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広
村
古
文
書
か
ら
み
た
近
世
村
落
像
1

中
　
山
　
富
　
廣

は
じ
め
に

中
山
で
す
。
今
か
ら
と
り
と
め
の
な
い
話
を
し
ま
す
の
で
お
付
き
合

い
下
さ
い
。
今
、
.
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
私
は
中
学
三
年
の

時
か
ら
四
年
間
、
広
町
の
叔
父
の
家
に
世
話
に
重
り
ま
し
て
、
青
春
時

代
を
-
当
時
の
広
は
パ
ル
プ
工
場
の
臭
い
が
少
々
き
つ
い
所
で
し
た
が

-
こ
の
広
町
で
四
年
間
過
ご
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

広
島
大
学
に
入
ケ
ま
し
て
、
卒
論
の
テ
ー
マ
は
何
に
し
よ
う
か
と
い

う
時
に
、
当
時
は
マ
ル
ク
ス
主
義
な
ん
か
が
非
常
に
盛
ん
で
し
て
、
な

か
で
も
私
は
農
民
層
分
解
論
に
興
味
を
持
ち
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
を

テ
ー
マ
に
卒
瑞
に
取
り
組
も
う
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
う
ち
本
誌

の
　
r
芸
備
地
方
史
研
究
」
　
で
、
以
前
に
小
川
国
治
先
生
が
広
村
の
古
文

書
を
使
っ
て
土
地
所
有
に
関
す
る
論
文
を
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り

ま
し
て
、
私
は
当
時
古
文
書
を
読
め
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
地
元
の
広

村
の
古
文
書
を
扱
お
う
と
思
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
今
思
え
ば
、
無

鉄
砲
と
い
え
ば
無
鉄
砲
で
し
た
が
、
事
前
に
何
の
連
絡
も
せ
ず
に
呉
二

河
の
図
書
館
に
行
き
ま
し
て
、
広
村
の
古
文
書
を
見
た
い
と
申
し
ま
し

た
ら
、
す
ぐ
に
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
当
時
は
広
村
の
古
文
書
の
半
分

ぐ
ら
い
が
二
河
の
市
立
図
書
館
の
方
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
大
新
聞

の
地
詰
帳
等
を
見
た
の
で
す
が
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
分
析
し
た
ら
よ
い

も
の
か
途
方
に
く
れ
た
こ
と
を
憶
え
て
お
り
ま
す
。

こ
の
と
き
は
昭
.
和
五
三
年
の
こ
と
な
の
で
す
が
、
当
時
は
そ
こ
の
広

の
交
差
点
に
古
い
木
造
の
周
書
館
(
広
分
館
)
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ

に
も
古
文
書
が
保
存
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
を
市
立
図
書
館
の
方
に
教

・
一
見
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
そ
こ
に
も
春
か
ら
夏
に
か
け
て
、
週
に
一
回

は
通
っ
て
史
料
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
叔
父
の
家

に
泊
ま
っ
た
り
、
広
島
か
ら
日
帰
り
で
あ
っ
た
り
、
読
め
な
い
な
が
ら

も
、
幕
末
の
名
寄
帳
を
中
心
に
分
析
し
て
卒
業
論
文
と
な
っ
た
わ
け
で

あ
り
ま
す
。

今
思
い
ま
す
と
、
当
時
の
保
管
状
況
と
い
う
の
は
で
た
ら
め
と
い
え

ば
で
た
ら
め
で
あ
り
ま
し
て
、
私
の
よ
う
な
学
生
が
行
っ
て
も
、
勝
手

に
見
て
く
れ
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
っ
ち
の
方

は
楽
と
い
え
ば
楽
で
す
け
ど
も
、
今
に
し
て
思
え
ば
ず
さ
ん
な
文
書
管

理
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
現
在
は
こ
の
皆
さ
ん
も
ご
存
知
の
よ
う
に
、

こ
の
公
民
館
の
図
書
室
の
奥
に
一
括
し
て
保
管
さ
れ
て
あ
カ
ま
す
。

今
い
い
ま
し
た
よ
う
に
、
卒
論
の
時
の
古
文
書
調
査
は
も
う
で
た
ら

め
で
す
か
ら
、
た
い
し
て
史
料
も
見
て
な
い
わ
け
で
す
。
今
か
ら
五
、

六
年
前
で
し
ょ
う
か
、
呉
市
史
編
さ
ん
室
長
の
千
田
武
志
さ
ん
か
ら
資

料
編
の
編
集
を
担
当
し
て
く
れ
と
い
わ
れ
ま
し
て
、
ま
た
市
史
の
編
纂



委
員
に
も
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
の
縁
で
も
う
一
度
、
広
の
古
文
書

を
見
た
い
と
い
い
ま
す
と
便
宜
を
図
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
二

年
前
の
こ
と
で
す
。
こ
の
と
き
に
も
実
質
は
わ
ず
か
二
か
月
か
三
か
月

の
調
査
で
、
そ
の
間
に
週
に
一
回
程
度
通
い
ま
し
た
。
当
時
、
大
船
山

記
念
館
0
宮
原
千
賀
子
さ
ん
が
、
こ
の
古
文
書
目
録
を
作
っ
て
お
ら
れ

る
最
中
で
あ
り
ま
し
て
、
.
宮
原
さ
ん
が
仕
事
に
来
ら
れ
る
時
に
私
も
一

緒
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
私
は
全
然
目
録
の
作
成
を
手
伝
わ
ず
、

自
分
の
見
た
い
史
料
を
見
て
、
い
い
史
料
が
あ
れ
ば
写
真
を
撮
っ
て
帰

る
と
い
う
こ
と
を
や
ら
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
当
時
の
宮
原
さ

ん
の
目
録
に
よ
り
ま
す
と
、
史
料
番
号
が
四
二
四
六
番
ま
で
つ
い
て
い

ま
す
か
ら
、
最
終
的
に
は
近
世
文
書
の
主
だ
っ
美
も
の
で
も
五
〇
〇
〇

点
は
超
え
る
文
書
規
模
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
と
き
撮
影
し
た
史
料
は
ま
だ
全
然
目
を
通
し
て
い
な
い
の
で
す

が
、
今
日
そ
の
一
端
を
皆
さ
ん
に
伝
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
レ
ジ
ュ

メ
を
作
り
ま
し
た
け
ど
も
、
.
普
通
だ
っ
た
ら
こ
れ
ら
の
史
料
を
筆
写
し

て
、
皆
さ
ん
が
読
み
や
す
い
よ
う
に
提
示
す
る
の
が
本
筋
で
す
が
、
史

料
の
写
真
版
を
そ
の
ま
ま
コ
ピ
ー
し
た
も
の
を
貼
り
付
け
て
し
ま
い
ま

し
た
。
こ
れ
を
見
な
が
ら
話
を
聞
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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1

一
多
様
な
人
間
模
様
～
自
己
表
現
・
自
己
主
張
す
る
村
人
た
ち
～

「
人
倫
注
進
拍
」
と
い
う
簿
冊
の
存
在

「
広
村
古
文
書
か
ら
み
た
近
世
村
落
像
」
と
い
う
本
報
告
の
題
名
は
、

致
ヶ
月
前
に
適
当
に
つ
け
た
も
の
で
、
こ
れ
だ
っ
た
ら
何
か
話
せ
る
だ

ろ
う
と
い
う
窮
余
の
策
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
こ
で
話
し
た
い
こ
と
は
、

図
1
を
見
て
も
ら
え
ば
分
か
り
ま
す
よ
う
に
、
広
村
で
は
一
九
世
紀
に

入
る
こ
ろ
か
ら
急
速
に
人
口
が
伸
び
て
い
く
わ
け
で
す
。
非
常
に
活
気

あ
ふ
れ
る
村
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
私
は
持
っ
て
お
り
て
す
。
当
然
人

口
が
増
え
て
く
れ
ば
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
起
き
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま

し
て
、
ま
ず
第
一
点
日
と
し
ま
し
て
は
、
史
料
に
登
場
し
て
く
る
庶
民

の
面
白
さ
と
い
い
ま
す
か
、
自
己
主
張
す
逐
村
人
が
た
く
さ
ん
史
料
に

記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
と
く
に
一
九
世
紀
に
な
る
こ
ろ
か
ら
、

非
常
に
面
白
い
事
件
だ
と
か
が
現
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ

を
ま
ず
具
体
的
に
い
く
つ
か
紹
介
し
た
い
と
い
う
の
が
今
日
の
一
つ
の

目
的
で
あ
り
ま
す
。
.

