」）
と
称
し
て
敵
に
年
貢
を
送
り
、
夜
を
安
ら
か
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き

た
。
そ
し
て
、
敵
に
内
通
し
て
、
生
け
捕
り
に
な
っ
た
女
・
子
供
を
買
い
戻
し
た
と
い
う
。

「
半
手
」
と
は
、
味
方
と
敵
の
勢
力
圏
に
あ
る
村
落
な
ど
が
、
双
方
に
年
貢
を
納
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私

的
に
和
睦
を
結
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
村
落
な
ど
は
、
両
方
の
勢
力
か
ら
攻
め
込
ま
れ
る
こ
と
を
回
避

し
た
の
だ
。
右
に
示
し
た
村
は
、
海
賊
の
襲
来
を
恐
れ
て
北
条
氏
と
里
見
氏
の
両
方
に
年
貢
を
納
め
る
こ
と

で
襲
来
を
回
避
し
、
さ
ら
に
生
け
捕
り
に
な
っ
た
村
民
を
取
り
戻
す
こ
と
に
成
功
し
た
の
だ
。

　
海
賊
が
漁
村
を
襲
撃
し
、
人
々
を
連
れ
去
っ
た
こ
と
は
、
フ
ロ
イ
ス
『
日
本
史
』
が
九
州
の
事
例
を
取
り

上
げ
て
い
る
。
さ
ほ
ど
、
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
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乱
取
り
を
描
い
た
『
甲
陽
軍
鑑
』

　
最
初
に
、『
甲
陽
軍
鑑
』
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
こ
う
。『
甲
陽
軍
鑑
』
は
江
戸
時
代
初
期
に
集
成
さ
れ
た

軍
書
で
あ
り
、
武
田
氏
研
究
の
重
要
史
料
の
一
つ
で
あ
る
。
一
方
で
、
同
書
は
後
世
に
成
っ
た
編
纂
物
な
の

で
、
利
用
に
際
し
て
は
十
分
な
史
料
批
判
が
必
要
で
あ
る
。
か
つ
て
、
同
書
は
そ
の
史
料
性
を
疑
問
視
さ
れ

た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
評
価
す
る
試
み
も
行
わ
れ
て
い
る
。

『
甲
陽
軍
鑑
』
は
二
十
巻
五
十
九
品
で
構
成
さ
れ
、
武
田
信
玄
・
勝
頼
父
子
の
治
績
、
合
戦
、
戦
術
、
刑
法

な
ど
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
成
立
過
程
は
、
武
田
氏
の
家
臣
・
高こ

う

坂さ
か

昌ま
さ

信の
ぶ

の
遺
記
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、

春
日
惣
二
郎
、
小お

幡ば
た

下し
も

野つ
け

ら
が
書
き
継
ぎ
、
最
終
的
に
小
幡
景か

げ

憲の
り

が
自
説
を
交
え
つ
つ
集
大
成
し
た
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
同
書
に
は
異
本
も
数
多
い
と
さ
れ
る
が
、
現
在
は
活
字
本
も
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
読
み
や
す

い
現
代
語
訳
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
『
甲
陽
軍
鑑
』
は
、
乱
取
り
の
事
例
を
豊
富
に
取
り
上
げ
て
お
り
、
ま
さ
し
く
宝
庫
で
あ
る
と
い
え

よ
う
。
以
下
、
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
武
田
信
玄
は
各
地
で
数
多
く
の
戦
い
を
繰
り
広
げ
た
が
、
も
っ
と
も
有
名
な
の
は
越
後
の
上
杉
謙
信
（
名

前
を
た
び
た
び
変
え
る
が
、
以
下
「
上
杉
謙
信
」
で
統
一
）
と
死
闘
を
演
じ
た
川
中
島
（
長
野
市
）
の
戦
い
で
あ

る
。
天
文
二
十
二
年
（
一
五
五
三
）、
初
め
て
二
人
が
交
戦
し
て
以
来
、
計
五
回
に
わ
た
っ
て
戦
い
が
行
わ
れ

た
（
四
回
説
も
あ
り
）。
二
人
の
死
闘
は
小
説
、
映
画
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
な
ど
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
ご
存
じ
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の
方
も
多
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
二
人
の
名
勝
負
で
は
な
く
、
乱
取
り
の
実
態
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
川
中
島
の
戦
い
に
際
し
、
甲
斐
国
か
ら
信
濃
国
へ
侵
攻
し
た
武
田
軍
は
、
そ
の
ま
ま
の
勢
い
で
越
後
国
関

山
（
新
潟
県
妙
高
市
）
を
越
え
、
そ
の
ま
ま
謙
信
の
居
城
・
春
日
山
城
（
新
潟
県
上
越
市
）
へ
迫
っ
た
。
す
る

と
、
武
田
軍
は
越
後
の
人
々
を
捕
ら
え
、
自
分
た
ち
の
奴
隷
と
し
て
召
し
抱
え
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
春
日

山
城
の
近
辺
に
火
を
放
つ
と
、
女
や
子
供
を
略
奪
し
て
、
そ
の
ま
ま
何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
甲
斐
へ

戻
る
将
兵
も
い
た
。
こ
れ
は
、
す
べ
て
信
玄
の
御
威
光
だ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。

　
越
後
で
武
田
軍
の
乱
取
り
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
上
杉
家
の
『
上
杉
家
御
年
譜
』
に
も
書
か
れ
て
い
る
の

で
、
史
実
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
結
局
、
武
田
軍
は
上
杉
軍
を
打
ち
破
り
、
越
後
を
支
配
下
に
収
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
出
陣
し

た
将
兵
は
越
後
で
女
や
子
供
を
連
れ
去
っ
た
の
で
、
十
分
な
戦
果
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
将
兵
が
戦

争
に
行
く
の
は
、
敵
を
討
っ
て
軍
功
を
挙
げ
、
主
君
か
ら
恩
賞
を
与
え
ら
れ
る
の
が
本
来
の
目
的
だ
っ
た
が
、

一
方
で
乱
取
り
に
よ
っ
て
略
奪
を
行
い
、
懐
を
潤
す
の
も
目
的
の
一
つ
に
な
っ
て
い
た
。
も
う
少
し
詳
し
く

事
例
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

乱
取
り
が
目
的
と
な
っ
た
人
々

　
出
陣
し
た
将
兵
は
恩
賞
だ
け
で
な
く
、
略
奪
も
一
つ
の
目
的
と
な
っ
て
い
た
。
極
端
に
言
え
ば
、
戦
い
の
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勝
敗
よ
り
も
、
乱
取
り
で
ど
れ
だ
け
人
や
物
資
を
強
奪
で
き
る
か
が
焦
点
と
な
っ
て
い
た
。『
甲
陽
軍
鑑
』
に

は
「
乱
取
り
ば
か
り
に
（
将
兵
の
）
気
持
ち
が
動
い
て
、
敵
の
勝
利
に
も
気
付
か
な
か
っ
た
」、
あ
る
い
は

「（
将
兵
が
）
乱
取
り
ば
か
り
に
ふ
け
っ
て
お
り
、
人
を
討
つ
と
い
う
気
持
ち
が
ま
っ
た
く
な
い
」
と
ま
で
書

か
れ
て
い
る
。
将
兵
は
戦
い
に
集
中
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
乱
取
り
に
夢
中
に
な
っ
て
い
た
様
子
が
う
か

が
え
る
。

　
乱
取
り
に
熱
中
す
る
人
々
に
つ
い
て
、『
甲
陽
軍
鑑
』
に
は
「
後
さ
き
踏
ま
え
ぬ
意
地
汚
き
人
々
」
と
書
か

れ
て
い
る
。
要
す
る
に
「
後
先
の
こ
と
を
何
も
考
え
て
い
な
い
意
地
汚
い
連
中
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。『
甲

陽
軍
鑑
』
は
後
世
に
成
っ
た
史
料
で
あ
る
が
、
近
世
初
期
の
感
覚
で
い
え
ば
、
乱
取
り
は
と
て
も
容
認
で
き

な
い
行
為
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
ほ
か
に
も
、
武
田
軍
の
乱
取
り
の
事
例
が
あ
る
。
武
田
軍
が
信
濃
国
に
侵
攻
し
た
際
、
大
門
峠
（
長
野
県

茅
野
市
と
長
和
町
の
境
）
を
越
え
た
付
近
で
、
将
兵
た
ち
に
七
日
間
の
休
暇
が
与
え
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
将

兵
ら
は
お
と
な
し
く
し
て
い
る
こ
と
が
で
き
ず
、
沸
き
起
こ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
て
余
し
て
、
い
き
り
立
つ

よ
う
な
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
。

　
結
局
、
将
兵
は
我
慢
し
き
れ
ず
、
鬨と

き

の
声
を
上
げ
て
付
近
の
民
家
を
襲
撃
し
た
。
そ
れ
は
、
田
畠
の
作
物

を
略
奪
す
る
と
い
う
、
乱
取
り
そ
の
も
の
だ
っ
た
。
将
兵
は
た
っ
た
三
日
間
で
村
々
で
の
略
奪
を
終
え
た
も

の
の
、
ま
だ
ま
だ
余
力
が
残
っ
て
い
た
。
す
る
と
、
翌
日
に
は
さ
ら
に
遠
方
の
村
々
ま
で
出
掛
け
て
行
っ
て
、
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朝
か
ら
夕
方
ま
で
略
奪
を
繰
り
返
す
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
も
は
や
猛
り
狂
う
将
兵
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
は
、
不
可
能
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
一
連
の
乱
取
り
に
つ
い
て
は
、
後
日
譚
が
あ
っ
た
。
乱
取
り
が
行
わ
れ
た
日
の
夜
、
武
田
軍
を

