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伝
承
歌
謡
論

一
つ
の

「
遊
び
う
た
」
を
追

っ
て

（上
）

国
語
科
　
木
　
村
　
重
　
利

は
じ

め

に

ま
ず
断

っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
本
稿
で
い
う

「
う
た
」
と
は

「歌
謡
」
の
意
で
あ
り
、
も
う
少
し
言
う
な
ら
、
「詠
む
歌
」

で
あ
る
和
歌
に

対
し
て

「
謡
う
歌
」
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
え
て
平
仮
名
表
記
す
る
の
は
そ
の
限

定
と
い
う
か
区
別
の
つ
も
り
で
あ
る
。

も
う

一
つ
断

っ
て
お
き
た
い
の
は
、
時
代
的
限
定
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
う

た
」
の
歴
史
は

一
般
的
に
考
え
て

「
詠
む
歌
」
に
先
行
し
て
起
こ
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
対
象
は
古
代
か
ら
現
代
に
及
ん
で
、
そ
の
種
類

（種

相
）
も
数

（そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
お
け
る
文
句

。
歌
詞
）
も
お
び
た
だ
し
い
わ
け
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
具
体
的
な
対
象
と
し
て
基
本
に
据
え
る
の
は
、
そ
の
伝
承
の
足

跡
が
現
代
に
ま
で
続
い
て
い
る
も
の
、
端
的
に
言
え
ば
今
日
ま
で
伝
承
さ
れ
て

き
た

「
民
謡
」
と
か

「童
謡
」
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
に
限

っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
た
だ
し
、
伝
承
の
足
跡
が

「
現
代
に
ま
で
続
い
て
い
る
」
と
は
言

っ
て

も
、
多
く
そ
の
場
が
失
わ
れ
て
し
ま

っ
た
今
日
に
あ

っ
て
は
、
日
承
は
ご
く
限

ら
れ
た
も
の
に
な

っ
て
い
る

（記
憶
の
上
で
も
）
こ
と
も
あ

っ
て
、
多
く
は
書

承
八
地
誌
・
民
俗
誌
、
民
謡
や
童
謡
の
調
査
報
告
書
な
ど
）
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ

た
こ
と
も
断

っ
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
こ
こ
に

一
つ
の

「
う
た
」
が
存
在
し
て
い
る

（伝
承
さ
れ
て
い
る
）
と

す
る
。
そ
の
場
合
、
そ
れ
が
伝
承
歌
謡
で
あ
る
以
上
、
た
だ

一
つ
だ
け
の
孤
立

し
た
存
在
と
し
て

「
謡
わ
れ
て
き
た
」
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、

で
き
る
限
り
そ
の
伝
承
例
を
蒐
集
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
研
究

へ
の
第

一
の

作
業
と
な
る
。
次
に
は
、
そ
れ
ら
の
詞
曲
両
面
か
ら
の
細
か
い
比
較
検
討
を
通

し
て
伝
播

・
流
動
の
相
を
追
う
中
で
、
そ
の
歌
の
本
質
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
具
体
的
な
操
作
と
し
て
は
、

Ａ

「
う
た
」
自
体

（旋
律

・
詞
章
）
の
比
較
検
討

Ｂ

「
う
た
の
状
況
」
の
比
較
検
討

の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
は
当
然
、
「
旋
律
」
と

「
詞
章
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
音
楽
面
に
つ
い
て
は
門
外
漢
で
あ
る
筆
者
に
と

っ
て

は
、
詞
章
面

（歌
詞
）
に
重
点
を
置
か
ざ
る
を
得
な
い
。
後
者
の

「
う
た
の
状

況
」
と
は
、
「
う
た
」
が
伝
承
さ
れ
て
き
た
基
盤

・
背
景
の
こ
と
で
あ
る
。
伝

承
地
と
そ
こ
で
の
人
の
暮
ら
し
の
中
で
、
そ
の

「
う
た
」
の
存
在
理
由

（意
義
）

を
明
確
に
押
さ
え
る
こ
と
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
「
う
た
の
ト
キ
」
と

「
う
た
の
バ
」
を
問
題
に
し
、
「
う
た
」
を
生
き
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と

で
あ
る
。
「
な
ぜ
謡
う
の
か
」
「
ど
う
し
て
謡
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」

「
ど
ん
な
風
に
し
て
謡

っ
て
い
る
の
か
」
と
い
っ
た
問
い
に
答
え
る
た
め
の
、

い
わ
ば

「生
き
て
い
る
う
た
」
の
復
元
を
目
指
す
作
業
で
あ
り
、
そ
の
中
で
の

具
体
的
事
例
ご
と
の
比
較
検
討
な
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
二
面
か
ら
の
比
較
検
討
の
中
で
、
そ
の

「
う
た
」
は
ど
の
よ
う
な
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広
が
り

（時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
）
を
持
ち
、
ま
た
そ
の
中
で
ど
う
継
承
さ
れ

て
き
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
継
承
の
上
に
ど
の
よ
う
な
力
が
働
い
て
、
ど
う
変

化
し
て
き
た
の
か
と
い
っ
た
こ
と
を
さ
ぐ
る
の
で
あ
る
。
日
頭
に
よ
る
継
承
が

基
本
で
あ
る
伝
承
歌
謡
個
々
に
つ
い
て
、
そ
う
し
た
手
続
き
と
い
う
か
手
間
を

加
え
て
い
く
中
で
、
「
う
た
」
の
本
質

（「
う
た
」
の
成
立

・
存
在
基
盤
や
機
能
、

そ
の
成
長
か
ら
発
達
、
変
化
・
流
動
の
道
筋
な
ど
）
が
幾
分
か
で
も
見
え
て
く
る
の

で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

「
う
た
」
を
単
に
旋
律

・
詞
章
と
し
て
の
み
捉
え
る
音
楽
的
研
究

・
文
芸
的

研
究
を
越
え
て
、
常
に

「
う
た
」
を
包
摂
し
て
営
ま
れ
て
い
た

「人
の
生
活

ｏ

暮
ら
し
」
と
の
関
わ
り
で
捉
え
て
い
く
と
い
う
姿
勢
を
根
本
に
据
え
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

「
う
た
」
と
い
う
存
在
、
「謡
う
」
と
い
う
行
為
は
、
人
が
生
き
て
い
く
上

で
何
で
あ

っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
究
め
て
い
く
こ
と
が
歌
謡
研
究
の
最
終
的

な
目
的
な
の
だ
と
思
う
。

個
々
の

「
う
た
」
に
対
し
て
、
そ
の
本
姿

・
本
質
を
究
め
、
そ
の
源
流
を

つ

き
と
め
、
伝
播

・
流
動
の
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
も
と
よ
り
歌
謡
研
究
の

課
題
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
重
要
に
違
い
な
い
。
と
は
い
え
、
た
と
え
あ
る

一
つ

の

「
う
た
」
に
限

っ
て
さ
え
、
そ
の
本
姿

・
本
質
を
見
究
め
、
源
流
を

つ
き
と

め
、
そ
の
伝
播

・
流
動
の
種
相
を
解
明
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
そ
れ
が
主

に
口
頭
に
よ
る
伝
承
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
伝
承
例
を
隈
無
く
探
索
す
る
こ
と

が
ま
ず
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
伝
承
地
と
伝
承
者
の
す
べ
て
を
何
か
の
操
作

一
つ
で
遺
漏
な
く
抽
出
で
き
る
方
法
な
ど
あ
る
は
ず
が
な
く
、
そ
の
確
認
は
偶

然
的
な
出
会
い
に
よ
る
資
料
と
実
地
調
査
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
い
う
性
格
の

も
の
で
あ
る
か
ら
、　
一
つ
の

「
う
た
」
を
め
ぐ

っ
て
は
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
の

空
間
的

・
時
間
的
な
幅
を
持

っ
て
広
が

っ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
作
業
自
体
に

大
き
な
困
難
と
限
界
が
あ
る
。

よ
し
ん
ば
、
そ
れ
が
あ
る
程
度
可
能
だ
と
し
て
、
次
は
つ
き
と
め
得
た
い
く

つ
か
の
伝
承
例
相
互
に
見
ら
れ
る
変
化
の
種
相
の
分
析
の
難
し
さ
が
あ
る
。
伝

承
例
個
々
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
そ
こ
に
何
を
、
ど
う
い
う
順
序
で
、
必
要

・

必
然
的
な
要
件
と
し
て
据
え
て
分
析
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
検
討
付
け
そ
れ
自

体
も
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
具
体
的
に
、
例
え
ば

「時
」

一
つ
を
と

っ
て
み
て

も
、
そ
こ
に
は
錯
綜
し
た
問
題
が
あ
る
。

い
つ
の
時
点
で
、
ど
れ
く
ら
い
の
期
間
に
渡

っ
て
謡
わ
れ
た
も
の
か
、
そ
の

盛
衰
の
状
況
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
、
そ
の
糸
を
解
き
は
ぐ
す
の
は

難
し
い
。
書
承
に
よ
る
確
認
の
場
合
、
記
録
さ
れ
た
時
点
と
実
際
に
謡
わ
れ
て

い
た
時
期
と
の
関
係
も
問
題
に
な
る
。
今
日
の
民
謡
と
か
童
謡
と
い
わ
れ
る
も

の
の
調
査

ｏ
記
録
の
多
く
は
、
年
寄
り
の
記
憶
を
掘
り
起
こ
す
形
で
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
多
い
し
、
こ
れ
ま
で
の
報
告
書

（特
に
戦
後
の
）
に
お
い
て
も
多

く
は
そ
う
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
本
来
の
場
で
本
来
の
機

能
を
果
た
し
て
謡
わ
れ
て
い
た
の
は
い
つ
頃
で
あ

っ
た
の
か
を
明
確
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
そ
れ
が
は
っ
き
り
確
認
さ
れ
、
記
録
さ

れ
て
来
な
い
こ
と
が
多
か

っ
た
よ
う
に
思
う
。

も
う

一
つ
は
伝
承
地
の
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
採
集
さ
れ
た
所
番
地
と

い
っ
た
意
味
で
は
な
い
。
そ
の
地
が
地
理
的

・
歴
史
的
に
ど
う
い
う
地
で
あ
る

か
と
い
う
こ
と
、
そ
の
前
に
、
そ
の
地
域

一
帯
の
伝
承
な
の
か
、
そ
れ
と
も
あ

る
限
ら
れ
た
地
区
で
の
伝
承
な
の
か
と
い
っ
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
。
ま
た
、
伝
承
者
の
居
住
地
即
伝
承
地
と
し
て
報
告
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
の
で
あ
る
が
、
単
純
に
そ
れ
で
す
む
の
か
と
い
う
問
題
も
な
い
わ
け
で
は
な

特
に
伝
承
者
が
女
性
の
場
合
は
注
意
を
要
す
る
。
彼
女
等
の
謡

っ
て
く
れ
る

「
う
た
」
が
そ
の
地
に
嫁
ぐ
前
に
習
得
し
た
も
の
で
あ

っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
村
落
社
会
に
お
け
る

一
般
の
人
々
の
暮
ら
し
に
お

い
て
は
、
近
年
ま
で

（戦
後
も
し
ば
ら
く
は
）
女
性
が
自
分
の
生
ま
れ
育

っ
た
土

地
を
遠
く
離
れ
て
嫁
ぐ
例
は
ご
く
ま
れ
で
あ

っ
た
か
ら
、　
一
般
的
に
は

「う
た
」

の
伝
承
地
に
関
す
る
限
り
、
伝
承
者
の
居
住
地
と
伝
承
地
の
問
題
に
そ
れ
ほ
ど

神
経
を
と
が
ら
せ
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
問
題
に
す
べ
き
は
結
婚
以
外

の
移
住
の
場
合
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
方
が
遠
隔
地
に
思
い
が
け
な
い

「う
た
」

を
運
ぶ
こ
と
が
あ

っ
て
、
伝
承
地
の
種
相
を
混
乱
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の

だ
。さ

ら
に
伝
承
の

「時
」
「場
所
」
の
問
題
と
も
絡
ん
で
、
最
も
大
き
く
問
題

と
す
べ
き
は

「
人
」
の
問
題
で
あ
る
。
「
う
た
」
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら

「
人

の
所
産
」
で
あ
り
、
「
謡
う
」
は

「人
の
行
為
」
で
あ
る
か
ら
、
何
と
い

っ
て

も

「
人
」
に
関
し
て
吟
味
す
る
こ
と
が
最
大
の
課
題
と
な
る
。

「
う
た
」
及
び

「
謡
う
」
に
つ
い
て
、
ま
ず
基
本
と
し
て
据
え
て
か
か
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
あ
る

「
う
た
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
時
間
的

・
空
間

的
に

「
謡
わ
れ
て
き
た
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
き
、　
一
つ
の
伝
承
例
の
存

在
は
、
少
な
く
と
も

一
人
の
伝
承
者
の
存
在
を
意
味
し
、

「
う
た
」
が
伝
承
さ

れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
を
謡
い
継
い
で
き
た

人
々
が
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に

「
う
た
」
の
存
在
を
支
え
る

人
が
あ
り
暮
ら
し
が
あ

っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
人
の

「
う
た
の
生
活
」
が
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

「
う
た
の
伝
承
」
に
か
か
わ

っ
て
の

「
人
」
「
う
た
の
生
活
」
と
い
う
こ
と

は
、
「
う
た
」
を
謡
う
べ
き
も
の
と
し
て
受
け
止
め
て
、
生
活
の
中

で
謡

っ
て

い
た
心
と
そ
の

「
う
た
」
の
果
た
し
て
い
た
役
割
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
歌
謡
研
究
の
上
で
最
も
忘
れ
ら
れ
て
い
た
の
が
、
「
う
た
」

に

向
き
合

っ
て
き
た
、
「
う
た
」
を
必
要
と
し
て
き
た
人
の
心
と
そ
れ
を
謡
い
継

い
で
き
た
人
々
の
生
活
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
。
考
え
て
み
れ
ば
、
「
う
た
」

は
人
の
生
活
の
中
で
謡
わ
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
か
ら
、
何
よ
り
も
謡
い
継
い

で
き
た
人
の
生
活
と
心
情
に
即
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。

一
つ
の

「
う
た
」
と
出
会

っ
た
場
合
、
そ
れ
を
伝
承
し
て
き
た
人
々

（時
間

的
に
も
空
間
的
に
も
集
団
と
し
て
捉
え
る
）
の
心
情

（謡
う
状
況
に
お
け
る
）
に
添

っ

て
、
そ
の
土
地
で
の
生
活
の
中
で
そ
の

「
う
た
」
を
捉
え
て
み
る
。
そ
し
て
、

「
う
た
」
を

「
受
け
継
ぐ
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
を
さ
ぐ
っ

て
い
く
。
そ
の
こ
と
で
は
じ
め
て
伝
承
者

（享
受
者
）
に
と

っ
て
、
「
う
た
」
と

は
何
で
あ

っ
た
か
、
「
謡
う
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
か
の
確
認
が
可

能
と
な
る
は
ず
な
の
だ
。
そ
こ
に
行
き
着
く
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
歌
謡
研

究
の
究
極
の
目
的
を
達
成
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

「
う
た
」
及
び

「謡
う
」
と
い
う
こ
と
は
、
人
の
世
を

「
送
り
過
ご
す
」
、

つ
ま
り

「生
き
て
い
く
」
と
い
う
こ
と
と
大
き
く
関
わ

っ
て
存
在
し
て
い
る
は

ず
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
、
逆
に
人
の
世
を

「
送
り
過
ご
す
」
「
生
き
て
い

く
」
上
で
、
「
う
た
」
及
び

「
謡
う
」
と
い
う
こ
と
が
い
か
な
る
位
置
を
占
め
、
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い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る

（果
た
し
て
き
た
）
の
か
を
究
め
る
こ
と
が
、

伝
承
歌
謡
の
研
究
に
お
い
て
最
も
基
本
的
、
あ
る
い
は
根
本
的

。
最
終
的
と
も

い
え
る
視
点
に
な

っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
、
「
う
た
」

へ
の
迫
ま
り
方

注
２

一
つ
の

「
う
た
」
（民
謡
・
童
謡
）
を
追

っ
て
み
た
と
き
、
そ
こ
に
は
地
域
的
、

時
代
的
な
様
々
な
要
件
か
ら
く
る
変
化
の
相
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
複
雑
な
様
相

を
呈
し
て
い
る
伝
承
歌
謡
の
伝
播

・
定
着
の
相
に
見
ら
れ
る

「
う
た
」
の
流
動

性
を
客
観
的
に
、
整
然
と
筋
道
を
立
て
て
理
論
づ
け
る
こ
と
は
ま
ず
不
可
能
に

言
語
伝
承
の
定
着
の
相
を
明
確
に
理
論
的
に
分
析
で
き
る
よ
う
な
法
則
性
と

い
っ
た
も
の
を
導
き
出
す
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
せ
．い
ぜ
い

一

つ
の
も
の
を
基
準
に
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
も
う

一
つ
の
例

（類
歌
）
は
ど
う

変
化
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
変
化
に
作
用
し
た
要
因
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
か
、
そ
の
要
因
を
作
り
出
し
た
背
景
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る

の
か
と
い
っ
た
程
度
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
ど
れ
ほ
ど
の
同
類
の
伝
承
例
を
幅
広

く
蒐
集
し
て
、
そ
れ
を

つ
な
げ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
知
り
得
る
枠
を
多
少

広
げ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
程
度
に
と
ど
ま
る
。
し
か
も
、
そ
の
比
較

の
中
で
跡
付
け
ら
れ
た
流
動

・
変
化
の
相
は
、
あ
く
ま
で
も
比
較
し
た
示
例
内

に
関
し
て
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
の
跡
付
け
は

「
う
た
の
流
動
」
（発

生

。
成
長
。
発
展

・
伝
播
ｏ
変
容
）
と
い
う

一
般
性
を
導
き
出
す
際
の
絶
対
的
な

法
則
に
は
な
り
得
な
い
。

実
際
の

「
う
た
と
の
出
会
い
」
（採
集
。
調
査

・
記
録
の
機
会
）
に
お
い
て
、

ご
く
ま
れ
に
は
、
以
前
は
こ
う
で
あ

っ
た
の
が
、
い
つ
の
間
に
か

（あ
る
い
は

明
確
に
い
つ
い
つ
か
ら
と
い
う
場
合
も
あ
る
）
こ
う
謡
う
よ
う
に
な

っ
た
が
、
そ
れ

は
こ、
れ、
こ、
れ、
の
事
情
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
伝
承
者
本
人
の
保
証

（明
確
な
説
明
・
解
説
）
が
得
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
れ
と
て
そ
の
伝
承
者

が
確
認
し
て
い
た

（謡
う
に
際
し
て
納
得
し
て
き
た
）
と
い
う
制
限

つ
き
で
の
枠

内
に
お
け
る

一
つ
の
伝
承
の
形
で
あ

っ
た
と
い
う
に
と
ど
ま
る
。

し
た
が

っ
て
、
伝
承
歌
謡
全
体
に
関
し
て
、
そ
の
流
動

・
変
化
の
相
を

一
刀

両
断
の
も
と
に
切
り
捌
く
よ
う
な
法
則

（そ
れ
が
伝
承
歌
謡
論
構
築
の
際
の
不
可

欠
な
要
件
）
を
定
め
る
こ
と
は
ま
ず
無
理
で
あ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
悲
観
的
な

思
い
が
先
行
し
て
し
ま
う
。

そ
う
は
思
う
も
の
の
、
多
く
の
伝
承
例
の
も
と
に
行
な

っ
た
あ
る
程
度
、
客

観
的

・
系
統
的
な
比
較

・
分
析
の
結
果
を
、　
一
つ
の

「
う
た
」
の
伝
承
の
道
筋

で
あ
る
と
認
め
て
か
か
ら
な
け
れ
ば
先
に
進
め
な
い
し
、
ど
こ
ま
で
行

っ
て
も

「
伝
承
歌
謡
論
」
な
る
も
の
を
組
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

と
す
れ
ば
、
は
な
は
だ
あ
い
ま
い
で
中
途
半
端
な
理
論
構
築
に
終
始
し
て
し
ま

う
可
能
性
大
な
る
こ
と
は
承
知
の
上
で
、　
一
つ
一
つ
の

「
う
た
」
の
示
例
に
つ

い
て
で
き
る
だ
け
丁
寧
に
追
跡
し
、
蒐
集
し
得
た
限
り
の
伝
承
例
を
比
較

・
分

析
す
る
中
で
個
々
の
場
合
を
考
察
し
て
み
る
し
か
な
い
の
だ
と
思
う
。
そ
の
個
々

の
例
の
追
求
の
中
で
、
普
遍
的
な
も
の
が
導
き
出
せ
れ
ば
、
そ
れ
が

「伝
承
歌

謡
論
」
組
み
立
て
の

一
本
の
柱
、
い
や
そ
れ
を

つ
な
ぎ
止
め
る
く、
さ、
び、
の

一
つ

く
ら
い
に
は
な
る
の
だ
ろ
う
と
思

っ
て
い
る
。

特
に
、
音
楽
面
を
は
ず
し
た
場
合
の

「
う
た
の
言
葉
」
（歌
詞
・
詞
章
）
を
問

近
い
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題
に
し
て
の
歌
謡
論
は
、
そ
れ
を
謡
う
人
、
伝
承
す
る
人
の
心
情
や
生
活
に
即

し
な
が
ら
、
そ
の

「う
た
」
を
考
え
、
そ
の
変
化
の
種
相
に
緻
密
な
観
察

・
態

度
で
向
き
合

っ
て
み
る
と
い
う
、
根
気
強
い
作
業
を
繰
り
返
す
中
で
し
か
言
語

伝
承
の
複
雑
な
種
相
を
解
き
ほ
ぐ
す
術
は
な
い
の
だ
と
思

っ
て
い
る
。
そ
の
積

み
重
ね
こ
そ
が

「
う
た
」
が
生
き
て
き
た
と
い
う
意
味
の
唯

一
有
効
な
確
認
作

業
な
の
だ
と
思
う
。
そ
の
確
認
作
業
の
中
心
に
据
え
る
べ
き
は

「
う
た
を
伝
承

し
て
い
る
」
（継
承
す
る
）
と
い
う
こ
と
は
、
い
つ
の
場
合
に
も
そ
の

「
う
た
」

（旋
律
的
に
も
詞
章
的
に
も
）
に
対
す
る
、
謡
う
側

・
謡
う
人

（聞
く
側

・
聞
く
人

で
も
あ
る
）
の
共
感

・
納
得
が
あ

っ
て
こ
そ
だ
ろ
う
と
い
う
観
点
で
あ
る
。

音
楽
面
か
ら
の
謡
う
こ
と
の
共
感

・
納
得
は
さ
て
お
く
と
し
て
、
詞
章
面
に

限

っ
て
も
そ
れ
が
言
葉
に
よ
る
表
現
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
享
受
す
る
人
々
の

「
う
た
の
言
葉
」
に
対
す
る
共
感

・
納
得
が
あ
る
は
ず
な
の
だ
。
「
う
た

へ
の

共
感

ｏ
納
得
」
と
い
う
言
い
方
は
、
は
な
は
だ
情
緒
的
で
あ
り
抽
象
的
な
言
い

方
で
、
論
理
性

・
客
観
性
に
欠
け
て
学
問
的
で
は
な
い
が
、
そ
れ
こ
そ
が

「
う

た
」
「謡
う
」
と
い
う
、
人
の
所
産

・
行
為
を
成
立
さ
せ
て
い
る
根
本
な
の
だ

と
思
う
。

も
う
少
し
具
体
的
に
言
え
ば
、
あ
る

「
う
た
」
の
伝
承
例
の
一
つ
一
つ
を
、

そ
の
段
階
々
々
に
お
け
る

一
つ
の
定
着
の
姿

・
形
だ
と
し
て
、
そ
れ
は
伝
承
者

（「う
た
の
場
」
を
共
有
す
る
人
と
い
う
こ
と
で
享
受
者
）
の

「共
感
」
「
納
得
」
を

前
提
と
し
た
と
こ
ろ
で
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
出
発
点
と

す
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
同
種

・
同
類
の
歌
の
伝
承
と
思
わ
れ
る
多
く
の
事
例

と
の
間
に
様
々
な
変
化
が
見
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
そ
の
時
点
で
の
伝
承

者
の
生
活
な
り
心
情
な
り
の
中
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
言
語
的
機
能
は
も
ち
ろ
ん
、

「
う
た
」
と
し
て
の
機
能
、
「
謡
う
」
こ
と
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
。　
つ
ま

り
、
歌
詞
も
歌
を
謡
う
と
い
う
行
為
も

「
込
み
」
で
納
得
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ

た
れ
ば
こ
そ
、
伝
承
者
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
歌
詞
に
つ
い
て

の
誤
解
と
か
忘
失
に
よ
る
繕
い
と
い
う
も
の
も
、
伝
承
者
の
側
か
ら
す
れ
ば
、

そ
の
納
得
の
中
で
あ
る
種
の
合
理
解

（
つ
じ
つ
ま
合
わ
せ
）
と
い
う
手
続
き
に
よ
っ

て
解
消
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
も
し
、
誤
解

・
忘
失

（部
分
的
に
で
も
）

が
納
得
に
至
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
人
は
そ
の
時
点
で
伝
承
者
を
降
り
る
こ
と
に

な
る
。
そ
う
い
う
点
で
、
「
う
た
」
の
伝
承
者
に
は
、
そ
の
都
度
々
々
の
気
儘

さ

（傍
観
者
の
側
か
ら
は
そ
う
見
え
る
）
が
働
き
な
が
ら
、
当
人
に
と

っ
て
は
い

つ
も
歌
意
に
つ
い
て

「
つ
じ

つ
ま
」
を
合
わ
せ
よ
う
と
い
う
、
積
極
的
な
合
理

解

へ
の
精
神
が
働
い
て
い
る
と
言
え
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
「
う
た
の

言
葉
」
に
つ
い
て
は
精

一
杯
納
得
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
う
た
」
が
実
際
の
生
活
の
場
で
生
き
ら
れ
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
て
か
な
り

久
し
い
。
そ
の
結
果
、
何
十
年
か
の
年
月
を
遡

っ
た
時
点
で
、
実
際
の

「
う
た

の
場
」
を
持

っ
て
い
た
謡
い
手
の
記
憶
を
頼
り
に
な
さ
れ
る
と
い
っ
た
伝
承
歌

謡
の
調
査

・
記
録
が
主
体
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
よ
う
な
現
今
の
状
況

（伝
承
歌

謡
に
限
ら
な
い
）
の
中
で
は
、
そ
こ
に
ま
た
い
く

つ
か
の
限
界
が
あ
る
。
そ
の

一
つ
は
、
あ
く
ま
で
も

「
個
」
（調
査
対
象
と
な
っ
た
そ
の
人
）
を
基
本

に
し
て

い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
極
端
に
言
え
ば
、
そ
の
ま
ま
で
は
全
体
枠
」
・
地
域
性

・

客
観
性
に
欠
け
て
い
る
と
も
言
え
る
か
ら
、
そ
れ
を
操
作
し
て
結
論
め
い
た
も

の
を
導
き
出
す
と
い
う
こ
と
は
、
操
作
者

（調
査

・
記
録

。
研
究
す
る
人
）
の
独

断
的
偏
見
に
陥
る
危
険
性
を
持

っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
調
査
対
象
者
で
あ
る

「個
」
を
同
地
域
に
お
い
て
広
げ
る
こ
と
で
、
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あ
る
程
度
そ
の
危
険
性
は
カ
バ
ー
で
き
る
は
ず
だ
。
問
題
は

「
う
た
の
場
」
そ

の
も
の
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
の
調
査
で
な
い
こ
と
が
、
そ
の
調
査
結
果
を
心

も
と
な
い
も
の
に
す
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
と
て
謡
い
手
か
ら
そ
の

「
う
た
の

時
代
」
「
う
た
の
生
活
」
を
で
き
る
だ
け
丁
寧
に
念
入
り
に
引
き
出
し
、
組
み

立
て
る
中
で

「
う
た
の
場
」
を
復
元
す
る
し
か
な
い
の
だ
と
思
う
。

や
や
こ
し
い
言
い
方
を
し
て
し
ま

っ
た
が
、
単
純
素
朴

に
、
「
う
た
を
伝
承

す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
も
情
緒
的
な
言
い
方
に
な

っ
て
し
ま
う
が
、
そ

の

「
う
た
」
に
心
が
添
う
て
こ
そ
成
り
立

つ
の
だ
と
い
う
こ
と
が
大
前
提
に
な

る
。
調
査
す
る
側
、
調
査
し
た
も
の

（
さ
れ
た
も
の
）
を
あ
れ
こ
れ
論
ず
る
側

も
、
ま
ず
そ
こ
に
立

っ
て

「
う
た
」
を
捕
捉
し
、
追
究
す
る
と
い
う
姿
勢
を
持

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が

「
う
た
の
場
の
復
元
」

の
た
め
の
基
本
姿
勢
で
あ
り
、
伝
承
歌
謡
研
究
の
原
点
も
そ
こ
に
あ
る
と
考
え

る
の
で
あ
る
。

ご
く
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
も
う
少
し
そ
の
辺
を
具
体
的
に
か
み
く
だ