そ
れ
か
ら
ど
う
し
て
午
つ
い
う
計
己
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る

の
か
、
あ
る
い
は
文
書
的
に
そ
う
い
う
も
の
が
登
場
す
る
か
と
い
い
ま

す
と
、
地
元
の
広
の
方
々
は
異
論
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
江
戸

時
代
の
広
村
は
経
済
的
に
非
常
に
裕
福
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
、
村
人

の
活
動
が
活
発
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
い
や
広
村
は
昔

は
貧
し
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
方
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
一

応
そ
う
い
う
豊
か
な
村
を
基
盤
と
し
た
人
々
の
日
々
の
活
動
、
そ
こ
で

開
く
こ
と
の
で
き
る
村
人
の
声
と
い
う
も
の
を
紹
介
し
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

二
年
前
の
史
料
調
査
に
入
っ
た
時
に
、
学
生
時
に
は
全
然
記
憶
が
な

か
っ
た
の
で
す
が
、
分
厚
い
冊
子
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。
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村
役
人
が
作
る
簿
冊
で
、
表
紙
に
「
人
倫
御
注
進
細
」
と
書
か
れ
て
お

り
ま
し
て
、
ど
の
よ
う
な
内
容
が
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
か

と
思
い
ま
し
た
。
非
常
に
分
厚
い
も
の
で
、
こ
れ
が
数
冊
残
っ
て
お
り

ま
す
。
主
に
文
化
、
文
政
か
ら
明
治
の
初
め
ま
で
の
書
付
を
綴
じ
て
い

る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
「
人
倫
」
と
開
き
ま
す
と
、
人
と
し
て
ま
っ
と

う
な
行
動
を
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
辞
書
を
引
き
ま
す
と
、
親
子
関
係
・

兄
弟
関
係
・
君
臣
関
係
と
い
っ
た
、
そ
う
い
ケ
儒
教
的
な
響
き
が
あ
っ

て
、
「
人
倫
御
注
進
細
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。
中

を
開
い
て
み
ま
す
と
、
こ
れ
に
は
様
々
な
鴇
の
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
の

で
、
ま
ず
実
例
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
史
料
a
と
し
た
の
は
、
天
保
一
四
年
(
一
八
四
三
)
　
の
も
の
で

す
。
人
名
を
出
す
こ
と
は
少
し
差
し
障
り
が
あ
り
ま
す
の
で
黒
塗
り
に

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
村
内
で
の
地
位
は
高
い
人
で
あ
り
ま
す
。

ど
う
い
う
事
件
か
と
い
い
ま
す
と
、
こ
の
人
が
、
多
賀
谷
千
兵
衛
と
い

う
庄
屋
宅
に
向
う
途
中
、
「
多
賀
谷
千
兵
衛
方
へ
参
り
酔
中
と
は
相
見
へ

申
し
侯
え
共
、
旅
人
に
ふ
と
出
合
い
、
差
し
て
論
義
等
も
仕
ら
ず
、
出

合
い
直
ぐ
に
刀
を
抜
き
切
付
け
」
た
、
の
で
す
。
刀
を
持
っ
て
い
る
ぐ
ら

い
で
す
か
ら
、
こ
の
人
が
ど
う
い
う
人
か
分
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

要
す
る
に
こ
の
人
は
酒
癖
が
悪
か
っ
た
よ
う
で
す
。
酔
っ
払
っ
て
何
を

す
る
か
分
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
収
ま
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
多
賀

谷
千
兵
衛
宅
へ
向
う
途
中
で
し
た
か
ら
、
さ
ら
に
多
賀
谷
宅
へ
上
が
り

込
み
、
し
か
も
殿
様
が
泊
ま
る
御
成
の
間
へ
と
上
が
り
込
み
、
奉
公
人

に
酒
を
強
要
し
て
出
さ
せ
て
、
そ
こ
で
ま
た
酔
っ
払
っ
て
寝
て
し
ま
う

と
い
う
事
件
を
起
こ
し
た
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
二
つ
の
罪
を
犯
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
旅
人
を
傷
つ
け
た
と

い
う
罪
と
、
.
代
官
や
殿
様
し
か
上
が
れ
な
い
御
成
の
間
の
上
座
へ
座
り

込
み
、
そ
こ
で
当
主
の
留
守
に
も
か
か
わ
ら
ず
奉
公
人
に
命
令
し
て
酒

を
出
さ
せ
、
し
た
た
か
に
飲
ん
で
寝
て
し
ま
っ
た
と
い
う
罪
で
す
。
次

の
日
に
、
多
賀
谷
千
兵
衛
が
申
し
開
き
を
し
ろ
と
い
っ
た
ら
、
こ
の
人

は
、
二
日
酔
い
で
頭
が
あ
が
ら
な
い
か
ら
輿
に
乗
っ
て
行
っ
て
も
い
い

か
と
か
い
っ
て
、
さ
ら
に
も
め
る
の
で
す
け
ど
も
、
結
局
は
最
後
は
謝
っ

て
何
と
か
無
事
に
解
決
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
人
は
か
な
り
酒
が
好

き
だ
と
み
え
て
、
1
こ
の
前
後
に
も
酔
っ
払
っ
て
事
件
を
起
こ
し
て
い
ま

す
。そ

れ
か
ら
史
料
b
は
、
広
村
の
長
浜
浦
の
く
み
と
い
う
女
子
の
け
な

気
な
話
で
す
。
嘉
永
元
年
(
一
八
四
八
)
、
金
四
郎
後
家
ゆ
う
の
娘
に

く
み
と
い
う
娘
が
い
ま
し
た
が
、
こ
の
く
み
が
「
去
る
午
年
予
州
松
山

御
領
津
和
地
浦
住
屋
庄
兵
衛
方
へ
養
女
に
」
遣
わ
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り

ま
す
。
と
こ
ろ
が
く
み
を
貰
い
受
け
た
相
手
方
は
「
養
女
と
偽
り
売
女

に
い
た
し
侯
」
と
あ
る
よ
う
に
、
養
女
に
す
る
つ
も
り
は
な
く
て
、
く

み
を
遊
女
に
し
て
売
り
払
お
う
と
い
う
策
略
を
ね
っ
て
い
.
た
わ
け
で

す
。
向
こ
う
に
渡
っ
た
く
み
は
こ
の
と
き
一
三
歳
だ
っ
た
の
で
す
が
、

「
く
み
俵
は
勿
論
、
(
母
親
の
)
　
ゆ
う
俵
大
い
に
立
腹
」
し
ま
し
た
。

そ
れ
で
く
み
が
ど
う
し
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
こ
の
津
和
地
浦
を
何
と

か
脱
出
し
、
住
屋
庄
兵
衛
の
迫
手
を
か
わ
し
て
佐
伯
郡
革
津
浦
ま
で
逃

げ
帰
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
遊
女
に
売
ら
れ
そ
う
に
な
る
と
こ
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ろ
を
危
機
一
髪
の
と
こ
ろ
で
逃
げ
帰
っ
て
来
た
と
い
う
事
件
で
あ
り
ま

し
た
。そ

れ
か
ら
史
科
C
は
、
広
村
の
石
内
組
の
若
者
た
ち
が
「
辻
踊
り
」

を
し
て
、
そ
の
際
「
差
し
疑
れ
一
件
」
と
な
り
、
訴
訟
と
な
っ
た
た
め

そ
の
費
用
を
ど
の
よ
う
に
し
て
出
そ
う
か
と
い
う
史
料
で
あ
り
ま
す
。
.