率
い
た
三
人
の
侍
大
将
は
夢
を
見
た
。
夢
枕
に
諏
訪
明
神
の
使
者
と
称
す
る
山
伏
が
姿
を
あ
ら
わ
し
、「
信
玄

が
信
濃
に
出
陣
中
は
乱
取
り
を
し
て
は
な
ら
ぬ
」
と
命
じ
て
い
る
、
と
い
う
お
告
げ
を
し
た
。
侍
大
将
は
大

い
に
驚
き
、「
乱
取
法
度
」（
乱
取
り
を
禁
止
す
る
法
令
）
を
発
布
し
て
乱
取
り
を
禁
止
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
単
な
る
逸
話
に
す
ぎ
な
い
が
、
人
々
が
い
か
に
武
田
軍
の
乱
取
り
に
困
っ
て
い
た
の
か
が
わ
か
る
。

な
お
、
乱
取
り
を
禁
止
し
た
例
は
、
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
二
月
の
徳
川
家
康
禁
制
の
例
が
あ
る
（「
鹿
五

郎
文
書
」）。

　
戦
争
が
終
結
し
て
敵
の
城
を
落
城
さ
せ
て
も
、
将
兵
の
乱
取
り
だ
け
は
続
け
ら
れ
た
。
乱
取
り
が
将
兵
た

ち
の
「
褒
美
」
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

打
ち
続
く
乱
取
り

　
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）、
武
田
軍
が
長
野
業な

り

盛も
り

の
籠
る
上
野
箕み

の

輪わ

城じ
ょ
う（

群
馬
県
高
崎
市
）
を
落
と
す
と
、
将

兵
の
ボ
ル
テ
ー
ジ
は
一
気
に
頂
点
に
達
し
た
。
敗
戦
後
、
長
野
氏
の
軍
勢
は
散
り
散
り
に
な
っ
て
城
か
ら
逃

げ
出
し
た
の
で
、
武
田
軍
の
将
兵
は
敵
が
い
な
く
な
っ
た
箕
輪
城
を
本
拠
と
し
て
乱
取
り
を
行
っ
た
の
だ
。
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も
は
や
、
武
田
軍
に
怖
い
も
の
は
な
く
、
す
っ
か
り
抑
え
が
利
か
な
く
な
っ
て
い
た
。
下
層
に
属
す
る
侍
か

ら
、
人
夫
に
至
る
ま
で
が
乱
取
り
に
熱
中
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
戦
い
よ
り
も
「
乱
取

り
」
の
ほ
う
が
本
番
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
に
つ
い
て
、
藤
木
久
志
氏
は
「
お
そ
ら
く
雑
兵
た
ち
に
は
、
御
恩
も
奉
公
も
武
士
道
も

な
く
、
た
と
え
懸
命
に
戦
っ
て
も
、
恩
賞
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
を
軍
隊
に
つ
な
ぎ
と
め
、
作
戦
に

利
用
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
戦
い
の
な
い
日
に
乱
取
り
休
暇
を
設
け
、
落
城
の
後
に
は
褒
美
の
略
奪
を
解
禁
に

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
」
と
指
摘
す
る
（
藤
木
：
二
〇
〇
五
）。

　
御
恩
と
は
、
主
君
が
家
臣
に
与
え
る
有
形
・
無
形
の
恩
恵
の
こ
と
で
あ
る
。
所
領
の
給
与
（
新
恩
給
与
）・

本
領
安
堵
、
諸
職
へ
の
任
命
な
ど
が
代
表
的
な
も
の
だ
。
一
方
の
奉
公
と
は
、
家
臣
が
主
君
の
御
恩
に
対
し
、

奉
仕
す
る
義
務
の
こ
と
で
あ
る
。
戦
時
の
戦
闘
参
加
・
軍
費
負
担
、
平
時
の
番
役
・
公
事
・
課
役
な
ど
が
代

表
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
武
士
道
は
鎌
倉
時
代
か
ら
発
達
し
た
と
い
わ
れ
、
江
戸
時
代
に
儒
学
思
想
と
結
び
つ
い
て
完
成
し
た
。
忠

誠
・
勇
敢
・
犠
牲
・
信
義
・
廉
恥
・
礼
節
・
名
誉
・
質
素
・
情
愛
な
ど
を
尊
重
す
る
思
想
で
あ
る
。
と
は
い

え
、
武
士
道
の
観
念
は
江
戸
時
代
以
降
に
浸
透
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
だ
戦
国
時
代
の
武
士
は
野
蛮
な
面
が

あ
っ
た
と
い
え
る
（
一
方
で
、
和
歌
や
連
歌
に
親
し
む
武
士
も
い
た
が
）。

　
右
の
藤
木
氏
の
指
摘
に
は
、
賛
同
し
か
ね
る
点
が
あ
る
。
軍
功
を
挙
げ
た
将
兵
に
対
し
、
恩
賞
を
給
付
す
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る
の
は
、
主
君
と
し
て
当
然
の
義
務
だ
っ
た
の
で
、
何
ら
か
の
恩
賞
が
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ

し
て
、
当
時
の
将
兵
ら
に
対
し
て
、
江
戸
時
代
に
発
達
し
た
高
い
倫
理
性
を
持
つ
武
士
道
の
精
神
を
要
求
す

る
の
も
酷
だ
ろ
う
。
乱
取
り
と
い
う
の
は
一
種
の
軍
事
慣
行
で
あ
り
、
出
陣
し
た
将
兵
に
と
っ
て
の
賞
与
的

な
も
の
だ
っ
た
。

貴
重
な
収
入
だ
っ
た
略
奪
品

　
戦
国
時
代
の
戦
争
は
、
将
兵
が
収
入
を
得
る
手
段
の
一
つ
で
あ
り
、
出
稼
ぎ
の
よ
う
な
位
置
付
け
だ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
乱
取
り
は
、
彼
ら
の
貴
重
な
収
入
源
と
な
っ
た
。
将
兵
を
動
員
す
る
戦
国
大
名
に
と
っ

て
も
、
恩
賞
だ
け
で
は
不
足
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
は
い
え
、
乱
取
り
に
夢
中
に
な

っ
て
、
戦
争
に
負
け
て
し
ま
っ
て
は
本
末
転
倒
で
あ
る
。

　
ま
た
、
戦
国
大
名
が
乱
取
り
を
黙
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
敵
地
の
人
々
の
反
発
心
を
煽
り
、
苦
戦
を
強

い
ら
れ
る
の
も
本
望
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
は
、
乱
取
り
を
禁
止
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
乱
取
り
に
夢
中
に
な
っ
て
、
戦
い
に
集
中
で
き
な
い
こ
と
を
予
想
し
て
、
出

陣
し
た
武
将
に
乱
取
り
を
禁
止
し
た
例
が
確
認
で
き
る
。
誰
も
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
行
っ
て
い
た
の
だ
。

　
乱
取
り
で
人
や
物
資
を
略
奪
す
る
と
、
将
兵
の
生
活
は
豊
か
に
な
っ
た
。『
甲
陽
軍
鑑
』
に
は
「
分
捕
っ
た

刀
・
脇
差
・
目め

貫ぬ
き

（
刀
剣
の
柄
に
つ
け
る
装
飾
金
具
）・
筓

こ
う
が
い（

刀
の
鞘
の
差
表
に
差
し
て
お
く
篦へ

ら

状
の
も
の
）・
脛は

ば

巾き

63 第二章　　戦 国 時 代 の 人 身 売 買・乱 取 り



（
脛
を
保
護
す
る
服
装
品
）
を
外
し
て
（
売
っ
て
）、
豊
か
に
な
っ
た
。
馬
・
女
を
奪
い
取
り
、
こ
れ
で
豊
か
に

な
っ
た
の
で
、
国
々
の
民
百
姓
ま
で
み
ん
な
富
貴
に
な
り
安
泰
に
な
っ
た
の
で
、
国
で
騒
ぎ
が
起
こ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

　
当
時
、
刀
な
ど
の
武
器
に
つ
い
て
は
、
新
品
を
購
入
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
右
の
例
で
い
え
ば
、
単

に
強
奪
し
た
だ
け
で
な
く
、
戦
死
し
た
敵
兵
の
刀
な
ど
を
分
捕
っ
た
例
も
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
彼
ら
は

強
奪
し
た
武
器
を
手
入
れ
し
て
自
分
で
使
う
な
り
、
売
却
し
て
金
銭
に
換
え
た
の
だ
ろ
う
。
馬
も
貴
重
か
つ

高
価
な
も
の
だ
っ
た
。
馬
は
戦
場
で
活
躍
し
た
が
、
む
し
ろ
農
耕
馬
と
し
て
の
利
用
価
値
も
あ
っ
た
。
略
奪

品
の
す
べ
て
に
大
き
な
価
値
が
あ
っ
た
の
だ
。

　
戦
争
で
敵
あ
る
い
は
人
々
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
略
奪
し
、
富
裕
に
な
る
と
い
う
の
は
酷
い
話
で
あ
る

が
、
当
時
は
珍
し
く
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

肥
後
相
良
氏
の
乱
取
り

　
こ
こ
ま
で
取
り
上
げ
た
乱
取
り
と
い
う
現
象
は
、
何
も
武
田
氏
の
専
売
特
許
で
は
な
い
。
以
下
、
他
国
の

事
例
も
挙
げ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
最
初
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
肥
後
国
の
大
名
相さ

が
ら良

氏
の
例
で
あ
る
。
も
と
も
と
相
良
氏
は
遠
江
国
佐
野
郡

相
良
荘
（
静
岡
県
牧
之
原
市
）
の
出
身
で
あ
る
が
、
鎌
倉
時
代
に
肥
後
国
人
吉
荘
（
熊
本
県
人
吉
市
）
に
本
拠