い
て
み
た
い
。

前
述
の
よ
う
に
、
ま
ず

一
つ
の

「
う
た
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
伝
承
歌
謡
で

あ
る
以
上
、
孤
立
し
た
伝
承

（あ
る
一
瞬
に
、
あ
る
人
だ
け
が
謡
っ
た
も
の
）
で
あ

る
は
ず
は
な
い
。
そ
の

一
つ
一
つ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も

一

定
の
伝
承

・
継
承
の
広
が
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
間

に
は
恣
意
的

・
意
図
的
を
問
わ
ず
、
常
に
あ
る
力
が
作
用
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
採
集

・
確
認
さ
れ
た

「
う
た
」
は
そ
れ
ぞ
れ
様
々

な
伝
承
事
情
を
含
ん
で
持
ち
伝
え
ら
れ
て
き
た
結
果
の
そ
の
時
点

（
記
録
さ
れ

た
時
点
、
採
集
さ
れ
た
時
点
）
で
の
形
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

今
日
、
あ
る

一
つ
の

「
う
た
」
を
追
い
か
け
た
場
合
、
記
録

（文
献
資
料
）

で
、
あ
る
い
は
日
承

（伝
承
者
か
ら
の
採
集
）
で
の
出
会
い
を
持

つ
わ
け
で
あ
る

が
、
個
々
の
詞
章
上
に
見
ら
れ
る
異
同
に
つ
い
て
の
興
味
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

大
事
な
こ
と
、
と
い
う
よ
り
は
明
確

に
す
べ
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
時
点

（採
集

。
調
査
・
記
録
の
）
ま
で
に
作
用
し
た
様
々
な
力
が
そ
こ
に
働
い
て
の

「
言
葉
の
伝
承
」
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
様
々
の
力
の
因

っ
て

く
る
と
こ
ろ
を
少
し
で
も
分
析
し
究
明
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
う
た
」

を
謡
い

・
聞
き
、
そ
し
て
伝
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
思
想

ｏ
感
情
に
関

わ
る
行
為
で
あ
る
。
本
来
的
に
は
、
生
産
生
活
や
信
仰
生
活
と
の
関
わ
り
で
欠

か
せ
な
い
行
為
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で

「
う
た
」
を
民

謡
と
か
童
謡
と
い
っ
た
も
の
と
し
て
考
え
る
と
す
る
と
、

そ
れ
は
複
数
の
人

（地
域
と
か
社
会
と
か
い
う
）
の
関
わ
り
の
中
に
成
立
し
て
い
る
も
の
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
そ
の
原
則
に
立

っ
て
、
人
の
行
為
と
し
て
の

「
謡
う
」
、
及
び
そ

の

「
う
た
の
言
葉
」
の
機
能
性
に
つ
い
て
は
、
生
産
生
活

・
信
仰
生
活
に
お
い

て
、
そ
の
思
想
な
り
感
情
な
り
を
客
観
性

・
普
遍
性
を
持

っ
た
も
の
と
し
て
跡

付
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は

「
う
た
」
自
体
に
つ
い
て
、
詞
章
的
に
も

音
楽
的
に
も
、
空
間
的
で
あ
れ
時
間
的
で
あ
れ
、
あ
る
種
相
を
見
せ
て
い
る
と

す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
必
ず
や
伝
承
者
の
側
に
立
て
ば
、　
一
つ
の
伝
承
に
お
け
る

道
筋
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
納
得
で
き
る
だ
け
の
事
情
が
介
在
し
て
い
る
は
ず
だ

と
判
断
し
て
い
い
の
だ
と
思
う
。

そ
の
事
情
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
る
と
、
大
き
く
は
時
間
的
な
も
の
、
地

域
的
な
も
の
、
そ
こ
に
重
な

っ
て
人
的
な
も
の
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
ろ
う

け
れ
ど
、
そ
う
し
た
条
件
が
作
用
し
た
に
し
て
も
、
同
列

・
同
時
に
作
用
し
た
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も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
と
は
同
じ
も
の
で
も
、
土
地
に
よ

っ

て
時
に
よ
っ
て
人
に
よ
っ
て
、
そ
の
定
着
の
仕
方
が
異
な
る
た
め
に
、
そ
こ
に

様
々
な
変
化
が
生
ま
れ
て
い
る
。
し
か
も
定
着
し
た
そ
の
時
点
か
ら
、
そ
れ
ま

で
と
は
違

っ
た
次
の
定
着
八
流
動

・
変
化
を
伴
っ
て
の
）
へ
の
歩
み
を
始
め
る
と

い
う
、
複
雑
な
側
面
を
持

っ
て
い
る
。
そ
れ
が
日
承
と
い
う
形
で
受
け
継
が
れ

て
い
く
伝
承
歌
謡
の
、
い
わ
ば
宿
命
な
の
で
あ
る
。

「
う
た
」
は
複
雑
な
流
動

・
変
化
を
遂
げ
る
こ
と
で
伝
承
さ
れ
て
い
く
。
繰

り
返
し
に
な
る
が
、
そ
の
流
動

・
変
化
は
必
ず
や
何
ら
か
の

「事
情
」
が
あ

っ

て
の
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
を
根
本
に
据
え
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

肝
要
な
こ
と
は
、
謡
う
側
は
そ
れ
を

「変
化
」
と
は
思

っ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
受
け
継
い
だ
も
の
を
そ
の
ま
ま

「自
分
も
謡

っ
て
き
た
」
と
い
う

に
過
ぎ
な
い
と
い
っ
た
程
度
の
意
識
し
か
働
い
て
い
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
伝
承
者
は
常
に
自
分
の
伝
え
て
い
る

（謡
っ
て
い
る
）
形
を

納
得
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を

「
変
化
」
だ
と
わ
か
る
の

は
、
観
察
者
と
か
研
究
者
の
立
場
に
立

っ
て
、
他
と
の
比
較

・
分
析

・
検
討
し

た
結
果
で
あ
る
。

伝
承
者
の
納
得
は
、
そ
の
人
の
生
活
体
験
か
ら
く
る
論
理

・
精
神

・
心
情
に

照
ら
し
て
、
そ
の
枠
内
に
お
さ
ま

っ
て
こ
そ
成
り
立

つ
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い

う
点
で
、　
一
つ
の

「
う
た
」
に
つ
い
て
は
、
伝
承
者
八
常
に
歌
唱
者
個
人
と
い
う

の
で
は
な
い
）
の
生
活
も
含
め
て
そ
の

「
う
た
」

の
周
辺
を
洗
う
こ
と
で
し
か

伝
承
歌
謡
の
本
質
は
見
え
て
来
な
い
と
も
言
え
る
。

伝
承
歌
謡
の
研
究
者
に
と

っ
て
、
対
象
と
す
る

「
う
た
」
に
つ
い
て
、
明
確

に
し
究
め
る
べ
き
こ
と
は
そ
の
旋
律
や
詞
章
を
記
録
し
納
得
す
る
だ
け
で
は
十

分
で
は
な
い
。
具
体
的
に
知
り
た
い
こ
と
は
、
ど
う
い
う
所

（地
域

。
場
所
）

で
、
ど
う
い
う
時

（時
代

。
時
期
、
行
事
や
祭
礼
な
ど
の
ト
キ
）
に
、
ど
う
い
う
生

活
を
し
て
い
る
人
々
が
ど
ん
な
心
持
ち
で
謡

っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
す
こ
と
は
、
そ
の

「
う
た
」
が
ど

の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
、
ど
う
歩
ん
で
き
た
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
そ
れ
が
す
べ
て
手
に
取
る
よ
う
に
、
伝
承
者
と
の
対
面
調
査
な

り
、
「
う
た
の
場
」
（多
く
は
失
わ
れ
て
い
る
）
に
お
け
る
調
査

・
観
察
の
中
で
明

確
に
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
望
み
得
な
い
。
「
生
き
た
う
た
の
場
」

で
の
調
査

・

観
察
が
多
く
無
理
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
現
在
で
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ

だ
け
に
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
自
分
も
そ
の

「
う
た
」
の
伝
承
者
の
立
場

に
立

っ
て
受
け
継
ぎ
、
次
代
に
受
け
渡
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
、

そ
の

「
う
た
」

へ
の
愛
着
と
熟
知

・
理
解
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
本
当
に
そ
の

「
う
た
」
を
究
め
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

「
う
た
」
は
個
人
の
産
物
で
な
く
、
集
団
の
産
物
で
あ
る
。
そ
の
集
団
と
い

う
、
「
う
た
」
を
支
え
て
き
た
も
の
の
あ
り
方

（生
産

。
社
会

・
信
仰
の
生
活
の
営

み
）

・
本
質
を
見
究
め
た
上
で
、
「
う
た
」
に
迫
ま
ら
な
け
れ
ば
、
伝
承
歌
謡

の
本
源
的
な
も
の
を
提
え
た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
だ
と
思
う
。

と
は
い
え
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
現
在
の
よ
う
に
、
民
謡

・
童
謡
が
生
き

て
機
能
し
て
い
る
実
際
の
場
に
お
い
て
観
察

・
調
査

・
記
録
す
る
こ
と
が
多
く

は
不
可
能
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
状
況
の
下

で
は
、
や
は
り
、
こ
れ
ま
で
の
調
査

報
告
書
な
ど
か
ら
同
類
歌
を
で
き
る
だ
け
厚
く
広
く
求
め
て
、
そ
れ
ら
を
比
較

し
分
析
す
る
と
い
う
こ
と
を
手
始
め
と
も
し
、
手
掛
か
り
と
も
す
る
と
い
う
以

外
に
有
効
な
手
段
を
持

つ
こ
と
が
不
可
能

の
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
、
「
う
た
」
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を
支
え
て
き
た
集
団
の
生
活
に
つ
い
て
も
、
民
俗
資
料
な
ど
の
記
録
を
さ
ぐ
り
、

古
老
か
ら
の
聞
き
取
り
と
観
察
の
中
で
組
み
立
て
て
い
く
以
外
に
は
な
い
。
そ

う
し
た
操
作

ｏ
対
処
を
地
道
に
続
け
て
い
く
中
で
、
少
し
は

「
う
た
」
の
機
能

性

（ど
ん
な
目
的
で
謡
わ
れ
る
か
、
ど
ん
な
思
い
で
謡
っ
て
い
る
の
か
）
が
あ
き
ら

か
に
な
り
、
本
質
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
い
る
。

二
、
子
供
の

「
遊
び
の
歌
」

く
だ
く
だ
し
い
前
置
き
に
多
く
の
筆
を
費
や
し
て
し
ま

っ
た
。

「
う
た
の
伝
承
」
と
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
く
の
か
、
そ
の
流
動

・
変

化
に
ど
の
よ
う
な
力
が
働
く
の
か
を

一
つ
の
具
体
例
で
追

っ
て
み
よ
う
と
い
う

の
が
本
稿
の
主
目
的
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
前
述
の
通
り
、
そ
こ
に
明
確
な

法
則
性

・
規
律
性
を
期
待
し
て
で
は
な
い
。
「伝
承
し
て
い
く
形
」
．の

一
つ
と

し
て
、
対
象
と
し
た

「
う
た
」
の
場
合
は
、

○
ど
の
よ
う
な
伝
承
の
足
跡
を
残
し
て
い
る
か

○
そ
の
足
跡
を
刻
ま
せ
た
要
因
な
り
背
景
な
り
に
何
が
あ
っ
た
の
か

と
い
っ
た
こ
と
を
、
い
く
ら
か
で
も
整
理

ｏ
解
明
で
き
れ
ば
と
い
う
程
度
の
期

待
か
ら
で
あ
る
。
多
く
の
例
に
つ
い
て
、
そ
の
操
作
を
繰
り
返
し
て
い
く
こ
と

で
、
「
う
た
の
伝
承
」
に
働
く
力
の
上
に
、
い
く
ら
か
で
も

一
般
性

・
法
則
性

と
い
っ
た
も
の
が
抽
出
で
き
れ
ば
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

具
体
例
と
し
て
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
の
は
、
今
日
で
は
お
お
む
ね
毬
突
き
な

ど
の
子
供
の
遊
び
歌
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
。

そ
の
検
討
に
移
る
前
に
、
多
少

「
子
供
の
歌
」
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
方

が
、
論
を
進
め
や
す
い
。

「子
供
の
歌
」
と
い
う
以
上
、
当
然
な
が
ら
そ
れ
は

「大
人
の
歌
」
に
対
す

る
分
類
項
目
で
あ
る
。
あ
え
て

「童
謡
」
と
か

「
わ
ら
べ
唄
」
と
言
わ
な
い
の

に
は
理
由
が
あ
る
。

普
通

一
般
に
民
謡
と
い
わ
れ
る
中
に
項
目
立
て
さ
れ
る
祝
い
歌

・
踊
り
歌

・

仕
事
歌
な
ど
が
ま
ず

「大
人
の
歌
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
子
供
の
生
活
圏
の

中
で
謡
わ
れ
る
歌
全
般
を
含
め
て

「
子
供
の
歌
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
″子
供

に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
る
歌
″
と
い
う
言
い
方
が
そ
の
説
明
に
な
ろ
う
か
。

た
だ
、
単
純
に

″子
供
が
謡
う
歌
〃
の
意
で
は
な
い
。
圧
倒
的
に
は
謡
い
手
が

子
供
で
あ
る
こ
と
は
当
然
な
の
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
子
守
り
唄
の
中
の
、
幼

児
を
あ
や
し
た
り
寝
か
し
つ
け
た
り
す
る
た
め
に
、
大
人
が
謡

っ
て
や
る
も
の

（遊
ば
せ
唄
・
眠
ら
せ
唄
）
も
こ
の
中
に
含
め
る
。

つ
ま
り
、
聞
か
せ
る
対
象
が

子
供
で
あ
る
も
の
も

「子
供
の
歌
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

子
供
の
歌
の
中
の
大
部
分
は
各
種
の
遊
び
に
謡
わ
れ
る

「
遊
び
歌
」
（遊
戯

歌
）
で
あ
る
が
、
そ
の
外
に
は
神
祭
り
や
年
中
行
事
の
中
で
、
子
供
が
あ
る
役

割
を
果
た
し
て
い
て
、
そ
の
役
割
に
お
い
て
歌
唱
す
る
も
の
も
大
事
な
子
供
の

歌
の
分
野
と
な
る
。

「大
人
の
歌
」
「
子
供
の
歌
」
の
大
き
な
違
い
は
、
「子
供
の
歌
」
に

「仕
事

歌
」
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「子
供
の
歌
」
は
、
大
枠
は

「
遊
び
の

歌
」
と
い
う
包
括
的
な
言
い
方
で
捕
捉
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
子
供
社

会
に
だ
け
か
か
わ
っ
て
、
普
段
の
生
活
の
中
で
謡
わ
れ
る
各
種
の
遊
戯
の
歌
が

そ
の
典
型
で
あ
る
が
、
も
う

一
つ
、
神
祭
り
や
年
中
行
事
な
ど
の
特
別
な
日
に

大
人
社
会
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
謡
わ
れ
る
祭
礼
歌

・
歳
事
唄
が
あ
る
と
い
う
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よ
う
に
考
え
れ
ば
い
い
と
思
う
。
後
者
は
本
来
、
信
仰
的
な
も
の
で
あ
る
は
ず

で
あ
る
が
、
子
供
自
身
の
意
識
の
中
で
は
娯
楽
的

・
遊
戯
的
な
も
の
と
し
て
受

け
止
め
ら
れ
て
謡
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
特
に
今
日
的
祭
礼
歌

ｏ
歳
事
唄

で
、
子
供
の
謡
う
そ
れ
は
多
く
詞
章
的
に
も
旋
律
的
に
も
遊
戯
性

・
娯
楽
性
の

強
い
も
の
に
な

っ
て
い
る
。
ム
ラ
の
祭
り

・
イ
エ
の
祭
り
で
あ
る
年
中
行
事
で

謡
わ
れ
る
歳
事
唄
に
は
そ
れ
が
顕
著
に
見
ら
れ
、
そ
の
場
合
、
謡
う
子
供
の
意

識
は
ま
さ
に

「
遊
び
歌
」
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。

子
供
に
と

っ
て

「謡
う
」
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず

「遊
び
」
（純
粋
に

「遊
戯
」

の
意
）
と
し
て
意
識
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
の
点
で
、
書
く

・

読
む
と
い
う
部
分
を
除
い
た
子
供
の
言
葉
の
生
活
を
考
え
て
み
る
と
、
日
常
の

話
す
言
葉
の
生
活
と
、
「遊
び
」
の
謡
う
言
葉
の
生
活
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
遊
戯

・
祭
礼

・
年
中
行
事
と
い
っ
た
中
で
謡
わ
れ
る

「遊
び
の
言
書
置

が
ど
の
よ
う
に
形
成

・
継
承
さ
れ
、
そ
れ
が
伝
承
の
申
で
ど
の
よ
う
に
流
動

・

変
化
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
伝
承
歌
謡
の
流
動
性
を
知
る

一
つ
の

手
掛
か
り
に
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
子
供
の
遊
び
歌
の
言
葉

（歌
詞
）
の
成
立
基
盤
な
り
成
長
過
程
な
り

を
考
え
た
場
合
、
第

一
に
来
る
も
の
が

「模
倣
」
で
あ
る
。
子
供
は
何
に
お
い

て
も
貪
欲
で
あ
る
が
、
言
葉
の
生
活
に
関
す
る
限
り
、
そ
の
貪
欲
さ
は
、
創
作

・

生
産
的
な
方
向
よ
り
は
模
倣

・
摂
取
的
な
方
向
に
よ
り
強
く
働
い
た
よ
う
に
思

う
。
そ
れ
は
言
語
の
習
得
段
階
か
ら
し
て
、
子
供
の
言
葉
の
生
活
の
手
本
が
常

に
周
囲
の
大
人
の
そ
れ
で
あ

っ
た
と
い
う
大
原
則
に
照
ら
し
て
も
納
得
で
き
る

こ
と
で
あ
る
。

今
日
の
伝
承
童
謡
を
眺
め
渡
し
て
み
る
と
き
、
遊
戯
の
歌
に
限
ら
ず
、
子
供

の
管
理
下
に
あ
る
歌
に
は
そ
の
作
り
手
が
子
供
等
で
は
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る

も
の
が
多
い
。
端
的
に
言

っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
創
作
に
は
大
人
が
関
与
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
と
い
っ
て
、
「
こ
れ
が
○
○
の
歌
だ
よ
」
と
い
っ

て
大
人
が
子
供
に
指
示
し
与
え
て
謡
わ
せ
た
と
い
う
よ
う
な
押
し
付
け

・
強
制

と
い
っ
た
短
絡
な
も
の
で
は
な
い
。
「
う
た
」
の
伝
承
に
強
制
と
か
指
示
と
い

う
の
は
原
則
的
に
は
無
縁
で
あ

っ
た
。
子
供
の
歌
の
伝
承
に
働
い
た
大
き
な
要

素
の

一
つ
に
大
人
の

「
う
た
」
「
謡
う
」
こ
と
の
模
倣
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
模
倣
に
も
子
供
な
り
の
分
別

・
嗜
好
が
働
い
た
の
で
あ

る
。一

つ
の
や
り
方
と
し
て
、
子
供
等
は
大
人
が
持

っ
て
い
る
歌
、
あ
る
い
は
そ

の

一
部
を
自
分
た
ち
の
生
活
体
験
に
照
ら
し
て
そ
の
理
解
の
範
囲
内
で
取
捨
選

択
し
て
吸
収
し
て
い
く
。
そ
の
具
体
的
な
例
が
長
編
の
叙
事
的

（物
語
風
）
手

毬
唄
で
、
多
く
筋
運
び
が

一
貫
し
て
い
な
か
っ
た
り
、
意
味
不
明
の
部
分
が
あ
っ

た
り
し
て
い
る
こ
と
の

一
つ
の
原
因
が
そ
の
辺
に
あ
る
。

長
編
仕
立
て
の
手
毬
唄
に
限
ら
ず
、　
一
般
に
子
供
の
歌
に
大
人
の
理
屈
を
あ

て
は
め
て
、
筋
が
通
ら
な
い
と
非
難
し
、
そ
の
稚
拙
さ
を
笑
う
の
は
当
た
ら
な

い
。
そ
れ
は
、
子
供
の
歌
の
成
立
の
契
機

・
基
盤
と
そ
の
成
長
の
過
程
を
知
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。

大
人
の
理
屈
を
押
し
て
い
っ
た
場
合
に
、
子
供
の
歌
に
つ
い
て
、
支
離
滅
裂

な
も
の
が
目
立

つ
と
い
う
非
難
は
本
質
を

つ
い
て
い
な
い
。
そ
れ
は
子
供
の
歌

の
成
立
事
情
を
解
さ
な
い
大
人
の
詩
論
か
ら
導
か
れ
た
非
難
だ
か
ら
で
あ
る
。

大
人
の
歌
の
混
入
時
期
の
不
連
続
、
そ
し
て
子
供
の
生
活
圏

・
能
力
か
ら
く
る

興
味

・
関
心
の
及
ぶ
範
疇
の
狭
さ
、
そ
れ
に
恣
意
的
な
作
詩
心

ｏ
模
倣
心
と
い
っ
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た
よ
う
な
も
の
が
そ
の
時
々
で
作
用
し
て
、
子
供
の
歌
は
成
立

・
成
長
し
て
く

る
も
の
で
あ
る
。

子
供
の
歌
が

一
般
的
に
子
供
等
自
身
の
創
作
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
大
人
の

歌
の
模
倣
で
あ

っ
て
、
そ
の
段
階
で
す
で
に
時

・
所

ｏ
人
の
事
情
に
よ
る
様
々

な
要
因
が
働
い
て
い
る
し
、　
一
旦
、
定
着
し
た
後
に
は
子
供
の
管
理
す
る
歌
と

し
て
の
、
気
紛
れ
と
気
儘
さ
に
よ
る
伝
承
中
の
変
化
が
加
わ

っ
て
い
く
。
そ
う

し
た
伝
承
童
謡
の
成
長
と
伝
播
の
種
相
を
確
か
め
た
く
て
、
あ
る

一
つ
の
わ
ら

べ
唄
の
越
後
に
お
け
る
伝
承
を
軸
に
追

っ
て
み
た
こ
と
が
あ
る
。

基
本
的
に
は
、
そ
の
線
上
に
立

っ
て
、
や
は
り

一
つ
の
子
供
の
遊
び
歌
を
軸

に
、
そ
の
伝
承

・
定
着
の
背
景

・
要
因
を
追

っ
て
み
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

子
供
の
歌
の
成
立
の
大
き
な
契
機
が
、
大
人
の
歌
の

「模
倣
」
で
あ

っ
た
と
い

う
側
面
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
子
供
の
遊
び
歌
成
立
に
関
わ

っ
て
、

大
人
の
歌
の
伝
承
の
相
も
具
体
的
に
浮
か
び
あ
が

っ
て
来
よ
う
し
、
ざ
ら
に
は
、

そ
れ
を
通
し
て
全
体
的
に

「
う
た
」
の
伝
播

・
流
動
に
作
用
す
る
力
の
い
く
つ

か
を
さ
ぐ
り
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
す
る
の
で
あ
る
。

三
、
手
毬
唄

「
あ
の
山
に
光
る
も
の
は
」

１
、
埼
玉
県
に
お
け
る
伝
承

学
生
時
代
か
ら
民
俗
調
査

・
民
謡
調
査
で
埼
玉
県
下
を
歩
く
機
会
を
数
多
く

持

っ
て
き
た
。
そ
う
し
た
中
で
よ
く
ぶ
つ
か
る
手
毬
唄
が
あ

っ
た
。
あ
る
時
期

に
は
、
ほ
と
ん
ど
県
下
全
域
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
そ

の
分
布
は
広
い
。

そ
こ
に
は
伝
承
童
謡
の
常
で
、
伝
承
地

・
伝
承
者
に
よ
る
多
少
の
相
違
が
見

ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
を

つ
き
合
わ
せ
て
み
る
と
、
ま
ず
基
本
型
を
次
の
も
の
と

し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
あ
の
山
で
　
光
る
も
の
は
　
月
か
星
か
蛍
か
　
月
な
ら
ば

拝
み
ま
し
ょ
う
か
　
蛍
な
ら
ば
　
手
に
取
る
　
手
に
取
る

毬
の
突
き
方
は
、

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

０

０
・
　

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

◎

　

Ｏ

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

◎

ア
ノ
ャ
ー
マ
デ
　
ヒ
カ
ル
モ
ー
ノ
ハ
　
ッ
キ
ヵ
ホ
ー
シ
ヵ
ホ
ー
タ
ル
カ

（以
下
略
）

と
い
う
具
合
に
○
印
で
突
き
、
◎
印
で
手
の
甲
で
毬
を
受
け
て
小
休
止
さ
せ
、

ま
た
続
け
て
い
く
。
詞
句
的
に
は
挙
げ
た
も
の
を
基
本
型

（第

一
型
）
と
し
、

最
も
短
く
伝
え
る
の
は
こ
こ
ま
で
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
あ
と
に
次
の
詞
句
を

加
え
る
の
が
第
二
型
。

ヽ
手
に
取
り
て
　
袋
入
れ
て
　
前
の
お
稲
荷
さ
ん
に
納
め
ま
し
ょ
　
納
め
ま
し
ょ

さ
ら
に
こ
の
あ
と
に
次
の
よ
う
な
毬
突
き
の
納
め
文
句
を
続
け
た
第
二
型
と

も
い
う
べ
き
形
で
の
伝
承
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
詞
句
を
手
毬
唄
に
し
た
結

果
付
加
さ
れ
た
部
分
で
あ

っ
て
、
本
来
的
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
し
、
こ
の
稿
で
追
跡
し
よ
う
と
す
る

「
う
た
の
言
葉
」
の
俸
ぉ
か
貝‐、
を
見
よ

う
と
す
る
こ
と
と
直
接
関
わ
り
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
自
体
い
く

つ
か
変
化
を

見
せ
て
い
て
、
明
確
に
子
供
の
毬
突
き
唄
に
な

っ
て
か
ら
の
変
化
で
あ
り
、
し

か
も
そ
の
謡
い
じ
め
の
部
分
、

か
‐ナ、
た、
し、
と
も
言
え
る
部
分
で
す
ら
の
伝
承
の

揺
れ
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
挙
げ
て
お
く
。
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ヽ
ま
ず
ま
ず

一
貫
貸
し
ま
し
た

ヽ
ま
ず
ま
ず

一
貫
貸
し
申
し
た
　
突
き
申
し
た

ヽ
ま
ず
ま
ず

一
貫
貸
し
ま
し
た
　
貸
し
た
貸
し
た
　
貸
し
た
よ

ヽ
さ
ら
ば

一
貫
お
貸
し
し
た
　
せ
ん
そ
う
せ
ん

と
の
第
二
型
は
ま
さ
に
毬
を
突
く
、
子
供
等
の
そ
の
時
々
の
工
夫
と
才
覚

（そ
れ
ほ
ど
仰
々
し
い
も
の
で
は
な
い
が
）
に
よ
る
変
化
と
し
て
、
そ
れ
以
上
の

議
論
に
は
な
る
ま
い
。

こ
の

「光
る
も
の
は
」
の
歌
の
詞
句
成
立
を
め
ぐ
っ
て
問
題
と
す
べ
き
は
、

ま
ず
第
二
型
を
作
る

「手
に
取
り
て
」
以
下
の
揺
れ
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
埼
玉
県
下
で
の
伝
承
に
お
け
る

一
つ
の
類
型
が
次
の
も
の

に
な
っ
て
い
る
。

ヽ
手
に
取
り
て
　
袋
入
れ
て
　
裏
の
お
稲
荷
さ
ん
に
　
納
め
よ

ヽ
手
に
取
り
て
　
袋
入
れ
て
　
お
不
動
様
へ
　
願
か
け
る

ヽ
手
に
取
り
て
　
袋
入
れ
て
　
お
地
蔵
様
の
　
お
み
あ
か
し

ヽ
手
に
取
り
て
　
袋
へ
入
れ
て
　
前
の
観
音
様

へ
　
納
め
ま
し
ょ

こ
の
部
分
は
、
い
わ
ば

「光
る
も
の
」
を
神
仏
の
灯
明
と
し
て
捉
え
て
の
変

化
で
あ
る
。
そ
の
場
合
も
ど
れ
か

一
つ
に
引
か
れ
て
他
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
た
だ
、
稲
荷
様

・
不
動
様

・
地
蔵
様

・
観
音
様
の
ど
れ
が
先
か
の
見
究
め

は
ま
ず
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
神
仏
に
供
え
る

「御
灯
明
」
を
連
想
し
た
の
は
子

供
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
に
言
い
換
え
ら
れ
た
の
は
子
供
の
歌

に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
稲
荷
様
以
下
、
ど
れ
も
子
供
た
ち
に
と