こ
の
事
僻
が
起
き
た
嘉
永
二
年
(
一
八
四
九
)
前
後
の
石
内
姐
の
若
者

ど
も
は
非
常
に
荒
れ
て
お
り
ま
し
て
、
若
者
組
を
作
り
ま
し
て
不
時
な

行
動
に
出
る
わ
け
で
す
。
と
の
石
内
姐
の
若
者
共
に
つ
い
て
は
、
ま
た

あ
と
で
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
・
。

そ
れ
か
ら
史
料
d
は
素
永
三
年
十
一
月
の
も
の
で
す
が
、
こ
こ
に
あ

げ
た
小
百
姓
の
五
家
族
が
夜
逃
げ
を
し
た
と
い
う
史
料
で
す
。
彼
ら
は

「
預
り
田
畠
御
年
貢
米
を
始
め
、
作
得
米
二
肥
代
等
に
至
る
迄
一
円
得

払
い
出
申
さ
ず
に
付
家
内
残
ら
ず
出
奔
」
し
た
と
あ
り
ま
す
。
付
紙
に

よ
れ
ば
、
夜
逃
げ
し
た
あ
と
を
村
役
人
が
調
べ
て
み
ま
す
と
、
「
諸
作

収
実
は
勿
論
諸
道
具
に
至
る
迄
一
切
御
座
無
く
」
と
、
持
て
る
物
は
す

べ
て
持
っ
て
完
璧
な
夜
逃
げ
を
達
成
し
て
い
る
こ
と
が
分
り
ま
す
。
こ

れ
に
関
連
し
て
、
史
料
2
の
「
出
奔
帖
外
相
省
入
帖
者
諸
願
抑
」
　
(
嘉

永
二
年
)
　
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
と
い
っ
て
も
表
紙
だ
け
で
す
が
、
こ
の

史
料
は
広
村
を
出
奔
し
て
い
っ
た
者
や
、
「
帖
外
」
「
村
省
き
」
-
こ
れ

は
今
で
い
う
除
籍
で
す
が
-
、
そ
れ
か
ら
除
籍
さ
れ
て
再
度
復
籍
し
た

者
な
ど
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
こ
の
者
は
こ
う
い
う
こ

と
で
除
籍
さ
れ
た
け
れ
ど
も
復
籍
さ
せ
て
い
い
で
す
か
な
ど
と
、
郡
役

所
へ
願
い
出
た
書
類
な
ど
を
収
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
分
厚
い
簿
冊
で
、

広
村
で
は
結
構
人
の
出
入
り
が
激
し
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

こ
れ
は
ま
た
後
に
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

も
う
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
あ
ま
り
更
科
は
読
み
ま
せ
ん
け
ど

も
、
要
す
る
に
こ
う
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
村
落
内
の
事
件
や
訴
訟
を

綴
っ
て
い
る
の
が
先
の
「
人
倫
御
注
進
紬
」
と
い
す
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
他
に
も
、
先
ほ
ど
紹
介
し
ま
し
た
一
家
挙
げ
て
の
出
奔
だ
け
で
は

な
く
て
、
若
者
の
家
出
や
長
浜
で
の
博
打
に
関
す
る
も
の
が
目
立
ち
ま

す
。
こ
れ
は
漁
師
町
だ
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
あ
年
ま
せ
ん
が
、
・
長
浜

で
は
よ
く
博
打
で
逮
捕
さ
れ
て
い
る
人
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
4
そ
の

他
に
喧
嘩
や
、
時
々
で
す
け
ど
も
男
女
の
不
倫
や
離
婚
に
と
も
な
う
養

育
費
の
問
題
な
ど
、
様
々
な
も
の
が
こ
の
簿
冊
の
中
に
綴
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
は
一
つ
一
つ
読
ん
で
い
き
ま
す
と
、
非
常
に
興
味
深
く
て
面

白
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
学
問
的
に
ど
の
よ
う
に
分
析
す
る
か
と
い
う

の
は
、
ま
た
む
ず
か
し
い
問
題
で
す
が
、
私
と
し
ま
し
て
は
今
後
発
刊

さ
れ
右
　
r
呉
市
史
」
資
料
編
で
で
き
る
だ
け
、
こ
れ
ら
の
史
料
を
取
り

上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
あ
ま
り
広
村
の
史
料
ば
か
り
多
く
入

れ
ま
す
と
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
ま
す
か
ら
、
r
呉
市
史
」
　
の
資
料
編
で
は

難
し
・
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
郷
土
史
研
究
の
あ
り
方
と
は
、
こ
う
い
っ
た
事
件
を
通

し
て
祖
先
の
姿
を
描
き
出
す
と
い
い
ま
す
か
、
今
で
い
う
と
こ
ろ
の
社

会
史
や
女
性
史
の
素
材
と
な
り
う
る
も
の
が
多
く
、
い
わ
ば
村
社
会
史

が
一
つ
の
方
向
と
し
て
成
り
立
つ
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
の
「
人
倫
注
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進
抑
」
　
の
中
に
そ
の
よ
う
な
素
材
が
た
く
さ
ん
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
ぜ
ひ
、
私
も
や
り
た
い
と
思
い
ま
す
け
ど
、
広
郷
土
史
会
の
皆
様

に
も
古
文
書
を
紐
解
い
て
い
た
だ
い
て
、
先
達
の
喜
怒
哀
楽
を
発
掘
し

て
も
ら
い
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
う
次
第
で
あ
り
ま
す
。

2
　
講
中
の
こ
と
、
祭
り
と
若
者
の
喧
嘩

さ
て
次
に
、
そ
の
他
の
事
件
を
二
、
三
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
つ
は
講
中
に
関
わ
る
も
の
で
す
。
現
在
、
こ
の
広
で
講
中
は
残
っ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
葬
式
の
時
に
世
話
を
し
た
り
、
寄
合
い
を
し
て

お
経
を
あ
げ
た
り
す
る
真
宗
の
信
仰
を
中
心
と
し
た
組
織
で
す
。
ま
だ

山
県
郡
な
ど
の
奥
の
方
は
、
現
在
で
も
結
構
残
っ
て
い
る
わ
け
で
す
け

ど
も
、
広
で
は
都
市
化
に
と
も
な
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
も
う
一
つ
は
祭
り
の
時
の
喧
嘩
、
若
者
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
散

と
し
て
の
喧
嘩
を
少
し
史
料
的
に
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
史
料
3
.
a
で
す
が
、
こ
れ
は
徳
丸
の
講
中
の
事
件
で
あ
り
ま
す
。

当
時
の
徳
丸
に
は
二
つ
の
講
中
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
口
上
書
に

う
か
が
え
ま
す
よ
う
に
、
徳
丸
の
訪
中
は
大
組
話
中
と
小
組
講
中
と
よ

ば
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
.
徳
丸
の
方
が
お
ら
れ
た
ら
教
え
て
い
た
だ
き

た
い
の
で
す
が
、
大
組
と
小
組
が
ど
の
よ
う
に
編
成
さ
れ
て
い
た
か
は
、

今
の
と
こ
ろ
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
史
料
は
、
大
組
訪
中
と
小
組
話
中
が
安
政
五
年
二
八
五
八
)

に
喧
嘩
を
し
た
事
件
を
示
し
て
い
ま
す
。
喧
嘩
の
原
因
は
次
の
よ
う
で

あ
り
ま
す
。
講
中
が
持
っ
て
い
る
山
の
木
を
「
入
札
払
い
」
で
売
り
払

お
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
原
因
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
「
下
地
故
障
筋
」
が

あ
っ
て
し
ば
ら
く
棚
上
げ
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
大
観
・

小
組
と
も
対
策
を
ね
る
た
め
集
会
し
、
酒
を
飲
む
う
ち
に
大
組
の
若
者

た
ち
が
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
て
踊
り
だ
し
た
の
で
す
。
そ
こ
に
別
の
家

で
集
会
し
て
l
い
た
小
組
の
二
人
が
抗
議
し
に
来
て
「
口
論
」
と
な
り
、

喧
嘩
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
小
組
の
二
人
は
大
観
の
直
次
郎
を
突
き
倒

す
と
、
直
次
郎
も
一
人
の
「
足
に
取
り
付
き
居
り
申
し
侯
処
、
足
を
抜

取
り
侯
様
致
し
侯
え
共
抜
取
り
申
さ
ず
に
付
、
足
に
て
私
(
直
次
郎
)

の
賂
骨
を
踏
み
足
を
抜
取
り
、
又
蹴
り
等
致
し
」
た
の
で
・
大
組
で
は

「
喧
嘩
仕
掛
け
侯
企
み
」
と
小
組
を
な
じ
り
、
小
組
の
方
で
は
直
次
郎

を
打
推
し
た
覚
え
は
な
い
と
反
論
し
、
差
し
縫
れ
と
な
っ
た
の
で
す
.
。

徳
丸
で
郷
を
二
分
す
る
大
喧
嘩
に
は
至
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
現

在
、
徳
丸
に
講
中
が
あ
る
と
し
ま
し
た
ら
、
.
や
は
り
訪
中
の
山
が
あ
る

の
で
し
せ
つ
か
。
そ
の
辺
の
模
様
を
地
元
の
方
で
調
べ
て
い
か
れ
た
ら

面
白
い
成
果
が
出
る
と
思
い
ま
す
。

次
に
載
せ
た
史
.
科
S
の
b
と
C
は
語
例
ね
、
俗
に
い
う
村
八
分
の
史

科
で
す
。
ま
ず
b
の
方
で
す
け
ど
も
、
こ
れ
は
町
田
訪
中
の
事
例
で
す
。

町
田
の
丈
平
が
な
ぜ
訪
朝
ね
に
な
っ
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
「
同
人
倖
拓