64



を
移
し
、
以
後
は
室
町
・
戦
国
期
を
通
し
て
大
名
化
を
遂
げ
た
。
相
良
氏
の
軍
勢
に
よ
る
乱
取
り
の
様
子
は
、

『
八や

つ

代し
ろ

日に
っ

記き

』
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。

『
八
代
日
記
』
と
は
、
文
明
十
六
年
（
一
四
八
四
）
か
ら
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
に
至
る
相
良
氏
の
年
代
記

で
あ
る
。
長
ら
く
写
本
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
近
年
に
な
っ
て
慶
應
義
塾
大
学
で
原
本
が
発
見
さ

れ
た
。
な
お
、
原
題
は
『
当
家
日
記
』
と
い
う
。

　
同
書
に
お
け
る
乱
取
り
の
記
述
に
よ
る
と
、
戦
場
で
は
人
々
だ
け
で
な
く
、
牛
馬
も
略
奪
の
対
象
と
な
っ

た
と
い
う
。
こ
の
点
は
武
田
氏
の
ケ
ー
ス
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
り
、
牛
馬
を
農
耕
馬
と
し
て
使
用
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
乱
取
り
は
戦
争
時
だ
け
で
な
く
、
薪
取
り
を
し
て
い
る
者
を
さ
ら
っ
た
り
、
漁
の
最

中
の
者
を
連
れ
去
っ
た
例
も
見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
乱
取
り
は
戦
争
時
だ
け
に
限
ら
ず
、
日
常
的
に
行

わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
注
目
す
べ
き
は
、
天
文
九
年
（
一
五
四
〇
）
三
月
に
相
良
軍
が
敵
兵
千
余
人
を
討
っ
た
際
、
生
け
捕
ら
れ
た

人
が
二
千
人
に
及
ん
だ
と
い
う
記
録
で
あ
る
。
生
け
捕
っ
た
人
の
数
は
、
尋
常
と
は
い
え
な
い
規
模
の
も
の

で
、
も
は
や
相
良
軍
に
よ
る
組
織
的
な
乱
取
り
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
に
は
、
ど
の
よ
う
な
背
景
が

あ
っ
た
の
か
。

　
当
時
、
戦
乱
に
よ
っ
て
田
畑
が
荒
れ
た
り
、
悪
天
候
で
十
分
に
作
物
が
育
た
な
か
っ
た
り
す
る
と
、
農
民

が
耕
作
地
を
放
棄
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
領
主
に
よ
る
過
酷
な
年
貢
の
収
奪
に
苦
し
む
農
民
も
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い
た
。
農
民
ら
は
そ
の
苦
し
み
か
ら
逃
れ
る
た
め
、
ほ
か
の
大
名
の
領
国
に
逃
げ
た
。
そ
う
な
る
と
、
逃
げ

ら
れ
た
ほ
う
の
領
国
で
は
、
田
畑
を
耕
作
す
る
農
民
が
い
な
く
な
る
の
で
、
年
貢
が
徴
収
で
き
ず
に
困
っ
て

し
ま
う
。

　
そ
の
よ
う
な
背
景
も
あ
っ
て
、
相
良
氏
は
二
千
人
に
及
ぶ
人
々
を
生
け
捕
り
に
し
て
自
領
に
連
行
し
、
農

民
が
い
な
く
な
っ
た
農
地
で
耕
作
に
従
事
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

伊
達
氏
の
戦
争
と
乱
取
り

　
乱
取
り
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
南
奥
羽
に
お
け
る
伊
達
政
宗
の
例
で
も
確
認
で
き
る
。
そ
の
状
況
を
伝
え

て
い
る
の
が
、『
天
正
日
記
』
で
あ
る
。『
天
正
日
記
』
は
伊
達
政
宗
の
動
向
を
側
近
が
記
し
た
記
録
で
、
そ

の
期
間
は
天
正
十
五
〜
十
八
年
（
一
五
八
七
〜
九
〇
）
に
及
ぶ
。

『
天
正
日
記
』（
天
正
十
六
・
十
七
年
）
の
記
事
を
一
読
す
る
と
、「
い
け
ど
り
（
生
け
捕
り
）」
の
文
字
が
散
見

す
る
。
伊
達
氏
の
戦
争
に
お
い
て
、
生
け
捕
り
に
さ
れ
た
人
々
が
数
多
く
存
在
し
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
こ

の
ほ
か
「
き
り
す
て
（
斬
り
捨
て
）」（
刀
で
斬
り
殺
す
こ
と
）
あ
る
い
は
首
や
鼻
の
数
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、

殺
害
さ
れ
た
者
も
い
た
の
だ
。
な
お
、
首
や
鼻
の
数
は
数
量
が
書
か
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
が
、
多
く
は

「
際
限
な
く
」「
数
知
れ
ず
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

　
こ
の
場
合
、
明
確
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
生
け
捕
り
ま
た
は
殺
害
さ
れ
た
の
は
、
武
将
が
多
か
っ
た
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の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
武
将
だ
け
で
な
く
、
農
民
ら
も
同
時
に
捕
縛
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

生
け
捕
る
場
合
と
殺
害
す
る
場
合
で
は
、
命
乞
い
が
あ
っ
て
助
命
す
る
な
ど
の
理
由
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
辺
り
は
不
明
で
あ
る
が
、
殺
戮
と
乱
取
り
が
行
わ
れ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
伊
達
氏
の
将
兵
が
切
り
取
っ
た
首
や
鼻
の
数
に
も
驚
か
さ
れ
る
。
通
常
、
敵
兵
を
倒
し
た
場

合
、
そ
の
証
と
し
て
首
を
切
り
取
る
こ
と
が
軍
功
の
証
と
な
っ
た
。
取
っ
た
首
の
数
に
応
じ
て
、
将
兵
ら
に

恩
賞
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
兜
首
は
大
将
の
証
で
も
あ
っ
た
の
で
、
兜
を
捨
て
ず
に
必
ず
持

参
す
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
。

　
で
は
、
な
ぜ
鼻
が
切
り
取
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
敵
を
討
ち
取
っ
た
将
兵
が
敵
兵
の
首
を
腰
ま
わ
り
に
ぶ

ら
下
げ
て
い
る
と
、
重
い
う
え
に
身
動
き
が
取
り
に
く
い
。
そ
こ
で
、
代
わ
り
に
鼻
を
削
ぎ
落
と
し
て
、
敵

を
討
っ
た
証
拠
に
し
た
の
だ
。
髭ひ

げ

の
生
え
て
い
る
鼻
か
ら
上
唇
ま
で
切
り
取
る
と
、
少
な
く
と
も
男
だ
っ
た

と
わ
か
る
。

　
伊
達
氏
の
例
は
記
述
が
断
片
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
戦
場
で
は
殺
戮
の
ほ
か
、
多
数
の
人
々
が
捕
ら
え
ら

れ
た
実
情
が
わ
か
る
。

島
津
氏
の
戦
争
と
乱
取
り

　
次
に
、
薩
摩
島
津
氏
の
例
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
日
向
都

み
や
こ
の

城じ
ょ
う（

宮
崎
県
都
城
市
）
の
北ほ

ん

郷ご
う

忠た
だ

相す
け

は
、『
北
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郷
忠
相
日
記
』
を
書
き
残
し
た
。
天
文
十
五
年
（
一
五
四
六
）
一
月
の
記
事
を
見
る
と
、
敵
兵
五
十
余
人
を
討

っ
た
こ
と
に
加
え
、
男
女
、
牛
馬
を
数
知
れ
ず
略
奪
し
た
と
記
す
。
牛
馬
は
農
耕
用
、
も
し
く
は
売
買
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
。
天
文
十
八
年
（
一
五
四
九
）
四
月
に
は
、「
生
け
捕
り
多
し
」
と
記
事
に
書
か
れ
て
い
る
の

で
、
多
く
の
男
女
を
連
れ
去
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、『
蒲か

も
う生

山や
ま

本も
と

氏し

日に
っ

記き

』
の
弘
治
元
〜
三
年
（
一
五

五
五
〜
五
七
）
の
記
事
を
確
認
す
る
と
、
生
け
捕
り
し
た
記
録
は
も
と
よ
り
、
十
五
・
六
歳
の
童
子
を
一
人
生

け
捕
っ
た
と
の
記
事
が
あ
る
。

　
日
向
都
城
の
北
郷
時
久
（
忠
相
の
孫
）
は
、『
北
郷
時
久
日
記
』
の
な
か
で
、
戦
場
に
お
け
る
乱
取
り
の
状

況
を
書
き
残
し
て
い
る
。
乱
取
り
は
、
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
五
月
か
ら
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
一
月
に

か
け
て
の
記
事
で
散
見
さ
れ
る
。

　
た
と
え
ば
、
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
五
月
の
記
事
で
は
、
四
十
人
も
の
人
を
連
れ
去
っ
た
ほ
か
、
七
百
も

の
具
足
（
甲
冑
）
を
奪
い
去
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
後
者
も
戦
利
品
で
あ
り
、
合
戦
で
利
用
す
る
の
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
売
買
し
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
人
三
人
か
ど
い
候
」
と
い
う
記
事
で
あ

る
。「
か
ど
わ
か
す
」
に
は
、「
人
を
騙
し
、
ま
た
は
力
ず
く
で
他
へ
連
れ
去
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
三
人
の
人
を
強
引
も
し
く
は
騙
し
て
連
れ
去
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
島
津
氏
の
家
臣
で
宮
崎
城
（
宮
崎
市
）
主
の
上う