っ

て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
圏
の
中
で
身
近
か
な
親
し
い
神
様

・
仏
様
な
の
で
あ
る
。

こ
の

「神
仏
の
灯
明
」
類
型
か
ら
は
ず
れ
、
特
異
な
伝
承
と
な
っ
て
い
る
例

が
あ
る
。

０
あ
の
山
で
　
光
る
も
の
は
　
月
か
星
か
蛍
か
　
月
な
ら
ば
　
拝
み
ま
す
ぞ

や
　
蛍
な
ら
ば
　
手
に
取
る
　
手
に
取
る
　
蛍
か
ご
は
　
ど
こ
に
　
あ
り

ま
し
ょ
　
毛
呂
か
越
生
か
今
宿
　
今
宿

（鳩
山
村
）

②
あ
の
山
で
　
光
る
も
の
は
　
月
か
星
か
蛍
か
　
月
な
れ
ば
　
拝
み
ま
す
よ

蛍
な
ら
ば
　
手
に
取
り
　
手
に
取
り
て
　
袋
入
れ
て
　
不
動
様
に
納
め

て
　
日
が
さ
せ
ば
　
日
除
け
な
さ
る
　
雨
が
降
れ
ば
　
雨
除
け
　
雨
除
け

の
　
茶
屋
の
小
娘
が
　
天
下

一
の
機
織
り
　
機
織
り
を
し
て
　
暮
ら
し
な

さ
る
孝
行
娘
は
　
き
よ
う
良
し
　
き
よ
う
良
い
と
て
　
庄
屋
の
息
子
に

も
ら
わ
れ
た
　
も
ら
わ
れ
た
　

一
貫
し
ょ

（児
玉
町
金
屋
）

０
例
は

「蛍
を
取
る
」
こ
と
か
ら
、
取

っ
た
蛍
を
入
れ
る

「
か
ご
」

へ
と
連

想
が

つ
な
が

っ
て
行
き
、
そ
の
求
め
る
場
所
を
伝
承
地

（現
在
、
比
企
郡
鳩
山
町
）

周
辺
の
地
名
列
挙
の
形
で
示
し
て
い
る
。
あ
る
人
の
あ
る
時
の
着
想

・
才
覚
で

あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に

一
つ
の

「
う
た
」
の
成
長

・
定
着
の
原
理
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
土
地
に
根
付
か
せ
る
の
に
身
近
か
な
地
名
を
採
り
込
む
の
は
伝
承
歌

謡
の
常
法
で
あ

っ
た
。

②
例
は
、
第
二
型
と
し
て
の
外
枠
の
間

（「不
動
様
に
納
め
て
」と

「
一
貫
し
よ
」

の
間
）
に
別
個
の
歌
を
採
り
入
れ
て
長
編
化
し
た
も
の
。
毬
突
き
で
は
失
敗
せ

ず
に
長
く
続
け
ら
れ
る
場
合
、
短
詞
型
の
文
句
を
三
度
三
度
繰
り
返
し
て

「
二

貫
貸
し
た
」
「
三
貫
貸
し
た
」
と
す
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
飽
き
足

ら
な
い
場
合
、
こ
う
し
た
形
で
長
編
化
さ
れ
て
い
く
。
叙
事
的
物
語
歌
の
手
毬

唄
が
成
長
し
て
く
る
事
情
の

一
つ
が
そ
こ
に
あ
る
。
そ
の
際
に
文
句
を
ふ
く
ら

ま
せ
て
い
く
方
式
と
し
て

一
般
的
な
の
は
、
あ
る

一
句
か
ら
次
の
句

へ
の
尻
取
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り
式
連
想
で
あ
る
。

②
の
例
の
場
合
、

不
動
様

（
の
小
祠
）

↑

日
除
け

・
雨
除
け

↑

雨
除
け
の
茶
屋

↑

茶
屋
の
娘

↑

天
下

一
の
機
織
り

・
器
量
良
し
の
娘

↑

庄
屋
の
嫁
に
な
る

と
い
う
よ
う
に
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
の
物
語
展
開
で
は
な
く
、

あ
る

一
句
か
ら
次
の
句
へ
の
連
想
か
ら
、
言
葉
の
上
の
関
連
を
求
め
た
だ
け
の
、

尻
取
り
風
の
、
言

っ
て
み
れ
ば
刹
那
的

・
瞬
間
的
な
物
語
風
発
展
と
言
う
方
式

が
そ
こ
に
成
立
し
て
い
る
。

毬
突
き
唄
な
ど
の
、
子
供
の
長
編
遊
び
歌
が
、
筋
運
び
の
上
で
一
貫
性
の
な

い
も
の
が
多
い
の
は
、
そ
れ
が
当
初
か
ら
の
ま
る
ご
と
の
創
作
に
よ
る
も
の
で

な
く
、
前
後
句
と
い
う
小
単
位
間
の
連
想
に
よ
っ
て
、
部
分
か
ら
部
分
へ
と
発

展
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
発
展
と
は
言
え
、
そ
れ

は
耳
に
馴
染
ん
で
い
た
既
成
の
歌
な
ど
か
ら
の
借
用
が
原
則
で
あ
っ
た
。

②
歌
の
場
合
、
謡
い
出
し
の

「あ
の
山
で
光
る
も
の
は
」
か
ら
謡
い
尻
り
の

「庄
屋
の
息
子
に
も
ら
わ
れ
た
」
ま
で
は
何
ら
の
思
想
的
統

一
、
物
語

（筋
運

び
）
的
統

一
は
な
い
。
０
歌
も
②
歌
も
、
あ
る
人
の
あ
る
時
の
オ
覚
と
興
味
で

ふ
く
ら
ん
だ
歌
の
形
で
は
あ
る
が
、
そ
の
違
い
は
と
い
う
と
、
前
者
は

「創
案

に
よ
る
付
加
」
、
後
者
は

「借
用
に
よ
る
付
加
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

２
、
各
地
に
お
け
る
伝
承

手
毬
唄

「
あ
の
山
で
光
る
も
の
は
」
の
伝
承
は
広
い
。
管
見
に
入

っ
た
各
地

の
例
は
ほ
と
ん
ど
全
国
に
及
び
、
そ
れ
を
す
べ
て
挙
げ
る
に
は
い
く
ら
紙
数
が

あ

っ
て
も
足
り
な
い
。
と
は
言
え
、
詞
句
の
伝
承
の
揺
れ
を
見
る
上
で
は
、
多

少
の
煩
雑
さ
は
覚
悟
の
上
で
い
く

つ
か
は
と
り
あ
げ
ぎ
る
を
得
な
い
。

ｏ
向
う
お
山
で
光
る
も
の
は
　
月
か
星
か
蛍
か
　
月
な
ら
ば
拝
み
申
す
が

蛍
な
ん
ぞ
じ
ゃ
　
あ
―
か
ん
べ

（千
葉
県
野
田
地
方
）

〈わ
〉

○
あ
の
山
に
光
る
も
の
は
　
月
か
　
蛍
か
　
ほ
う
た
る
か
　
月
な
ら
ば
拝
み

ま
せ
う
が
　
ほ
う
た
る
な
ら
ば
手
に
と
る

（宮
城
県
名
取
郡
）

〈東
〉

○
あ
の
山
で
光
る
も
の
は
　
月
か
星
か
は
た
る
か
　
ほ
た
る
か
　
月
な
ら
ば

拝
み
ま
す
る
よ
　
ほ
た
る
な
ら
ば
　
手
に
と
り
　
手
に
と
り
て
　
袋
入
れ

て
　
江
戸
の
公
方
様
に
　
参
ら
せ
る
　
参
ら
せ
る
　
さ
ら
ば

一
貫
貸
し
ま

し
た

（神
奈
川
県
川
崎
市
）

〈埼

・
神
〉

○
向
う
の
お
山
で
光
る
は
な
ん
だ
　
星
か
蛍
か
水
神
様
か
　
月
で
も
な
い
が

星
で
も
な
い
が
　
大
納
言
様
と
中
納
言
様
と
　
お
舟
に
召
し
て
お
江
戸

へ

ご
ざ
る
　
そ
う
の
や
小
船
の
尾
が
光
る
　
先
ず
ま
ず
　
一
貫

つ
き
申
し
た

（長
野
県
諏
訪
地
方
）

〈諏
〉
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○
向
ひ
の
山
に
火
が
見
え
る
　
ア
ー
レ
あ
れ
何
ぢ
ゃ
あ
れ
何
ぢ
ゃ
　
あ
れ
は

今
来
る
嫁
来
る
松
明
や
　
松
明
な
ら
ば
　
や
り
上
げ
て
と
ぼ
せ
　
差
し
上

げ
て
と
ぼ
せ
　
チ
ロ
レ
ン
コ
ロ
レ
ン

（石
川
県
河
北
郡
）

〈狸
〉

ｏ
向
の
小
山
に
火
が
見
え
る
　
お
月
か
お
日
か
あ
れ
や
何
じ
ゃ
　
今
来
る
嫁

さ
の
松
明
や
　
も

っ
と
さ
し
あ
げ
豆
男

（石
川
県
七
尾
市
）

〈七
〉

こ
の
ほ
か
発
想
的
に
も
詞
章
的
に
も
大
き
く
変
化

・
発
展
し
た
も
の
も
各
地

に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
多
少
煩
雑
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
自
体

一
つ
の
伝
承
の
相

を
示
し
て
い
て
、
そ
の
確
認
も
大
事
な
の
で
い
く

つ
か
拾
い
出
し
て
み
る
。
た

だ
し
、
あ
ま
り
に
も
長
編
の
も
の
は
適
宜
省
略
す
る
。

○
向
こ
う
の
お
山
で
光
る
は
な
あ
に
　
月
か
星
か
蛍
の
虫
か
　
山
次
郎
さ
ん

が
に
っ
こ
り
ご
ぎ
る
　
に
っ
こ
り
ご
ざ
れ
ば
お
と
も
に
申
す
　
お
と
も
に

申
せ
ば
い
っ
ち
ゃ
も
こ
ち
ゃ
も
こ
　
い
っ
ち
ゃ
も
こ
ち
ゃ
も
こ
と
声
ふ
り

な
が
ら
　
丼
戸
は
丸
井
戸

つ
る
べ
の
黄
金
　
今
朝
結

っ
た
髪
を
だ
ら
り
と

さ
げ
て
　
高
い
枕
に
ね
ん
ね
こ
し
ょ

（静
岡
県
周
智
郡
春
野
町
）

〈静
〉

ｏ
向
ひ
の
山
で
光
る
は
何
か
　
月
か
星
か
蛍
の
虫
か
　
星
で
も
な
い
が
月
で

も
な
い
が
　
大
納
言
さ
ま
と
中
納
言
様
と
　
お
舟
に
召
し
て
お
江
戸

へ
ご

ざ
る
　
お
江
戸
の
城
は
高
い
お
城

　
一
段
上
り
二
段
上
り
　
三
段
上

っ
て

南
を
見
れ
ば
　
よ
い
子
よ
い
子
が
二
人
通
る
　

一
に
よ
い
子
が
糸
屋
の
娘

二
に
よ
い
子
が
二
の
屋
の
娘
　
三
に
よ
い
子
が
三
の
屋
の
娘

（以
下
省

略
）
（長
野
県
木
曽
地
方
）

〈木
〉

○
え
―
ん
　
皿
々
　
皿
へ
腰
か
け
　
居
眠
り
こ
ろ
ん
で
　
お
花
の
茶
わ
ん
を

八

つ
に
こ
わ
し
て
　
つ
ぐ
に
ゃ
つ
が
れ
ず
　
買
う
に
ゃ
買
わ
れ
ず
　
も

一
つ
も

一
つ
　
あ
の
山
で
　
光
る
も
の
は
　
月
か
　
星
か
　
ほ
う
た
ろ
か

月
な
ら
ば
　
拝
み
ま
す
る
が
　
蛍
な
ら
ば
手
に
と
る
　
手
に
と
り
て
　
籠

に
入
れ
て
　
朝
も
晩
も
　
光
ら
せ
　
ま
ず
ま
ず
　
い
っ
か
ん
貸
し
申
し
た

（東
京
都
多
摩
地
方
）

〈武
〉

○
お
う
ま
ん
さ
ま
や
　
お
う
ま
ん
さ
ま
や
　
お
前
の
お
歳
は
　
い
く

つ
で
ご

ぎ
る
　
歳
は
た
く
さ
ん
　
七

つ
で
ご
ぎ
る
　
七

つ
の
小
女
郎
に
打
ち
上
げ

ら
れ
て
　
鼓
太
鼓
を
う
ち
な
ら
わ
し
て
　
そ
れ
が
不
調
で
習
え
も
せ
ぬ
が

高
い
縁
か
ら
突
き
落
と
さ
れ
て
　

一
両

一
分
の
井
落
と
し
　
一
一両
三
分

の
差
し
櫛
落
と
し
　
の
う
と
と
さ
ま
や
　
の
う
か
か
さ
ま
や
　
お
腹
が
立

て
ど
も
耐
え
て
給
え
　
昔
の
蓮
華
を
見
て
給
え
見
て
給
え
　
昔
の
蓮
華
で

光
る
は
な
に
よ
　
月
か
星
か
蛍
の
虫
か
　
月
で
も
な
い
が
星
で
も
な
い
が

お
う
ま
ん
様
の
お
江
戸

へ
お
立
ち
　
そ
の
ほ
か
小
船
の
帆
が
光
る
帆
が

光
る
　
お
供
は
誰
よ
お
供
は
誰
よ
　
大
秋
山
城
左
源
太
さ
ま
よ
　
あ
と
の

お
留
守
は
甲
斐
さ
ま
よ
甲
斐
さ
ま
よ

（以
下
省
略
）
（右
同
）

〈右
同
〉

○
あ
ん
な
向
こ
う
に
火
が
あ
が
る
　
月

か

星

か

蛍

か
　
し
ょ
う
じ
ょ
う

さ
ん
の
嫁
入
り
か
　
た

っ
た

一
人
の
息
子
の
子
　
た
つ
た
へ
と
ら
れ
て
き
ょ

う
七
日
　
七
日
と
思
え
ば
十
五
日
　
十
五
日
の
お
墓

へ
参
ろ
と
て
　
隣
り

へ
か
た
び
ら
借
り
に
い
て
　
あ

っ
て
も
な
い
と
て
貸
さ
な
ん
で
　
お

っ
ぽ

ろ
立
ち
や
腹
立
ち
や
　
そ
れ
ほ
ど
お
腹
が
立

つ
な
ら
ば
　
し
よ
ば
し
よ
ぼ

川

へ
身
を
投
げ
て
　
身
は
身
で
沈
も
る
　
皮
は
皮
で
浮
き
あ
が
る
　
そ
こ

を
通
る
子
供
衆
　
引
き
あ
げ
て
お
く
れ
　
引
き
あ
げ
た
駄
賃
に
何
々
く
れ

る
　
白
い
小
法
師
三

つ
三

つ
　
黒
い
小
法
師
三
つ
二

つ
　
黄
色
い
小
法
師

二

つ
二

つ
　
一二
つ
の
中
で
ど
れ
で
も

一
つ
お
と
り
　
ま
ず
ま
ず

一
貫
貸
し

ま
し
た

（愛
媛
県
東
伊
予
地
方
）

〈伊
〉
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○
あ
ん
な
山
に
火
が
あ
が
る
　
月
か
星
か
蛍
か
　
し
ょ
う
じ
ょ
う
さ
ん
の
嫁

入
り
か
　
つ
く

つ
く
ぼ
う
し
は
な
ぜ
泣
く
か
　
親
も
な
い
か
子
も
な
い
か

親
も
ご
ざ
る
子
も
ご
ざ
る
　
た
っ
た

一
人
の
息
子
の
子
　
た
か
た
へ
取

ら
れ
て
き
ょ
う
七
日
　
七
日
と
思
え
ば
十
五
日
　
十
五
日
の
墓

へ
参
ろ
と

て
　
隣
リ
ヘ
帷
子
借
り
に
い
て
　
あ
る
の
に
な
い
ち
ゅ
う
て
貸
さ
ざ

っ
て

そ
れ
ほ
ど
腹
が
立

つ
な
ら
ば
　
前
の
川

へ
身
を
投
げ
て
　
身
は
身
で
し

じ
も
る
　
皮
は
皮
で
浮
き
あ
が
る
　
そ
こ
を
通
る
子
供
衆
　
引
き
上
げ
て

お
く
れ
　
引
き
上
げ
だ
賃
に
何
何
く
れ
る
　
赤
い
小
箱
三

つ
二

つ
　
白
い

小
箱
二
つ
三
つ
　
一二
つ
の
年
に
女
郎
馬
に
乗
せ
て
　
あ

っ
ち

へ
じ
ょ
ろ
り

こ
っ
ち
へ
じ
ょ
ろ
り

（以
下
略
）
（同
県
南
伊
予
地
方
）

〈右
同
〉

○
向
ひ
の
御
山
に
火
が
見
え
る
　
星
か
蛍
か
お
提
灯
か
　
お
提
灯
点
し
て
来

て
見
れ
ば
　
そ
れ
は
お
山
の
お
祭
り
ぢ
ゃ
イ
、
　
太
鼓
持
ち
ゃ
ど
ん

駕
篭
か
き
ゃ
は
い
　
按
摩
と
り
ゃ
ぴ
い

（徳
島
県
徳
島
市
）

〈樫
〉

○
向
ふ
の
山
に
光
る
も
―
の
は
　
月
か
星
か
蛍
か
　
月
で
な
い
も
の
　
星
で

な
い
も
の
　
あ
れ
こ
そ
殿
子
の
松
明
　
松
明
は
　
自
然
′
ヽ
と
下

へ
ふ
れ

ば
　
下
の
女
郎
衆
の
　
小
袖
の
小
裾
に
火
が
附
い
た
　
何
ぼ
や
ら
れ
た

唯
ん
だ
さ
ん
ぼ
―
や
ら
れ
た
　
帯
に
短
し
欅
に
長
し
　
山
田
薬
師
の
鐘
の
１

紐
八
新
潟
県
長
岡
市
）

〈狸
拾
〉

前
掲
の
東
京
都
多
摩
地
方
の
二
例
に
近
い
も
の
を

『
日
本
伝
承
童
謡
集
成
』

第
二
巻
の

「東
京
、
手
毬
唄
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
同
集

に
は
栃
木

（第
二
巻
）、
長
野

（第
四
巻
）、
東
海
地
方

（第
六
巻
）
の
も
の
と
し
て
、
や
は

り
長
編
手
毬
唄
の
中
に

「光
る
も
の
は
」
の
詞
句
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
事
例
を
ど
こ
ま
で
引
用
し
て
い
っ
て
も
き
り
が
な
い
し
、
挙
げ
た

事
例
に
つ
い
て
も
個
々
に
細
部
に
渡

っ
て
論
ず
る
余
裕
は
な
い
が
、
形
と
し
て

も
謡
い
出
し
は
別
の
歌
で
、
後
半
部
に

「
光
る
も
の
は
」
を
付
加
し
た
例
、
謡

い
出
し

・
謡
い
納
め
は
別
の
歌
で
、
中
間
部
に

「
光
る
も
の
は
」
を
入
れ
た
例

な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ

っ
た
。

こ
れ
ら
長
編
詞
章
の
手
毬
唄
を
見
る
と
、
子
供
の
遊
び
歌
の
中
で
も
長
編
仕

立
て
の
も
の
が
、
決
し
て
ま
る
ご
と

一
貫
し
た
筋
立
て
の
中
で
創
作
さ
れ
た
も

の
で
な
く
、
い
く

つ
か
の
小
さ
い
ま
と
ま
り
の
詞
章
を

つ
な
い
で
で
き
あ
が
っ

て
き
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
単
位
の

一
つ
と
も
い
う
べ

き
も
の
に

「光
る
も
の
は
」
の
詞
章
も
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ま

で
と
り
あ
げ
た
も
の
か
ら
だ
け
で
も

「光
る
も
の
は
」
の
詞
章
が
印
象
強
く
受

け
止
め
ら
れ
て
、
広
く
各
地
に
及
ん
で
い
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
の
確
認
に
は

な

っ
た
と
思
う
。

ど
れ
ほ
ど
挙
げ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
で
全
て
を
尽
く
す
こ
と
な
ど
で
き
な
い

が
、
確
認
し
た
限
り
で
も
か
な
り
広
範
囲
に
分
布
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
背
景
に
は
、
こ
の
詞
句
の
、
あ
る
時
期
の
し
か
も
か
な
り
長
期
的
な
流
行

歌
的
盛
行
現
象
を
想
定
し
て
い
い
の
だ
と
思
う
。
問
題
は
そ
れ
か
ら
先
で
あ
る
。

「
光
る
も
の
は
」
が
流
行
歌
に
ま
で
な
る
背
景
は
何
か
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
流

行
が
手
毬
唄
と
し
て
の
流
行
で
あ

っ
た
か
否
か
。
そ
う
ま
で
考
え
ず
に
、
流
行

歌
の

一
つ
の
落
ち
着
き
場
所
と
し
て
手
毬
唄
が
あ

っ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

手
毬
唄
に
な
る
だ
け
の
要
因
が
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
体
に
、
伝
承
歌
謡
の
詞
句
を
問
題
に
す
る
場
合
、
そ
の
本
来
的
機
能
を

つ

き
と
め
て

「
こ
れ
こ
れ
の
歌
」
と
断
を
く
だ
す
こ
と
は
難
し
い
。
「
○
○
唄
」

と
伝
え
て
謡

っ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
あ
る
時
期
の
転
用
、
借
用
に
よ
る
も
の
で
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あ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
「〇
〇
唄
」
だ
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
そ
れ
に

ふ
さ
わ
し
い
詞
章

・
内
容
を
謡

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の

「光
る
も
の

は
」
の
場
合
も
本
来
的
に
手
毬
唄
で
あ
っ
た
と
か
な
か
っ
た
と
か
い
う
こ
と
の

絶
対
的
証
拠
を
挙
げ
る
こ
と
は
ま
ず
不
可
能
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
手
毬
唄

の
場
合
、
数
え
歌
形
式
の
詞
章
や
毬
突
き
そ
の
も
の
を
謡
う
詞
章
の
も
の
は
別

に
し
て
、
あ
る
ま
と
ま
っ
た
意
味
を
展
開
さ
せ
る
叙
事
的

・
物
語
的
詞
章
の
も

の
は
、
ま
ず
ほ
と
ん
ど
が
他
か
ら
の
借
り
物
と
、
そ
の
多
少
の
言
い
換
え
で
作

ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
は
思
う
が
、
そ
の
も
と
も
と
の
出
所
を
つ
き
と
め
る

こ
と
は
容
易
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

「光
る
も
の
は
」
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
も
と
も
と
は
大
人
の
歌
か
ら
の
借
り

物
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
が
毬
突
き
と
い
う
子
供
の
遊
び
歌
に
迎
え
入

れ
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
最
も
素
直
に
は
、
こ
の
詞
章
が
子
供
等
の
発
想

の
仕
方
に
近
い
こ
と
、
と
い
う
よ
り
好
み
に
合

っ
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
月

・
星

・
蛍
と
い
う
、
「光
る
も
の
」
の
と
り
合
わ
せ
が
気
に
入

っ
た

し
、
月
も
星
も
蛍
も
子
供
等
の
日
常
性
に
触
れ
た
歌
唱
素
材
で
あ
っ
た
と
い
う

前
提
も
あ
ろ
う
。

そ
う
納
得
し
た
上
で
、
次
に
は
ど
う
し
て

「光
る
も
の
は
」
の
歌
が
子
供
の

歌
に
採
用
さ
れ
る
だ
け
の
彼
等
の
身
近
か
な
所
に
用
意
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
手
毬
唄
で
な
い

「光
る
も
の
は
」
の
歌
の
広
が

り
と
伝
承
を
追
い
か
け
て
み
る
し
か
あ
る
ま
い
。
（続
）

注
１
、
民
謡
調
査
で
実
際
に
出
会

っ
た
例
を
挙
げ
て
お
く
。
埼
玉
県
浦
和
市
大
久
保

領
家
は
、
早
く
か
ら
県
下
で
も
指
折
り
の

「
う
た
」
の
伝
承
地
と
し
て
注
目
さ

れ
て
き
た
。
そ
こ
で
の
伝
承
歌
の
中
に
、
県
下
で
は
そ
こ
に
し
か
伝
え
ら
れ
て

い
な
い
麦
打
ち
唄
と
田
植
え
唄
が
あ

っ
た
。
県
下
で
の
麦
打
ち
唄
の

一
つ
は

「
ボ
サ
マ
」
（坊
様
）
と
言
わ
れ
る

「
ボ
ー
サ
マ
ノ
ヽ
」
の
掛
け
声
の
間
に
七
七

七
五
調

（近
世
小
唄
調
）
の
文
句
を
謡
う
も
の
と
、
も
う

一
つ
は
江
戸
期
の
流

行
歌
の
コ
チ
ャ
エ
節
の
系
統
に
立
つ
と
い
わ
れ
る
七
五
五
七
四
型
の
も
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
大
久
保
領
家
の
そ
れ
は
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
田
植
え
唄
に
つ
い
て
も
、
越
谷

・
草
加

・
八
潮
な
ど
の
低
湿
地
帯
の

も
の
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る

「十
七
節
」
（じ
ゅ
う
よ
し
ち
ぶ
し
）

の
そ
れ

と
は
違

っ
た
田
植
え
唄
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

麦
打
ち
唄

・
田
植
え
唄
と
も
に
同
地
の
民
謡
と
し
て
報
告
さ
れ
て
き
た
の
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
二
つ
は
と
も
に
岩
手
県
東
磐
井
郡
地
方
の
も
の
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
移
入
に
働
い
た
力
は
、
同
地
か
ら
の
機
屋
奉
公
に
よ
る

一
人
の

女
性
の
移
住
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
女
性
は
奉
公
の
期
間
が
終
わ
っ
て
そ

の
ま
ま
大
久
保
領
家
で
所
帯
を
持
ち
、
や
が
て
年
を
取

っ
て
婆
さ
ん
連
中
の
集

ま
り
で
あ
る
念
仏
講

（
オ
ト
キ
講
）
に
出
る
よ
う
に
な

っ
て
、
念
仏
の
後
の
余

興
披
露
の
場
で
謡
っ
て
い
る
う
ち
に
、
そ
の
仲
間
に
も
覚
え
ら
れ
て
、
い
か
に

も
そ
の
土
地
の
民
謡
の
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
麦
打
ち
唄
と
い
い
、
田
植
え
唄
と
い
っ
て
も
、
仕
事

歌
と
し
て
の
伝
承
で
は
な
く
、
余
興
歌

ｏ
娯
楽
歌
と
し
て
の
伝
承
で
あ

っ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
確
認
は
、
た
ま
た
ま
岩
手
県
東
磐
井
郡
大
東
町
曽
慶
で
の
民
俗

調
査
の
機
会
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
こ
の
二
つ
の
歌
に
接
し
て
以
来
、
実
に
十

-15-



余
年
の
歳
月
の
経
過
が
あ
っ
て
、
し
か
も
偶
然
の
中
で
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

注
２
、
具
体
的
に
は
伝
承
地
に
お
け
る
採
集

・
調
査
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
既
刊

の
地
誌

。
民
俗
誌

。
調
査
報
告
書
な
ど
の
文
献
に
よ
る
探
索
も
含
め
る
。

注
３
、
拙
著

『
わ
ら
べ
唄
の
成
長
―
―
越
後
の
わ
ら
べ
唄

一
題
』
（桜
楓
社
、
昭
和

六
〇
年
）

注
４
、
埼
玉
県
民
謡
緊
急
調
査
報
告
書

「埼
玉
の
民
謡
」
（埼
玉
県
教
育
委
員
会
、

昭
和
五
六
年
）
の
た
め
の
民
謡
調
査
時
に
確
認
で
き
た
伝
承
地
を
あ
げ
て
お
く
。

所
沢
市
松
井

ｏ
同
市
寿
町

・
同
市
柳
瀬

・
飯
能
市
前
ケ
貫

・
狭
山
市
北
入

曽

・
坂
戸
市
片
柳

ｏ
同
市
浅
羽

・
三
芳
町
藤
久
保

・
小
川
町
西
古
寺

ｏ
同

町
上
古
寺

・
都
幾
川
村

・
鳩
山
村

・
秩
父
市
上
町

・
同
市
熊
本
町

・
児
玉

町
金
屋

・
浦
和
市
大
久
保
領
家

そ
の
ほ
か

「郷
土
研
究
む
さ
し
の
　
第
九
輯
」
（昭
和
八
年
）
な
ど
に
も
古

い
報
告

（入
間
郡
勝
呂

ｏ
日
東
）
が
あ
る
。

注
５
、

『
日
本
伝
承
童
謡
集
成
』
第
二
巻
に

「千
葉
県
手
毬
唄
」
と
し
て
載
せ
る
も

の
は
、
次
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

○
む
こ
う
の
山
の
光
る
も
の
は
　
月
か
星
か
蛍
か
　
月
な
ら
ば
拝
み
申
す
が

蛍
な
ん
ど
じ
ゃ
　
あ
か
ん
べ
ぇ
　
金
銀
み
ご
と
の
一
ち
ょ
う
貸

よ

注
６
、

〈わ
〉
は

『
わ
ら
べ
う
た
』
（岩
波
文
庫
、
町
田
嘉
章

・
浅
野
建
二
、
昭
和

三
七
）
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
以
下
、
出
典
は
略
号
で
示
す
こ
と