内
に
て
も
若
者
紐
と
唱
え
、
何
か
と
話
人
の
日
に
余
り
侯
振
舞
い
等
」

が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
ま
た
丈
平
の
対
応
も
、
村
人
か
ら
み
れ
ば
「
運

び
合
い
間
違
い
」
が
あ
っ
て
訴
訟
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。
結
局
は
丈
平

が
話
中
に
詫
び
を
い
れ
る
こ
と
で
内
済
が
成
立
し
た
よ
う
で
あ
り
ま

す
。
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次
に
C
は
明
治
三
年
三
月
の
も
の
で
す
が
、
こ
れ
は
横
路
の
喜
四
郎

が
明
治
二
年
の
夏
か
ら
「
郷
内
講
中
絶
交
」
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま

す
。
ど
う
し
て
喜
四
郎
が
語
例
ね
と
な
っ
た
の
か
、
喜
四
郎
の
言
い
分

に
よ
れ
ば
「
私
義
絶
交
に
逢
い
侯
板
元
、
去
る
六
月
巳
釆
村
内
革
田
来

兵
衛
妻
な
つ
と
不
評
こ
れ
有
り
侯
由
」
、
つ
ま
り
か
わ
た
の
女
房
な
つ
と

「
不
評
」
.
が
あ
っ
た
、
不
倫
の
関
係
に
あ
っ
七
と
噂
が
立
っ
た
か
ら
で

あ
り
ま
す
。
喜
四
郎
は
「
右
等
の
俵
は
一
、
円
こ
れ
無
く
」
と
否
定
し
、

な
つ
の
夫
来
兵
衛
が
「
嫉
妬
の
念
相
起
し
」
、
金
三
〇
両
の
慰
謝
料
を

要
求
し
、
喜
四
郎
が
そ
れ
を
断
わ
る
と
、
同
僚
の
か
わ
た
伊
三
郎
が

「
描
内
へ
参
り
悪
評
申
し
弘
め
侯
よ
り
私
絶
交
と
申
す
事
」
に
な
っ
た

と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
喜
四
郎
は
か
わ
た
二
人
の
村
追
放
を
願
い

出
た
訴
訟
を
起
こ
す
と
差
し
雄
れ
に
な
け
、
結
局
は
こ
の
訴
訟
を
担
当

し
た
阿
賀
村
の
町
組
頭
良
兵
衛
と
広
村
の
役
方
が
「
郷
内
へ
御
同
道
御

入
込
み
、
訪
中
へ
種
々
御
説
得
成
し
下
さ
れ
」
、
件
の
友
次
郎
の
名
前

で
人
語
が
認
め
ら
れ
、
喜
四
郎
は
「
隠
居
同
様
と
申
す
事
」
と
す
る
こ

と
で
決
着
が
つ
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
講
刻
ね
に
関
す
る
史
料
と
い
う
の
は
、
県
内
で
は
意
外

と
少
を
い
と
思
い
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
で
二
例
紹
介
し
た
わ
け
で
す
。

私
は
、
村
八
分
と
い
う
制
裁
は
絶
対
的
だ
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
、
こ

の
広
村
の
事
例
で
は
そ
う
で
は
な
く
、
自
分
が
不
服
だ
っ
た
ら
訴
訟
を

起
こ
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
村
八
分
に
な
っ
て
も
自
分
の
意

見
を
述
べ
て
制
裁
を
止
め
て
も
ら
お
う
と
す
る
、
そ
う
い
っ
た
い
わ
ば

近
代
的
な
感
覚
が
身
に
つ
い
て
い
る
と
い
う
の
は
い
い
す
ぎ
で
し
ょ
う

か
。
広
村
古
文
書
の
な
か
に
は
ま
だ
講
刻
ね
の
事
例
が
散
見
で
き
ま
す

か
ら
、
い
ず
れ
検
討
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

次
に
若
者
た
ち
の
喧
嘩
や
振
舞
い
に
つ
い
て
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
更

科
3
の
d
は
、
明
治
四
年
三
月
に
起
き
た
長
浜
の
事
件
で
あ
り
ま
す
。

長
浜
の
若
者
た
ち
が
、
お
伊
勢
参
り
を
し
て
無
事
帰
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
長
浜
の
人
々
は
神
酒
を
携
え
て
船
場
で
出
迎
え
、
そ
れ
か
ら
氏

神
へ
社
参
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
の
「
途
中
に

て
不
図
酔
中
よ
り
争
論
出
来
」
し
、
半
助
と
い
う
人
が
参
宮
し
て
帰
っ

て
き
た
政
七
と
い
う
若
者
に
「
多
人
数
の
中
に
て
ふ
と
打
輝
に
逢
」
い
、

さ
ら
に
政
七
の
兄
禎
助
は
石
割
槌
を
振
り
回
し
暴
れ
て
お
り
ま
す
。
こ

の
と
き
暴
れ
た
の
ば
政
七
・
禎
助
兄
弟
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
若
者

の
伊
太
郎
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
「
勘
七
弟
平
七
俵
、
私
の
腕
を
取
り
捗

り
侯
故
、
如
何
と
私
も
一
つ
捲
り
戻
し
候
処
、
外
人
引
分
け
夫
れ
切
り

相
止
め
、
然
る
処
勘
七
・
平
七
・
周
次
郎
兄
弟
三
人
連
れ
に
て
、
私
宅

へ
荒
れ
込
み
土
足
に
で
障
子
二
枚
打
破
」
る
喧
嘩
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

酔
っ
払
い
と
は
い
い
な
が
ら
、
こ
う
い
う
長
浜
の
若
者
た
ち
が
抜
参

宮
か
ら
帰
っ
て
き
て
、
酒
を
飲
ん
で
暴
れ
た
心
境
は
分
か
る
よ
う
な
気

も
し
ま
す
が
、
明
治
四
年
と
い
う
時
代
の
大
き
な
曲
り
角
に
、
当
時
の

若
者
た
ち
も
何
か
感
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う

若
者
た
ち
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
感
じ
さ
せ
る
史
料
だ
と
思
い
ま
す
。

先
に
息
子
た
ち
が
若
者
組
で
暴
れ
て
、
町
田
の
講
中
を
刻
ね
に
な
っ

た
丈
平
の
件
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
町
田
の
す
ぐ
北
の
石
内
の
若
者
た

ち
の
暴
発
を
示
し
た
の
が
史
料
6
で
す
。
若
者
た
ち
が
望
寄
合
を
し
た
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後
に
起
こ
っ
た
事
件
で
す
。
石
内
の
平
吉
と
い
う
百
姓
に
り
ま
と
い
う

名
の
娘
が
い
ま
し
た
が
、
「
去
を
十
六
日
夜
当
郷
若
者
共
申
催
い
、
残

ら
ず
途
中
へ
寄
り
集
り
酒
杯
を
呑
み
、
私
娘
り
ま
へ
土
を
投
か
け
」
た

と
平
書
が
訴
え
て
い
る
史
料
で
す
。
申
八
月
で
す
が
、
お
そ
ら
く
嘉
永

元
年
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
平
吉
の
長
男
で
あ
る
愛
兵
衛
が
、
「
何
故
妹

に
土
を
投
げ
か
け
候
哉
」
と
い
っ
た
ら
、
ま
た
若
者
た
ち
が
「
何
を
申

す
哉
」
と
反
発
し
て
、
さ
ら
に
り
ま
に
「
下
肥
を
べ
た
べ
た
打
懸
け
」

ま
す
。
愛
兵
衛
は
「
何
故
か
様
の
仕
形
致
さ
れ
候
哉
」
と
い
っ
て
妹
を

助
け
よ
う
と
し
ま
す
が
、
「
何
を
申
す
、
打
殺
せ
」
な
ど
と
叫
ん
で
、

多
人
数
が
愛
兵
衛
に
襲
い
か
か
っ
た
た
め
、
愛
兵
衛
は
山
中
に
逃
げ
去

り
ま
す
。
そ
の
す
き
に
二
男
で
り
ま
の
弟
の
与
太
郎
が
り
ま
を
助
け
だ

そ
、
ナ
と
し
ま
す
が
、
若
者
た
ち
は
「
多
人
数
八
方
よ
り
せ
め
廻
し
、
同

人
を
引
捕
え
打
転
し
踏
ん
だ
り
蹴
っ
た
り
」
、
さ
ら
に
与
太
郎
は
石
を
投

げ
つ
け
ち
れ
泥
を
は
ね
か
け
ら
れ
「
九
死
一
生
」
の
日
に
あ
っ
た
と
い

う
ご
と
で
す
。

こ
の
史
料
は
長
い
長
い
一
枚
物
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
後
に
続
け
て