わ

井い

覚か
く

兼け
ん

の
日
記
『
上
井
覚
兼
日
記
』
は
、
戦
場
で
の
残
酷

な
情
景
を
描
い
て
い
る
。『
上
井
覚
兼
日
記
』
は
、
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
八
月
か
ら
十
三
年
分
の
原
本
が
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残
っ
て
い
る
。
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
十
一
月
か
ら
同
十
四
年
（
一
五
八
六
）
十
月
の
記
事
が
中
心
な
の
は
、

欠
失
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
内
容
は
、
戦
国
末
期
の
南
九
州
の
政
治
や
社
会
動
向
、
島
津
氏
の
版
図
拡
大
や

領
国
支
配
の
状
況
、
上
級
武
士
の
生
活
文
化
や
教
養
な
ど
の
多
彩
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
。

　
そ
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
、
天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
に
島
津
氏
が
豊
後
大
友
氏
と
抗
争
を
繰
り
広
げ
た

あ
と
の
話
で
あ
る
。
国
へ
帰
る
島
津
氏
の
軍
勢
は
、
怪
我
を
し
た
将
兵
の
ほ
か
、
濫ら

ん

妨ぼ
う

人に
ん

、
女
・
子
供
な
ど

数
十
人
が
引
き
連
れ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
路
次
は
、
右
の
人
々
で
ご
っ
た
返
し
て
い
た
と
記
し
て
い

る
。
女
・
子
供
は
、
島
津
軍
が
豊
後
か
ら
連
行
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

　
フ
ロ
イ
ス
が
記
し
た
『
日
本
史
』
に
は
、
戦
争
よ
り
も
戦
利
品
を
持
ち
帰
る
こ
と
を
優
先
し
た
、
島
津
軍

の
将
兵
の
姿
を
書
き
留
め
て
い
る
。
島
津
軍
の
将
兵
は
多
く
の
敵
兵
を
殺
し
、
さ
ら
に
多
く
の
捕
虜
を
生
け

捕
っ
た
。
そ
の
一
方
、
将
兵
は
そ
れ
ら
戦
利
品
を
一
刻
も
早
く
国
に
持
ち
帰
り
た
い
と
考
え
、
敵
へ
の
攻
撃

を
途
中
で
放
棄
し
、
引
き
揚
げ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
武
田
氏
の
例
で
も
紹
介
し
た
が
、
戦
争
よ
り
も
略
奪

品
が
重
要
だ
っ
た
の
だ
。

二
束
三
文
で
売
ら
れ
た
人
々

　
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
二
月
、
小
田
氏
治
の
籠
る
常
陸
小
田
城
（
茨
城
県
つ
く
ば
市
）
は
、
上
杉
謙
信
の

攻
撃
で
落
城
し
た
。
落
城
直
後
、
城
下
は
た
ち
ま
ち
人
身
売
買
の
市
場
に
な
っ
た
と
い
う
。
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そ
の
様
子
は
『
別
本
和
光
院
和
漢
合
運
』
に
「
小
田
城
が
開
城
す
る
と
、
謙
信
の
意
向
に
よ
っ
て
、
春
の

間
、
人
が
二
十
銭
・
三
十
銭
で
売
買
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
文
を
読
む
限
り
、

人
身
売
買
が
謙
信
の
指
示
に
拠
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
謙
信
の
公
認
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

お
そ
ら
く
城
内
に
は
、
周
辺
に
住
ん
で
い
た
農
民
ら
が
安
全
を
確
保
す
る
た
め
逃
げ
込
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。

戦
争
に
な
る
と
、
農
民
ら
が
城
へ
逃
げ
込
む
こ
と
は
珍
し
く
な
か
っ
た
。

　
ち
な
み
に
二
十
銭
と
い
え
ば
、
現
在
の
貨
幣
価
値
に
換
算
し
て
、
た
っ
た
の
約
二
千
円
に
す
ぎ
な
い
（
三

十
銭
は
三
千
円
）。
お
そ
ら
く
、
雑
兵
た
ち
は
相
当
な
数
の
女
・
子
供
（
あ
る
い
は
男
も
）
を
生
け
捕
り
に
し
、

奴
隷
商
人
を
介
し
て
売
る
こ
と
に
よ
り
、
利
益
を
得
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
ま
さ
し
く
戦
争
に
出
陣
す
る
「
旨

み
」
で
あ
り
、
将
兵
に
と
っ
て
賞
与
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
な
お
、
城
下
で
の
攻
防
戦
で
、
人
や
馬
が
連

れ
去
ら
れ
た
例
は
ほ
か
に
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
二
十
銭
、
三
十
銭
と
は
か
な
り
の
安
値
で
あ
る
。
数
が
多
い
の
で
供
給
過
多
と
な
り
、

薄
利
多
売
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ロ
イ
ス
の
『
日
本
史
』
に
よ
る
と
、
九
州
で
は
か
な
り
の
安
値
で

売
買
さ
れ
た
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
売
ら
れ
た
者
は
家
事
労
働
な
ど
に
使
役
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
さ
ら

に
転
売
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
人
身
売
買
は
、
過
酷
な
現
実
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
連
れ
去
ら
れ
た
人
々

は
、
先
述
の
と
お
り
金
銭
を
負
担
す
る
こ
と
で
買
い
戻
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
人
々
は
、
城
下
で
将
兵
自
身
に
よ
っ
て
売
買
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
奴
隷
商
人
を
介
し
て
売
ら
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れ
た
の
だ
ろ
う
。
奴
隷
商
人
に
と
っ
て
、
ど
れ
だ
け
の
利
益
が
あ
っ
た
の
か
は
、
残
念
な
が
ら
判
然
と
し
な

い
。
戦
場
で
は
武
器
や
兵
糧
を
取
り
扱
う
商
人
の
ほ
か
、
奴
隷
を
売
買
す
る
商
人
も
存
在
し
た
（
両
方
を
担

当
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
）。
つ
ま
り
、
戦
場
に
お
け
る
人
の
連
れ
去
り
は
、
大
袈
裟
に
言
え
ば
、
一
種
の

商
行
為
と
し
て
彼
ら
商
人
の
懐
を
潤
わ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

大
坂
の
陣
に
お
け
る
乱
取
り

　
乱
取
り
は
、
以
後
の
戦
争
で
も
止
む
こ
と
が
な
か
っ
た
。
徳
川
家
と
豊
臣
家
の
最
終
決
戦
の
大
坂
の
陣
（
慶

長
十
九
年
〔
一
六
一
四
〕
〜
同
二
十
年
〔
一
六
一
五
〕）
で
も
、
乱
取
り
の
実
態
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
義ぎ

演え
ん

准じ
ゅ

后ご
う

日に
っ

記き

』
に
よ
る
と
、
慶
長
二
十
年
（
一
六
一
五
）
五
月
の
大
坂
夏
の
陣
で
勝
利
し
た
徳
川
軍
の
兵

は
、
女
・
子
供
を
次
々
と
捕
ら
え
て
、
凱
旋
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
大
坂
城
内
に
は
将
兵
だ
け
で
な
く
、

普
通
の
人
々
も
逃
げ
込
ん
で
い
た
の
で
、
落
城
後
は
そ
う
し
た
人
々
を
捕
縛
し
て
連
れ
去
っ
た
の
で
あ
る
。

　
徳
川
方
に
与
し
た
阿
波
の
蜂
須
賀
軍
は
、
約
百
七
十
人
の
男
女
ら
を
捕
ら
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

内
訳
は
、
女
が
六
十
八
人
、
子
供
が
六
十
四
人
と
そ
の
多
く
を
女
・
子
供
が
占
め
て
い
た
。
四
十
人
程
度
が

成
人
し
た
男
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
捕
ら
え
ら
れ
た
女
・
子
供
が
多
い
理
由
は
、
こ
れ
ま
で
の
戦
争
と
同
じ
と

考
え
ら
れ
る
。

「
大
坂
夏
の
陣
図
屛
風
」（
大
阪
城
天
守
閣
所
蔵
）
は
大
坂
夏
の
陣
を
描
い
た
屛
風
絵
で
、
逃
げ
惑
う
戦
争
難

71 第二章　　戦 国 時 代 の 人 身 売 買・乱 取 り



民
の
姿
が
見
事
に
活
写
さ
れ
て
い
る
。
左
隻
全
面
に
は
、
戦
場
か
ら
逃
亡
す
る
敗
残
兵
や
避
難
民
だ
け
で
な

く
、
徳
川
軍
が
略
奪
・
誘
拐
・
首
取
り
す
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
将
兵
に

捕
ま
っ
た
女
性
た
ち
の
姿
で
あ
る
。
将
兵
は
戦
い
に
集
中
せ
ず
、
む
し
ろ
人
や
モ
ノ
の
略
奪
に
熱
中
し
て
い

た
。
そ
れ
が
彼
ら
の
稼
ぎ
と
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
捕
縛
さ
れ
た
人
々
は
奴
隷
に
身
を
落
と
す
か
、

売
買
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
地
獄
絵
図
の
よ
う
な
乱
取
り
は
、
戦
国
時
代
を
経
て
織
豊
政
権
期
に
至
っ
て
も
続
き
、
さ
ら
に

最
後
の
大
戦
争
と
な
っ
た
大
坂
の
陣
ま
で
脈
々
と
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

『
信
長
公
記
』
に
見
る
乱
取
り
・
人
身
売
買

　
各
地
の
戦
場
で
乱
取
り
や
人
身
売
買
が
横
行
し
て
い
た
が
、
織
田
信
長
の
時
代
に
も
見
ら
れ
た
現
象
で
あ

る
。
以
下
、
特
に
売
春
の
例
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
天
正
三
年
（
一
五
七
五
）、
織
田
信
長
は
越
前
国
で
蜂
起
し
た
一
向
一
揆
を
討
伐
し
た
。
そ
の
際
、
三
・
四