に
す
る
の
で
、
こ
こ
で
ま
と
め
お
く
。

〈東
〉

『東
北
の
童
謡
』
（仙
台
中
央
放
送
局
、
昭
和

一
二
）、

〈埼

・
神
〉

『埼
玉

・
神
奈
川
の
わ
ら
べ
歌
』
（小
野
寺
節
子

・
斎
藤
紀
子
、
昭
和
五
六
）
、

〈七
〉

『七
尾
の
民
謡
と
童
謡
』
（七
尾
市
教
育
委
員
会
、
昭
五
八
）
、

〈諏
〉

『諏
訪
の
民
謡
』
（有
賀
恭

一
、
昭
和
三
六
）
、

〈但
〉

『僅
謡
集
』
（文
部
省
文

芸
委
員
会
、
大
正
三
）
、

〈静
〉

『静
岡
県
の
民
謡
』
（静
岡
県
文
化
財
報
告
３４
、

静
岡
県
文
化
財
保
存
協
会
、
昭
和
六

一
）
、

〈木
〉

『木
曽
民
謡
集
』
（信
濃
教

育
会
木
曽
部
会
、
昭
和

一
一
）
、

〈武
〉

『武
蔵
野
わ
ら
べ
唄
と
方
言
』
（原
田

重
久
、
昭
和
五
二
）
、

〈伊
〉

『伊
予
の
わ
ら
べ
唄
』
（愛
媛
県
文
化
双
書
７
、

黒
河
健

一
、
昭
和
四
八
）、

〈僅
拾
〉

『但
謡
集
拾
遺
』
（高
野
班
山

ｏ
大
竹
紫

葉
、
大
正
四
）

な
お
、
表
記
は
原
則
と
し
て
出
典
の
ま
ま
と
し
た
。
表
記
に
不
統

一
が
あ
る

の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

注
７
、

『
日
本
伝
承
童
謡
集
成
』
第
四
巻
に
は
石
川
県
の
手
毬
唄
と
し
て
こ
の
類
を

い
く
つ
か
あ
げ
て
い
る
。

ｏ
向
か
い
の
山
に
火
が
見
え
る
　
あ
あ
れ
あ
れ
な
ん
じ
ゃ
　
あ
れ
な
ん
じ
ゃ

あ
れ
は
い
ま
く
る
嫁
来
る
松
明
や
　
松
明
な
ら
ば
　
や
り
上
げ
て
と
ぼ
せ

差
上
げ
て
と
ぼ
せ
　
ち
ろ
れ
ん
こ
ろ
れ
ん

〇
向
こ
う
の
お
山
に
火
が
み
え
る
　
お
月
か
星
か
　
あ
り
ゃ
な
ん
じ
ゃ
　
今
く

る
嫁
の
松
明
か
　
松
明
な
ら
ば
さ
し
上
げ
て
と
ぼ
せ
痩
男
　
君
お
も
う
　
君

お
も
う

ｏ
向
こ
う
の
山
に
火
が
見
え
る
　
お
月
か
星
か
あ
り
ゃ
な
ん
じ
ゃ
　
い
ま
く
る

嫁
の
松
明
じ
ゃ
　
あ
さ
ぎ
で
と
ぼ
さ
れ
　
や
さ
男
　
や
り
あ
げ
て
と
ぼ
さ
れ

豆
男
　
す

っ
と
ん
と
ん
　
す

っ
と
ん
と
ん
　
す
っ
と
ん
と
ん

ｏ
向
か
い
の
お
山
に
火
が
み
え
る
　
お
月
か
お
星
か
　
あ
り
ゃ
な
ん
じ
ゃ
　
い

ま
く
る
嫁
の

（
い
ま
来
た
嫁
女
の
）
た
い
ま
つ
じ
ゃ
　
た
い
ま
つ
な
ら
ば

さ
さ
げ
て
と
ぼ
し
ゃ
れ
ま
め
男
　
ま
め
男
や
せ
男
　
す
っ
と
ん
と
ん

（や
せ
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男
　
す
ら
と
ん
と
ん
）
　
も

一
つ
か
や
い
て
す
ら
と
ん
と
ん

ｏ
向
こ
う
の
山
に
火
が
見
え
る
　
お
月
か
星
か
あ
り
ゃ
な
ん
じ
ゃ
　
い
ま
来
る

嫁
さ
の
松
明
じ
ゃ
　
あ
さ
ぎ
で
と
ぼ
さ
れ
　
や
さ
男
　
や
り
あ
げ
て
と
ぼ
さ

れ
豆
男
　
や
さ
男
豆
男
　
雨
も
降
ら
ぬ
に
　
水
が
山
か
ら
と
ん
と
出
て
来
て

お
万
小
袖
を
流
し
た
　
水
と
い
う
字
と
鯉
と
い
う
字
を
　
さ
っ
さ
　
一
筆

書
い
て
流
し
ゃ
れ
　
す
っ
と
ん
と
ん

同
集
成
第
二
巻
に
載
る
群
馬
県
の
手
毬
唄
の
詞
章
も
こ
こ
に
あ
げ
て
お
く
。

○
あ
の
山
に
光
り
や
す
は
月
か
星
か
蛍
か
　
月
な
ら
拝
み
ま
し
ょ
う
　
蛍
な
ら

手
に
取
る
　
手
に
取
る
　
手
に
取

っ
て
不
動
さ
ま
へ
　

一
銭
な
げ
て
拝
み
ま

し
ょ
う
　
拝
み
ま
し
ょ
う
　
そ
れ
で
ま
ず
ま
ず

一
貫
貸
し
ま
し
た

○
あ
の
山
に
光
る
も
の
は
　
月
か
星
か
蛍
か
　
蛍
な
ら
ば
手
に
取
り
　
手
に
取

り
　
手
に
取
り
て
袋
に
入
れ
て
　
不
動
さ
ま
の
お
土
産
に
　
お
土
産
に

ｏ
向
こ
う
の
山
で
光
る
は
な
ん
だ
　
月
か
星
か
蛍
か
虫
か
　
月
で
も
な
い
が
星

で
も
な
い
が
　
お
お
も
ん
さ
ま
の
嫁
入
り
道
具
　
い
た
ん
ぎ
し
　
い
た
ん
ぎ

し
　
ど
こ
ま
で
送
る
　
奈
良
ま
で
送
る
　
奈
良
の
庄
屋
の
一
門
越
え
て
　
一
一

門
越
え
て
　
三
門
越
え
て
　
井
戸
は
つ
る
つ
る
釣
瓶
井
戸
　
ま
ず
は

一
貫
貸

し
ま
し
た

注
８
、

『
日
本
伝
承
童
謡
集
成
』
に
は

「手
毬
唄
」
以
外
に
も

「光
る
も
の
は
」
の

歌
を
収
録
し
て
い
る
。

ｏ
向
こ
う
の
山
に
　
ひ
ら
ひ
ら
す
る
も
ん
　
月
か
星
か
　
月
な
ら
お
が
み
上
げ

ま
し
ょ
　
蛍
な
ら
　
お
手
に
取
ろ

（新
潟
、
天
体
気
象
、
第
二
巻
）

ｏ
向
こ
う
山
で
ち
ろ
り
と
明
る
は
　
月
か
星
か
蛍
か
　
お
月
さ
ん
な
ら
拝
み
ま

し
ょ
う
が
　
蛍
さ
ん
な
ら
手
に
取
る
　
手
に
取
る

（高
知
、
同
、
同
）

ｏ
向
こ
う
山
で
ち
ら
り
と
光
る
は
月
か
星
か
蛍
か
　
お
月
さ
ん
な
ら
拝
み
ま
し
ょ

う
が
　
蛍
さ
ん
な
ら
手
に
取
る
　
手
に
取
る

（同
、
動
物
、
同
）

○
向
こ
う
の
山
に
火
が
あ
が
る
　
あ
れ
は
狸
か
提
灯
か
　
あ
れ
は
ど
こ
や
ら
の

花
嫁
さ
ん

（同
、
同
、
同
）

○
あ
の
山
の
光
る
は
月
か
星
か
蛍
か
　
蛍
な
ら
お
手
に
と
ろ
　
お
月
さ
ま
な
ら

拝
み
上
ぎ
ゅ
　
天
で
も
な
し
星
で
も
な
し
　
山
下
坊
主
の
目
が
光
る

（蹟
圏
凹
、

天
体
気
象
、
同
）

○
あ
の
目
の
光
る
は
星
か
蛍
か
鵜
の
鳥
か
　
お
星
さ
ま
な
ら
拝
み
ま
し
ょ
　
蛍

な
ら
ば
お
手
に
持
ち
　
ね
ぇ
ん
ね
ぇ
ん
ね
ん
ね
ん
よ
う

（同
、
同
、
同
）

○
あ
の
山
に
ち
ら
ち
ら
ち
燃
ゆ
る
は
　
月
か
星
か
蛍
か
　
月
な
あ
ら
ば
拝
み
あ

げ
ま
し
ょ
う
　
蛍
な
ら
ば
お
手
に
と
る
　
え
ん
と
こ
ど
っ
こ
い
　
え
ん
と
こ

ど
っ
こ
い

（佐
賀
、
天
体
気
象
、
同
）

○
あ
の
山
に
　
ち
ら
ち
ら
す
る
の
は
　
月
か
星
か
蛍
か
　
え
ん
と
こ
え
ん
と
こ

月
な
ら
ば
お
が
み
あ
げ
ま
し
ょ
　
蛍
な
ら
ば
お
手
に
と
ろ
　
月
で
も
な
し

蛍
で
も
な
し
　
あ
れ
は
山
下
坊
主
の
目
が
光
る
　
え
ん
と
こ
え
ん
と
こ

（熊

本
、
同
、
同
）

○
向
こ
う
の
山
の
ぴ
か
ぴ
か
は
　
鳩
で
も
な
い
か
雉
子
で
も
な
い
か
　
八
幡
さ

ま
の
小
刀
だ

（千
葉
、
歳
時
唄
、
第
五
巻
）

ｏ
向
こ
う
の
山
で
　
ぴ
か
ぴ
か
す
る
の
は
な
に
物
だ
　
金
物
だ
　
雉
子
で
は
な

い
か
　
鳩
で
は
な
い
か
　
お
て
ん
と
さ
ま
の
小
刀
だ

（同
、
同
、
同
）

○
向
ご
う
の
お
山
に
火
が
ぼ
ん
ぼ
　
あ
れ
は
火
花
か
松
明
か
　
よ
ぐ
よ
ぐ
見
だ

れ
ば
禿
あ
だ
ま
　
あ
れ
で
日
本
中
を
み
な
て
ら
す

（岩
手
、
雑
謡
、
同
）

ｏ
向
こ
う
の
山
に
な
に
や
ら
光
る
　
月
か
星
か
蛍
の
虫
か
　
月
で
も
な
い
が
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星
で
も
な
い
が
　
大
納
言
さ
ま
の
お
江
戸
へ
お
立
ち
　
そ
の
早
御
馬
の
目
が

光
る
　
目
が
光
る

（愛
知
、
同
、
同
）

ｏ
向
か
い
の
山
に
　
光
る
も
ん
な
ん
じ
ゃ
　
星
か
蛍
か
　
禿
頭
じ
ゃ
っ
た

（富

山
、
同
、
同
）

○
あ
の
山
陰
に
光
る
も
の
な
ん
じ
ゃ
　
月
か
星
か
蛍
の
虫
か
　
月
で
も
な
い
が

星
で
も
な
い
が
　
山
の
御
姥
の
目
が
光
る
　
目
が
光
る

（ビ騒
ス
．
日只

［Ｕ

「月
星
」
を
謡

っ
て
い
る
の
で

〈天
体
気
象
〉
の
歌
、
「蛍
」
や

「
狸
」

を
謡

っ
て
い
る
か
ら

〈動
物
〉
の
歌
、
そ
し
て

「禿
頭
」
「
御
馬
の
目
が
光

る
」
「山
の
御
姥
の
目
が
光
る
」
と
い
っ
た
戯
笑
歌
的
な
部
分
に
焦
点
を
当

て
て

〈雑
謡
〉
と
し
た
も
の
ら
し
い
。
「福
岡
」
の
二
つ
目
の

「
鵜
の
鳥
」

を
入
れ
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
謡
い
尻
り
の
囃
子
文
句
か
ら
し
て

「
子
守
り

唄
」
で
あ
る
ら
し
い
。

小
泉
八
雲
は

「
お
ど
け
歌
」
（信
濃
国
）
と
し
て
、

○
あ
の
山
か
げ
で
光
る
は
な
ん
ぢ
ゃ
　
月
か
星
か
蛍
の
主
か
　
月
で
も
な
い
が

星
で
も
な
い
が
　
姑
の
お
婆
の
目
が
光
る
　
　
目
が
光
る

（「
日
本
研
究
、

日
本
の
古
い
歌
謡
」
平
井
呈

一
訳
）

と

「光
る
も
の
は
」
の
歌
に
注
目
し
て
い
る
。
な
お
、
原
詩

（詞
）
は
次
の

通
り
。
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梁
律
編
纂
の
背
景

―
南
斉
永
明
律
の
検
討
を
含
め
て
―

兼
　
田
　
信

一
郎

は
じ
め

に

東
晋
十
六
国
時
代
の
法
典
編
纂
の
状
況
や
南
朝
治
下
の
追
加
法
令
に
ど
の
よ

う
な
特
徴
が
あ
る
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
、
以
前
に
若
干
の
考
察
を
行
な
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
今
回
は
、
こ
の
晋
南
朝
の
法
典
編
纂
の
歴
史
の
中
で
は
比
較

的
注
目
さ
れ
て
い
る
梁
朝
の
律
編
纂
の
事
情
と
そ
の
特
質
に
つ
い
て
、
梁
律
と

の
関
係
の
深
い
南
斉
永
明
律
の
考
察
も
あ
わ
せ
て
行
な

っ
て
み
た
い
。

梁
代
の
律
令
編
纂
は
、
西
晋
泰
始
律
令
制
定
以
降
、
南
朝
に
お
い
て
初
め
て

明
確
な
形
で
行
な
わ
れ
た
法
典
編
纂
事
業
で
あ
る
。
こ
の
編
纂
に
つ
い
て
は
清

末
の
沈
家
本
の

『
歴
代
刑
法
考
』
で
の
史
料
収
集
以
来
、
浅
井
虎
夫
、
程
樹
徳

等
の
諸
氏
が
中
国
に
お
け
る
律
令
法
典
編
纂
の
沿
革
を
述
べ
る
際
常
に
取
り
上

げ
ら
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
諸
氏
の
見
解
で
は
、
梁
律
令
は
基
本
的
に
西
晋
泰

始
律
令
の
内
容
を
継
承
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中

に
あ
っ
て
、
滋
賀
秀
三
氏
は
特
に
梁
律
の
土
台
と
な
っ
た
南
斉
永
明
律
が
律
の

編
纂
史
上
特
異
な
、
そ
し
て
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
指
摘
を
さ
れ
た
の

が
注
目
で
き
る
。

し
か
し
そ
の
後
南
朝
の
法
制
に
対
す
る
研
究
は
あ
ま
り
進
展
し
て
い
な
い
よ

う
に
思
う
。
今
回
の
考
察
は
、
法
条
文
の
内
容
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
、
こ
の
時

代
の
法
の
論
理
を
解
明
す
る
の
で
は
な
く
て
、
法
典
編
纂
と
い
う
、
い
わ
ば
法

運
用
の
起
点
と
な
る
事
業
の
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
特
質
を
さ
ぐ
る
と
い
う
表

層
的
な
考
察
を
行
な
う
に
過
ぎ
な
い
。

ま
ず
梁
律
編
纂
の
事
情
に
つ
い
て
編
纂
過
程
の
確
認
と
若
千
の
考
察
を
行
な
っ

て
み
た
い
。
『
梁
書
』
巻
二
天
監
元
年
八
月
条
に

丁
未
、
詔
中
書
監
王
螢
等
八
人
参
定
律
令
。

と
あ
り
、
梁
朝
成
立
直
後
の
天
監
元

（五
〇
二
）
年
八
月
に
律
令
編
纂
に
関
係

し
て
王
螢
ら
に
詔
勅
が
下
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
従
来
、
こ
の
記
事
を
根
拠

に
梁
律
令
の
編
纂
の
開
始
時
期
は
天
監
元
年
八
月
と
さ
れ
て
き
た
。
程
樹
徳
の

『
九
朝
律
考
』
は
、
『
芸
文
類
衆
』
巻
五
四
所
引
の
任
防

の

「
為
梁
公
請
刊
改

律
令
表
」
に
よ

っ
て
彼
が
武
帝
蒲
術
に
律
令
制
定
を
進
言
し
た
の
は
南
斉
末
和

帝
の
中
興
二

（五
〇
二
）
年
の
時
と
し
、
そ
れ
を
受
け
て
編
纂
の
詔
勅
が
出
さ

れ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

『
梁
書
』
武
帝
紀
の
記
事
は
王
螢
ら
に
律

令
編
纂

へ
の

「
参
定
」
を
命
じ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
彼
ら
に
編
纂
そ
の
も
の

を
命
じ
た
詔
と
は
見
な
せ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

『
隋
書
』
刑
法
志
の

記
事
を
取
り
上
げ
る
際
改
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
て
、
ま
ず
は
編
纂

・
頒

布
の
過
程
を
追

っ
て
み
た
い
。

さ
て
、
で
は
そ
の
完
成
は
い
つ
か
と
い
う
と
、
天
監
二

（五
〇
三
）
年
四
月

で
あ

っ
た
。
『
梁
書
』
巻
二
天
監
二
年
条
に
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夏
四
月
癸
卯
、
尚
書
側
定
郎
荼
法
度
上
梁
律
二
十
巻

・
令
二
十
巻

・
科
四

十
巻
。

と
あ
る
。
ま
た

『
隋
書
』
巻
二
五
刑
法
志
に

（天
監
）
二
年
四
月
癸
卯
、
法
度
表
上
新
律
、
又
上
令
二
十
巻

・
科
二
十

巻
。
帝
乃
以
法
度
守
廷
尉
卿
、
詔
班
新
律
於
天
下
。

と
あ
り
、
新
律
令
は
尚
書
剛
定
郎
薬
法
度
に
よ

っ
て
上
奏
さ
れ
、
の
ち
に
頒
布

さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
律
令
完
成
時
に
そ
の
名
が
あ
が
る
荼
法
度
な
る
人
物
は
、
編
纂

開
始
当
初
か
ら
こ
の
事
業
の
中
心
的
役
割
を
は
た
し
て
い
た
。

そ
の
事
情
は

『
隋
書
』
巻
二
五
刑
法
志
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

時
欲
議
定
律
令
、
得
斉
時
旧
郎
済
陽
薬
法
度
、
家
伝
律
学
、
云
斉
武
時
、

剛
定
郎
王
植
之
、
集
注
張

・
杜
旧
律
、
合
為

一
書
、
凡

一
千
五
百
三
十
条
、

事
未
施
行
、
其
文
殆
滅
、
法
度
能
言
之
。
於
是
以
為
兼
尚
書
冊
一定
郎
、
使

損
益
植
之
旧
本
以
為
梁
律
。

す
な
わ
ち
、
武
帝
爺
衛
が
律
令
制
定
を
思
い
立

っ
た
時
、
南
斉
の
旧
郎
で
あ

っ

た
奈
法
度
に
よ
る
と
、
側
定
郎
の
王
植
之
な
る
人
物
が
、
西
晋
泰
始
律
令
に
注

釈
を
加
え
た
張
斐

・
杜
預
の
律
を
収
集
し

一
五
三
〇
条
余
り
の
も
の
に
ま
と
め

あ
げ
た
が
、
こ
の
律
は
用
い
ら
れ
ず
散
逸
し
た
と
い
い
、
彼
が
そ
れ
を
伝
え
て

い
た
。
そ
こ
で
武
帝
は
彼
を
尚
書
側
定
郎
に
任
じ
、
王
植
之
の
作
成
し
た
も
の

に
更
に
改
変
を
加
え
、
梁
の
律
と
な
さ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
梁
律

編
纂
の
前
提
に
は
、
作
成
さ
れ
な
が
ら
施
行
さ
れ
な
か

っ
た
南
斉
の
王
植
之
の

「
旧
本
」
が
存
在
し
て
い
た
、
と

『
隋
書
』
刑
法
志
は
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

従

っ
て
こ
う
し
た
事
情
で
あ
る
限
り
、
薬
法
度
が
梁
律
編
纂
の
中
心
的
人
物
で

あ

っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば

『隋
書
』
巻
三
二

経
籍
志
二
に

梁
律
二
十
巻

（義
興
大
宋

（守
の
誤
）
薬
法
度
）
。

と
あ
り
、
梁
律
が
察
法
度
の
撰
定
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

と
す
る
と
、
先
に
掲
げ
た

『
梁
書
』
巻
二
武
帝
紀

一
天
監
元
年
八
月
の
王
螢
ら

に
対
し
て
出
さ
れ
た
詔
勅
は
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と

を
考
え
る
に
は
、
『
隋
書
』
巻
二
五
刑
法
志
の
記
事
を
も
う
少
し
追

っ
て
見
て

み
る
必
要
が
あ
る
。

刑
法
志
は
天
監
元
年
八
月
の
詔
と
し
て
梁
律
条
文
作
成
の
た
め
の
原
則
を
提

示
し
た
と
も
言
い
得
る
内
容
の
詔
文
を
載
せ
て
い
る
。
そ
れ
は

求
文
指
帰
、
可
適
変
者
、
載

一
家
為
本
、
用
衆
家
以
附
。
丙
丁
倶
有
、
則

去
丁
以
存
丙
。
若
丙
丁
二
事
、
注
釈
不
同
、
則
二
家
兼
載
。
咸
使
百
司
、

議
其
可
不
、
取
其
可
安
、
以
為
標
例
。
宜
云
、
某
等
如
千
人
同
議
、
以
此

為
長
、
則
定
以
為
梁
律
。
留
尚
書
比
部
、
悉
使
備
文
、
若
班
下
州
郡
、
止

撮
機
要
。
可
無
二
門
侮
法
之
幣
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
田
条
文
の
本
来
の
主
旨
を
追
究
し
た
結
果
、

条
文
そ
の
も
の
を
改
変
す
る
場
合
は
、
い
く

つ
か
の
説
の
う
ち
最
も
適
切
な
説

を
掲
げ
る
と
同
時
に
他
の
説
も
附
置
す
る
。
②

同
内
容

の
も
の
が
並
存
し
て

い
る
場
合
は

一
方
を
残
し
他
方
を
削
除
す
る
。
③
解
釈
が
同
じ
で
な
い
場
合
、

そ
の
解
釈
を
並
載
し
、
の
ち
に
そ
の
可
否
を
議
せ
じ
め
、
合
理
的
な
説
を
標
準

と
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
編
纂
し
た
律
は
尚
書
比
部
に
留
め
、

州
郡
に
班
下
す
る
場
合
は
必
要
な
部
分
を
抄
録
さ
せ
る
に
止
め
、
法
運
用
の
混

乱
を
な
る
べ
く
防
ぐ
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
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こ
の
八
月
詔
を
受
け
て
荼
法
度
は

法
度
又
一請
日
、
魏

・
晋
撰
律
、
止
関
数
人
、
今
若
皆
諮
列
位
、
恐
緩
而
無
決
”

於
是
尚
書
令
王
亮

・
侍
中
王
螢

・
尚
書
僕
射
沈
約

・
吏
部
尚
書
疱
雲

・
長

兼
侍
中
柳
憚

・
給
事
責
門
侍
郎
博
昭

・
通
直
散
騎
常
侍
孔
調

・
御
史
中
丞

楽
調

・
太
常
丞
許
愁
等
、
参
議
断
定
。
（下
略
）

と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
条
文
を
撰
定
す
る
場
合
そ
の
際
の
討
議

へ
の
関
与
者

の
人
数
を
な
る
べ
く
少
数
に
抑
え
る
べ
き
と
い
う
具
申
で
あ

っ
た
。
こ
の
具
申

に
応
え
る
形
で
、
尚
書
令
王
亮
、
侍
中
王
螢
、
尚
書
僕
射
沈
約
、
吏
部
尚
書
滝

雲
、
長
兼
侍
中
柳
憚
、
給
事
黄
門
侍
郎
侍
昭
、
通
直
散
騎
常
侍
孔
調
、
御
史
中

丞
楽
調
、
太
常
丞
許
愁
ら
が

「
参
議
断
定
」
し
、
律
二
十
篇
を
定
め
た
と
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
関
与
者
と
律
編
纂
の
中
心
と
な

っ
た
薬
法
度
を
加
え
る
と
十
人

と
な
る
が
、
『
唐
六
典
』
巻
六
刑
部
郎
中
員
外
郎
条
注
は

梁
氏
受
命
、
命
察
法
度
沈
約
等
十
人
、
増
損
晋
律
、
為
二
十
篇
。
（下
略
）

と
関
与
者
を
十
人
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に

『
隋
書
』
刑
法
志
は
梁
律
の
制
定
の
経
緯
を
、
薬
法
度
を
尚
書

剛
定
郎
と
し
て
王
植
之
の
旧
本
を
基
に
し
て
の
編
纂
↓
条
文
作
成
の
原
則
提
示

↓
奈
法
度
に
よ
る
原
案
検
討
参
与
者
の
人
数
抑
制
要
請
↓
関
与
者
九
人
の
名
称

と
彼
ら
の
討
議
を
経
て
の
律
制
定
、
と
い
う
形
で
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
記
事

に
よ
る
な
ら
ば
、
天
監
元
年
八
月
王
螢
ら
に
律
令
の

「
参
定
」

を
命

じ
た

『
梁
書
』
武
帝
紀

一
の
記
事
を
も

っ
て
梁
律
の
編
纂
開
始
時
点
と
す
る
こ
と
は

で
き
な
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
王
螢
ら
に
命
じ
た

「参
定
」
と
い
う
関
わ
り

方
は
、
『隋
書
』

の
記
載
に
あ
る

「参
議
断
定
」
の
こ
と
と
解
釈
で
き
、
す
な

わ
ち
そ
れ
は
、
薬
法
度
が
王
植
之
の
旧
本
に
修
訂
を
加
え
た
、
い
わ
ば
原
案
を

最
終
的
に
検
討
し
、
先
に
見
た
原
則
に
基
づ
い
て
条
文
の
統

一
を
図
る
作
業
の

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の

「
議
」
に
参
加
す
る
こ
と
を
命
じ
た

も
の
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
天
監
元
年
八
月
で
あ

っ
た
。
そ

れ
故
、
察
法
度
は
討
議
を
経
て
完
成
し
た
律
二
十
篇
を
自
ら
武
帝
に
上
奏
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
梁
律
制
定
の
開
始
時
期
、

つ
ま
り
察
法
度

へ
の
編
纂
の
命
令
は

一
体
い
つ
下
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
な
事
実
は
明

ら
か
に
な
ら
な
い
が
、
注
目
し
て
お
く
こ
と
が
あ
る
。

『
隋
書
』
巻
二
五
刑
法
志
は
武
帝
が
律
令
を
議
定
せ
ん
と
欲
す
る
直
前
に
、

次
の
よ
う
な
記
事
を
載
せ
て
い
る
。

既
即
位
、
乃
制
権
典
、
依
周

・
漢
旧
事
、
有
罪
者
贖
。
其
科
、
凡
在
官
身

犯
、
罰
金
。
鞭
杖
杖
督
之
罪
、
悉
入
贖
停
罰
。
其
台
省
令
史
士
卒
欲
贖
者
、

聴
之
。
　
　
　
　
　
・

す
な
わ
ち
、
即
位
直
後
に

「権
典
」
を
定
め
、
旧
例
に
従

っ
て
贖
刑
制
度
を
導

入
し
、
在
官
者
、
杖
罪
対
象
者
か
ら
令
史

・
士
卒
に
至
る
ま
で
贖
罰
を
欲
す
る

者

へ
の
適
用
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
記
事
の
中
で
は

「権
典
」
が
定
め
ら
れ
た

こ
と
に
な

っ
て
い
る
が
、
『
梁
書
』
巻
二
武
帝
紀
天
監
元
年
四
月
条
に

又
詔
日
、
金
作
贖
刑
、
有
聞
自
昔
、
入
練
以
免
。
施
於
中
世
、
民
悦
法
″無

莫
尚
乎
此
。
永
言
叔
世
。
楡
薄
成
風
嬰
讐
入
罪
、
販
塗
匪

一
。
断
弊
之
書
、

日
纏
於
聴
覧
、
鉗
鉄
之
刑
、
歳
積
於
牢
猛
。
死
者
不
可
復
生
、
刑
者
無
因

自
返
、
由
此
而
望
滋
実
、
庸
可
致
乎
。
（中
略
）
可
依
周

・
漢
旧
典
、
有

罪
入
贖
、
外
詳
為
条
格
、
以
時
奏
聞
。

と
み
「け
、
こ
の
詔
文
の
末
尾
の

「
可
依
周

・
漢
旧
典
、
有
罪
入
贖
」
と

『睦
彗
一己
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刑
法
志
の

「依
周

・
漢
旧
事
、
有
罪
者
贖
」
は
同

一
内
容
で
あ
る
。
従

っ
て

『隋
書
』
刑
法
志
は
天
監
元
年
四
月
の
詔
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
贖
刑
制
度
の

諸
規
定
を

「権
典
」
と
し
、
そ
の
一
部
を

「其
科
」
と
し
て
引
用
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
贖
刑
制
度
の
記
載
直
後
に
律
令
の
議
定
の
発
案
が
な

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
或
は
こ
の
こ
と
か
ら
、
薬
法
度
へ
の
律
編
纂
の
指
示

は
武
帝
の
即
位
直
後
の
天
監
元
年
四
月
で
ぁ
っ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ

以
上
の
こ
と
明
ら
か
に
し
得
な
い
。

今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
梁
律
の
制
定
過
程
は
、
察
法
度
に
よ
っ
て
伝