被
害
に
あ
っ
た
り
ま
や
兄
弟
二
人
の
供
述
を
は
じ
め
、
若
者
が
数
人
ご

l
と
に
供
述
を
と
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
皆
「
百
余
人
」
と
い
う
多
人
数

だ
っ
た
の
で
よ
く
わ
か
ら
な
い
、
自
分
た
ち
は
暴
力
は
ふ
る
っ
て
い
な

い
と
主
張
し
て
お
り
ま
す
。
若
者
組
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
宿
で
酒
を

飲
ん
だ
り
し
て
社
会
勉
強
を
す
る
の
で
す
が
、
時
に
は
こ
う
い
う
弱
者

を
襲
う
よ
う
な
暴
発
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
石
内
の
風
紀
が

悪
い
と
い
っ
て
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
容
赦
下
さ
い
。

そ
れ
か
ら
若
者
だ
け
で
な
く
て
、
大
人
も
祭
り
の
時
に
な
る
と

ち
ょ
っ
と
違
う
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
史
料
4
、
史
料
5
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
船
津
八
幡
の
祭
礼
の
時
に
喧
嘩
に
な
っ
た
事
件

に
関
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
史
料
4
は
弘
化
三
年
の
も
の
で
す
が
、

行
列
の
順
番
を
め
ぐ
っ
て
喧
嘩
に
な
っ
て
い
る
わ
け
.
で
す
。
村
内
の
う

ち
、
徳
丸
・
町
田
・
石
内
三
郷
の
氏
子
と
、
三
坂
地
・
芦
冠
・
吉
松
・

中
新
開
・
大
新
開
・
灘
六
郷
の
氏
子
と
が
対
立
し
て
い
ま
す
。
行
列
の

最
中
に
「
彼
是
騒
動
」
の
大
喧
嘩
に
な
り
、
怪
我
人
も
多
数
出
た
事
件

で
あ
り
ま
す
。

次
の
史
料
5
は
、
明
治
六
年
に
石
内
組
の
小
組
月
番
が
署
名
し
て
い

る
も
の
で
す
。
「
毎
年
八
月
九
月
両
度
氏
神
御
祭
典
定
例
の
処
、
動
も

す
れ
ば
酔
中
喧
嘩
不
敬
相
備
え
侯
者
こ
れ
有
り
侯
に
付
」
、
神
輿
を
出
す

こ
と
を
廃
止
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
を
う
け
て
、
喧
嘩
し
な
い
よ
う
に

誓
い
ま
す
か
ら
「
神
事
執
行
」
を
さ
せ
て
く
だ
さ
い
と
願
い
出
て
い
る

わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
祭
礼
時
に
は
し
ば
し
ば
喧
嘩
が
起
き
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
が
窺
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
丹
念

に
「
人
倫
御
注
進
細
」
な
ど
を
操
れ
ば
、
ご
う
い
っ
た
史
料
も
も
っ
と

出
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

以
上
、
と
り
と
め
も
な
く
事
例
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
広
村
は
、
悪

く
い
え
ば
風
紀
は
悪
い
こ
と
は
悪
い
の
で
す
が
、
こ
れ
は
幕
末
期
に
は

人
口
が
一
万
人
ほ
ど
い
ま
し
た
か
ら
事
件
も
多
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

し
か
し
他
の
村
で
、
こ
ん
な
に
豊
富
な
事
例
が
残
っ
て
い
る
村
は
な
い

だ
ケ
う
と
思
い
ま
す
。
ぜ
ひ
こ
う
し
た
事
件
を
郷
土
史
会
の
皆
さ
ん
で
′
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数
多
く
発
掘
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
′

二
　
多
様
な
人
間
模
様
を
生
み
だ
す
広
村
の
経
済
活
動

1
　
開
発
・
関
空
と
生
産
力

さ
て
、
時
間
も
だ
い
ぶ
過
ぎ
ま
し
た
が
、
こ
う
し
た
多
様
な
人
間
模

様
を
見
せ
る
捉
底
に
は
、
や
は
り
広
村
特
有
の
経
済
活
動
・
経
済
構
造

が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
1
以
下
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
簡
単
に
検
討

し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

史
料
7
は
明
治
六
年
の
史
科
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
史
料
は
、
地
租
改

正
が
始
ま
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
前
提
作
業
と
し
て
、
村
の
方
で
耕
地

面
積
や
生
産
力
を
見
積
っ
た
史
料
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
ま
と
め

た
の
が
表
1
で
す
。
江
戸
時
代
の
広
村
の
石
高
は
、
お
よ
そ
二
六
〇
〇

石
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
麦
で
は
そ
の
旧
石
高
二
六
〇
〇
石
の
う
ち
の

二
四
七
〇
石
分
に
当
た
る
分
の
調
査
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
.
ま
た
広

村
の
文
政
初
年
の
耕
宅
地
面
積
は
二
九
〇
町
歩
と
さ
れ
て
い
ま
す
か

ら
、
こ
の
旧
石
高
二
四
七
〇
石
分
の
面
積
も
ほ
ぼ
二
九
〇
町
歩
と
考
え

て
よ
い
わ
け
で
す
。
し
か
し
表
の
一
番
上
の
欄
の
面
積
は
こ
の
と
き
に

調
べ
た
面
積
で
す
が
、
二
九
〇
町
歩
で
は
な
く
五
二
〇
町
歩
と
な
っ
て

い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
実
際
は
約
二
倍
近
く
の
面
積
が
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
表
に
は
そ
の
ほ
か
に
収
穫
高
、
年
貢
な
ど
の
諸
課

役
、
肥
料
代
が
見
積
も
ら
れ
、
一
番
下
の
欄
に
作
徳
(
相
に
残
る
生
産

物
)
が
計
算
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
米
に
換
算
し
て
お
り

ま
す
が
、
右
端
の
合
計
を
み
ま
す
と
、
収
穫
高
の
合
計
が
九
七
七
一
石

で
、
作
徳
が
五
九
四
九
石
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
.

そ
れ
に
対
し
年
貢
は
わ
ず
か
一
七
七
七
石
と
な
っ
て
お
り
ま
す
.

。
年

貢
は
石
高
を
基
準
に
し
て
賦
課
さ
れ
ま
す
か
ら
、
旧
石
高
二
四
七
〇
石

に
対
し
て
は
七
二
%
を
占
め
ま
す
の
で
、
い
わ
ゆ
る
七
公
三
民
の
重
税

と
な
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
実
態
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
収
穫
高
の
二

割
に
届
く
か
届
か
な
い
か
と
い
う
程
度
の
年
貢
率
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
一
九
世
紀
初
頭
以
降
は
二
公
人
民
く
ら
い
の
も
の
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。

明
治
九
年
に
実
際
に
県
庁
の
役
人
が
広
村
へ
来
て
、
耕
宅
地
面
積
を

測
量
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
と
き
の
広
村
の
合
計
値
が
史
料
8
で

あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
地
租
改
正
で
広
村
は
七
九
六
町
歩
と
さ

れ
た
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
間
竿
は
違
い
ま
す
け
ど
も
、
先
ほ
ど
述
べ

ま
し
た
よ
う
に
一
九
世
紀
初
頭
に
広
村
の
公
定
面
積
は
二
九
〇
町
歩
で

あ
り
ま
し
た
か
ら
、
四
〇
〇
町
歩
か
ら
五
〇
〇
町
歩
く
ら
い
は
、
本
年

貢
を
払
わ
な
く
て
も
よ
い
田
畑
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

で
す
か
ら
広
村
で
は
、
圧
倒
的
に
多
く
の
作
徳
が
民
間
の
手
に
残
っ
た

わ
け
で
、
広
村
に
地
主
制
が
成
立
す
る
基
礎
と
も
な
り
ま
し
た
し
、
ま

た
「
民
富
」
の
形
成
に
つ
な
が
る
こ
と
に
も
な
っ
た
わ
け
で
す
。
具
体

的
に
い
え
ば
、
才
覚
さ
え
あ
れ
ば
貧
乏
人
で
も
金
持
ち
に
な
れ
る
し
、

逆
に
没
落
す
る
人
は
没
落
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
資
本
主
義
的
な
シ
ス