万
人
に
及
ぶ
人
々
が
、
殺
害
ま
た
は
生
け
捕
り
に
さ
れ
た
と
い
う
（『
信
長
公
記
』）。
殺
害
ま
た
は
生
け
捕
り

に
さ
れ
た
人
々
は
、
将
兵
だ
け
で
な
く
農
民
や
女
・
子
供
も
含
ま
れ
て
い
た
。
生
け
捕
り
に
さ
れ
た
農
民
や

女
・
子
供
は
連
行
さ
れ
、
奴
隷
の
よ
う
に
こ
き
使
わ
れ
る
か
、
ま
た
は
売
買
し
て
金
銭
に
換
え
ら
れ
た
に
違

い
な
い
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
戦
利
品
と
し
て
扱
わ
れ
、
出
陣
し
た
将
兵
に
と
っ
て
の
賞
与
の
よ
う
な
も
の
だ
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っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
信
長
が
京
都
を
支
配
し
て
い
る
と
き
、
女
性
の
売
買
が
問
題
と
な
っ
た
。『
信
長
公
記
』
天
正

七
年
（
一
五
七
九
）
九
月
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

去
る
頃
、
下し

も

京ぎ
ょ
う

場ば

之の

町ち
ょ
う（

京
都
市
下
京
区
）
で
門
役
を
務
め
て
い
る
者
の
女
房
が
、
数
多
く
の
女
性
を
騙

し
て
連
れ
去
り
、
和
泉
国
堺
（
大
阪
府
堺
市
）
で
日
頃
か
ら
売
っ
て
い
た
。
こ
の
度
、
こ
の
話
を
聞
き
つ

け
、
村
井
貞
勝
が
召
し
捕
ら
え
て
尋
問
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
八
十
人
も
の
女
性
を
売
っ
た
と
白
状
し
た
。

　
こ
の
女
性
は
、
門
番
の
妻
と
い
う
普
通
の
女
性
だ
っ
た
が
、
裏
で
は
女
性
の
売
買
に
関
わ
り
、
少
な
か
ら

ず
収
益
を
得
て
い
た
。
こ
の
場
合
の
女
性
を
騙
し
た
と
い
う
手
口
が
不
明
で
あ
る
が
、
数
が
八
十
人
と
い
う

か
ら
尋
常
で
は
な
い
。
誰
か
が
京
都
所
司
代
の
村
井
貞
勝
に
密
告
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
京
都
所
司
代
に
は
、

京
都
市
中
を
取
り
締
ま
る
役
割
が
あ
っ
た
。

　
わ
ざ
わ
ざ
和
泉
国
堺
で
女
性
を
売
っ
た
の
は
、
商
人
が
多
い
土
地
柄
と
い
う
こ
と
に
加
え
、
堺
の
商
人
に

と
っ
て
も
そ
の
後
の
転
売
が
し
や
す
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
話
は
、
や
が
て
織
田
政
権
下
で
京

都
所
司
代
を
務
め
る
村
井
貞
勝
の
耳
に
も
入
っ
た
。
織
田
政
権
下
に
お
い
て
も
人
身
売
買
は
禁
止
さ
れ
て
い

た
の
で
、
こ
の
あ
と
女
性
は
厳
し
い
処
罰
を
受
け
た
の
で
あ
る
（
そ
の
後
、
女
性
が
ど
う
な
っ
た
か
は
不
明
）。
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以
下
、
戦
国
時
代
に
お
け
る
売
春
の
問
題
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
考
え
て
み
よ
う
。

室
町
・
戦
国
時
代
の
売
買
春

　
戦
場
で
捕
ら
え
ら
れ
た
人
々
の
う
ち
、
特
に
女
性
の
一
部
は
売
買
春
に
従
事
さ
せ
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

す
で
に
中
世
に
お
い
て
は
、
売
買
春
の
シ
ス
テ
ム
が
整
っ
て
い
た
。
以
下
、
こ
の
点
を
詳
し
く
確
認
す
る
こ

と
に
し
よ
う
。

　
傾
城
（
傾
国
）
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
そ
れ
は
美
人
・
美
女
を
意
味
す
る
が
、
転
じ
て
遊
女
を
示
す
よ
う

に
な
っ
た
。
中
国
の
正
史
の
一
つ
の
『
漢
書
』
外
戚
伝
に
は
、「
北
方
に
佳
人
有
り
。（
中
略
）
一
顧
す
れ
ば

人
の
城
を
傾
け
、
再
顧
す
れ
ば
人
の
国
を
傾
く
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
を
典
拠
と
し
て
、
傾
城
と

は
「
美
女
の
色
香
に
お
ぼ
れ
て
城
や
国
が
傾
く
」
こ
と
、
つ
ま
り
国
が
滅
び
る
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
中
国
の
春
秋
時
代
（
紀
元
前
七
七
〇
〜
同
四
〇
三
）
に
お
け
る
、
呉
王
の
愛
姫
・
西
施
は
「
傾
城
の
美

女
」
と
し
て
非
常
に
有
名
で
あ
る
。

『
漢
書
』
外
戚
伝
を
出
典
と
し
て
、
傾
城
は
日
本
で
も
た
び
た
び
遊
女
を
示
す
言
葉
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き

た
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
史
料
で
あ
っ
て
も
「
傾
城
（
屋
）」
と
書
か
れ
て
い
れ
ば
、
間
違
い
な
く
遊
女
あ

る
い
は
遊
女
屋
を
示
す
。

　
傾
城
に
類
し
た
表
現
と
し
て
は
、「
女お

ん
な

屋や

」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。「
女
屋
」
と
は
遊
女
屋
の
略
で
、
遊
女
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を
抱
え
て
客
を
遊
興
さ
せ
る
家
の
こ
と
を
意
味
す
る
。「
東
寺
百ひ

ゃ
く

合ご
う

文
書
」
所
収
の
「
廿

に
じ
ゅ
う

一い
っ

口く

方か
た

評ひ
ょ
う

定じ
ょ
う

引ひ
き

付つ
け

」
永
享
九
年
四
月
の
条
に
よ
る
と
、「
女
屋
」
が
洛
中
を
徘
徊
し
、
遊
戯
（
男
性
客
と
楽
し
む
こ
と
）
す
る

こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。「
女
屋
」
に
雇
わ
れ
た
者
が
洛
中
で
客
引
き
し
、
遊
女
と
遊
ば
せ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

「
東
寺
百
合
文
書
」
に
は
、
東
寺
（
京
都
市
南
区
）
の
法
師
が
女
屋
の
徘
徊
を
禁
じ
た
も
の
が
あ
る
。
女
屋
の

客
引
き
や
遊
女
の
徘
徊
を
嫌
っ
た
東
寺
は
、
茶
商
人
に
対
し
て
茶
を
遊
女
に
振
る
舞
わ
な
い
よ
う
に
命
じ
て

い
た
。
そ
れ
は
、
茶
商
人
と
遊
女
が
グ
ル
に
な
っ
て
、
僧
侶
ら
を
売
買
春
に
誘
い
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
か
。
そ
の
辺
り
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
江
戸
時
代
の
茶
屋
は
、
売
春
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
申

し
添
え
て
お
こ
う
。

「
女
屋
」
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
て
こ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
内
大
臣
・
万ま

で
の里

小こ
う

路じ

時と
き

房ふ
さ

の
日
記
『
建け

ん

内な
い

記き

』
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
四
月
十
六
日
条
に
は
、
関
係
す
る
記
事
が
見
え
る
。
次
に
内
容

を
確
認
し
よ
う
。

　
こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
近こ

の

衛え

万ま
で
の里

小こ
う

路じ

に
「
女
屋
」
の
者
が
十
徳
（
下
級
武
士
の
着
る
服
）
を
着
て
立
っ
て

お
り
、
尺
八
を
腰
に
差
し
て
い
る
男
を
待
っ
て
い
た
。
の
ち
に
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
こ
の
男
た
ち
は
女

屋
に
お
い
て
、
傾
城
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
女
屋
」
が
売
春
に
関
わ
る
施

設
で
あ
り
、
多
く
の
遊
女
を
抱
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
売
春
施
設
は
、
室
町
時
代
以
降
の
京
都
各
地
に
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら

を
列
挙
す
る
と
、
畠
山
辻
子
、
近
衛
万
里
小
路
、
錦に

し
き

小こ
う

路じ

町ち
ょ
う、

東
ひ
が
し
の

洞と
う

院い
ん

、
地
獄
辻
子
、
加か

世せ

辻
子
な
ど
で

あ
る
。
辻
子
（
あ
る
い
は
図
子
）
と
は
、
中
世
に
新
し
く
開
発･

造
成
さ
れ
た
小
路
の
こ
と
で
、
そ
の
道
筋
に

は
遊
女
街
が
形
成
さ
れ
る
な
ど
特
異
な
都
市
空
間
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。

　
さ
ら
に
天
文
年
間
と
思
し
き
「
蜷
川
家
文
書
」
の
な
か
の
あ
る
史
料
に
は
、
浄
花
院
（
京
都
市
上
京
区
）
の

長
老
か
ら
「
傾
城
を
呼
べ
」
と
の
指
示
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
ほ
か
の
理
由
と
合
わ
せ
て
訴
訟
沙
汰
と
な

っ
て
い
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
寺
院
と
い
え
ば
聖
域
な
の
で
あ
る
が
、
遊
女
ら
が
関
係
し
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
洛
中
に
お
い
て
は
、「
女
屋
」
と
い
う
買
売
春
の
施
設
が
整
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
売
春
に
従
事