え
ら
れ
た
南
斉
王
植
之
の
、
律
の
注
釈
文
を
収
集
し
た

「
旧
本
」
を
土
台
に
、

そ
れ
を
修
訂
す
る
形
で
作
業
が
展
開
し
、
そ
れ
を
最
終
的
に
検
討
す
る
参
議
者

が
天
監
元
年
八
月
か
ら
討
議
を
開
始
し
、
翌
天
監
二
年
四
月
に
完
成
し
頒
布
さ

れ
た
。　
一
方
武
帝
の
律
令
制
定
の
命
は
天
監
元
年
四
月
の
即
位
前
後
に
出
さ
れ

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
過
程
か
ら
、
編
纂
さ
れ
た
梁
律
の
特
質

を
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
編
纂
期
間
が
大
変
に
短
い
こ
と
と
、
前
王
朝
の
南
斉
の

律
を
事
実
上
継
承
す
る
も
の
で
あ
っ
た
点
に
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
特

質
は
、
相
互
に
関
連
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
王
植
之
の

「
旧
本
」
と
い
う
も
の

を
上
台
に
し
て
そ
れ
を
修
訂
す
る
と
い
う
形
で
梁
律
は
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
王
植
之
の

「
旧
本
」
、
言
い
換
え
る
な
ら
南
斉
の
律
編
纂
は
梁
律

に
決
定
的
影
響
を
与
え
た
し
、
梁
律
の
制
定
時
間
も
短
時
間
で
充
分
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従

っ
て
梁
律
の
性
格
を
も
う
少
し
掘
り
さ
げ
て
考
え
て

い
く
に
は
、
前
提
と
な
る
南
斉
律
の
検
討
が
不
可
欠
と
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
、

次
に
節
を
改
め
て
、
梁
律
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
南
斉
の
律
改
定
に
つ
い
て

若
干
の
考
察
を
行
な
っ
て
み
た
い
。
当
然
そ
こ
で
は
梁
律
の
前
提
と
な
る
王
植

之
の

「
旧
本
」
な
る
も
の
を
め
ぐ
っ
て
考
察
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
滋
賀
秀
三
氏
が
重
要
な
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
。

次
節
で
は
氏
の
見
解
を
も
含
め
て
考
察
を
行
な
う
こ
と
と
し
た
い
。

南
斉
朝
下
の
律
編
纂
と
王
植
之
の

「
旧
本
」
に
関
す
る
史
料
も
極
め
て
少
な

い
。
『南
斉
書
』
巻
四
八
孔
稚
珪
伝
に
あ
る
記
載
が
ほ
と
ん
ど
唯

一
と
言

っ
て

過
言
で
は
な
い
。
そ
こ
で
彼
の
列
伝
記
載
に
沿

っ
て
律
編
纂
の
事
情
を
み
て
み

よ
う
。永

明
七
年
、
転
暁
騎
将
軍
、
復
領
左
丞
。
（中
略
）
江
左
相
承
用
晋
世
張

杜
律
二
十
巻
、
世
祖
留
心
法
令
、
数
訊
囚
徒
、
詔
獄
官
詳
正
旧
注
。
先
是

七
年
、
尚
書
側
定
郎
王
植
撰
定
律
章
、
表
奏
之
。
（下
略
）

右
に
掲
げ
た
の
が
王
植
之
が
撰
定
を
行
な
っ
た
事
情
を
述
べ
る
部
分
で
あ
る

（
『南
斉
書
』
に
は
「
王
植
」
と
あ
る
が
王
植
之
で
統

一
す
る
）
。
ま
ず
、

こ
の
律

章
は
い
つ
で
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
手
掛
り
は
史
料
に

あ
る

「先
是
七
年
」
と
い
う
文
言
だ
が
、　
一
応
獄
官
に
対
し
て
律
注
の
内
容
を

再
検
討
す
る
こ
と
を
求
め
た
詔
文
発
布
以
前
の
、
永
明
七

（四
八
九
）
年
の
こ

と
と
解
釈
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
で
は
彼
が
な
ぜ
律
章
の
作
成
に
至

っ
た
の
か
、
そ
の
事
情
と
作
成
上

の
原
則
に
つ
い
て
、
孔
稚
珪
伝
中
の
王
植
之
の
上
奏
文
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

臣
尋
晋
律
、
文
簡
辞
約
、
旨
通
大
綱
、
事
之
所
質
、
取
断
難
釈
、
張
斐
杜

預
同
注

一
章
、
而
生
殺
永
殊
。
自
晋
泰
始
以
来
、
唯
掛
酌
参
用
。
是
則
吏
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挟
威
福
之
勢
、
民
懐
不
対
之
怨
、
所
以
温
舒
献
辞
於
失
政
、
絡
侯
杭
慨
而

興
歎
。
皇
運
革
詐
、
道
冠
前
王
、
陛
下
紹
興
、
光
開
帝
業
。
下
車
之
痛
、

毎
側
上
仁
、
満
堂
之
悲
、
有
衿
聖
思
。
愛
発
徳
音
、
剛
正
刑
律
、
勅
臣
集

定
張
杜
二
注
。
謹
砺
愚
蒙
、
尽
思
詳
撰
。
削
其
煩
害
、
録
其
允
衷
。
取
張

注
七
百
三
十

一
条
、
杜
注
七
百
九
十

一
条
。
或
二
家
両
釈
、
於
義
之
備
者
、

又
取

一
百
七
条
。
其
注
相
同
者
、
取

一
百
三
条
。
集
為

一
書
。
凡

一
千
五

百
三
十
二
条
、
為
二
十
巻
。
請
付
外
詳
校
、
樋
其
違
謬
。
従
之
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
西
晋
泰
始
律
は
条
文
そ
の
も
の
が
簡
略
で
あ
り
、
そ
の
た

め
具
体
的
事
件
が
発
生
し
た
時
、
律
条
文
を
適
用
し
て
断
ず
る
際
、
解
釈
が

一

定
せ
ず
混
乱
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
張
斐
お
よ
び
杜
預
が
そ
れ
ぞ
れ
律
注
を
作
成

し
、
解
釈
を
加
え
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
解
釈
自
体
、
場
合
に
よ
っ
て
両
者
に

極
端
な
開
き
が
あ
り
、
科
刑
が
生
殺
隔
絶
す
る
が
如
き
相
異
が
あ
っ
た
。
そ
こ

で
具
体
的
に
律
を
適
用
す
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
な
事
情
を
勘
案
し
て
用

い
て
き
た
が
、
か
え
っ
て
官
吏
の
恣
意
的
運
用
と
民
衆
の
法
適
用
へ
の
不
平

・

不
満
を
も
た
ら
し
た
。
そ
こ
で
武
帝
蒲
蹟
は
、
王
植
之
に
張
斐

・
杜
預
の
律
注

の
収
集
を
命
じ
、
彼
は
そ
れ
に
従

っ
て
律
章
を
作
成
し
た
の
で
あ
る
。
律
章
の

撰
定
は
基
本
的
に
は
張
斐

・
杜
預
そ
れ
ぞ
れ
の
律
注
釈
書
か
ら
の
収
集
と
、
註

釈
の
主
旨
に
於
て
共
通
す
る
も
の
、
お
よ
び
同

一
の
も
の
の
収
集
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
律
章
は
、
王
植
之
自
身
も
要
請
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
ま

ま
で
施
行
は
さ
れ
ず
、
第
二
者
の
修
正
を
必
要
と
し
、
た
め
に
公
卿
以
下
八
座

を
中
心
に
議
論
が
行
な
わ
れ
、
永
明
九
年

（
四
九

一
）
に
完
成
し
た
。
王
植
之

の
上
奏
文
の
あ
と
続
け
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

於
是
公
卿
八
座
参
議
、
考
正
旧
注
。
有
軽
重
処
、
党
陵
王
子
良
下
意
、
多

使
従
軽
。
其
中
朝
議
不
能
断
者
、
制
旨
平
決
。
至
九
年
、
（下
略
）。

当
時
廷
尉
で
あ

っ
た
孔
稚
珪
は
こ
れ
を
受
け
て
、
武
帝
に
上
奏
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
孔
稚
珪
の
編
纂
過
程
の
説
明
と
王
植
之
の
説
明
は
く
い
違

っ
て

い
る
。
孔
稚
珪
の
上
奏
文
に
よ
み
一ど

敷
臣
与
公
卿
八
座
共
剛
注
律
。
謹
奉
聖
旨
、
諮
審
司
徒
臣
子
良
、
稟
受
成

規
、
創
立
条
緒
。
使
兼
監
臣
宋
窮

・
兼
平
臣
王
植
等
抄
撰
同
異
、
定
其
去

取
。

つ
ま
り
、
最
初
に
注
律
の
剛
定
の
詔
を
受
け
た
の
は
、
孔
稚
珪
自
身
と
公
卿
及

び
八
座
で
あ
り
、
そ
の
旨
を
受
け
、
寛
陵
王
子
良
を
中
心
に
プ
ラ
ン
を
作
成
し
、

宋
射

・
王
植
ら
に
張
斐

・
杜
預
の
注
律
の
取
捨
選
択
を
行
な
わ
せ
た
、
と
あ
る
。

こ
の
記
事
に
よ
る
な
ら
ば
、
注
律
の
撰
定
作
業
の
前
に
土見
陵
王
子
良
ら
を
中
心

に
し
た
編
纂
方
針
の
検
討
が
あ
っ
た
こ
と
、
撰
定
は
王
植
之
単
独
で
は
な
く
、

宋
射
ら
が
関
与
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
先
に
掲
げ
た
王
植
の
上
奏
文
は
、
こ
の

記
事
を
参
照
す
る
と
、
永
明
七
年
以
前
に
晋
律
注
の
側
定
を
命
ず
る
詔
が
出
さ

れ
、
そ
れ
を
受
け
、
プ
ラ
ン
作
成
の
後
、
そ
れ
に
沿

っ
て
王
植
之
ら
が
選
定
作

業
を
進
め
た
結
果
、
永
明
七
年
に

一
応
の
原
案
が
完
成
し
、
王
植
之
が
そ
れ
を

上
奏
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
更
に
孔
稚
珪
上
奏
文
に
は
、

詳
議
八
座
、
裁
正
大
司
馬
臣
難
。
其
中
洪
疑
大
議
、
衆
論
相
背
者
、
聖
照

玄
覧
、
断
自
天
筆
。

と
あ
り
、
原
案
提
示
か
ら
二
年
の
歳
月
を
か
け
て
公
卿
八
座
を
中
心
に
討
議
し
、

論
議
の
ま
と
ま
ら
な
い
件
に
つ
い
て
は
最
終
的
に
武
帝
自
身
が
判
断
す
る
と
い

う
手
続
き
を
踏
ん
で
完
成
し
た
の
で
あ
る
。
完
成
し
た
律
は
、

始
就
成
立
律
文
二
十
巻
、
録
叙

一
巻
、
凡
二
十

一
巻
。
今
以
奏
聞
、
請
付
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外
施
用
、
宣
下
四
海
。

と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
南
斉
永
明
律
二
十

一
巻
に
つ
い
て
、
そ
の
性
格
と
特
徴
を
端
的
に
指
摘

し
た
の
は
滋
賀
秀
三
氏
で
あ
る
。
氏
に
よ
る
と
、
王
植
之
の
作
成
し
た
律
章
は
、

そ
の
条
文
数
が
泰
始
律
の

「
六
百
二
十
条
」
に
比
べ
れ
ば
、
ほ
ぼ
倍
の
条
文
数

に
ま
で
増
加
し
て
い
る
こ
と
、
王
植
之
の

「
集
注
」
し
た
も
の
を
薬
法
度
が
伝

え
て
い
て
、
結
果
的
に
新
編
纂
の
梁
律
は
王
植
之
の
も
の
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
受

け
継
ぐ
形
で
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
王
植
之
の
作
成
し
た

も
の
は
、
張
斐

・
杜
預
の
二
注
を
単
に
折
衷
し
た
も
の
で
は
な
く
、
注
釈
の
内

容
を
律
の
本
文
中
に
取
り
込
み
、
律
本
文
の
改
訂

・
増
補
な
ど
が
な
さ
れ
、
新

た
な
律
の
作
成
で
あ

っ
た
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
律
文
注
釈
の
内
容
を
律
本

文
中
に
取
り
込
む
と
い
う
こ
と
は
、
中
国
法
制
史
上
他
に
例
を
見
な
い
も
の
で

あ
り
、
こ
の
事
実
か
ら
逆
に
張
斐

・
杜
預
の
注
が
単
な
る
条
文
解
釈
に
止
ま
ら

ず
、
旺
盛
な
法
創
造
力
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
た
も
の
と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ

る
。こ

う
し
た
滋
賀
氏
の
指
摘
は
、
従
来
律
令
法
の
史
的
展
開
過
程
の
研
究
上
で

は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
南
朝
で
の
法
整
備
過
程
の
研
究
、
ひ
い
て

は
南
朝
律
令
法
の
研
究
に
と

っ
て
大
変
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
り
、
特
に
王
植

之
の
律
章
が
西
晋
泰
始
律
の
条
文
の
ほ
ぼ
倍
と
な
っ
た
と
い
う
指
摘
は
、
こ
の

律
典
の
性
格
を
考
え
る
上
で
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
と
思
う
。
し
か
し
、

滋
賀
氏
は
こ
の
条
文
数
の
倍
増
を
王
植
之
に
よ
る
新
た
な
律
文
の
作
成
に
よ
る

も
の
、
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
解
釈
に
疑
問
な
し
と
は
言
え
な
い
。

先
に
掲
げ
た
孔
稚
珪
の
奏
文
で
は
、
ま
ず
公
卿
八
座
に
注
律
の
剛
定
が
命
じ

ら
れ
、
蒲
子
良
を
中
心
に
作
業
が
開
始
さ
れ
、
宋
期

・
王
植
之
ら
が

「
同
異
を

抄
撰
し
、
其
の
去
取
を
定
」
め
、
彼
ら
の
手
で
作
成
さ
れ
た
原
案
を
二
年
に
渡

り
討
議
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
且

つ
そ
の
討
議
に
お
い
て
も
、
見
解
の

一
致
を

見
な
い

（衆
論
相
背
者
）
場
合
、
皇
帝
み
ず
か
ら
が
決
断
を
下
し
て
い
る
。
し

か
も
、
王
植
之
自
身

の
上
奏
文

で
は

「
刑
律
を
側
正
」
し
、
張
杜

二
注

の

「集
定
」
を
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
原
案
に
対
し
て
、
公
卿
八
座

が
参
議
し

「
旧
注
を
考
正
」
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
王
植

之
の
撰
定
し
た
律
章
が
新
し
い
律
文
を
創
造
し
た
律
と
す
る
の
は
む
ず
か
し
い

よ
う
に
思
え
る
。
王
植
之
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「生
殺
永
く
殊
る
」

よ
う

な
、
全
く
異
な
る
条
文
解
釈
が
並
存
し
、
両
注
釈
と
も
に
そ
れ
な
り
の
権
威
を

も

っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
法
適
用
上
の
混
乱
が
生
じ
る

は
ず
で
あ
り
、
そ
こ
に
官
吏
に
よ
る
恣
意
的
な
法
運
用
に
よ
る
不
利
益
を
こ
う

む
る
こ
と
も
生
じ
る
。
王
植
之

・
孔
稚
珪
両
者
の
奏
文
を
見
る
限
り
、
こ
の
律

改
定
が
条
文
解
釈
の
不
統

一
が
も
た
ら
す
法
運
用
の
混
乱
の
解
消
を
目
的
に
す

る
事
業
で
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従

っ
て
、
ま
ず
王
植
之
が
な
し
得

た
こ
と
は
、
張
斐

ｏ
杜
預
両
者
の
晋
律
注
の
収
集

・
取
捨
選
択
で
あ

っ
た
と
見

た
方
が
妥
当
と
思
う
。

王
植
之
の
撰
定
の
結
果

一
五
三
二
条
二
十
巻
と
い
う
、
泰
始
律
の
ほ
ぼ
二

・

五
倍
に
増
加
し
た
規
模
に
な

っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
を
も

っ
て

王
植
之
に
よ
る
新
た
な
律
本
文
の
作
成
が
あ

っ
た
と
す
る
に
は
、
現
時
点
で
は

躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
む
し
ろ
王
植
之
ら
の
作
成
し
た
も
の
を
土
台
に
、
二

年
を
費
や
し
て

「詳
議
」
し
た
こ
と
こ
そ
、
よ
り
重
要
な
意
義
を
持

っ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
も
し
こ
の
永
明
年
間
の
時
点
で
律
文
の
改
定
が
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全
面
的
に
行
な
わ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
こ
の

「詳
議
」
の
段
階
で
あ

る
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
二
年
の
時

間
を
費
や
し
て
い
る
こ
と
と
、
二見
陵
王
子
良
を
中
心
に
そ
の
条
文
の
内
容
に
ま

で
踏
み
込
ん
で
検
討
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
孔
稚
珪
伝
に
は

「軽
重
の

処
有
れ
ば
、
寛
陵
王
子
良
、
意
を
下
し
、
多
く
は
軽
き
に
従
わ
使
む
」
と
あ
る

よ
う
に
、
量
刑
の
検
討
を
実
際
に
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
こ
の

段
階
で
律
条
文
の
書
き
か
え
が
行
な
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
更
に
第
二
の
理
由

と
し
て
、
公
卿
の
議
論
が
、
ま
と
ま
ら
な
い
場
合
皇
帝
自
ら
判
断
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
当
然
律
条
文
自
体
の
解
釈
の
統

一
に
止
ま
ら
ず
、
条
文

を
書
き
改
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
三
点
か
ら
見
て
、
律
条
文
の
補
訂

・
改
定
等
は

公
卿
八
座
の
詳
議
の
段
階
で
行
な
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
南
斉
武
帝
自

ら
が
、
異
論
の
多
い
条
文
に
関
し
て
最
終
的
判
断
を
下
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ

と
は
、
律
令
編
纂
の
中
で
も
特
異
な
事
例
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
滋
賀
氏

は
王
植
之
の
手
に
な
る
律
章
自
体
に
律
本
文
の
改
訂
が
行
な
わ
れ
た
と
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
そ
の
後
の
政
権
内
部
で
の
検
討
の
過
程
で
、
改
定
が

な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
で
は
、
な
ぜ
武
帝
驚
蹟
は
こ
の
時
点
で
大
々

的
な
律
文
改
定
を
行
な
う
必
要
が
あ

っ
た
の
か
が
次
に
当
然
問
題
と
な

っ
て
く

る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
私
見
を
提
示
し
て
み
た
い
。

そ
も
そ
も
南
斉
永
明
年
間
で
律
改
定
が
俎
上
に
の
ぼ

っ
た
の
は
、
先
に
掲
げ

た
孔
稚
珪
伝
に
あ
る
よ
う
に
、
武
帝
爺
蹟
自
身
が

「法
令
に
留
心
し
、
し
ば
し

ば
囚
徒
を
訊
う
」
た
如
く
、
法
運
用
に
強
い
関
心
を
持

っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

彼
は
そ
の
中
で
法
文
の
解
釈
上
の
混
乱
か
ら
く
る
判
決
の
不
統

一
を
是
正
す
べ

く
、
「
獄
官
に
詔
し
て
旧
注
を
詳
正
せ
じ
め
」
た
の
で
あ
り
、

そ
の
命
に
沿

っ

て
作
業
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
南
斉
に
お
い
て
皇
帝
自
ら
が
囚

徒
に
尋
問
し
た
り
、
裁
判
を
行
な

っ
た
例
を
あ
げ
て
み
る
と
八
例
あ
る

（表
参

照
）
。
こ
の
八
例
の
内
、
六
例
が
武
帝
治
政
下
で
の
事
例

で
あ
り
、
彼

の
裁
判
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建
武
２
年
４
月

永
明
６
年
正
月

永
明
３
年
８
月

永
明
３
年
７
月

永
明
２
年
６
月

永
明
２
年
４
月

建
元
４
年
６
月

建
元
２
年
１２
月

年

　

代

己
亥
朔
、
三
百
里
内
獄
訟
、
同
集
京
師
、
克

日
聴
覧
。
此
以
外
委
州
郡
訊
察
。

詔
、
二
百
里
内
獄
同
集
京
師
、
克
日
聴
覧
。

自
此
以
外
委
州
郡
訊
察
。

乙
未
、
車
駕
幸
中
堂
聴
訟
。

辛
丑
詔
、
丹
陽
所
領
及
余
三
百
里
内
見
囚
、

同
集
京
師
、
自
此
以
外
、
委
州
郡
決
断
。

車
駕
幸
中
堂
聴
訟
。

甲
辰
、
詔
揚

・
南
徐

・
南
克

・
徐

・
充
五
州

統
内
諸
獄
、
井

・
豫

ｏ
江
三
州
府
州
見
囚
、

江
州
尋
陽
、
新
察
両
郡
繋
獄
、
並
部
送
還
ム
Ｒ

須
候
克
日
断
柾
直
。
縁
江
遠
郡
及
諸
州
、
委

刺
史
詳
察
訊
。

戊
成
詔
日
…
…
京
都
囚
繋
、
可
剋
日
訊
決
、

諸
遠
獄
委
刺
史
、
以
時
察
判
。

乙
巳
、
車
駕
幸
中
堂
、
聴
訟
。

記

事

明
帝

武
帝

武
帝

武
帝

武
帝

武
帝

高
帝

高
帝



に
対
す
る
関
心
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
。
こ
う
し
た
、
皇
帝
自
ら
が
囚
徒

へ
の

訊
間
を
行
な
う
中
で
、
次
第
に
法
運
用
の
混
乱
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
り
、
律

の
修
正
が
緊
々
の
課
題
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
な
ら

ば
、
武
帝
の
律
改
正
の
意
志
は
、
王
植
之
の
撰
定
律
章
の
奏
上
を
永
明
七
年
と

す
る
と
、
そ
れ
よ
り
前
の
時
点
で
示
さ
れ
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
を
い
つ
の
時
点
と
す
る
か
、
現
在
の
所
わ
か
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
南
斉
永
明
年
間
で
の
律
改
定
の
背
景
に
は
、
武
帝
蒲
蹟
自

身
が
法
運
用
に
強
い
関
心
を
い
だ
い
て
い
た
こ
と
と
、
晋
律
を
そ
の
ま
ま
で
は

適
用
で
き
な
い
こ
と
を
、
裁
判
を
通
じ
て
実
感
し
た
こ
と
が
あ

っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
う
し
た
武
帝
個
人
の
認
識
の
み
が
律

改
定
の
要
因
と
す
る
の
は

一
面
的
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
ま
た
別
の
面
か
ら
分

析
を
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
思
う
。
そ
こ
で
、
少
し
西
晋
以
降
の
法
典
編
纂

の
流
れ
を
振
り
返
り
、
そ
の
中
か
ら
見
出
せ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
み
た
い
。

以
前
、
西
晋
泰
始
律
令
制
定
の
の
ち
、
東
晋
政
権
下
で
ど
の
よ
う
な
法
制
の

整
備
が
行
な
わ
れ
た
か
と
い
う
点
、
お
よ
び
律
令
法
の
改
定

・
追
加
が
江
南
政

権
下
で
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
た
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
、
若
千
の
考
察
を

行
な

っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
指
摘
し
た
点
の

一
つ
は
、
西
晋
滅
亡
後
華
北

に
出
現
し
た
少
数
民
族
政
権
の
中
に
は
独
自
に
法
典
の
編
纂
を
行
な

っ
た
例
が

あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
石
勒
の
後
趙
政
権
で
は
、
彼
の
趙
王

即
位
直
前
に
、
「
辛
亥
制

（度
）
」
な
る
五
千
文
の
臨
時
法
典
が
編
纂
さ
れ
た
。

ま
た
、
四
川

・
成
都
に
建
国
さ
れ
た
元
族
李
氏
の
成
漢
政
権
で
は
、
李
雄
が
成

都
王
に
即
位
し
た
永
興
元

（
三
〇
四
）
年
に
晋
法
に
か
え
て

「法
七
章
」
を
使

用
し
た
ら
し
い
。
そ
の
他
、
前
秦
の
荷
健
が
百
姓
と
法
三
章
を
約
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
に
共
通
す
る
点
は
、
い
ず
れ
も
政
権
確
立
前
後
に
、
西
晋
律
令

体
系
に
代
る
も
の
と
し
て
発
布
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
は
今
取
り

上
げ
て
い
る
梁
律
の
編
纂
も
同
じ
と
言
え
る
。
こ
の
点
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い

で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
て
も
次
の
点
は
指
摘
で
き
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
こ

こ
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
泰
始
律
令
の
法
体
系
の
発
展
か
ら
新
た

な
法
典
が
生
み
出
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
、
よ
り
政
治
的
動
機
に
よ
っ
て
編
纂
さ

れ
た
面
が
強
い
よ
う
に
思
え
る
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
泰
始
律
令
に
代
わ

っ
て

独
自
の
法
制
を
提
示
す
る
こ
と
、
そ
れ
自
体
が
意
義
あ
る
も
の
で
あ

っ
た
の
で

は
な
い
か
。
新
法
制
を
何
ら
か
の
形
で
提
示
す
る
こ
と
は
、
新
た
な
法
制
を
も

つ
政
権
と
し
て
、
そ
の
民
衆
統
治
の
正
統
性
を
示
す
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
う
。

そ
れ
故
、
泰
始
律
令
を
意
識
し
て
法
制
を
提
示
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ

れ
は
、
い
う
な
れ
ば
西
晋
の
継
承
国
と
し
て
自
ら
を
位
置
づ
け
る
か
、
あ
る
い

は
、
全
く
新
し
い
政
権
と
し
て
自
ら
の
政
権
を
位
置
づ
け
る
か
の
自
覚
の
相
違

に
な

っ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
東
晋
南
朝
に
お
い
て
独
自
法
典
編
纂
事
業
が
行
な
わ
れ
な
か

っ
た
の

は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
も
、
政
権
の

「正
統
性
の
象
徴
」
と
し
て
法
典
編

纂
事
業
を
位
置
づ
け
て
み
る
と
、
江
南
政
権
は
、
む
し
ろ
西
晋
泰
始
律
令
を
そ

の
ま
ま

「
継
承
」
す
る
こ
と
が
各
政
権
の

「
正
統
性
」
を
示
す
と
考
え
た
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
正
統
性
継
承
の
意
識
と
は
裏
腹
に
、

一
方
で
様
々
な
事
件
が
発
生
し
、
法
令
制
定
の
際
想
定
し
て
い
な
い
ケ
ー
ス
も

当
然
あ
ら
わ
れ
、
法
の
厳
格
な
運
用
は
後
退
し
混
乱
は
深
ま

っ
て
い
く
。
こ
う

し
た
事
態
に
対
応
す
る
た
め
、
江
南
政
権
で
は
詔
勅
を
発
し
、
そ
の
詔
勅
が
単

行
法
令
と
な

っ
て
効
力
を
発
し
、
更
に
細
か
な
法
規
も
作
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
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え
ら
れ
る
。
が
し
か
し
、
こ
う
し
た
形
の
法
規
が
増
加
す
る
な
ら
、
本
来
依
拠

す
る
べ
き
律
令
の
規
定
と
、
こ
う
し
た
法
規
と
の
間
に
生
じ
る
運
用
上
の
対
立

・

混
乱
は

一
層
深
ま
る
こ
と
に
な
り
、
当
然
い
ず
れ
か
の
段
階
で
そ
れ
は
解
消
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
と
な

っ
た
で
あ
ろ
う
。
先
に
も
引
用
し
た

『南
斉
書
』

孔
稚
珪
伝
に
あ
る
、
世
祖
武
帝
が

「数
ば
囚
徒
に
訊
い
、
獄
官
に
詔
し
て
旧
注

を
詳
正
せ
じ
め
」
た
背
景
、
あ
る
い
は
晋
律
注
の
解
釈
の
不
統

一
か
ら
律
が
参

用
に
止
ま
り
、
民
衆
の
法
運
用
へ
の
不
平
が
生
じ
た
背
景
に
は
、
上
述
し
た
よ

う
に
、
江
南
に
移

っ
た
漢
人
政
権
が
、
西
晋
の

「継
承
国
」
と
し
て
自
ら
を
正

統
化
す
る
た
め
に
、
泰
始
律
令
を
受
け
継
い
だ
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
必

然
的
に
生
じ
ぎ
る
を
得
な
い
矛
盾
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

南
斉
に
お
い
て
律
改
定
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
背
景
に
は
、
以
上
述

べ
て
き
た
よ
う
に
、
武
帝
の
個
人
的
な
意
志
の
み
で
は
な
く
、
泰
始
律
令
の
継

承
か
ら
生
じ
る
矛
盾

・
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
た
め
、
と
考

え
ら
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
泰
始
律
令
に
代
わ
る
律
令
の
編
纂
は
行
な
わ
ず
、

そ
の
改
定
の
形
を
と
る
の
は
必
然
で
あ
っ
た
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
政
権
の
正
統
性
の
象
徴
と
し
て
律
令
編
纂
事
業
の
意
味
を
捉
え

て
み
る
と
、
南
斉
朝
で
の
律
改
定
実
施
の
背
景
に
は
も
う

一
つ
注
目
し
て
お
き

た
い
事
実
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
対
立
し
て
い
る
華
北
の
北
魏
政
権
の
動
向
で
あ

る
。北

魏
政
権
下
で
の
律
令
編
纂
に
つ
い
て
は
、
堀
敏

一
氏
が
概
観
と
問
題
点
を

指
摘
し
て
い
Ｌ
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
北
魏
に
お
い
て
は
、
数
次
の
法
典
編
纂