テ
ム
が
す
で
に
一
九
世
紀
初
頭
に
は
浸
透
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
藩
は
領
内
を
厳
し
く
支
配
し
て
い
る
よ
う
に
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み
え
ま
す
け
ど
も
、
ち
ょ
っ
と
し
か
年
貢
を
取
れ
て
な
い
わ
け
で
あ
り

ま
す
。
・
そ
れ
に
つ
い
て
は
も
う
こ
こ
で
は
省
略
し
ま
す
。

2
　
行
き
交
う
人
・
物
・
金

さ
ら
に
こ
う
し
た
田
畑
の
開
発
に
よ
る
経
済
発
展
だ
け
で
は
な
く
、

人
や
物
資
、
そ
れ
か
ら
お
金
、
そ
う
い
っ
た
も
の
の
出
入
り
が
激
し
い

の
が
広
村
の
特
徴
で
も
あ
り
、
広
村
の
古
文
書
か
ら
そ
う
し
た
こ
と
も

う
か
が
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

ま
ず
物
資
と
お
金
か
ら
簡
単
に
検
証
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
広
村
で

は
綿
作
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
新
開
地
の
大
部
分
骨
組

作
地
で
し
た
か
ら
、
・
村
人
の
飯
米
は
毎
年
不
足
気
味
で
す
。
そ
こ
で
飯

米
が
足
り
な
い
と
き
は
ど
う
す
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
史
料
1
3
に
あ
り

ま
す
よ
う
に
、
他
国
米
を
買
っ
て
よ
い
か
と
い
う
願
書
を
郡
役
所
に
提

出
し
、
許
可
を
え
て
他
国
米
を
購
入
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
文
政

四
年
(
一
八
二
一
)
七
月
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
最
初
に
米
七
一
〇
石
と

あ
る
の
は
長
浜
の
漁
師
た
ち
の
八
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
飯
米
で
あ
り

ま
す
が
、
・
う
ち
二
五
〇
石
は
村
内
で
用
意
で
き
る
か
ら
、
差
引
四
六
〇

石
余
り
を
長
浜
の
漁
師
の
た
め
に
購
入
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

、

す
。
ま
た
同
様
に
村
内
の
浮
過
の
飯
米
・
(
八
月
～
十
二
月
)
が
一
六
八

七
石
必
要
で
あ
る
と
見
積
も
り
、
う
ち
千
石
ほ
ど
村
内
の
「
地
米
・
雑

穀
類
」
で
ま
か
な
え
る
と
し
、
さ
ら
に
酒
米
七
二
〇
石
を
あ
わ
せ
て
一

八
六
七
〇
石
ほ
ど
の
他
国
米
を
買
い
た
い
と
願
い
出
て
い
る
わ
け
で

す
。
こ
れ
は
他
国
商
人
と
の
取
引
で
す
か
ら
藩
札
は
使
え
ま
せ
ん
。
正

金
銀
、
つ
ま
り
金
の
小
判
と
か
正
銀
で
な
い
と
買
え
な
い
わ
け
で
す
か

ら
、
つ
い
て
は
藩
札
を
正
金
銀
に
両
替
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
の
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
願
書
は
下
半
期
の
分
で
す
か
ら
、
上
半
期
あ
わ
せ
る

と
、
広
村
で
は
だ
い
た
い
年
間
に
最
低
で
も
三
〇
〇
〇
石
以
上
は
他
国

米
を
購
入
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
村
人
は
そ
れ
を
実
際
に
食
べ
て
い

る
わ
け
で
す
。

次
に
史
料
1
4
も
卯
年
(
お
そ
ら
く
天
保
十
四
年
)
　
の
両
替
の
史
料
で

す
。
福
山
米
一
〇
〇
俵
、
干
鰯
七
二
九
俵
な
ど
を
備
後
福
山
や
周
防
室

積
の
商
人
か
ら
買
い
た
い
の
で
、
藩
札
を
正
銀
に
両
替
し
て
ほ
し
い
と

い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
干
鰯
は
綿
作
の
肥
料
と
し
て
大
量
の
需
要
が

あ
り
ま
す
か
ら
、
干
鰯
を
購
入
す
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
す
。

こ
う
し
た
両
替
願
い
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
広
村

の
商
人
が
小
判
や
正
銀
を
所
持
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な

い
。
お
そ
ら
く
多
少
持
っ
て
い
る
人
で
も
、
だ
ぶ
つ
い
た
藩
札
を
少
し

で
も
整
理
す
る
た
め
に
、
ま
た
正
金
銀
を
手
元
に
持
っ
て
い
た
い
か
ら
、

藩
へ
両
替
願
い
を
出
す
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
広
村
だ
け
で
は
な

く
、
ど
こ
で
　
l
も
こ
う
い
う
両
替
願
い
を
山
し
て
い
ま
す
か
ら
、
藩
も
財

政
上
大
変
で
す
ね
。
し
か
し
ま
っ
た
く
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

か
ら
、
最
低
で
も
希
望
額
の
半
額
は
両
替
に
応
じ
て
い
た
よ
う
で
す
。

こ
う
し
て
淳
庫
に
蓄
え
ら
れ
て
い
た
正
金
銀
は
、
民
間
社
会
に
往
々
に

流
失
し
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

次
に
史
料
1
2
を
見
て
下
さ
い
。
こ
れ
は
広
村
商
人
の
木
綿
買
い
集
め

売
買
に
関
す
る
史
料
で
す
。
元
来
広
村
で
は
、
新
開
地
で
収
穫
七
た
実
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綿
の
ほ
か
に
、
備
後
福
山
辺
り
や
大
坂
か
ら
も
実
綿
を
大
量
に
購
入
し

て
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
広
村
で
は
木
綿
級
は
あ
ま
り
盛
ん

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
木
綿
技
が
盛
ん
な
の
は
佐
伯
郡
の
能
美
島

だ
と
か
、
広
村
の
奥
の
黒
瀬
筋
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
う
し
た
地
域
へ
.
供

給
す
る
た
め
に
、
広
村
の
商
人
は
実
績
を
買
い
集
め
て
い
た
わ
け
で
す
。

そ
し
て
史
科
1
2
は
逆
に
、
こ
れ
ら
の
木
綿
織
が
盛
ん
な
村
で
木
綿
を
買

い
付
け
た
こ
と
を
郡
役
所
に
報
告
し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

有
田
屋
筏
平
と
い
う
人
が
能
美
島
・
黒
瀬
辺
り
か
ら
木
綿
を
四
万
五
〇

〇
〇
反
ほ
ど
買
い
集
め
て
、
大
坂
へ
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
も
完
全
に
社
会
的
分
業
の
シ
ス
テ
ム
が

う
か
が
え
ま
す
。
す
な
わ
ち
大
坂
や
備
後
・
備
中
あ
る
い
は
伊
予
か
ら

実
績
を
買
い
入
れ
て
捜
綿
に
仕
立
て
、
木
綿
絃
地
帯
の
黒
瀬
や
能
美
島

へ
売
却
し
、
さ
ら
に
ま
た
木
綿
を
買
い
集
め
て
大
坂
に
出
す
と
い
う
構

造
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

で
は
な
ぜ
広
村
で
は
木
綿
織
は
盛
ん
で
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
梨
網
が
盛
ん
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
阿
賀
・
広
村
辺

り
で
は
、
全
国
で
も
高
い
シ
ェ
ア
を
占
め
る
網
を
婦
女
子
た
ち
が
織
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
製
網
の
資
料
も
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
け

ど
も
、
今
日
は
レ
ジ
ュ
メ
に
は
出
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
広
村
の
役
人
が

作
成
し
た
あ
る
報
告
書
に
は
、
全
国
で
も
伊
予
国
や
備
後
の
柄
、
紀
州

和
歌
山
辺
り
で
、
た
く
さ
ん
の
網
が
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
が
、
そ
ん

な
も
の
は
当
地
の
賀
茂
郡
に
比
べ
た
ら
ご
く
わ
ず
か
で
七
か
な
い
、
わ

れ
わ
れ
が
日
本
全
国
の
網
を
ま
か
な
っ
て
い
る
の
だ
と
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
「
呉
市
史
」
第
一
巻
に
載
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
史
料
お
そ
ら
く

広
村
古
文
書
の
一
つ
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
今
は
所
在
が
わ
か
り
ま
せ