す
る
女
性
が
い
た
の
で
あ
る
。

高
級
な
遊
女
の
存
在

　
遊
女
は
一
般
的
に
経
済
的
に
貧
し
い
出
自
の
者
が
多
く
、
下
級
身
分
の
女
性
が
大
半
で
あ
っ
た
と
想
像
さ

れ
る
が
、
な
か
に
は
高
級
な
遊
女
も
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　
特
に
有
名
な
の
が
、
義
満
の
愛
妾
・
高
橋
殿
で
あ
る
。
高
橋
殿
は
近
江
国
の
角
田
氏
の
出
身
だ
っ
た
と
の

説
が
あ
る
も
の
の
、
生
年
や
出
自
な
ど
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
義
満
が
権
勢
を
振
る
っ
て
い
た
頃
、
高
橋
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殿
は
「
西
御
所
」
と
称
さ
れ
、
わ
が
世
の
春
を
謳お

う

歌か

し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
義
満
の
没
後
に
な
る
と
、
京

都
の
北
野
高
橋
（
京
都
市
北
区
）
の
邸
宅
に
移
り
住
ん
だ
た
め
、「
高
橋
殿
」
あ
る
い
は
「
北
野
殿
」
と
称
さ

れ
た
と
い
う
。

　
永
享
二
年
（
一
四
三
〇
）
に
成
立
し
た
世
阿
弥
の
能
楽
論
書
『
申さ

る

楽が
く

談だ
ん

儀ぎ

』
に
は
、
高
橋
殿
が
東
洞
院
の
傾

城
の
出
身
で
、「
万
事
の
色
知
り
」
で
あ
っ
た
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
記
述
か
ら
、
高
橋
殿
が
遊
女
だ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。「
色
知
り
」
と
は
、
性
に
ま
つ
わ
る
知
識
の
こ
と
だ
ろ
う
。
高
橋
殿
は
遊
女
だ
っ
た
頃
に
性
の

テ
ク
ニ
ッ
ク
を
磨
き
、
義
満
を
籠
絡
し
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
事
実
を
伝
え
て
い
る
の
か

は
不
明
で
あ
る
。

　
高
橋
殿
は
高
級
遊
女
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
男
性
の
扱
い
に
は
手
馴
れ
て
い
た
。『
申
楽
談
儀
』
に
よ
る
と
、

義
満
の
機
嫌
を
う
か
が
い
、
酒
の
勧
め
方
等
の
心
遣
い
は
抜
群
で
あ
っ
た
と
い
う
。
義
満
は
、
た
ち
ま
ち
高

橋
殿
に
籠
絡
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
高
橋
殿
は
単
な
る
性
的
な
技
巧
が
優
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
男
性
の

扱
い
が
う
ま
い
と
い
う
点
で
、
一
段
高
い
ラ
ン
ク
の
遊
女
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
義
満
の
庇

護
の
下
に
お
い
て
、
高
橋
殿
は
幸
せ
な
生
涯
を
送
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
高
橋
殿
の
晩
年
は
義
満
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
恵
ま
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
。
永
享
元
年

（
一
四
二
九
）
に
亡
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
室
町
時
代
に
な
る
と
、
遊
女
た
ち
は
都
の
各
所
の
「
女
屋
」「
傾
城
屋
」
に
た
む
ろ
し
、
客
引
き
を
す
る
よ
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う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
遊
女
を
求
め
る
男
た
ち
が
集
ま
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
遊
女
た
ち
は
男
を
接
待
す
る
技
術
を
さ
ら
に
磨
き
上
げ
、
客
を
集
め
る
た
め
の
手
法
を
身
に
付
け

た
と
考
え
ら
れ
る
。

遊
女
屋
に
お
け
る
客
引
き

　
室
町
・
戦
国
時
代
に
お
い
て
、
遊
女
が
路
地
で
客
引
き
を
行
っ
た
事
実
は
、
い
く
つ
か
の
史
料
に
散
見
さ

れ
る
。
風
狂
の
禅
僧
と
し
て
知
ら
れ
る
一
休
和
尚
の
漢
詩
集
『
狂
雲
集
』
に
は
、
遊
女
が
西に

し
の

洞と
う

院い
ん

付
近
で
客

引
き
を
行
い
、
自
宅
に
招
き
入
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　
こ
の
頃
の
遊
女
は
、
相
手
の
家
を
訪
ね
る
の
で
は
な
く
、
自
宅
で
こ
と
を
済
ま
せ
て
い
た
ら
し
い
。
自
宅

に
客
を
招
き
入
れ
る
遊
女
は
、
ま
だ
下
級
ク
ラ
ス
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
高
級
な
遊
女
は
、
相
手
の
邸

宅
を
訪
問
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
文
中
に
「
地
獄
」
あ
る
い
は
「
加
世
」
と
あ
る
の
は
、
当
時
の
遊
女
が
た

む
ろ
し
て
い
た
辻
子
（
東
西
の
道
路
）
の
名
称
で
あ
る
。

　
な
お
、
そ
う
し
た
客
引
き
の
光
景
は
、
先
に
も
取
り
上
げ
た
朝
鮮
官
人
・
宋
希
璟
の
日
本
紀
行
記
『
老
松

堂
日
本
行
録
』
に
も
描
か
れ
て
お
り
、
事
実
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
遊
女
が
客
を
手
引
き
す
る
手
順
に
つ
い
て
は
、
室
町
時
代
に
成
立
し
た
『
猿
源
氏
草
紙
』（
作
者
未
詳
）
に

そ
の
方
法
が
描
か
れ
て
い
る
。
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同
書
に
よ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
遊
女
は
源
氏
名
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
。
源
氏
名
と
は
、
紫
式
部
の
『
源

氏
物
語
』
に
ち
な
ん
で
女
性
が
付
け
た
名
前
の
こ
と
で
、
転
じ
て
女
性
が
職
業
上
で
用
い
る
別
名
を
意
味
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
で
も
風
俗
関
係
の
店
に
行
け
ば
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
本
名
を
名
乗
ら
ず
、

源
氏
名
を
名
乗
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
源
氏
名
の
起
源
は
、
少
な
く
と
も
室
町
時
代
ま
で
さ
か

の
ぼ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
客
が
初
め
て
傾
城
屋
に
赴
く
と
、
の
ち
の
「
引
き
付
け
」（
遊
里
で
、
初
め
て
の
客
に
遊
女
を
会
わ
せ
る
こ
と
）

と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
店
の
遊
女
を
一
ヵ
所
に
集
め
た
。
こ
れ
を
「
見
立
」
と
い
う
。
客
は
こ
の
中
か
ら
気

に
入
っ
た
遊
女
を
見
つ
け
る
と
、
指
名
を
意
味
す
る
盃
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
客
は
金
を
払
い
、

遊
女
と
遊
ん
だ
の
で
あ
る
。
当
時
の
遊
女
と
遊
ぶ
作
法
は
、
江
戸
時
代
の
遊
郭
に
通
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
近
世
以
降
の
京
都
で
は
、
遊
女
屋
が
島
原
（
京
都
市
下
京
区
）
へ
集
住
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。
そ

れ
は
、
遊
女
屋
が
一
般
の
居
住
区
と
混
在
す
る
こ
と
が
好
ま
し
く
な
い
と
考
え
た
か
ら
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

ま
だ
中
世
に
は
洛
中
の
各
地
に
遊
女
が
点
在
し
、
客
引
き
を
行
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
の
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ

た
の
は
、
先
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
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地
方
に
も
あ
っ
た
遊
女
屋

　
遊
女
屋
は
都
市
部
だ
け
に
限
ら
ず
、
地
方
に
も
存
在
し
て
い
た
。
戦
争
で
将
兵
が
捕
縛
し
た
女
性
を
売
る

場
合
、
地
方
の
遊
女
屋
で
も
大
い
に
需
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
平
安
期
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
確
認
す

る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
平
安
期
に
成
立
し
た
歌
物
語
の
『
大
和
物
語
』
に
は
、
都
に
ま
で
知
ら
れ
た
筑
後
国
の
遊
女
・
檜ひ

垣が
き

に
つ

い
て
書
か
れ
て
い
る
。
檜
垣
は
肥
後
の
遊
女
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
出
自
や
生
没
年
は
不
詳
で
あ
る
。
追

討
使
だ
っ
た
藤ふ

じ

原わ
ら
の

興お
き

範の
り

は
、
延
喜
二
年
（
九
〇
二
）
に
大
宰
大
弐
（
大
宰
府
の
次
官
）
に
就
任
し
、
赴
任
先
で

遊
女
の
檜
垣
を
探
し
て
い
た
。
当
初
、
檜
垣
の
所
在
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
よ
う
や
く
探
し
出
し
て
招
き

寄
せ
よ
う
と
し
た
。

　
し
か
し
、
檜
垣
が
最
後
ま
で
興
範
の
前
に
姿
を
あ
ら
わ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
か
つ
て
檜

垣
は
美
貌
を
誇
っ
て
い
た
が
、
年
月
と
と
も
に
頭
が
す
っ
か
り
白
く
な
り
、
年
老
い
て
い
た
か
ら
だ
っ
た
。

檜
垣
の
代
表
作
「
年
ふ
れ
ば
　
我
が
黒
髪
も
　
白
河
の
　
み
づ
は
く
む
ま
で
　
老
い
に
け
る
か
な
」（『
後
撰

集
』
所
収
）
は
、
藤
原
興
範
に
贈
っ
た
歌
で
あ
る
。
こ
の
話
は
、
当
時
話
題
と
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
が
、
史
実
と
は
認
め
が
た
い
と
い
う
。