が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
天
興
元
年

（二
九
八
）
、
神
鵬
四
年

（
四
三

一
）
、
正
平

元
年

（
四
五

一
）、
太
安
四
年

（
四
五
八
）、
太
和
五
年

（
四
八

一
）
、
太
和

一

六
年

（
四
九
二
）
、
正
始
元
年

（五
〇
四
）
等
で
あ
り
、
そ
の
内
、
神
嘉
四
年

・

太
和
五
年

・
太
和

一
六
年
が
律
令
の
制
定
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

南
斉
と
北
魏
の
外
交
関
係
は
、
武
帝
の
代
に
な
る
と
、
永
明
六
年

（四
八
八
）

に

一
時
的
に
悪
化
し
た
が
、
ほ
ぼ
毎
年
の
如
く
両
国
の
使
者
の
往
来
は
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
使
者
の
往
来
は
、
当
然
両
政
権
内
の
政
治
的
情
報
を

相
互
に
も
た
ら
す
こ
と
に
な

っ
た
は
ず
で
あ
り
、
北
魏
で
の
律
令
改
定
の
情
報

も
南
斉
朝
に
伝
わ
っ
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
。

独
自
の
法
制
を
持

つ
こ
と
が
、
こ
の
時
代
の
王
朝
の
正
統
性
を
示
す

一
つ
の

根
拠
で
あ
る
な
ら
、
外
交
関
係
の
好
転
と
そ
れ
に
よ
り
も
た
さ
ら
れ
た
北
魏
で

の
新
律
令
制
定
の
情
報
は
、
南
斉
に
法
制
整
備
の
必
要
性
を
改
め
て
認
識
さ
せ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
奇
し
く
も
太
和

一
五
年
に
太
和
五
年
律
令

を
更
定
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
が
、
こ
の
年
、
南
斉
で
は
孔
稚
珪
ら
が

「律

文
二
十
巻

・
録
叙

一
巻
」
の
新
律
、
す
な
わ
ち
新
定
永
明
律
を
上
奏
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

以
上
、
南
斉
永
明
年
間
で
律
編
纂
が
な
ぜ
行
な
わ
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
関

し
て
若
干
の
考
察
を
行
な

っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
武
帝
請
蹟
自

身
の
裁
判
を
通
じ
て
の
法
制
混
乱
に
対
す
る
自
覚
と
、
北
魏
で
の
法
制
整
備
の

動
向
と
が
影
響
を
与
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
法
典
の
整
備
が
王
朝

の
正
統
性
を
象
徴
す
る
と
い
う
側
面
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
で
は
、
な
ぜ
永

明
律
は
施
行
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
い
く

に
も
史
料
は
殆
ど
な
く
、
今
の
と
こ
ろ
確
た
る
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。
が
、

『南
斉
書
』
巻
七
永
泰
元

（
四
九
八
）
年
十
月
条
に
よ
る
と
、

冬
十
月
己
未
、
詔
側
省
科
律
。
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と

「科
律
」
の
側
省
を
命
じ
た
。
こ
の

「科
律
」
と
い
う
の
は
永
明
律
を
示
す

と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
永
明
律
は
施
行
さ
れ
な
か
っ
た

（隋
書
刑

志
「
が
、
そ
れ
は
、
大
幅
に
条
文
数
の
増
加
し
た
永
明
律
二
十
巻
の
内
容
が
、

未
だ
充
分
に
統

一
が
な
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
た
め
に
、
改
め
て
そ
の
整
備
が
必

要
と
な
り
、
永
泰
元
年
時
点
で

一
部
の
削
除
が
命
じ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
詔
勅
に
よ
り
具
体
的
に
ど
の
程
度
整
理
作
業
が
進
ん
だ
か
は
、

残
念
な
が
ら
不
明
で
あ
る
。
梁
律
編
纂
の
中
心
と
な
る
奈
法
度
は
、
王
植
之
の

作
成
し
た
も
の
は
施
行
さ
れ
ず
、
「
其
の
文
殆
ど
滅
」
ん
だ
と
し
て
い
て
、
永

泰
中
の
剛
省
に
言
及
し
て
い
な
い
所
か
ら
す
る
と
、
実
際
の
作
業
は
進
ま
な
か
っ

た
よ
う
に
も
思
う
。

前
節
に
お
い
て
、
梁
律
編
纂
の
前
提
と
し
て
、
南
斉
朝
下
の
律
編
纂
の
事
情

と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
そ
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
梁
律
編
纂

の
事
情
に
関
し
て
残

っ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
、
少
し
く
検
討
を
行
な

っ
て
み

た
い
。

今
ま
で
の
考
察
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
梁
律
の
編
纂
に
関
し
て

は
南
斉
永
明
年
間
の
編
纂
事
業
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ

の
こ
と
が
先
に
み
た
よ
う
に
、
梁
律
令
が
約

一
年
間
で
完
成
す
る
こ
と
に
な
る

第

一
の
原
因
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、　
一
年
と
い
う
短
い
時
間
の
下
で
梁
律
の
参
定
＝
条
文
確
定
の
議

に
加
わ

っ
た
人
々
と
し
て
禁
法
度
を
除
く
と
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
王
亮

・
王

螢

・
沈
約

・
疱
雲

・
柳
憚

・
博
昭

ｏ
孔
調

ｏ
柴
調

ｏ
許
愁
の
名
が
伝
わ

っ
て
い

る
。
こ
の
中
で
、
孔
調
を
除
く
他
の
参
与
者
に
は
列
伝
が
あ
る
も
の
の
、
柳
揮

の
伝
に
の
み
律
編
纂
に
参
与
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
こ
れ
ら
の
参
与
者
の
大
半
に
何
ら
か
の
形
で
関
係
を
も
つ
人
物
が
い
る
。

そ
れ
は
南
斉
武
帝
の
弟
〓見
陵
王
子
良
で
あ
る
。
彼
の
下
に
は
請
衛

・
沈
約
ら
い

わ
ゆ
る

「責
陵
八
友
」
が

つ
ど
い
、
そ
の
西
邸
が
貴
族
的
文
化
活
動
の

一
大
中

心
点
と
な

っ
て
い
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
法
典
編
纂
関
与
者
の
う
ち
沈
約

・

苑
雲
は
こ
の

「
党
陵
八
友
」
に
あ
げ
ら
れ
る
人
物
で
、
爺
子
良
と
深
い
結
び
つ

き
を
持

っ
て
い
る
。
ま
た
柳
憚
は

『
梁
書
』
巻
二

一
の
彼
の
伝
に
よ
る
と

斉
党
陵
王
聞
而
引
之
、
以
為
法
曹
行
参
軍
、
雅
被
賞
押
。
（
中
略
）
天
監

元
年
、
除
長
兼
侍
中
与
僕
射
沈
約
等
共
定
新
律
。

と
あ
り
、
彼
の
起
家
に
は
尭
陵
王
が
大
き
く
関
わ

っ
て
い
る
。
同
様
に
博
昭
も

『
梁
書
』
巻
二
六
博
昭
伝
に
、

永
明
中
、
累
遷
員
外
郎

ｏ
司
徒
二見
陵
王
子
良
参
軍

・
尚
書
儀
曹
郎
。

と
あ
り
、
や
は
り
爺
子
良
の
参
軍
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
梁
律
編
纂
関

与
者
の
中
に
寛
陵
王
子
良
と
密
接
な
関
係
を
持

つ
者
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る

の
で
あ
る
が
、
で
は
寛
陵
王
子
良
は
律
編
纂
と
ど
う
関
わ

っ
て
く
る
の
か
と
い

う
な
ら
ば
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に

『
南
斉
書
』
巻
四
八
孔
稚
珪
伝
に
よ
る
と
、

王
植
之
が
律
章
を
奏
呈
し
た
後
に

於
是
公
卿
八
座
参
議
、
考
正
旧
注
。
有
軽
重
処
、
党
陵
王
子
良
下
意
、
多

使
従
軽
。
（下
略
）

と
あ
り
、
そ
れ
を
更
に
検
討
し
た
の
が
寛
陵
王
子
良
で
あ

っ
た
。
ま
た
孔
稚
珪

の
上
表
文
中
に
は
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謹
奉
聖
旨
、
諮
審
司
徒
臣
子
良
、
稟
受
成
規
、
創
立
条
緒

（下
略
）。

と
あ
り
、
新
律
編
纂
の
具
体
的
企
画
を
練

っ
た
の
も
党
陵
王
で
あ
っ
た
。
こ
う

し
た
関
わ
り
方
は
、
『資
治
通
鑑
』
巻

一
三
七
斉
紀
三
武
帝
永
明
九
年
条
の
、

律
編
纂
の
事
情
を
簡
略
に
記
し
て
い
る
中
の

尚
書
剛
定
郎
王
植
集
定
二
註
、
表
奏
之
。
詔
公
卿

・
八
座
参
議
考
正
、
寛

陵
王
子
良
総
其
事
。

と
い
う
記
述
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

以
上
の
記
事
か
ら
判
明
す
る
よ
う
に
、
南
斉
永
明
律
の
編
纂
作
業
に
最
も
中

心
的
役
割
を
は
た
し
た
の
は
寛
陵
王
子
良
で
あ
っ
た
。
と
す
る
と
、
当
然
彼
の

下
に
あ
っ
て
法
曹
参
軍
で
あ

っ
た
柳
憚
や
博
昭
、
薫
子
良
と
親
密
な
関
係
を
も
っ

て
い
た
沈
約

ｏ
池
雲
ら
が
そ
の
作
業
に
何
ら
か
の
関
り
を
も
っ
て
い
た
と
考
え

て
も
お
か
し
く
あ
る
ま
い
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
梁
律
編
纂
の
期
間
が
短
か
っ
た
要
因
の

一
つ
に

は
、
南
斉
永
明
律
の
原
案
と
も
言
え
る
王
植
之
の
律
章
が
奈
法
度
に
よ
っ
て
伝

わ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
か
つ
て
そ
の
検
討
作
業
の
中
心
と
も
な
っ
た
党
陵
王
子

良
の
下
、
そ
の
作
業
に
関
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
人
々
が
再
び
参
与
し
た
こ
と
が
あ

げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
王
植
之
の
原
案
や
、
南
斉
下
で
の
検
討
の
事
情

に
明
る
か
っ
た
こ
と
が
、
多
く
の
時
間
を
費
や
さ
ず
に
済
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り

に

以
上
、
非
常
に
少
な
い
史
料
を
手
が
か
り
に
南
斉

・
梁
朝
の
律
編
纂
の
事
情

に
つ
い
て
、
考
察
を
行
な

っ
て
み
た
。

梁
律
の
編
纂
は
従
来

『
梁
書
』
本
紀
に
依
拠
し
て
天
監
元
年
八
月
に
開
始
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
奈
法
度
の
原
案
を

「参
議
断
定
」

す
る
こ
と
を
命
じ
た
時
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
律
令
編
纂
の
開
始
は
そ
れ
以
一Щ

可
能
性
と
し
て
武
帝
即
位
直
後
の
天
監
元
年
四
月
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
新

律
は
梁
令

・
梁
科
と
と
も
に
天
監
二
年
四
月
に
完
成
し
頒
布
さ
れ
た
。
こ
の
梁

律
の
編
纂
期
間
の
短
か
さ
は
、
そ
の
土
台
と
な
っ
た
南
斉
永
明
年
間
の
王
植
之

の
撰
定
し
た
律
章
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
好
条
件
が
あ
っ
た
こ
と
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
二見
陵
王
子
良
が
律
章
の
内
容
検
討
を
行
な
っ
た
際
の
事
情
を
よ

く
知
る
人
々
が
梁
朝
の
下
、
検
討
作
業
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
梁
律
の
前
提
と
な
る
南
斉
永
明
律
に
つ
い
て
、
か
つ
て
滋
賀
秀
三
氏
は
、

王
植
之
が
西
晋
の
張
斐

・
杜
預
が
そ
れ
ぞ
れ
作
成
し
た
律
注
の
内
容
を
取
捨
選

択
し
、
律
本
文
中
に
取
り
込
ん
だ
も
の
と
し
て
画
期
的
な
意
義
を
も

つ
、
と
高

く
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
高
い
評
価
を
す
る
に
は
若
干
躊
躇
せ

ざ
る
を
得
ず
、
む
し
ろ
南
斉
武
帝
請
蹟
が
西
晋
泰
始
律
令
制
定
以
来
は
じ
め
て

本
格
的
な
律
改
定
を
行
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
皇
帝
自
身
が
そ
の
作
業
に
関
与

し
た
こ
と
の
方
が
重
要
な
意
義
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
、
そ
の
背
景
に

は
、
当
時
独
自
の
法
体
系
を
も

つ
こ
と
自
体
が
そ
の
政
権
の
正
統
性
を
象
徴
し

て
い
た
と
思
わ
れ
、
そ
う
し
た
中
で
は
江
南
の
漢
人
政
権
は
、
泰
始
律
令
を
継

承
す
る
こ
と
が
そ
の
正
統
性
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、
次
第
に
社
会
と
の
間

に
畑
幅
が
生
じ
ぎ
る
を
得
ず
、
こ
こ
に
泰
始
律
令
を
基
に
し
な
が
ら
も
、
新
た

な
法
体
系
、
特
に
律
を
改
定
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
、

永
明
年
間
で
の
律
の
改
定
に
は
北
魏
の
律
令
編
纂
事
業
が
何
ら
か
の
影
響
を
与

え
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
天
監
二
年
に
完
成
し
た
の
は
律
だ
け
で
は
な
く
、
令
典
と
、
西

晋
の
晋
故
事
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
梁
科
も
編
纂
さ
れ
た
。
だ
が
こ
の
二
つ

の
法
典
に
関
し
て
そ
の
編
纂
事
情
を
窺
わ
せ
る
史
料
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
現
在

の
所
、
西
晋
泰
始
令
お
よ
び
晋
故
事
の
内
容
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
た
と
み
る
従
来
の

説
が
正
し
い
よ
う
に
思
う
。
『隋
書
』
二
五
刑
法
志
に
よ
る
と
薬
法
度
が
新
律

を
上
奏
し
、
「
ま
た
」
令
三
十
巻

・
科
二
十
巻
を
上
奏
し
た
後
、
武
帝
は
彼
を

廷
尉
卿
に
任
じ
、
「
詔
し
て
天
下
に
新
律
を
班
」

っ
た
。

こ
こ
で
も
律

の
み
を

「
新
律
」
と
称
し
、
そ
の
頒
布
の
み
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
当
時

の
法
典

編
纂
事
業
で
は
、
律
に
そ
の
関
心
が
集
中
し
て
い
た
状
況
を
端
的
に
示
し
て
い

る
と
思
う
。

（
１
）

沈
家
本

『
歴
代
刑
法
考
附
寄
移
文
存
』
（『
沈
寄
移
先
生
遺
書
』
甲
編
所

収
、
中
華
書
局
発
行
標
点
本
、　
一
九
八
五
年
）
。

（
２
）

満
井
虎
夫

『
支
那

二
於
ケ
ル
法
典
編
纂
ノ
沿
革
』
（京
都
法
学
会
、　
一

九

一
一
年
。
律
令
研
究
会
影
印
版
、　
一
九
七
七
年
）
。
程
樹
徳

『
九
朝
律

考
』
（
一
九
二
八
年
発
行
。
中
華
書
局
影
印
本
、　
一
九
六
三
年
）。
そ
の
他
、

中
田
薫

「支
那
に
お
け
る
律
令
法
系
の
発
展
に
つ
い
て
」
（『比
較
法
研
売と

一
―
四
、　
一
九
五
〇
年
）
、
「支
那
に
お
け
る
律
令
法
系
の
発
達
に
つ
い
て

補
考
」
（『法
制
史
研
究
』
三
、　
一
九
五
三
年
。
い
ず
れ
も
同
氏

『
法
制
史

論
集
』
第
四
巻
所
収
、
岩
波
書
店
、　
一
九
六
四
年
）
。
堀
敏

一

「
中
国
に

お
け
る
律
令
制
の
展
開
」
（『東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
日
本
古
代
史
講
座
』

第
六
巻
、
学
生
社
、　
一
九
八

一
年
）
、
「中
国
に
お
け
る
律
令
法
典
の
形
成
」

（唐
代
史
研
究
会
編

『
中
国
律
令
制
の
展
開
と
そ
の
国
家

ｏ
社
会
と
の
関

係
』
所
収
、　
一
九
八
四
年
。
同
氏

『
律
令
制
と
東

ア
ジ

ア
世
界

―
私

の

中
国
史
学

（
二
）
―
』
所
収
、
汲
古
書
院
、　
一
九
九
四
年
）
な
ど
が
律
令

法
典
編
纂
の
推
移
を
概
観
す
る
中
で
梁
律
の
編
纂
の
意
義
に
つ
い
て
言
及

し
て
い
る
。
ま
た
、
楊
鴻
烈

『
中
国
法
律
発
達
史
』
（
商
務
印
書
館
、　
一

九
二
〇
年
。
上
海
書
店
影
印
、　
一
九
九
〇
年
）
も
中
国
の
法
制
を
上
古
よ

り
民
国
ま
で
概
観
し
て
い
る
。
梁
代
に
関
し
て
も
法
典
編
纂
の
み
で
な
く
、

法
制
の
各
分
野
に
関
し
て
史
料
を
収
集
し
て
い
る
。
最
近
で
は
、
韓
国
磐

『中
国
古
代
法
制
史
研
究
』
（人
民
出
版
社
、　
一
九
九
二
年
）
の
中
で
、
主

に
律
編
目
の
問
題
か
ら
南
斉
永
明
律
と
梁
律
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
楊
鶴
皐

『
魏
晋
隋
唐
法
律
思
想
研
究
』

（北
京
大
学
出
版
社
、

一
九
九
五
年
）
は
西
晋
泰
始
律
令
の
註
釈
を
行
な

っ
た
張
斐

・
杜
預
の
法

律
思
想
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

（
３
）

滋
賀
秀
三

「漢
唐
間
の
法
典
に
つ
い
て
の
二
三
の
考
証
」
（『
東
方
学
』

一
七
、　
一
九
五
八
年
）。

（
４
）

中
華
書
局
発
行
標
点
本
三
八
頁
。
以
下
正
史
に
関
し
て
は
、
標
点
本
を

使
用
し
、
注
に
は
そ
の
記
事
の
記
載
頁
数
を
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。

（
５
）

前
注

（
２
）
『九
朝
律
考
』
中
華
書
局
本
三

一
五
頁
。

（
６
）

三
九
頁
。

（
７
）

七
〇
〇
頁
。

（
８
）

六
九
七
頁
。

（
９
）

『
梁
書
』
巻
二
天
監
元
年
条
で
は
中
書
監
と
な

っ
て
い
て
、
本
紀

の
記

注

-30-



（
１０
）

（
Ｈ
）

（
１２
）

（
一Ｈ即）

（
一ＭＨ）

載
の
方
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。

『大
唐
六
典
』
（広
池
千
九
郎
氏
校
合
近
衛
本
、
広
池
学
園
事
業
部
、　
一

九
七
三
年
）

一
三
四
頁
。

三
六
―
七
頁
。

ち
な
み
に
、
程
樹
徳
の
引
用
し
た

『芸
文
類
衆
』
巻
五
四
刑
法
部
刑
法

所
引
の
任
防

「為
梁
公
請
刊
改
律
令
表
」
は
表
の
全
文
と
は
考
え
ら
れ
ず
、

供
文
中
に
律
令
制
定
を
求
め
る
文
言
は
見
出
せ
な
い
。
た
だ
、
梁
武
帝
蒲

衛
が
梁
公
に
な
っ
た
の
は
、
『
梁
書
』
巻

一
中
興
二
年

（
五
〇
二
）

一
月

条
の
和
帝
詔
文
に
、

其
進
位
相
国
、
総
百
揆
、
揚
州
刺
史
、
封
十
郡
為
梁
公
、
備
九
錫
之

礼

（下
略
）。

と
あ
る
の
で
、
こ
の
時
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
四
月
話
衛
が
即
位
し
て
梁

朝
が
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
彼
が
梁
公
と
し
て
任
防
の
表
を
受
け
る
と
す

れ
ば
、
中
興
二
年
＝
天
監
元
年

（五
〇
二
）
の
正
月
か
ら
二
月
ま
で
の
間

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
す
る
と
、
こ
の
表
を
受
け
る
形
で
律
令
の
制

定
を
志
向
す
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
即
位
前
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

八
二
五
頁
。

こ
の
王
植
之
の
律
章
の
条
文
数
を
め
ぐ
っ
て
、
今
の
と
こ
ろ
二
つ
の
説

が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
史
料
中
の
律
注
収
集
条
文
を
そ
の
ま
ま
計
算
す

る
と

一
七
三
二
条
と
な
り
、
「凡
そ

一
千
五
百
三
十
二
条
」
と
い
う
記
載

に
合
わ
な
い
。
そ
こ
で
沈
家
本
は
後
半
の

一
〇
七
条

・
一
〇
三
条
を
、
そ

れ
ぞ
れ
張
斐

・
杜
預
の
律
注
よ
り
収
集
し
た
条
文
の

一
部
と
考
え
、
七
三

一
条
と
七
九

一
条
の
み
を
正
式
な
収
集
条
文
と
し
、
合
わ
せ
て
一
五
三
二

条
と
考
え
て
い
る
。　
一
方
滋
賀
秀
三
氏
は
、
杜
預
の
律
注
条
文
の
七
九

一

条
が

「五
九

一
条
」
の
誤
り
と
考
え
、
後
半
の

一
〇
七

・
一
〇
三
条
を
そ

の
ま
ま
合
わ
せ
、
全
体
の
条
文
数

「
一
五
三
二
条
」
そ
の
も
の
は
動
か
さ

な
い
見
解
を
出
さ
れ
て
い
る
。
今
の
段
階
で
い
ず
れ
の
解
釈
が
妥
当
か
は

早
断
は
で
き
な
い
が
、
滋
賀
氏
の

「七
九

一
条
」
を

「五
九

一
条
」
の
誤

り
と
す
る
根
拠
は
弱
い
よ
う
に
思
え
る
。
ち
な
み
に
、
『
隋
書
』
巻
二
五

刑
法
志
の
中
で
薬
法
度
の
伝
え
て
い
た
王
植
之
の
律
書
は

「
一
千
五
百
三

十
条
」
と
な
っ
て
い
る
。
頒
布
さ
れ
た
梁
律
は
同
刑
法
志
で
は

「大
凡
定

罪
二
千
五
百
二
十
九
条
」
と
な

っ
て
い
て
、
『唐
六
典
』
巻
六
刑
部
郎
中

員
外
郎
条
注
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
が

「
一
千
五
百
二
十
九
条
」
の
誤
り

で
あ
る
こ
と
は
、
梁
律
を
扱

っ
て
き
た
各
論
文
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
注

（１
）
お
よ
び

（２
）
の
各
論
文
参
照
。

八
三
六
頁
。

『
隋
書
』
経
籍
志
は
こ
の
律
の
こ
と
に
つ
い
て
何
も
記
し
て
い
な
い
が
、

『
旧
唐
書
』
巻
四
六
経
籍
志
上

（
二
〇

一
〇
頁
）
に
は
、

斉
永
明
律
八
巻

（宋
射
撰
）。

と
あ
り

『新
唐
書
』
巻
五
八
芸
文
志
二

（
一
四
九
二
頁
）
に
も

宋
弱
斉
永
明
律
八
巻
。

と
あ
り
、
撰
定
者
が
宋
窮
と
な

っ
て
い
る
。
新

・
旧
唐
書
編
纂
の
段
階
で

伝
え
ら
れ
て
い
た
南
斉
永
明
律
の
撰
者
が
王
植
之
で
は
な
く
宋
期
と
な
っ

て
い
る
こ
と
は
、
永
明
九
年
の
孔
稚
珪
の
奏
文
の
内
容
が
律
制
定
の
事
情

を
よ
り
正
確
に
伝
え
て
い
る
と
判
断
で
き
よ
う
。

前
注

（３
）
論
文
六
―
八
頁
。

（
・Ｅ一̈一）

（
一」一̈一）

（
１７

）
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（
１８

）

（
１９

）

（
（川仲）

（
一”“）

（
“̈
）

（
”
ω）

（
一「“）

（
２５
）

（
一％綱）

（
一″”）

も
と
よ
り
、
こ
う
し
た
法
運
用
の
混
乱
は
晋
律
そ
の
も
の
が
簡
潔
で
、

そ
の
註
釈
も
見
解
に
差
が
あ
る
ゆ
え
、
各
地
域
で
の
裁
判
で
は
、
処
断
す

る
者
の
個
人
的
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

拙
稿

「晋
代
の
法
令
に
つ
い
て
」
（『
紀
尾
井
史
学
』
五
号
、　
一
九
八
五

年
）
、
「南
朝
法
制
小
考
」
（『紀
尾
井
史
学
』
九
号
、　
一
九
八
九
年
）

前
注

「
晋
代
の
法
令
」
三
二
頁
参
照
。

前
注

（
２１
）
拙
稿

「
南
朝
法
制
小
考
」
参
照
。

前
注

（
２
）
堀
氏
著
書
七
七
―
八
三
頁
。

九
七
頁
。

『
南
斉
書
』
巻
四
八
孔
稚
珪
伝
に
も
、
孔
稚
珪
の
上
奏
文
の
後
に

詔
報
従
納
、
事
寛
不
施
行
。

と
あ
り
、
施
行
は
さ
れ
な
か

っ
た
。

例
え
ば
、
『
梁
書
』
巻
十
二
沈
約
伝

（
二
三
二
頁
）
に

時
寛
陵
王
亦
招
士
、
（沈
）
約
与
薫
環
娘
瑯
王
融
、
陳
郡
謝
眺

・
南

郷
疱
雲

・
楽
安
任
防
等
皆
遊
焉
、
当
世
号
為
得
人
。

と
あ
り
、
同
書
巻
十
三
疱
雲
伝

（
二
三
〇
頁
）
に
は
、

（薦
）
子
良
為
司
徒
、
又
補
記
室
参
軍
事
。
（中
略
）
初
、

（
疱
）
雲

与
高
祖
遇
於
斉
党
陵
王
子
良
邸
、
又
嘗
接
里
間
、
高
祖
深
器
之
。

と
も
あ
り
、
参
与
者
相
互
の
関
係
が
う
か
が
え
る
。

三
二

一
頁
。

起
家
す
る
際
の
法
曹
行
参
軍
が
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
さ
れ
て
い
た

の
か
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
市
定

『
九
品
官
人
法
の
研
究
』
（東
洋
史
研
究

会
、　
一
九
五
六
年
。
中
公
文
庫
に
再
録
、　
一
九
九
七
年
）
の
第
二

・
四
章

を
参
照
。

（
２８
）

二
九
二
頁
。

（補
注
１
）

南
斉
書
本
紀
に
み
え
る
皇
帝
聴
訟
記
事
を
収
集
し
た
が
、
こ
の
聴

訟
の
特
徴
的
な
点
は
、
京
師
近
辺
の
獄
囚
を
京
師
に
集
め
聴
訟
す
る

と
同
時
に
、
そ
れ
以
外
の
地
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
で
訊
審
さ
せ
て
い

る
点
で
あ
る
。
特
に
⑦
や
③
の
事
例
が
典
型
で
あ
ろ
う
。
そ
う
見
な

す
と
、
③

・
④
と
⑤

・
⑥

の
事
例
は
そ
れ
ぞ
れ
皇
帝
聴
訟
と
し
て

は

一
連
の
政
策
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
例
え
ば
⑥
と
⑥

で
は
永
明
三
年
七
月
に
丹
陽
及
び
周
辺
の
囚
獄
を
京
師
に
集
め
さ
せ
、

八
月
に
こ
の
集
め
ら
れ
た
囚
獄
の
聴
訟
を
し
た
と
見
な
せ
る
。
③
と

④
の
記
事
も
同
様
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
を

一
つ

の
事
例
と
考
え
る
と
聴
訟
の
事
実
は
６
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
表

で
は

一
応
史
料
の
記
載
を
そ
の
ま
ま
表
化
し
た
。
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戦
国
大
名
北
条
氏
の
検
地
に
関
す
る
覚
書

社
会
科

は

じ

め

に

戦
国
大
名
検
地
の
研
究
は
、
大
名
権
力
の
性
格
を
規
定
す
る
政
策
と
し
て
重

要
な
位
置
を
占
め
て
き
た
。
北
条
検
地
論
は
、
今
川

・
武
田
両
戦
国
大
名
と
と

も
に
戦
国
大
名
検
地
論
の
中
心
を
な
し
て
き
た
。
む
し
ろ
三
戦
国
大
名
の
検
地

を
め
ぐ
る
議
論
そ
の
も
の
が
戦
国
大
名
検
地
論
で
あ

っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
検
地
研
究
の
中
心
は
今
川
氏
の
公
事
検
地
論

を
め
ぐ
る
も
の
と
し
て
行
わ
れ
、
関
係
論
文
は
二
〇
編
以
上
に
も
の
ぼ
る
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
に
比
較
す
れ
ば
北
条
氏
を
専
論
と
す
る
も
の
は
多
く
な
く
、
唯

一
佐
脇
栄
智
氏
の
分
析
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
状
況
で
あ
る
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
状
況
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
佐
脇
氏

の
論
文
以
降
に
お
い
て
ほ
ぼ
佐
脇
説
が
、
定
説
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
、
定