ん
。広

村
近
辺
で
は
、
社
会
的
分
業
が
発
達
し
て
お
り
ま
し
て
」
物
資
が

生
産
さ
れ
移
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
生
産
・
流
通
の
過
程
で
た

く
さ
ん
の
富
が
生
ま
れ
、
そ
こ
で
多
く
の
人
々
が
生
計
を
立
て
を
し
と

が
で
き
る
状
況
が
形
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
寡
婦
で
も
網
を
漉
ぐ
内
職

だ
け
で
も
何
と
か
暮
ら
し
て
げ
け
る
と
い
う
状
況
が
成
り
立
っ
て
い
た

わ
け
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
日
々
稼
い
だ
小
銭
で
食
糧
を
買
っ
て
生
活

す
る
こ
と
が
、
ふ
つ
う
の
生
活
と
し
て
成
り
立
っ
・
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
.
。

そ
れ
か
ら
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
人
の
出
入
り
、
と
く
に
他
国
へ

の
出
稼
ぎ
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
図
2
に
広
村

の
他
国
稼
ぎ
人
数
の
推
移
を
示
し
て
み
ま
し
た
。
文
化
十
年
頃
か
ら
し

か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
毎
年
二
〇
〇
人
ず
つ
ぐ
ら
い
の
出
稼
ぎ
者
が
い

て
幕
末
に
入
る
頃
よ
り
二
五
〇
人
ぐ
ら
い
に
増
え
て
い
る
と
い
、
γ
傾
向

が
う
か
が
え
ま
す
。
う
ち
女
性
も
五
〇
人
ほ
ど
出
稼
ぎ
に
出
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
二
〇
〇
人
が
多
い
か
少
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
す
が
、
広
村
の
人
口
か
ら
み
れ
ば
わ
ず
か
三
%
に
す
ぎ
な
い
で
す
が
、

世
帯
数
か
ら
す
れ
ば
、
一
〇
軒
に
一
軒
の
割
合
で
出
稼
ぎ
者
を
出
し
て

い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
出
稼
ぎ
者
は
多
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
と
思
い
ま
す
。
し
か
も
こ
の
図
2
を
見
て
わ
か
り
ま
す
よ
う
に
、
文
.

化
末
年
か
ら
弘
化
年
間
ま
で
出
稼
ぎ
の
人
数
が
停
滞
し
て
お
り
ま
す
。
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こ
れ
は
よ
く
史
料
を
検
討
す
る
と
、
三
年
お
き
ぐ
ら
い
に
ま
っ
た
く
同

じ
人
数
を
く
り
返
し
く
り
返
し
報
告
し
て
い
る
の
で
す
。
要
す
る
に
毎

年
判
で
押
し
た
よ
う
な
数
値
を
報
告
し
て
い
る
の
が
よ
く
わ
か
り
ま

す
。
こ
れ
は
庄
屋
の
性
格
に
よ
る
も
の
か
判
断
は
つ
き
ま
せ
ん
。
お
そ

ら
く
郡
役
所
が
原
則
的
に
他
国
稼
ぎ
を
厳
し
く
取
り
締
ま
っ
て
い
ま
す

が
、
海
辺
の
村
は
願
い
出
れ
ば
格
別
と
い
う
よ
う
な
対
応
を
と
っ
て
い

ま
し
た
か
ら
、
庄
屋
さ
ん
も
村
民
に
出
る
な
と
は
い
え
な
い
し
、
そ
の

辺
は
適
当
に
人
数
合
せ
を
し
て
報
告
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
た

が
っ
て
実
際
に
は
む
つ
と
多
く
の
村
人
が
稼
ぎ
に
出
て
い
た
こ
と
も
考

え
ら
れ
ま
す
。

次
に
ど
こ
に
出
稼
ぎ
に
行
っ
て
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
麦
3
に
示
し

ま
し
た
よ
う
に
今
の
岡
山
県
が
多
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
備
前

や
備
中
も
人
口
が
多
い
の
に
、
何
で
こ
ん
な
に
出
稼
ぎ
を
受
け
入
れ
る

の
か
な
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
辺
は
今
後
の
課
題
に
し
て
お
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
そ
し
て
表
4
.
は
ど
の
よ
う
な
人
が
備
前
や
備
中
に
出
稼
ぎ

に
出
て
い
る
の
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
肩
書
で
わ
か
り
ま
す

よ
う
に
、
日
雇
い
稼
ぎ
の
わ
ず
か
一
人
と
一
七
人
の
炭
焼
き
を
除
い
て
、

あ
と
は
全
員
が
屋
根
茸
・
左
官
・
桶
屋
・
木
挽
と
い
っ
た
水
役
銀
を
負

担
す
る
職
人
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
村
人
の
中
に
は
百
姓
の
ほ
か
に
浮

過
と
い
う
階
層
も
い
ま
し
て
、
田
畑
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
小
作
人
と
な
っ

た
り
日
雇
い
・
雑
業
に
従
事
し
た
り
し
て
生
計
を
立
て
て
い
た
わ
け
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
人
々
が
出
稼
ぎ
に
ま
っ
た
く
行
か
な
か
っ
た

と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
す
け
ど
、
も
し
か
し
た
ら
図
2
の
よ
う
な
統

計
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
は
と
も
思
い
ま
す
。
ま
た
他
国
稼
ぎ
人

を
毎
年
書
き
留
め
た
史
料
を
み
ま
す
と
、
毎
年
名
前
が
出
て
ぐ
る
人
は

め
っ
た
に
い
ま
せ
ん
し
、
た
ぶ
ん
出
稼
ぎ
に
出
る
人
は
毎
年
定
期
的
に

出
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
辺
を
少
し
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
の
で
す
け
ど
、
広
村
の
他
国
稼
ぎ
人
は
も
っ
と
多
か
っ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
か
ら
こ
れ
ら
の
図
表
に
は
長
浜
浦
の
人
は
入
っ
て
お
り
ま
せ

ん
。
長
浜
で
は
漁
師
や
船
で
商
売
す
る
人
が
多
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
も
分
厚
幸
史
料
が
あ
り
ま
し
て
、
ま
だ
集
計
し
て

い
な
い
の
で
す
が
、
三
反
帆
や
四
反
帆
の
船
で
、
商
売
の
た
め
に
上
方

に
行
き
た
い
と
か
、
四
国
の
伊
予
の
方
に
商
売
の
た
め
に
行
っ
て
く
る

と
か
、
漁
の
た
め
に
半
年
間
ど
こ
ど
こ
へ
出
か
け
る
と
か
、
そ
う
い
う

届
け
出
が
多
く
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
ら
も
加
え
ま
す
と
、
広
村
を
出

て
他
所
で
稼
ぐ
村
人
は
大
変
な
数
に
の
ぼ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
と
い
う
こ
と
で
、
人
や
物
資
の
出
入
り
と
そ
れ
に
と
も
な

う
金
の
動
き
も
あ
っ
て
、
非
常
に
経
済
的
に
活
性
化
し
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
一
つ
、
以
上
の
よ
う
な
経
済
発
展
に
関
し
て
象
歳
的
な
事
例

を
紹
介
し
て
み
ま
す
。
私
は
卒
論
で
、
幕
末
期
の
大
新
田
で
詮
が
ど
れ

だ
け
土
地
を
所
有
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
調
べ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
が
、
大
新
開
に
二
〇
町
歩
く
ら
い
持
っ
て
い
る
尾
道
の
備
前
屋
林
萱

と
い
う
商
人
が
い
る
わ
け
で
す
。
彼
は
財
産
持
ち
ら
し
く
て
、
長
浜
の

庄
屋
筋
の
宇
都
宮
家
か
ら
土
地
を
買
い
、
さ
ら
に
長
浜
の
酒
屋
株
も
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買
っ
て
広
村
で
営
業
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の
備
前
屋
林
蔵
が
何

者
な
の
か
、
尾
道
で
調
べ
で
も
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

r
新
作
尾
道
市
史
J
で
も
、
正
体
不
明
と
さ
れ
て
い
た
の
で
諦
め
て
い

ま
し
た
。
実
は
今
度
の
調
査
で
、
備
前
屋
林
茸
な
る
人
物
が
何
者
な
の

か
よ
く
わ
か
っ
た
の
で
す
。

史
科
1
1
は
、
長
浜
の
庄
屋
宇
都
宮
伝
左
街
門
が
、
銀
談
が
差
し
縫
れ

て
備
前
屋
林
蔵
を
訴
え
て
い
る
も
の
で
す
が
、
こ
の
な
か
に
「
尾
道
備

前
屋
林
茸
と
申
す
は
全
く
名
前
の
み
に
て
、
鈎
主
は
備
後
福
山
領
藤
江

村
山
路
熊
太
郎
と
申
す
義
初
め
て
承
り
若
人
侯
」
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、