　
説
話
集
の
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
は
、
文も

ん

章じ
ょ
う

博は
か
せ士

（
詩
文
・
歴
史
の
教
官
）
だ
っ
た
大
江
定
基
の
話
を
載

せ
て
い
る
。
定
基
は
元
の
妻
と
は
離
婚
し
、
若
く
容
姿
の
優
れ
た
女
性
と
と
も
に
国
司
と
し
て
三
河
国
へ
下
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っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
女
性
は
病
と
な
り
、
悲
し
い
こ
と
に
日
が
経
つ
に
つ
れ
衰
弱
し
て
い
っ
た
。
女
性

の
美
し
い
容
貌
は
、
徐
々
に
衰
え
て
い
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
や
が
て
、
女
性
が
病
没
し
た
の
で
、
定
基
は
上
洛
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
後
、
下
級
官
人
の
慶よ

し

滋し
げ
の

保や
す

胤た
ね

（『
日
本
往
生
極
楽
記
』
な
ど
の
作
者
）
に
従
っ
て
出
家
し
、
寂じ

ゃ
く

照し
ょ
うと

名
乗
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
女
性
の
名
前

や
出
自
は
、
軍
記
物
語
の
『
源
平
盛
衰
記
』
な
ど
に
よ
り
、
三
河
国
の
者
で
力り

き

壽じ
ゅ

と
い
う
遊
女
で
あ
る
こ
と

が
判
明
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
地
方
に
赴
任
し
た
公
家
が
遊
女
と
現
地
で
結
ば
れ
た
こ
と
は
、
説
話
集
の
『
沙し

ゃ

石せ
き

集し
ゅ
う』

で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
話
に
は
後
日
譚
が
あ
る
。
出
家
し
た
寂
照
が
都
で
乞
食
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
離
縁
し

た
元
の
妻
に
再
会
し
た
。
元
の
妻
は
「『
私
を
捨
て
た
報
い
で
、
こ
の
よ
う
に
（
落
ち
ぶ
れ
た
姿
に
）
な
れ
』
と

思
っ
て
い
た
が
、
こ
の
通
り
見
届
け
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
よ
」
と
、
寂
照
に
厳
し
い
言
葉
を
投
げ
か
け
た
。

と
こ
ろ
が
、
逆
に
寂
照
は
「
こ
の
徳
に
よ
り
、
必
ず
仏
心
を
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
手
を
す
り
あ
わ
せ
て

喜
ん
だ
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
っ
て
い
る
（『
今
昔
物
語
』）。

　
国
司
が
赴
任
し
た
際
、
遊
女
が
接
待
を
行
っ
た
事
例
も
伝
わ
っ
て
い
る
。
仁
平
二
年
（
一
一
五
二
）、
わ
ず

か
十
一
歳
の
少
年
だ
っ
た
藤
原
隆
信
は
、
越
前
国
へ
国
司
と
し
て
下
っ
た
。
隆
信
が
越
前
国
に
到
着
す
る
と
、

敦
賀
（
福
井
県
敦
賀
市
）
で
「
浮
か
れ
女
（
遊
女
の
意
）」
が
歓
待
し
た
。
彼
女
た
ち
は
隆
信
の
た
め
に
、
歌
を

詠
じ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
遊
女
が
国
司
を
歓
待
す
べ
く
接
待
を
行
っ
た
こ
と
は
、
当
時
は
珍
し
く
な
か
っ
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た
の
だ
ろ
う
。

交
通
の
要
所
に
集
住
し
た
遊
女

　
交
通
の
要
所
で
あ
る
港
に
は
数
多
く
の
遊
女
が
集
住
し
た
。
な
か
で
も
播
磨
の
室
津
（
兵
庫
県
た
つ
の
市
）、

摂
津
の
江
口
（
大
阪
市
東
淀
川
区
）、
山
城
の
橋
本
（
京
都
府
八
幡
市
）
な
ど
は
、
遊
女
が
数
多
く
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
、
関
係
す
る
記
録
も
豊
富
で
あ
る
。
港
に
は
多
く
の
旅
人
な
ど
が
集
ま
っ
た
の
だ
か
ら
、
遊
女
が
い

た
こ
と
は
首
肯
で
き
る
。

　
十
二
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
『
高た

か

倉く
ら

院い
ん

厳い
つ
く

島し
ま

御ご

幸こ
う

記き

』、
説
話
集
の
『
撰
集
抄
』、
大
江
匡
房
『
遊
女
記
』、

『
法
然
上
人
絵
伝
』
な
ど
に
は
、
播
磨
の
室
津
の
遊
女
に
関
す
る
記
録
が
あ
る
。
浄
運
寺
（
兵
庫
県
た
つ
の
市
）

に
は
、
遊
女
の
友
君
の
墓
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。
遊
女
た
ち
は
「
遊
び
も
の
ど
も
」
と
称
さ
れ
て
お
り
、
室

津
に
作
ら
れ
た
御
所
に
は
、
大
勢
の
人
々
が
集
ま
っ
た
ら
し
い
。
室
津
は
摂
津
、
播
磨
の
五
泊
（
ほ
か
に
韓か

ら

泊と
ま
り〔

福
泊
〕、
魚
住
泊
、
大
輪
田
泊
、
河
尻
泊
）
の
一
つ
で
、
大
勢
の
来
訪
者
で
溢
れ
か
え
っ
て
い
た
。

　
藤
原
頼
長
の
日
記
『
台た

い

記き

』
に
は
、
頼
長
が
橋
本
に
宿
泊
し
た
際
、
江
口
か
ら
遊
女
を
召
し
寄
せ
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。
橋
本
か
ら
江
口
ま
で
は
、
淀
川
で
繫
が
っ
て
い
た
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
呼
び
寄
せ
た
の
だ

ろ
う
。
ま
た
、
一
人
の
僧
が
聖
と
と
も
に
橋
本
・
江
口
を
通
り
過
ぎ
た
と
き
、
遊
女
の
家
を
巡
っ
た
こ
と
が

記
録
さ
れ
て
い
る
（『
撰
集
抄
』）。
橋
本
・
江
口
に
遊
女
が
数
多
く
存
在
し
、
遊
興
の
相
手
を
し
て
い
た
こ
と
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を
示
し
て
い
る
。

　
橋
本
と
い
え
ば
、
東
海
道
の
橋
本
宿
（
静
岡
県
湖
西
市
）
も
遊
女
の
メ
ッ
カ
だ
っ
た
。
十
四
世
紀
後
半
頃
に

成
立
し
た
歴
史
物
語
の
『
増
鏡
』
に
は
、
源
頼
朝
が
橋
本
宿
で
遊
女
の
歓
待
を
受
け
た
の
で
、
そ
の
褒
美
と

し
て
馬
・
鞍
な
ど
を
遊
女
に
与
え
た
と
の
記
述
が
あ
る
。
十
三
世
紀
半
ば
頃
に
成
立
し
た
紀
行
文
の
『
東と

う

関か
ん

紀き

行こ
う

』
に
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
橋
本
に
は
遊
女
が
「
数あ

ま

多た

見
え
」
た
よ
う
で
あ
る
。
遊
女
た
ち
は
貴
人

が
立
ち
寄
る
た
び
に
、
接
待
す
べ
く
集
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
遊
女
が
集
ま
る
と
、
統
制
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
建
久
四
年
（
一
一
九
三
）
五
月
、
手
越
・
黄
瀬
川
（
静
岡

県
東
部
）
の
近
辺
に
遊
女
が
群
集
し
、
問
題
を
起
こ
す
な
ど
極
め
て
物
騒
に
な
っ
た
（『
吾
妻
鏡
』）。
そ
こ
で
、

頼
朝
は
里
見
義
成
を
「
遊ゆ

う

君く
ん

別べ
っ

当と
う

」
に
任
命
し
、
そ
の
措
置
に
あ
た
ら
せ
た
。
こ
れ
に
よ
り
義
成
は
、
遊
女

の
選
抜
や
関
係
す
る
訴
訟
全
般
を
任
さ
れ
た
と
い
う
。「
遊
君
別
当
」
は
遊
女
を
管
轄
す
る
職
務
で
あ
る
の
は

疑
い
な
い
が
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
扱
い
に
な
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
遊
女
の
活
動
の
場
は
各
地
方
の
交
通
の
要
所
へ
と
広
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
記
録
に
残
さ
れ

て
い
る
。
南
北
朝
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
も
、
遊
女
の
活
動
す
る
状
況
は
変
わ
ら
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ

か
寺
院
な
ど
に
も
広
が
っ
て
い
っ
た
。
以
下
、
そ
れ
ら
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。
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遊
女
屋
が
あ
っ
た
地
方
都
市

　
南
北
朝
・
室
町
期
に
至
る
と
、
遊
女
の
活
動
の
場
は
ま
す
ま
す
広
が
っ
た
。
今
川
了
俊
の
紀
行
文
『
鹿
苑

院
殿
厳
島
詣
記
』（
鹿
苑
院
殿
は
足
利
義
満
）
に
よ
る
と
、
現
在
の
山
口
県
の
室
津
（
山
口
県
上
関
町
）
に
は
、

生し
ょ
う

身じ
ん

の
文も

ん

殊じ
ゅ

と
称
せ
ら
れ
る
遊
女
が
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
彼
女
一
人
で
は
な
く
、
大
勢
の
遊

女
が
い
た
に
違
い
な
い
。
康
応
元
年
（
一
三
八
九
）
の
こ
と
で
あ
る
。

　
室
津
は
船
で
移
動
す
る
際
の
寄
港
地
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
、
遊
女
が
宿
泊
す
る
人
々
を
あ
て
に
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
室
津
は
本
州
か
ら
九
州
へ
の
結
節
点
だ
っ
た
の
で
、
中
継
す
る
港
と
し
て
大
い
に