伝
左
街
円
も
葺
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
山
路
熊
太
郎
と
い
う
の
は
沼
隈

郡
の
有
名
な
豪
農
で
あ
り
ま
し
て
、
山
路
機
谷
と
号
し
学
問
も
で
き
た

福
山
で
も
有
名
な
人
で
あ
り
ま
す
。
宇
都
宮
伝
左
衝
門
が
こ
こ
で
主
張

し
て
い
る
の
は
、
「
去
り
乍
ら
重
き
御
田
地
、
御
他
領
へ
相
渡
し
他
所

者
越
さ
れ
勝
手
に
支
配
仕
り
侯
」
こ
と
、
つ
ま
り
福
山
藩
領
の
人
間
が

広
村
の
土
地
を
所
有
す
る
の
は
如
何
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
こ
の
訴
訟
自
体
が
ど
う
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
ま
だ
追
求
し
て
い

ま
せ
ん
が
、
沼
隈
郡
の
豪
農
が
広
村
に
目
を
つ
け
て
、
大
新
開
だ
け
で

も
二
〇
町
歩
も
の
田
畑
を
購
入
し
て
い
る
こ
と
自
体
に
注
目
す
べ
き
で

あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ど
の
く
ら
い
投
資
し
た
か
計
算
し
て
い
ま
せ
ん

が
、
他
領
の
田
畑
に
投
資
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
小
作
料
収
入

だ
け
で
十
分
利
潤
が
回
収
で
き
た
か
ら
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
先

に
示
し
た
麦
1
の
数
値
か
ら
で
も
明
ら
か
で
す
。
し
か
し
他
領
の
百
姓

の
身
分
で
土
地
を
所
有
す
る
こ
と
は
抵
抗
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
尾
道
の

備
前
屋
と
い
う
絶
家
と
な
っ
た
家
の
名
跡
を
借
り
て
、
高
田
郡
の
甲
立

出
身
の
若
者
を
備
前
屋
の
養
子
と
し
て
入
れ
て
備
前
屋
林
蔵
と
名
乗
ら

せ
た
わ
け
で
す
。
ま
た
尾
道
の
豪
商
橋
本
家
な
ど
も
広
村
に
土
地
を
.

持
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
資
本
の
投
下
と
い
う
と
少
し
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違

う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
他
町
村
の
豪
農
商
の
資
本
が
投
下
さ
れ
た
こ

と
は
、
や
は
り
江
戸
時
代
の
広
村
の
経
済
に
は
豊
か
な
も
の
が
あ
久
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

お

わ

り

に

以
上
、
と
り
と
め
の
な
い
こ
と
を
述
べ
て
き
ま
し
た
が
、
最
後
に
テ
ー

マ
に
掲
げ
た
近
世
村
落
像
を
ま
と
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
二
言
で

い
え
と
い
わ
れ
ま
す
と
非
常
に
掛
り
ま
す
が
、
広
村
古
文
書
か
ら
み
た

近
世
村
落
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
頭

以
降
、
広
村
で
は
い
わ
ば
資
本
主
義
的
な
シ
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ
つ
つ

あ
り
、
い
や
資
本
主
義
的
と
は
い
い
す
ぎ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
市

場
経
済
の
な
か
で
人
々
は
生
計
を
立
て
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が

実
態
に
近
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

最
近
そ
う
い
う
こ
と
を
高
等
学
校
の
先
生
の
前
に
し
て
の
講
演
な
ど

で
述
べ
ま
す
と
、
大
変
不
評
で
す
。
お
そ
ら
く
年
貢
の
重
圧
や
身
分
差

別
な
ど
人
々
の
苦
し
さ
を
理
解
し
て
い
な
い
と
怒
っ
て
ら
っ
し
や
る
と

思
い
ま
す
。
し
か
し
近
年
、
江
戸
時
代
像
そ
の
も
の
も
従
来
の
固
定
さ

れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す
る
努
力
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
そ
う
い
う
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固
定
観
念
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
史
料
を
素
直
に
読
ん
で
自
分
な

り
の
イ
メ
ー
ジ
を
組
み
立
て
る
こ
と
は
、
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。
私
が
今
日
何
度
も
資
本
主
義
的
経
済
と
い
う
こ
と

を
口
走
り
ま
し
た
が
、
実
は
、
私
も
最
近
知
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
こ

と
に
関
し
て
は
、
も
う
二
〇
年
も
前
に
民
俗
学
者
の
宮
本
常
一
さ
ん
が
、

一
八
世
紀
末
の
広
島
領
内
で
は
資
本
主
義
経
済
の
歯
車
が
動
い
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
、
は
っ
き
り
と
著
書
に
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
(
r
旅
人

た
ち
の
歴
史
I
J
)
。
「
人
倫
御
注
進
軸
」
な
ど
に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す

よ
う
に
、
広
村
で
は
訴
訟
が
多
く
、
と
く
に
お
金
を
め
ぐ
る
訴
訟
・
ト

ラ
ブ
ル
が
多
い
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
広
村
の
内
外
で
は
宮
本
常
一
さ

ん
の
い
わ
れ
る
よ
う
な
資
本
主
義
経
済
の
歯
車
が
動
い
て
お
句
、
村
人

も
そ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
に
順
応
し
な
が
ら
生
活
し
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
地
租
改
正
で
広
村
の
耕
宅
地
面
積
は
七
九
〇
町
歩
と
さ
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
二
九
〇
町
歩
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
で

す
か
ら
地
租
改
正
で
約
五
〇
〇
町
歩
も
の
耕
地
を
政
府
に
把
握
さ
れ
て

七
ま
っ
て
、
い
わ
ば
隠
し
田
畑
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

正
常
に
三
%
の
地
租
を
徴
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
お
そ
ら
く
江
戸
時

代
の
年
貢
よ
り
も
、
明
治
時
代
の
地
租
の
方
が
数
倍
多
い
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
辺
も
ま
だ
具
体
的
に
確
認
し
て
お

り
ま
せ
ん
け
ど
、
明
治
期
の
広
村
の
経
済
状
態
を
考
え
て
み
る
必
要
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
時
間
が
過
ぎ
ま
し
た
が
、
と
り
と
め
の
な
い
話
、

ど
う
も
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
(
拍
手
)

地
名
が
語
る
警
固
屋
の
歴
史

下
向
井
　
龍
　
彦

は
じ
め
に

今
日
は
私
の
ふ
る
さ
と
、
警
固
屋
の
歴
史
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

呉
の
歴
史
の
中
で
古
い
方
の
お
国
自
慢
と
言
え
ば
、
や
は
り
清
盛
が

音
戸
瀬
戸
を
切
り
開
い
た
と
い
う
伝
説
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の
伝

説
、
皆
さ
ん
ご
存
知
で
す
ね
。
本
当
だ
と
信
じ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

か
。
遠
慮
さ
れ
て
手
を
挙
げ
ら
れ
な
い
み
た
い
で
す
が
、
半
分
以
上
の

方
は
「
う
ん
、
清
盛
が
切
り
開
い
た
ん
だ
」
と
信
じ
て
お
い
で
の
こ
と

!
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
今
日
の
お
話
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
は
、
清
盛
伝
説

は
嘘
か
真
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

広
と
警
固
屋
、
あ
ま
り
つ
な
が
り
が
な
い
よ
う
で
す
が
、
意
外
や
意

外
、
室
町
時
代
・
乾
国
時
代
に
は
、
吾
固
屋
の
武
士
が
広
の
土
地
の
一

部
を
領
地
と
し
て
持
っ
て
い
ま
し
た
。
「
ま
さ
か
そ
ん
な
。
模
範
村
広

村
が
音
因
屋
の
支
配
下
に
あ
っ
た
な
ん
て
嘘
だ
」
と
い
う
ふ
う
に
思
わ

な
い
で
下
さ
い
ね
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
で
も
飴
れ
ま
す
。

私
自
身
も
広
と
は
無
縁
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
母
方
の
祖
母
は
明
治
十

一
年
(
一
八
七
八
)
に
広
の
横
路
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
横
路
の
寺
の
裏

に
あ
る
有
田
清
左
衛
門
直
規
と
刻
ん
だ
墓
に
二
回
ほ
ど
お
参
り
し
た
こ

tosho-seibi-repo
長方形