栄
え
、
瀬
戸
内
海
に
お
け
る
重
要
な
港
だ
っ
た
。
播
磨
の
室
津
も
寄
港
地
と
し
て
繁
栄
し
た
よ
う
に
、
遊
女

は
港
で
客
を
待
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
寄
港
地
と
い
え
ば
、
九
州
の
平
戸
（
長
崎
県
平
戸
市
）
に
も
遊
女
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
天

文
二
十
一
年
（
一
五
五
二
）、
唐
船
が
薩
摩
国
と
豊
後
国
に
寄
港
し
た
後
、
さ
ら
に
肥
前
国
平
戸
に
移
動
し
て

立
ち
寄
っ
た
。
そ
の
際
、
松
浦
郡
の
女
性
が
遊
女
と
し
て
、
唐
船
の
船
員
に
身
を
売
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る

（『
新
豊
寺
年
代
記
』）。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
遊
女
が
外
国
の
船
員
を
相
手
に
し
て
い
た
こ
と
が
興
味
深
い
。
同

地
は
中
国
や
朝
鮮
と
の
交
易
が
盛
ん
だ
っ
た
の
で
、
遊
女
は
船
員
を
客
と
し
て
生
活
の
糧
を
得
て
い
た
の
で

あ
る
。

　
寺
院
の
周
辺
で
も
、
遊
女
は
活
動
し
て
い
た
。
興
福
寺
大
乗
院
（
奈
良
市
）
の
門
跡
が
記
し
た
日
記
『
大
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乗
院
寺
社
雑
事
記
』
に
よ
る
と
、
文
明
元
年
（
一
四
六
九
）
に
は
大
和
国
奈
良
辺
り
で
遊
女
が
増
え
つ
つ
あ
っ

た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
応
仁
・
文
明
の
乱
後
、
戦
乱
に
よ
る
京
都
の
荒
廃
に
よ
り
、
奈
良
に
は
京
都
か
ら

多
数
の
公
家
が
戦
火
を
避
け
て
疎
開
し
て
き
た
。
お
そ
ら
く
京
都
市
中
の
辻
に
立
つ
遊
女
ら
も
公
家
ら
を
あ

て
に
し
て
、
大
挙
し
て
奈
良
に
押
し
寄
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
軍
記
物
語
の
『
大
塔
物
語
』
に
も
、
善
光
寺
（
長
野
市
）
付
近
に
遊
女
・
白
拍
子
が
集
ま
っ
て
い
た
と
の

記
述
が
あ
る
。
白
拍
子
は
も
と
も
と
歌
舞
を
披
露
し
て
業
と
し
て
い
た
が
、
や
が
て
遊
女
の
体
を
成
し
て
い

っ
た
。
善
光
寺
に
は
多
く
の
参
詣
者
が
訪
れ
た
た
め
、
遊
女
た
ち
は
彼
ら
を
相
手
に
商
売
を
し
て
い
た
の
だ

ろ
う
。
こ
の
場
合
は
奈
良
の
例
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
遊
女
た
ち
が
参
詣
者
を
目
当
て
に
商
売
を
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　
地
方
に
は
、
交
通
の
要
所
で
あ
る
港
に
遊
女
が
集
ま
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
旅
す
る
公
家
、
武
士
そ
し
て

商
人
な
ど
の
富
裕
層
を
目
当
て
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
寺
院
も
同
様
に
人
の
集
ま
る
と
こ
ろ
だ
っ

た
の
で
、
遊
女
が
集
ま
っ
て
い
た
。
人
が
集
ま
る
と
こ
ろ
に
遊
女
が
集
住
し
て
い
た
の
は
当
然
の
こ
と
と
し

て
、
そ
こ
に
は
生
活
に
ゆ
と
り
が
あ
る
富
裕
層
が
い
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

戦
場
に
お
け
る
遊
女

　
地
方
や
京
都
・
奈
良
で
活
動
し
て
い
た
遊
女
た
ち
は
、
や
が
て
戦
場
に
も
姿
を
あ
ら
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
。
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戦
場
で
、
将
兵
ら
の
相
手
を
す
る
た
め
で
あ
る
。
中
世
史
家
の
海
老
澤
美
基
氏
は
、
戦
国
時
代
の
戦
場
に
お

け
る
女
性
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
想
定
し
て
お
り
、
軍
陣
の
遊
女
に
癒
し
の
役
割
が
あ
っ
た
と

指
摘
し
た
（
海
老
澤
：
二
〇
〇
四
）。
こ
の
点
は
、
近
現
代
の
戦
争
で
も
同
じ
こ
と
だ
っ
た
。
以
下
、
戦
国
・

織
豊
期
に
お
け
る
事
例
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

　
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）、
豊
臣
秀
吉
は
北
条
氏
が
惣
無
事
に
違
反
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
、
そ
の
居
城

の
小
田
原
城
（
神
奈
川
県
小
田
原
市
）
を
攻
撃
し
た
。
先
に
も
取
り
上
げ
た
軍
記
物
語
の
『
北
条
五
代
記
』
に

は
、「
京
田
舎
の
遊
女
は
、
小
屋
を
か
け
置
き
、
色
め
き
あ
へ
り
云
々
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
京
都
や
地
方
か

ら
遊
女
が
小
田
原
に
や
っ
て
来
て
小
屋
を
建
て
る
と
、
そ
こ
に
将
兵
を
招
き
寄
せ
て
、
性
行
為
に
及
ん
だ
と

考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
戦
場
と
な
っ
た
小
田
原
に
は
、
各
地
か
ら
遊
女
が
や
っ
て
来
て
、
従
軍
慰
安
婦
的
な
役
割
を
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
無
理
や
り
遊
女
が
連
れ
て
来
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
然
発
生
と
み
な
し
た
ほ

う
が
よ
い
だ
ろ
う
。
遊
女
は
戦
場
で
商
売
を
行
う
こ
と
で
、
よ
り
利
益
を
得
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
、
そ

れ
だ
け
の
需
要
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
戦
場
で
将
兵
の
相
手
を
す
る
遊
女
は
、「
御ご

陣じ
ん

女じ
ょ

郎ろ
う

」
と
称
さ
れ
て

い
た
。

　
御
陣
女
郎
に
関
す
る
逸
話
は
、
い
く
つ
か
伝
わ
っ
て
い
る
。

『
葦
北
郡
誌
』（
大
正
十
五
年
・
一
九
二
六
）
に
よ
る
と
、
肥
後
国
葦
北
郡
湯
浦
村
（
熊
本
県
芦
北
町
）
に
は
音お

と
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羽わ

前ま
え

と
い
う
女
郎
の
墳
墓
が
あ
っ
た
と
書
き
記
さ
れ
て
い
る
。
天
正
十
四
・
十
五
年
（
一
五
八
六
・
八
七
）
に

豊
臣
秀
吉
が
九
州
征
伐
（
薩
摩
島
津
氏
の
征
伐
）
を
行
っ
た
際
、
秀
吉
は
御
陣
女
郎
の
音
羽
前
を
召
し
出
し
た

と
い
う
。
こ
の
話
が
史
実
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
秀
吉
が
性
的
な
関
係
を
持
つ
女
性
を
現
地
で
求
め
た

こ
と
は
あ
り
得
る
話
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
決
し
て
秀
吉
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
将
兵
が
そ
う
だ
っ
た
と
想

定
さ
れ
る
。

　
徳
川
家
康
の
側
室
・
お
亀
の
方
も
、
か
つ
て
は
御
陣
女
郎
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
お
亀
の
方
は
、
正

法
寺
（
京
都
府
八
幡
市
）
の
志
水
宗
清
の
娘
で
、
家
康
に
仕
え
た
竹
腰
正
時
の
妻
だ
っ
た
。
一
説
に
よ
る
と
、

お
亀
の
方
が
御
陣
女
郎
と
し
て
家
康
に
扈こ

従し
ょ
う（

付
き
従
う
こ
と
）
す
る
と
、
そ
の
付
き
添
い
と
し
て
、
洛
西
に

住
む
桂か

つ
ら

女め

た
ち
が
大
挙
し
て
陣
中
へ
押
し
寄
せ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
も
と
も
と
桂
女
は
行
商
人

だ
っ
た
が
、
の
ち
に
性
的
な
仕
事
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
織
豊
期
に
至
る
と
、
城
攻
め
も
籠
城
戦
が
珍
し
く
な
く
な
り
、
戦
い
が
長
期
化
す
る
と
い
う
問
題
が
あ
っ

た
。
む
ろ
ん
兵
糧
や
宿
営
地
の
確
保
も
大
変
だ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
従
軍
す
る
兵
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を

維
持
す
る
の
も
大
変
な
苦
労
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
御
陣
女
郎
の
よ
う
な
存
在
は
欠
か
す
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
逆
に
、
御
陣
女
郎
に
と
っ
て
、
戦
争
の
長
期
化
は
商
機
だ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
寄
港
地
な
ど
の
交
通
の
要
衝
地
、
人
が
多
く
集
ま
る
都
市
や
参
詣
地
、
そ
し
て
戦
場
に
お
い
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て
、
遊
女
の
ニ
ー
ズ
は
確
実
に
あ
っ
た
。
遊
女
に
は
自
発
的
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
奴
隷
商
人
に
売
ら

れ
て
、
遊
女
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
女
性
も
大
勢
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
事
情
も
、
人
身
売

買
を
成
り
立
た
せ
る
大
き
な
要
因
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
次
章
以
降
で
示
す
よ
う
に
、
人
身
売

買
は
日
本
国
外
に
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。
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