着
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
残
さ
れ
た
問
題

が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
本
稿
で
は
後
北
条
氏
の
検
地
に
つ
い
て
再
検
討
を
行

い
た
い
。

い
ま
ま
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
北
条
検
地
の
特
徴
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

①

一
反
当
た
り
の
基
準
貫
高
を
田
地
五
〇
〇
文

・
畠
地

一
六
五
文

（秋
成

一
〇

〇
文

・
夏
成
六
五
文
）
と
設
定
、
こ
れ
は
天
正

一
八
年
の
北
条
氏
滅
亡
ま
で
一

定
で
あ
っ
た
、
②
検
地
奉
行
を
派
遣
し
て
郷
ご
と
に
検
地
を
実
施
し
、
田
畠
面

積
×
基
準
貫
高
で
郷
別
の
貫
高
＝
検
地
高
辻

（「
田
畠
踏
立
辻
」
）
を
決
定
、
③

検
地
高
辻
よ
り
引
方

（公
事
免

・
堤
免

・
井
料

・
代
官
給

・
定
使
給
な
ど
）
を

除
い
て
定
納
高
＝
年
貢
高
を
算
出
し
、
年
貢
増
分
は
基
本
的
に
は
北
条
氏
が
没

収
す
る
、
④
永
正

一
七
年

（
一
五
二
〇
）
小
田
原

・
鎌
倉
周
辺
、
天
文

一
一
・

一
二
年

（
一
五
八
三

・
八
四
）
相
模
国
中
部

・
武
蔵
国
南
部
で
検
地
が
行
わ
れ

て
い
る
が
、
宗
瑞
か
ら
氏
綱

へ
の
ま
た
氏
綱
か
ら
氏
康

へ
の
代
替
わ
り
に
際
し

て
行
わ
れ
た
代
替
わ
り
検
地
で
あ

っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
成
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
北
条
検
地
の
分
析
の
主

な
史
料
と
な

っ
て
き
た

『
北
条
氏
所
領
役
帳
』
（以
下

『
役
帳
』
と
す
る
）
と
、

い
わ
ゆ
る

「検
地
書
出
」
と
呼
ば
れ
る
文
書
を
中
心
に
北
条
検
地
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
。

１
、
『
役
帳
」
に
見
る
北
条
検
地

『役
帳
』
に
は

「検
地
辻
」
「検
地
増
分
」
「検
地
増
」
「増
分
」
「検
見
辻
」

な
ど
の
記
載
が
あ
る
こ
と
は
従
来
か
ら
知
ら
れ
、
検
地
史
料
と
し
て
利
用
さ
れ

て
き
た
。
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
に
は
干
支
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
検
地

年
代
が
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
年
代
順
に
列
挙
す
れ
ば
、
丙
寅

（永

正
三
年
）、
庚
辰

（永
正

一
七
年
）
、
壬
辰

（天
文
元
年
）
、
丙
申

（天
文
五
年
）、

壬
寅

（天
文

一
一
年
）、
癸
卯

（天
文

一
二
年
）、
成

（天
文

一
九
年
力
）
、
壬

子

（天
文
二

一
年
）
、
甲
寅

（
天
文
二
三
年
）
、
乙
卯

（
弘
治
元
年
）
、
丙
辰

（弘
治
二
年
）
、
丁
巳

（弘
治
三
年
）
、
午

（永
禄
元
年
力
）
と
な
る
。
表
１
は

『役
帳
』
記
載
の
検
地
実
施
事
例
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
『役
帳
』
記
載
項

目
を
整
理
す
る
と
、
①
検
地
実
施
年
代
と
実
施
場
所

（地
名
）
、
②

「
増
分
」

貝1

竹

雄
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記
載
の
有
無
、
③

「検
地
」
と

「検
見
」、
④
増
分
記
載
の

一
部
に

「
重
而
惣

次
検
地
之
上
役
可
被
仰
付
者
也
」
の
注
記
な
ど
が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

従
来
は
、
①
の
実
施
年
代
と
実
施
場
所
の
分
布
に
注
目
し
て
、
北
条
検
地
の
実

施
過
程
と
性
格
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
年
代
ご
と
に
①
以
外

の
点
も
考
慮
し
な
が
ら
、
検
地
の
状
況
を
再
検
討
し
て
み
た
い
。

（１
）
永
正
三
年
検
地

永
正
三
年

（
一
五
〇
六
）
の
検
地
は
、
宗
瑞
に
よ
る
北
条
氏
最
初
の
検
地
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
『役
帳
』
記
載
を
含
め
て
も
関
係
史
料
は

二
点
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
ひ
と
つ
は

『役
帳
』
の
南
条
右
京
亮
所
領
相
模
国
西

郡
宮
地
の

「丙
寅
検
地
辻
」
と
の
記
載
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
永
正
三
年
正

月

一
四
日
付
け
遠
山
直
景
寄
の
菩
提
寺
延
命
寺

へ
の
寺
領
寄
進
状

で
あ
る

（『戦
国
遺
文
』
後
北
条
氏
編
五
七
号
文
書
。
以
下

『戦
五
七
』
と
す
る
）
。

こ
こ

で
は
直
接
、
文
書
中
に
検
地
文
言
は
存
在
し
な
い
が
、
田

一
反
に
つ
き
五
〇
〇

文
、
畠

一
反
に
つ
き

一
七
六
文
と
な
り
、
北
条
氏
の
基
準
貫
高
の
数
値
に
ほ
ぼ

一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
検
地
後
に
寺
領
寄
進
が
行
わ
れ
た
と
推
定
さ
れ
、
検
地

事
例
の
史
料
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
の
検
地
の
性
格
は
、
北

条
検
地
の
初
見
で
あ
る
と
と
も
に
現
時
点
で
最
初
の
戦
国
大
名
検
地
で
あ
り
、

新
領
土
で
あ
る
西
郡

一
帯
に
一
斉
に
実
施
さ
れ
た
領
域
検
地
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。
問
題
点
は
、
①
西
郡
の
領
域
検
地
で
あ
る
の
か
、
②
北
条
氏
最
初
の
検

地
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。　
一
点
目
に
つ
い
て
は
、
永
正
三
年
事
例
が
現
在
二

ケ
所
し
か
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
確
定
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、

二
点
目
に
つ
い
て
も
、
『役
帳
』
宮
地
の
記
載
で
は
、
八

一
貫
九
〇
〇
文
の
内
、

二
三
貫
三
〇
〇
文
が

「丙
寅
検
地
辻
」
と
注
記
の
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
貫
高

が
永
正
三
年
の
増
分
で
あ

っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
時
が
最
初
で
は
な
か

っ

た
と
言
え
る
。

つ
ま
り
、
北
条
氏
の
検
地
は
永
正
三
年
を
遡
る
可
能
性
が
あ
る

の
で
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
２
）
永
正

一
七
年
検
地

永
正

一
七
年

（
一
五
二
〇
）
の
検
地
は
、
前
年
八
月

一
五
日
の
伊
勢
宗
瑞
死

去
に
伴
い
、
相
模
国
西
郡

一
帯
と
鎌
倉
寺
社
領
で
実
施
さ
れ
た
代
替
わ
り
検
地

と
さ
れ
て
い
る
。

『
役
帳
』
で
の

「庚
辰
検
地
」
の
注
記
は
、
山
角
弥
重
郎
の
幸
福
寺
分
と
北

条

一
族
幻
庵
の
所
領
九
ケ
所
で
あ
り
、
幸
福
寺
分
も
幻
庵
の
所
領
注
文
で
は
所

領
と
し
て
見
え
る
こ
と
か
ら

（戦
三
七
）
、
西
郡

一
帯
と
い

っ
て
も
箱
根
別
当

で
あ

っ
た
幻
庵

（宗
哲
）
所
領
の
検
地
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

■

て
い
る
。

鎌
倉
寺
社
領
検
地
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
天
正

一
七
年
の
鎌
倉
報
国
寺
の
敷

地
半
分
を
め
ぐ
る
報
国
寺
と
龍
源
軒
と
の
相
論
に
際
し
て
、
鎌
倉
代
官
大
道
寺

政
繁
の
書
出
に

「
因
姦
庚
辰
歳
井
丁
未
歳
、
鎌
倉
御
検
地
之
瑚
、
度
々
任
御
証

文
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る

（戦
三
四
五
四
）
。
庚
辰
歳
＝
永
正

一
七
年
と

丁
未
歳
＝
天
文

一
六
年
の
二
回
に
わ
た
り
鎌
倉
で
検
地
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
検
地
に
基
づ
い
て
北
条
氏
は
寺
社
敷
地
の
安
堵
を
実
施
し
た
。
永
正

一
七

年
の
証
文
は
残
存
し
な
い
が
、
天
文

一
六
年
の
鎌
倉
代
官
大
道
寺
盛
昌
証
文
や

虎
印
判
状
が
多
数
現
存
し
て
い
る

（戦
二
八
八
、
二
九
二
～
三
二
三
）
。
虎
印

判
状
で
は

「
敷
地
之
事
…
任
永
正
十
七
年
庚
辰
歳
落
着
之
旨
、
令
寄
附
者
也
」
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と
あ
り
、
天
文

一
六
年
鎌
倉
検
地
に
基
づ
く
敷
地
安
堵
の
前
提
に
永
正

一
七
年

の
証
文
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
検
地
に
際

し
て
は
、
「坪
帳
」
が
作
成
さ
れ
た
。
こ
の
事
例
と
し
て
唯

一
、
「建
長
寺
御
寄

進
坪
帳
」
の
天
正
十
五
年
の
写
が
伝
え
ら
れ
て
い
る

（戦
三
二
二
五
）
。

こ
れ

は
天
正
十
五
年
七
月
二
十
九
日
に
盗
賊
が
蔵
に
入
り
盗
ま
れ
て
し
ま
い
、
十
二

月
十
三
日
に
写
し
取
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
奥
書
よ
れ
ば

「御
寄
進
坪
長
之
本

帳
者
、
後
藤
若
狭
守
鎌
倉
小
代
官
之
時
、
書
渡
也
、
庚
辰
九
月
廿
日
、
建
長
寺

納
所

へ
参
与
書
、
若
狭
守
判
有
之
」
と
あ
り
、
庚
辰
＝
永
正

一
七
年
に
作
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
五
十
三
坪
　
大
蔵
　
百
五
十
六
文
　
当
年
貢
七
十
文

太
郎
左
衛
門
」
の
よ
う
に
、
面
積

・
場
所

・
貫
高

・
年
貢
高

・
耕
作
者
名
を
記

し
、
坪
を
単
位
と
す
る
こ
と
か
ら

「坪
帳
」
と
称
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「坪
帳
」
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
代
官
大
道
寺
政
繁
の
鎌
倉
大
巧
寺

へ
の

敷
地
寄
進
に
際
し
て

「任
証
文

・
坪
帳
、
委
細
書
付
進
之
候
」
と
、
寄
進
状
作

成
の
根
拠
に

「坪
帳
」
が
知
ら
れ
る

（戦
二
六
三
四
）。
北
条
検
地
の
検
地
帳

そ
の
も
の
は
は
残
存
し
な
い
が
、
内
容
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る

「長
は
ま
野
帳
」

「下
中
村
上
町
検
地
帳
」
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
載
方
法
と
の
相
違

が
見
ら
れ
る
の
は
、
鎌
倉
の
都
市
と
し
て
の
性
格
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
３
）
天
文
元
年
検
地

『役
帳
』
に
よ
れ
ば
天
文
元
年

（
一
五
三
二
）
の
検
地
記
載
が
四
ケ
所
見
ら

れ
る
。
全
て
相
模
国
内
で
あ
る
が
、
三
浦
郡
浦
郷

・
西
郡
沖
之
郷

・
中
郡
落
畑
・

東
郡
本
郷
木
曽
分
と
場
所
の
ま
と
ま
り
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
四
ケ
所
と
も

「
増
分
」
記
載
が
あ
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
天
文
元
年
検
地

は
永
正

一
七
年
検
地
の
よ
う
な
領
域
検
地
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ
る

局
地
的
検
地
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
「増
分
」
記
載
の
存
在
か
ら
少
な
く

と
も
当
該
の
場
所
が
二
回
以
上
の
検
地
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

『
役
帳
』
で
は
三
浦
郡
や
東
郡
の
検
地
事
例
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
が
、

こ

れ
ら
の
地
域
で
検
地
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
天
文
元

年
以
前
に
お
い
て
領
域
的
な
検
地
が
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（４
）
天
文
五
年
検
地

『役
帳
』
に
は
江
戸
芝
崎

一
跡
丸
子
分
と
江
戸

一
木
貝
塚
の
ニ
ケ
所
に
記
載

が
見
ら
れ
る
。
但
し
、
前
者
は
皆
川
本
に
は
あ
る
が
、
内
閣
本

・
今
井
本
に
は

見
ら
れ
な
い
の
で
皆
川
本
の
誤
写
と
も
考
え
ら
れ
る
。
江
戸
周
辺
は
大
永
四
年

の
江
戸
城
攻
略
で
北
条
氏
の
支
配
下
に
入
る
が
、
『役
帳
』

に
よ
れ
ば
こ
の
地

域
の
所
領
の
多
く
は
太
田
康
資
と
そ
の
家
臣
団
が
知
行
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
、
北
条
氏
に
よ
る
検
地
実
施
は
十
分
に
は
展
開
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
天
文
五
年
段
階
で
は
北
条
氏
に
味
方
し
た
太
田
氏
関
係
の
武
士
以
外

の
開
所
部
分
が
局
地
的
に
検
地
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
５
）
天
文

一
一
・
一
二
年
検
地

天
文

一
〇
年
は
、
七
月

一
七
日
に
二
代
当
主
北
条
氏
綱
が
死
去
し
、
氏
康

ヘ

の
代
替
わ
り
の
年
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

一
一
・
一
二
年
検
地
は
代
替
わ
り

に
伴
う
領
域
検
地
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
樋
。
こ
こ
で
は
伊
豆

ｏ
相
模

中
郡

・
武
蔵
久
良
岐
郡

・
小
机

・
小
山
田
庄
な
ど
相
模
国
中
部
と
武
蔵
国
南
部
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地
域
で
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
「増
分
」
記
載

の
有
無
か
ら
大
き
く

分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
国
衆
小
山
田
弥
二
郎
の
所
領
で
あ
る
小
山
田
庄
は

「
増
分
」
記
載
が
見
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
以
外
の
地
域

で
は
ニ
ケ
所
を
除
い
て

「
増
分
」
記
載
が
見
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
小
山
田
庄
は
初
め
て
の
検
地
実
施
で

あ
り
、
そ
の
他
は
再
検
地
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

「増
分
」
記
載
の
有
無
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
に
で
あ
ろ
う
か
。

「増
分
」
は
あ
る
段
階
で
の
検
地
実
施
に
お
い
て
、
そ
れ
以
前
に
把
握
さ
れ
て

い
た
貫
高
と
新
た
な
検
地
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
貫
高
の
差
と
し
て
示
さ
れ
る

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
「増
分
」
記
載
の
あ
る
所
領
に
お
い
て
は
複
数

の
、
少

な
く
と
も
二
回
の
検
地
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
理
解
で
き
よ
う
。

こ
の
天
文

一
一
・
一
二
年
の
中
郡
検
地
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
に

「増
分
」
記
載
が

あ
り
、
そ
の
性
格
を
単
に
代
替
わ
り
検
地
と
捉
え
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る

と
考
え
る
。
な
ぜ
中
郡
の
再
検
地
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
か
、
考
え
る
必
要
が
あ

る
が
今
の
と
こ
ろ
で
は
課
題
で
あ
る
。
ま
た
、
中
郡
検
地
の
性
格
を
考
え
る
上

で

「寅
年
之
増
分

ハ
重
而
惣
次
検
地
之
上
、
役
可
被
仰
付
者
也
」
な
ど
の
注
記

が
見
ら
れ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
年
の
検
地
は

「惣
次
検
地
」
と
認

識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
惣
郷
検
地
や
領
域
検
地
と
し
て
概
念
化
さ
れ
て
き

た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
増
分
は
役
が
免
除
さ
れ
次
回
の

「惣
次
検
地
」
で
改

め
て
役
の
対
象
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
注
記
は
す
べ
て
の
中
郡
検
地
に
あ

る
わ
け
で
な
い
の
で
、
増
分
に
知
行
役
が
賦
課
さ
れ
る
か
否
か
は
、
個
々
の
知

行
人
の
事
情
が
影
響
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
同

一
場
所
に
繰
り
返

し
て

「惣
次
検
地
」
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
但
し
、
『
役
帳
』

で

永
禄
二
年
以
前
に
お
い
て
同

一
場
所
で
複
数
の
検
地
実
施
記
載
の
注
記
は
見
あ

た
ら
な
い
。
『
役
帳
』
が
作
成
段
階
で
の
最
終
貫
高
を
記
載
し
た
も
の
で
あ
る

と
す
れ
ば
当
然
と
い
え
よ
う
か
。

（６
）
天
文

一
九
年
検
地

東
郡
鶴
間
の
一
ケ
所
し
か
記
載
が
な
い
こ
と
か
ら
、
個
別
的
な
検
地
で
あ

っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
「成
年
増
分
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
再
検
地
の
事
例

で
あ
る
と
言
え
る
。

（７
）
天
文
二

一
年
検
地

松
田
因
幡
所
領
の
西
郡
今
井
郷
半
分
と
松
田
兵
部
丞
所
領
西
郡
今
井
郷
半
分

の
ニ
ケ
所
に
記
載
が
見
ら
れ
る
。
但
し
、
今
井
郷
と
い
う
同

一
場
所
の

一
族
所

領
の
事
例
で
あ
り
、
実
質
は

一
ケ
所
の
検
地
と
言
え
よ
う
。

（８
）
天
文
二
三
年
検
地

深
大
寺
屋
敷
分

・
符
田
郷

・
新
倉
与
七
郎
分
の
江
戸
廻
か
ら
多
東
郡
に
か
け

て
の
三
ケ
所
と
東
郡
吉
岡
の

一
ケ
所
に
見
ら
れ
る
。
前
者
の
事
例
は
江
戸
周
辺

部
で
比
較
的
ま
と
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
江
戸
西
部
の
で
の
領
域
検
地
の
実

施
が
考
え
ら
れ
る
。
後
者
の
事
例
は
、
『役
帳
』
に
御
馬
廻
衆
岡
本
八
郎
左
衛

門

（政
秀
）
の
所
領
と
し
て

「
五
拾
九
貫
八
百
文
　
東
郡
吉
岡
　
甲
寅
検
地
辻

此
内
三
拾
貫
文
手
代
之
者
二
人
江
被
下
」
と
あ
る
が
、
天
文
二
四
年
十
二
月

二
日
付
け
虎
印
判
状
に
は

「然

ハ
東
郡
吉
岡
郷
乙
卯
歳
検
地
、
五
拾
九
貫
八
百

文
定
納
之
内
弐
拾
四
貫
四
百
文
扶
持
給
二
出
候
」
と
あ
り
、
検
地
実
施
年
代
が

相
違
す
る
。
『役
帳
』
の
誤
写
の
可
能
性
が
あ
る
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
個
別
的
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な
検
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（９
）
弘
治
元
年
検
地

河
越
三
十
二
郷

・
入
東
郡

・
入
西
郡

・
比
企
郡

ｏ
吉
見
郡
と
い
っ
た
武
蔵
国

中
部
に
お
け
る
領
域
検
地
で
あ
る
。
天
文

一
五
年
四
月
二
〇
日
の
河
越
夜
戦
で

勝
利
を
得
た
北
条
氏
康
は
、
河
越
城
周
辺
と
上
杉
方
拠
点
の
松
山
城
の
接
収
に

よ
る
松
山
地
域
の
支
配
を
確
立
す
る
た
め
に
実
施
さ
れ
た
検
地
で
、
い
わ
ゆ
る

新
領
土
獲
得
に
伴
う
も
の
で
あ

っ
た
。
す
べ
て

「増
分
」
記
載
が
見
ら
れ
な
い

こ
と
が
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
新
領
土
で
あ
る
こ
と
か
ら
北
条
氏
に
よ
る
最

初
の
検
地
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
う

一
つ
の
特
徴
は

弘
治
元
年
検
地
に
限
っ
て

「検
見
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
領
域
検
地
で

あ
っ
て
も
「検
地
」
と

「
検
見
」
記
載
が
並
存
す
る
こ
と
か
ら
、
「
検
地
」
＝

「検
見
」
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
『役
帳
』
諸
本
に
よ
っ
て
も
両
方
の
記

載
の
異
同
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「検
見
」
記
載
の
弘
治
元
年
検
地
で
の
限

定
性
は
も
う
少
し
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（１０
）
弘
治
二
年

・
弘
治
三
年

・
永
禄
元
年
検
地

そ
れ
ぞ
れ
伊
豆
月
ヶ
瀬
、
西
郡
吉
田
島
、
河
越
仙
波
内
日
影
分
の
一
ケ
所
づ

つ
で
あ
り
、
個
別
検
地
と
考
え
ら
れ
る
。
仙
波
の
事
例
は

「増
分
」
記
載
が
あ

り
、
弘
治
元
年
で
の
河
越
三
十
二
郷
を
含
む
領
域
検
地
の
最
初
の
検
地
か
ら
の

二
度
目
の
検
地
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

２
、
「
検
地
書
出
」
に
見
る
北
条
検
地

こ
こ
で
は

「検
地
書
出
」
と
称
さ
れ
る
史
料
を
中
心
に
北
条
検
地
を
再
検
討

し
よ
う
。
現
在
、　
一
八
通
が
現
存
し
て
い
る

（表
２
参
照
）
。
次
の
よ
う
な
文

書
で
あ
る
。武

州
江
戸
廻
永
福
寺
分
検
地
書
出

三
町
壱
段
四
十
歩
　
田
数

分
銭
拾
五
貫
五
百
五
十
文
　
段
別
五
百
文
宛

九
町
式
段
　
畠
数

分
銭
拾
五
貫
百
八
十
文
　
段
別
百
六
十
五
文
宛

此
内
五
貫
九
百
八
十
文
夏
成

以
上
汁
貫
七
百
丹
文
　
田
畠
踏
立
辻

此
内
引
物

五
百
文
　
　
　
　
井
料

八
百
文
　
　
　
　
代
官
給

五
百
文
　
　
　
　
定
使
給

三
貫
七
十
三
文
　
公
事
免

以
上
四
貫
八
百
七
十
三
文
　
除
之

残
而

式
拾
五
貫
八
百
五
十
七
文
　
定
納

已
上

天
正
十
六
年

（虎
印
）

三
日

検
地
奉
行安

藤
兵
部
丞

大
村
彦
右
衛
門
尉

山
田
対
馬
守

永
福
寺
分

百
姓
中
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以
上
の
よ
う
に
郷
村
別
に
田

・
畠
面
積
、
そ
れ
に
段
別
基
準
貫
高
を
乗
じ
た

田

ｏ
畠
分
銭
高
、
そ
の
合
計
の

「
田
畠
踏
立
辻
」
、
百
姓

へ
の
免
除
分
で
あ
る

「
引
物
」、
最
後
に

「
田
畠
踏
立
辻
」
か
ら

「引
物
」
を
差
し
引
い
た

「定
納
」

高
＝
年
貢
高
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
北
条
氏
の
検
地
―
貫
高
制
を
端
的
に
示
す

史
料
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
文
書
で
あ
り
、
近
世
の
年
貢
割
付
状
に
相
当
す

る
も
の
で
あ
る
。

十
八
通
で
示
さ
れ
る
個
別
的
な
内
容
を
関
連
資
料
を
含
め
て
検
討
し
よ
う
。

（
１
）
相
模
国
飯
積
福
田
寺
分

（神
奈
川
県
小
田
原
市
飯
泉
）

飯
泉
は
永
禄
二
年
の

『
役
帳
』
に
は
御
家
中
衆
小
笠
原
六
郎

（康
広
）
の
所

領
と
し
て

「
百
八
拾
貫
三
百
九
十

一
文
　
西
郡
飯
泉
郷
」
と
し
て
見
え
る
。
内

閣
文
庫
所
蔵
古
文
書
の
小
笠
原
家
伝
来
文
書
に
あ
る
こ
と
か
ら
も
小
笠
原
氏
所

領
飯
泉
郷
で
の
検
地
と
言
え
る
。
福
田
寺
は
未
詳
で
あ
る
。
大
永
六
年

（
一
五

二
六
）
に
検
地
が
実
施
さ
れ
、
「検
地
書
出
」
の
初
見
で
あ
り
、
北
条
検
地
の

中
で
も
早
い
時
期
に
属
す
る
事
例
で
あ
る
。
大
永
六
年
の
他
地
域
で
の
検
地
事

例
は
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
局
地
的
な
検
地
を
考
え
ら
れ
、
し
か
も
、

「
飯
積
之
内
福
田
寺
分
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
飯
泉
郷
全
体

で
も
な
く
福
田
寺
分

の
土
地
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
関
連
史
料
は
な
く
詳

細
は
不
明
で
あ
る
が
、
「
不
作
」
が
年
貢
高
か
ら
差
し
引
か
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
不
作
を
め
ぐ
る
百
姓
年
貢
減
免
闘
争
の
存
在
が
推
定
さ
れ
よ
う
か
。
こ
こ

で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
池
上
裕
子
氏
の
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
検
地
高
辻

一
五
貫

三
大
文
に
対
し
て
、
「
百
姓
公
事
免
」
が

一
貫
五
〇
〇
文
と
十
分
の

一
の
値
と

な

っ
て
い
る
点
で
あ
り
、
貫
高
と
公
事
と
の
関
連
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
ろ

う
。
「
公
事
免
」
の
十
分
の

一
固
定
化
は
北
条
領
国
支
配
の
比
較
的
早
い
段
階

か
ら
決
め
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

（
２
）
伊
豆
国
長
浜

（静
岡
県
沼
津
市
内
浦
長
浜
）

天
文

一
二
年
の
北
条
氏
綱
か
ら
氏
康

へ
の
代
替
わ
り
検
地
の

一
環
と
も
考
え

ら
れ
る
が
、
天
文

一
一
・
一
二
年
の
領
域
検
地
は
相
模
国
中
郡
と
武
蔵
国
南
部

を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
り
、　
一
応
こ
こ
で
は
長
浜
に
限
定
さ
れ
た
も
の
と
し

て
お
こ
う
。
た
だ
、
『
役
帳
』
の
天
文

一
二
年
検
地
の
事
例
と
し
て
伊
豆
の
三

ケ
所
が
あ
り
、
伊
豆
地
域
で
広
く
検
地
が
行
わ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

田
面
積
に
は

「壱
町
六
反
大
九
十
歩
　
田
本
増
辻
」
と
の
記
載
が
あ
り
、
ま
た

「引
方
」
の
う
ち

一
貫
五
〇
〇
文
に
つ
い
て

「
田
畠
増
之
内
指
置
神
田
井
井
領

諸
色

二
引
」
と
あ
り
、
田
畠
増
分
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
再
検
地
の
事
例
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
伊
豆
で
確
認
さ
れ
る
検
地
事
例
は
あ
ま
り
多
く
な
く
、
領

域
的
な
検
地
が
施
行
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
天

文

一
二
年
以
前
に
お
い
て
検
地
の
実
績
が
あ
る
こ
と
は
長
浜
の
増
分
記
載
か
ら

知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は

『
役
帳
』
の
伊
豆
検
地
事
例
で
も

増
分
記
載
が
あ
り
共
通
し
て
い
る
。

こ
の

「
検
地
書
出
」
発
給
に
先
立

っ
て

「
長
は
ま
の
野
帳
」
が
作
成
さ
れ
た

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る

（戦
二
三
六
）
。
「畠
　
九
十

フ
　
ま
ん
五
郎
」
「
田

十
フ
　
新
二
郎
」
と
あ
る
よ
う
に
、
田
畠
の
混
合
記
載
で
田
畠
別
と
面
積
と
作

人
名
が
記
さ
れ
、
検
地
実
施
の
際
の
メ
モ
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

田
畠
数
の
ほ
ぼ

一
致
す
る
点
か
ら
見
て
、
長
浜
検
地
書
出
が
野
帳
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
検
地
書
出
は
北
条
氏
が
実
際
の
検
地
の
上

-38-



で
郷
村
に
対
し
て
決
定
し
た
定
納
＝
年
貢
高
を
示
し
年
貢
納
入
を
命
じ
た
文
書

で
あ
る
と
言
え
る
。

（
３
）
武
蔵
国
宮
寺
郷
志
村
分

（埼
玉
県
入
間
市
宮
寺

・
所
沢
市
三
ケ
島
）

「卯
歳
御
検
知
之
上
、
改
而
被
定
置
御
年
貢
辻
」
の
書
出

で
始
ま
り
、
「
検

地
書
出
」
文
言
は
な
い
も
の
の

「
本
増
之
高
辻
」
五
二
貫
八

一
六
文
、
「
宿
屋

敷
」
「社
領
」
「
定
使
給
」
な
ど
の
引
方
合
計
が
二
八
貫
九
三
二
文
、
定
納
高
が

二
三
貫
八
八
四
文
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

「検
地
書
出
」
に
含
め
ら
れ

る
。
検
地
実
施
場
所
は
宮
寺
郷
志
村
分
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
宮
寺
郷
全
体
の
検

地
で
は
な
く
志
村
分
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
年
貢
の

「
滝
山
御
蔵
」
納
入
が
命

じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
滝
山
城
主
北
条
氏
照
の
直
轄
領
で
あ

っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

（４
）
武
蔵
国
原
宿

（埼
玉
県
上
尾
市
原
市
）

検
地
の
実
施
さ
れ
た
永
禄

一
〇
年

（
一
五
六
七
）
は
、
岩
付
城
主
太
田
氏
資

が
里
見
義
弘
と
の
上
総
三
船
で
の
合
戦
で
八
月
二
三
日
に
戦
死
し
て
、
北
条
氏

に
よ
る
岩
付
領
支
配
が
開
始
さ
れ
た
年
に
あ
た
る
。
原
宿
代
官
で
あ
っ
た
岩
付

太
田
家
臣
の
恒
岡
越
後
守
も
同
年
に
氏
資
と
同
様
に
討
死
し
た
た
め
に
、
九
月

一
〇
日
に
北
条
氏
政
は
、
実
子
の
な
か

っ
た
越
後
守
の
弟
平
林
寺
泰
翁
宗
安

（安
首
座
）
を
名
跡
を
継
承
さ
せ
て

（戦

一
〇
二
五
）
、
同
月
晦
日
に
は
原
宿
の

代
官
職
を
安
堵
し
て
い
る

（戦

一
〇
四
二
）。

つ
ま
り
、

こ
の
検
地
は
岩
付
領

支
配
の
太
田
氏
か
ら
北
条
氏
へ
の
移
行
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
代
替
わ
り

検
地
の
意
味
合
い
を
持

っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
北
条
氏
に
よ
る
岩
付
領
村
落
の

直
接
的
掌
握
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「廿
貫
五
百
廿
四
文
　
当
納
　
以
上

右
、
当
年
貢
無
々
沙
汰
可
致
進
納
者
也
」
と
あ
り
、
当
年
＝
永
禄

一
〇
年
の

年
貢
納
入
額
を
決
定
し
て
不
足
な
い
納
入
を
命
じ
て
い
る
。
書
出
文
言
の

「原

宿
当
検
見
御
書
出
」
や

「合
弐
拾
三
貫
三
百
廿
四
文
　
当
検
見
踏
立
辻
」
の
記

載
の

「当
検
見
」
は
、
検
地
書
出
の

「定
納
」
高
の
決
定
と
は
違
う
、
当
年
に

限
定
さ
れ
た
年
貢
納
入
高
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
見
る
と
、

「当
検
見
」
は

一
般
的
な
検
地
と
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

（５
）
武
蔵
国
白
岩
惣
次
郎
分

（埼
玉
県
寄
居
町
自
岩
ま
た
は
小
薗
）

検
地
書
出
を
受
け
取
っ
た
宛
名
の
町
田
雅
楽
助
は
、
元
亀
三
年
二
月
二
七
日

に
は
鉢
形
城
主
北
条
氏
邦
か
ら
白
岩
分
九
貫
文
を
宛
行
わ
れ
て

（戦

一
五
八
三
）、

元
亀
四
年
二
月
朔
日
に
は
小
薗
白
岩
弥
二
郎
分

一
九
貫
八
六
〇
文
と
同
所
白
岩

又
二
郎
文

一
四
〇
文
が
宛
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

（戦

一
六
三
六
）
、
検
地

の
実
施
さ
れ
た
白
岩
惣
次
郎
は
鉢
形
城
下
に
あ
た
る
白
岩
村
ま
た
は
小
薗
村
に

あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
が
確
定
は
で
き
な
い
。
氏
邦
の
検
地
事
例
の
初
見
で
あ

る
が
、
関
連
史
料
が
な
く
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ

の
史
料
に
は

「辰
歳
定
納
」
「高
辻
」
「毎
年
定
納
分
」
の
三
つ
の
貫
高
が
記
載

さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
「辰
歳
定
納
」
は
検
地
書
出
の
発
給
さ
れ
た
永
禄

一

一
年
の
年
貢
納
入
額
で
あ
り
、
こ
れ
に

「
田
当
披
」
（
こ
の
年
の
新
開
田
分
）

と

「畠
当
不
作
」
（
こ
の
年
の
不
作
畠
地
分
）
の
貫
高
を
足
す
と

「
高
辻
」
と

な
る
。

つ
ま
り

「高
辻
」
は
こ
の
検
地
で
の
合
計
貫
高
を
示
し
て
い
る
。

一
一々

「毎
年
定
納
分
」
は
、
「従
巳
歳
夏
成
定
納
」
（翌
永
禄

一
二
年
以
降
の
夏
年
貢
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分
）
と

「同
秋
成
分
」
の
合
計
で

「
高
辻
」
と
同
額
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

こ
こ
で
の
検
地
は
田
の
新
開
と
畠
不
作
分
の
掌
握
に
よ
り
、
永
禄

一
一
年
の
年

貢
納
入
高
と
翌
年
以
降
の
定
納
高
を
決
定
す
る
目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
６
）
武
蔵
国
河
越
本
郷

（埼
玉
県
川
越
市
石
田
本
郷
）

印
文
未
詳
の
円
印
が
押
さ
れ
て
い
る
が
差
出
人
が
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、

文
書
形
式
か
ら
北
条
関
係
文
書
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
検
地
実
施
の

背
景
な
ど
は
関
連
史
料
が
な
く
不
明
で
あ
る
。
「
田
地
案
内
者
、
雖
無
之
候
、

大
野
縫
殿
助
地
堺
、
致
案
内
分
、
如
此
相
定
候
」
と
検
地
で
の
案
内
者
の
存
在

が
伺
わ
れ
る
。
さ
ら
に

「此
外
荒
地
拾
年
荒
野

二
致
之
、
可
為
開
由
、
仰
事

ニ

候
者
也
」
と
あ
り
、
検
地
高
辻
に
結
ば
れ
た
田
畠
以
外
の
荒
地
に
つ
い
て
は
、

大
野
の
申
請
を
認
め
て

一
〇
年
間
は

「
荒
野
」
と
し
て
、

つ
ま
り
年
貢
免
除
地

と
し
て
開
発
が
北
条
氏
か
ら
許
可
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
７
）
武
蔵
国
鳥
山
雲
松
院
分

（神
奈
川
県
横
浜
市
港
北
区
鳥
山
）

神
太
寺
雲
松
院
は
小
机
城
代
笠
原
氏
の
菩
提
寺
で
現
在
の
港
北
区
小
机
に
あ

る
。
関
連
史
料
が
な
く
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
史
料
と
後
掲
の
小
机
筋
恩

田
郷
の
史
料
は

「検
地
指
出
」
と
あ
る
も
の
の
、
文
書
の
内
容
か
ら

「検
地
書

出
」
と
同
じ
扱
い
を
さ
れ
て
き
た
。
二
通
と
も
小
机
城
主
北
条
氏
光
印
判
状
で

小
机
領
関
係
文
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
使
用
者
や
地
域
に
よ
る
限
定
的
な
表
現

と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
な
ぜ
大
名
権
力
か
ら
発
給
す
る
文
書
が

「指
出
」
な
の

か
、
不
明
な
と
こ
ろ
で
あ
り
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（８
）
（９
）
相
模
国
野
葉
郷

・
前
岡
郷

（横
浜
市
港
南
区
野
庭

・
戸
塚
区
舞
岡
）

と
も
に

「分
国
之
定
法
郷
中
之
指
引
」
で
始
ま
り
、
野
葉
郷
で
は
二

一
貫
文
、

前
岡
郷
で
は
四
〇
貫
五
〇
文
が
引
方
と
し
て
免
除
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「前
々

神
社
等
之
指
置
ハ
兎
も
あ
れ
、
御
国
法
如
此
之
間
、
可
為
此
分
」
と
あ
り
引
方

額
の
決
定
が
検
地
実
施
の
争
点
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
田
畠
踏
立
辻
」

か
ら
こ
の
引
方
額
を
差
し
引
い
た
高
と
、
「前
々
納
所
御
寺

へ
参
分
」

の
高
の

差
額
が

「当
検
地
増
分
」
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
増
分
は

「御
寺
」

＝
東
慶
寺
に
北
条
氏
か
ら
寄
進
さ
れ
る
、　
一
方
で
は
新
た
な
陣
夫
役
が
野
葉
郷

で
一
疋
、
前
岡
郷
で
三
疋
が
賦
課
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は

「前
々
納
所
御
寺
参
分
」
は
、
「此
員
数
百
姓
如
申
口
」
と
あ
る
よ
う
に
両
郷
の

百
姓
中
の
申
告
に
よ
っ
て
従
来
の
東
慶
寺

へ
の
年
貢
高
等
が
掌
握
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
検
地
増
分
は
北
条
検
地
以
前
の
百
姓
の
納
入
申
告
額
と
新
た
な

検
地
高
と
の
差
と
し
て
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
佐

脇
氏
は
両
郷
の
検
地
の
性
格
に
つ
い
て
陣
夫
増
徴
の
た
め
と
し
、
浅
倉
直
美
氏

は
、
書
出
文
言
な
ど
か
ら

「郷
村
へ
の
基
本
の
控
除
分
五
項
目
を
国
法
に
定
め

た
こ
と
を
契
機
に
、
後
北
条
氏
が
両
郷
の
検
地
を
実
施
し
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。

控
除
分
五
項
目
が
天
正
二
年
に
定
ま
っ
た
と
は
、
史
料
文
言
か
ら
は
確
定
で
き

な
い
こ
と
や
五
項
目
は
す
で
に
永
禄

一
〇
年
の
原
宿
の
検
地
書
出
に
見
え
る
こ

と
か
ら
も
、
少
な
く
と
も
国
法
に
よ
る
固
定
化
は
永
禄

一
〇
年
に
遡
る
も
の
で

あ
り
、
両
郷
の
検
地
を
浅
倉
氏
の
よ
う
に
評
価
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
と

考
え
る
。
両
郷
は
す
で
に

『役
帳
』
に
鎌
倉
東
慶
寺
の
所
領
と
し
て
記
載
さ
れ

る
。
こ
こ
で
は
地
名
の
み
の
記
載
で
あ
り
、
『役
帳
』
作
成
の
永
禄
二
年
の
時

点
で
は
北
条
氏
は
貫
高
の
掌
握
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
天
正
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二
年
の
検
地
書
出
が
最
初
の
検
地
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
領
主
東
慶
寺
と
両
郷

百
姓
中
の
引
方
を
め
ぐ
る
対
立
に
介
入
し
て
、
未
検
地
の
地
域

へ
検
地
を
押
し

進
め
よ
う
と
す
る
北
条
氏
の
政
策
を
示
す
事
例
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
１０
）
（１５
）
武
蔵
国
府
川
郷

（埼
玉
県
川
越
市
府
川
）

検
地
の
背
景
は
検
地
書
出
と
同
日
の
虎
印
判
状
が
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る

（戦

一
九

一
四
）
。
こ
れ
に
は
、
「符
川
之
郷

一
陽
年
来
致
隠
田
処
、
此
度
訴
申

間
、
被
遂
検
地
処
、
両
人
申
上
条
明
鏡
也
、
然
間
、
両
人
二
代
官
職
被
仰
付
候
、

井
御
領
所
之
隠
田
、
申
上
為
御
褒
美
、
今
度
増
分
、
定
納
廿
九
貫
之
内
五
貫
文
、

両
人
二
永
被
下
候
、
猶
郷
中
之
様
子
御
書
出
者
、
別
紙
二
有
之
、
従
来
秋
如
御

法
、
速
可
走
廻
旨
、
被
仰
出
者
也
」
と
竹
谷
源
七
郎

・
大
野
縫
殿
助
宛
て
に
出

さ
れ
て
い
る
。
府
川
郷
で
の
隠
田
の
存
在
を
竹
谷

・
大
野
両
人
が
北
条
氏
に
訴

え
た
こ
と
か
ら
検
地
が
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
今
川
検
地
で
有
光
友
学
氏
が

明
ら
か
に
し
た

「公
事
検
地
」
の
北
条
領
国
で
の
事
例
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ

の
検
地
の
結
果
、
増
分
二
四
貫

一
一
文
が
新
に
踏
出
さ
れ
、
竹
谷

・
大
野
両
人

は
増
分
か
ら
五
貫
文
を
与
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
府
川
郷
代
官
に
任
命
さ
れ
た
。

府
川
郷
で
は
天
正

一
五
年
に
再
び

「検
地
書
出
」
が
出
さ
れ
て
い
る
。
「
符

河
郷
御
検
地
御
書
出
」
で
は
じ
ま
り

「当
年
よ
り
定
納
」
高
と
そ
の
内
訳
と
し

て

「去
年
之
納
」
と

「今
度
之
増
分
」
が
記
載
さ
れ
る
大
変
簡
単
な
内
容
の
史

料
で
あ
る
。
検
地
書
出
の
発
給
者
北
条
氏
房
は
、
天
正

一
〇
年
七
月
の
前
城
主

太
田
源
五
郎

（氏
房
の
兄
）
の
死
去
に
と
も
な
い
岩
付
城
主
と
な
る
が
、
天
正

一
四
年
ま
で
は
父
で
あ
る
北
条
氏
政
の
発
給
文
書
が
岩
付
領
内
に
見
え
る
こ
と

か
ら
、
全
面
的
な
氏
房
の
領
域
支
配
が
開
始
さ
れ
る
の
は
天
正

一
四
年
か
ら
と

さ
れ
て
い
る
。
検
地
書
出
と
同
日
に
出
さ
れ
た
北
条
氏
房
印
判
状
で
は
、
「
符

川
郷
定
納
之
外
、
五
貫
文
之
所
、
御
隠
居
様
如
御
証
文
、
不
可
有
異
儀
者
也
」

と
竹
谷

・
大
野
両
代
官
に

「御
隠
居
」
＝
北
条
氏
政
の
証
文
同
様
に
安
堵
し
て

い
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
こ
の
検
地
は
氏
政
か
ら
氏
房

へ
の
実
質
的
な
支
配
者

の
代
替
わ
り
に
と
も
な
い
実
施
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
Ｈ
）
武
蔵
国
三
保
谷
郷

（埼
玉
県
川
島
町
三
保
谷
宿
）

「此
度
糾
明
事
終
而
相
定
畢
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
郷
に
お
い
て
も
公
事

に
よ
る
糾
明
検
地
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
検
地
書
出
の
発
給
さ
れ
る
四
年

前
の
天
正
三
年
に
次
の
よ
う
な
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
「
三
保
谷
郷
有
公
事
、

兎
角
申
間
□
□
迷
候
、
可
致
検
地
、
先
年
之
検
地

へ
以
賄
賂
□
□
無
之
由
、
只

今
当
訴
人
梅
沢

・
鈴
木
申
上
候
、
猶
郷
中
之
儀
、
代
官
道
祖
土
図
書
、
訴
人
梅

沢
、
公
方
検
使
守
賀
新
兵
衛
、
治
部
少
輔
衆
相
談
、　
一
々
被
致
検
地
、
可
申
上

者
也
」
（戦

一
七

一
九
）
。

天
正
三
年
以
前
に
検
地
が
あ

っ
た
時
に
賄
賂
を
利
用
し
て
、
三
保
谷
郷
は
検

地
を
逃
れ
た
と
梅
沢
将
監
と
鈴
木
隼
人
が
北
条
氏
に
訴
え
、
こ
れ
を
受
け
て
北

条
氏
は
代
官
道
祖
土
図
書
助
等
に
検
地
実
施
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
検
地

の
結
果
を
示
し
た
の
が

「検
地
書
出
」
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
元
亀
三
年

に
も
鈴
木
は
代
官
非
法
を
訴
え
て
い
る

（戦

一
九

一
六
）
。
道
祖
土
図
書
と
長

年
の
軋
蝶
が
あ

っ
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。
こ
の
公
事
検
地
で
五
四
貫

一
〇
文
の

増
分
が
踏
み
出
さ
れ
、
三
保
谷
百
姓
中

へ
は
こ
の
内
か
ら

一
四
貫
文
が
永
代
赦

免
と
し
て
指
し
置
か
れ
て
い
る
。
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（
１２
）
武
蔵
国
恩
田
郷

（横
浜
市
緑
区
恩
田
）

『役
帳
』
に
は
二
郎
殿

（北
条
幻
庵
の
子
宝
泉
寺
殿
、
小
机
城
主
）
の
所
領

と
し
て

「百
廿
七
貫
八
百
七
十
四
文
　
小
机
恩
田
」
と
あ
る
。
検
地
書
出
で
は

田
畠
辻
二
三
二
貫
五
五
文
で

『役
帳
』
記
載
の
貫
高
に
比
べ
て
一
〇
四
貫

一
八

一
文
の
増
加
が
認
め
ら
れ
る
。
検
地
書
出
に
は
増
分
記
載
は
見
ら
れ
な
い
が
当

郷
に
お
い
て
少
な
く
と
も
二
度
の
検
地
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

池
上
氏
は

「
二

一
貫
文
　
公
事
免
但
本
途
辻
十
分

一
」
の
記
載
か
ら
、
こ
の
公

事
免
貫
高
が
検
地
書
出
や

『役
帳
』
貫
高
の
十
分
の

一
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と

か
ら
、
永
禄
二
年
以
前
で
の
検
地
を
想
定
し
、
公
事
免
十
分

一
は
は
最
初
の
検

地
の
十
分

一
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
恩
田
郷
で
は
三
回
の
検
地

が
あ
っ
た
と
言
え
る
。

（
１３
）
上
野
国
北
谷
郷

（群
馬
県
鬼
石
町
三
波
川
）

「此
度
御
検
知
大
途
次
之
事
」
と
鉢
形
城
主
北
条
氏
邦
の
直
轄
領
で
あ
る
当

郷
の
検
地
は
、
大
途

（北
条
当
主
）
同
様
の
検
地
が
行
わ
れ
た
。
天
正

一
四
年

は
新
田
領
を
中
心
に
上
野
国
新
領
土
に
対
す
る
北
条
氏
の
領
域
検
地
が
行
わ
れ

た
が
、
「大
途
次
」
と
は
こ
の
新
田
領
同
様
の
検
地
と
い
う
意
味
を
指
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
争
点
も
引
方
額
の
問
題
で
あ
っ
た
。
氏
邦
は

「大
途
御
検
知
之
儀
者
、
夫
銭
以
下
さ
へ
、
被
為
引
候

ヘ
ハ
、
十
貫
文
之
郷
百

貫
文
二
成
候
共
、
御
許
無
之
御
国
法
二
候
」
と
大
途
の
国
法
の
論
理
を
利
用
す

る
こ
と
で
、
百
姓
中
側
の
免
除
要
求
を
抑
制
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
検
地

増
分
の
中
で

「成
年
之
増
」
と
し
て
一
一
貫
五
〇
〇
文
を
確
保
し
た
が
、　
一
一

貫
五
七
六
文
は
百
姓
の
化
言
に
よ
り
免
除
せ
ぎ
る
を
得
な
か
っ
た
。

（
１４
）
下
総
国
金
野
井
本
郷

（埼
玉
県
庄
和
町
西
金
野
井

・
千
葉
県
野
田
市
東
金
野
井
）

こ
の
検
地
の
目
的
は
、
三
町
三
反
大
の
新
開
畠
と
四
五
歩
の
新
開
田
地
の
掌

握
で
あ

っ
た
。
も
う

一
つ
は

「此
内
拾
三
貫
六
百
文
、
当
年

一
廻
、
人
給
不
足

二
付
、
被
為
引
、
然
者
、
郷
中
役
も
半
役
可
致
之
」
と
の
記
載
か
ら
、
こ
の
年

の
家
臣
給
分
の
不
足
の
た
め
、
百
姓
中

へ
の
免
除
分
の
う
ち
か
ら

一
年
に
限
り

当
納
額

へ
繰
り
入
れ
る
こ
と
を
確
定
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
新
開
田
畠
も
含
め

た
貫
高
か
ら
引
方
を
差
し
引
い
た

「定
納
」
額
が
記
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
の
年
の

水
損
田
地
と
不
作
畠
分
が
差
し
引
か
れ

「当
納
」
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

荒
地
分
の
貫
高
が
加
え
ら
れ
て
、
「
本
郷
踏
立
之
辻
」
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

郷
村
高
の
掌
握
は
、
開
発
予
定
地
と
し
て
の
荒
地
も
含
む
も
の
で
あ

っ
た
と
言

え
る
。

（
１６
）
武
蔵
国
久
下
郷

（埼
玉
県
熊
谷
市
久
下
）

久
下
郷
は
本
来
小
山
衆
八
人
の
給
田
で
構
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

検
地
辻
で
あ
る
九
二
貫
五
二
〇
文
の
う
ち
四
八
貫
文
は

「
給
田
」
、　
一
五
貫
二

〇
〇
文
は

「
御
加
増
　
金
子
左
京
亮
増
給
」
と
あ
り
、

こ
れ
ら
が
引
か
れ
て

「当
納
」
二
七
貫
文
と
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て

「当
納
」
の
内
訳
は

「
御
領
所

開
」
と

「給
田
よ
り
出
増
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
検
地
書
出
発
給
の
前
日
に
出

さ
れ
た
北
条
氏
照
印
判
状
に
は

「
久
下
郷
之
検
地
之
増
」
と
し
て
八
人
の
給
人

ご
と
に
給
田
か
ら
の
増
分
高
五
貫
九

一
二
文
が
打
ち
出
さ
れ
、
「
給
田
之
増
以

召
上
儀
者
、
御
国
法
也
」
と
い
う
国
法
の
論
理
で
増
分
の
召
し
上
げ
が
命
じ
ら

れ
て
い
る

（戦
三
二
〇
七
）
。
ま
た
、
二

一
貫
八
八
文

の
新
開
分
が
御
領
所
と
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し
て
組
み
込
ま
れ
、
合
わ
せ
て
栗
橋
御
蔵
へ
の
納
入
が
代
官
金
子
左
京
亮
に
命

じ
ら
れ
た
。
金
子
は
増
給
と
し
て
久
下
郷
か
ら
給
田
を
も
ら

っ
て
い
る
が
、

「加
増
」
と
あ
る
よ
う
に
天
正

一
五
年
の
検
地
時
に
お
け
る
も
の
で
あ
り
、
代

官
掟
の
発
給
と
と
も
に

（戦
三

一
〇
七
）
、
お
そ
ら
く
新
し
く
久
下
郷
の
代
官

に
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
１７
）
武
蔵
国
荒
川
郷

（埼
玉
県
花
園
村
荒
川
）

「此
度
改
之
辻
」
の
三
貫
六
六
八
文
は
、
「当
開
十

一
人
御
扶
持
被
下
候
」

と
あ
り
、
荒
川
郷
の
荒
野
開
発
を
行

っ
た
持
田
左
京
亮
以
下
十

一
人
の
者
に
給

付
さ
れ
た
。
こ
の
検
地
は
荒
野
開
発
に
伴
い
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

（
１８
）
武
蔵
国
江
戸
廻
永
福
寺
分

（東
京
都
杉
並
区
永
福
）

関
連
史
料
が
な
く
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
前
掲
の
通
り

「検
地
書
出
」
と
し

て
典
型
的
な
史
料
で
あ
る
。

文
書
内
容
か
ら
検
地
書
出
史
料
を
分
類
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

Ｉ
型

…
田
畠
面
積

・
引
方
を
記
載
↓
１
・
２

ｏ
４

ｏ
ｌＯ

・
１２

ｏ
ｌ４

ｏ
ｌ８
の
七

事
例
と
な
る
。

Ⅱ
型

…
田
畠
面
積
は
あ
る
が
引
方
が
記
載
さ
れ
な
い
↓
５
・
７
の
二
事
例

Ⅲ
型

…
面
積
記
載
が
な
く
検
地
高
と
典
型
的
な
引
方
を
記
載
↓
３
ｏ
６
ｏ
８
・

９

ｏ
Ｈ
・・
１３
の
六
事
例

Ⅳ
型

…
面
積
と
明
確
な
引
方
記
載
が
な
く
検
地
高
と
増
分
を
記
載
↓
１５

・
１６
ｏ

ｌ７
の
三
事
例

こ
の
内
、
「検
地
書
出
」
文
言
が
あ
る
の
は
、
Ｉ
型
で
５
例
、
Ⅲ
型
で

一
例
、

Ⅳ
型
で

一
例
で
あ
る
。
「検
地
」
に
伴
い
そ
の
結
果
を
百
姓
中
な
ど
に
示
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
領
主
―
百
姓
関
係
を
つ
く
る
役
割
を
こ
れ
ら
の
検
地
書
出
は
も
っ

て
い
た
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
が
、
「検
地
」
「検
地
書
出
」
と
し
て
表
現
さ
れ

る
検
地
が
ど
の
よ
う
な
内
容
と
目
的
を
持

つ
の
か
は
も
う
少
し
厳
密
に
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
Ⅲ
型
の
近
似
す
る
史
料
と

し
て
永
禄

一
二
年
の
虎
印
判
状
と
推
定
さ
れ
る
文
書
が
あ
る
。
「
己
巳
歳
斑
目

郷
風
損
之
化
言
、
百
姓
中
頻
而
申
二
付
而
、
検
見
之
上
、
自
今
以
後
之
納
所
引

方
共

二
定
事
」
で
は
じ
ま
り
、
検
見
高
辻
と
引
方
が
記
載
さ
れ
て
い
る

（戦

一

三
六
九
）
。
百
姓
中
は
風
損
を
理
由
に
北
条
氏
に
年
貢
減
免
を
訴
え
た
の
で
、

北
条
氏
は
郷
中
の
検
見
を
し
た
上
で
百
姓
中
の
主
張
の
通
り
に
免
除
分
を
決
定

し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
検
見
は
、
作
柄
調
査
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
厳
密

に
言
え
ば
土
地
調
査
と
は
相
違
し
検
地
の
範
疇
に
属
さ
な
い
と
考
え
る
べ
き
で

あ
る
が
、
検
見
高

・
引
方

・
定
納
高
の
確
定
や
増
分
の
打
ち
出
し

（増
分
の
一

部
は
引
方
に
含
ま
れ
る
）、
ま
た
、
「自
今
以
後
之
納
所
引
方
」
と
あ
る
よ
う
に

こ
れ
以
降
の
年
貢
高
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、
「
検

地
」
と
の
相
違
を
ど
の
う
よ
う
に
見
る
の
か
、
明
確
化
す
る
こ
と
は
難
し
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

３
、
北
条
検
地
の
性
格
に
つ
い
て

以
上

一
八
通
の
検
地
書
出
史
料
全
体
を
通
じ
て
の
北
条
検
地
を
特
徴
に
つ
い

て
整
理
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
第

一
は
基
準
貫
高
の
問
題
で
あ
る
。
従
来
、
基
準
貫
高
は
田
地
五
〇
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○
文
、
畠
地

一
六
五
文
で
あ
り
天
正

一
八
年
ま
で
変
更
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
て

き
た
。
し
か
し
、
田
地
三
〇
〇
文

ｏ
畠
地
二
〇
〇
文

・
一
七
六
文

・
一
五
〇
文

な
ど
の
事
例
が
存
在
す
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か

（表
３
参
照
）
。
既
に
佐
脇
氏
が
、
「
一
筆
ご
と
の
田
畠
の
等
級
を
記
載
し
て
い

な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
村
と
か
郷
と
か
そ
の
地
域
地
域
で
は
そ
の
区
別
が

あ

っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
以
降
、
こ
の
点
に
つ
い
て

「
ご
く

一

部
」
と
例
外
と
し
て
理
解
す
る
以
外
は
言
及
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
点
の
位
置
づ
け
は
北
条
氏
の
在
地
掌
握
の
と
く
に
農
業
生
産
力
掌
握
に
お

け
る
評
価
と
関
わ
り
、
例
外
と
す
る
だ
け
で
は
十
分
と
は
い
え
な
い
。
「
下
中

村
上
町
検
地
帳
」
「
長
は
ま
野
帳
」
で
は
、
田
畠

一
筆
ご
と
に
上
中
下
な
ど
の

品
位
記
載
は
な
く
、
面
積
の
み
の
掌
握
に
止
ま

っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

田
三
〇
〇
文

・
畠
二
〇
〇
文
の
存
在
は
、
田
畠

一
筆
ご
と
の
等
級
分
け
で
は
な

く
、
郷
別
の
等
級
設
定
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
，い
だ
ろ
う

か
。

つ
ま
り
、
検
地
は
田
畠
面
積

・
作
人
の
確
定
と
と
も
に
郷
別
基
準
貫
高
の

確
定
が
重
要
な
作
業
で
あ

っ
た
。
西
原
源
太
宛
て
北
条
家
印
判
状

（戦

一
四
七

二
）
に
は

「於
仁
田
郷
、
給
田
被
下
畢
、
田
畠
上
田

・
下
田
引
合
」
と
あ
り
、

知
行
宛
行
に
際
し
て
上
田
下
田
の
考
慮
が
行
わ
れ
平
均
化
さ
れ
る
状
況
を
示
し

て
い
る
。　
一
筆
ご
と
の
田
畠
の
口
盟
恒
が
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
郷
別
等
級
の
決
定
に
際
し
て
も

一
筆
ご
と

の
生
産
性
を
考
慮
し
て
郷
全
体
の
平
均
化
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

ま
た
、
基
準
貫
高
の
田
畠
を
比
較
す
る
と
五
〇
〇
文
と

一
六
五
文
、
三
〇
〇
文

と

一
〇
〇
文
な
ど
三
対

一
を
基
本
と
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
同
面

積
で
の
田
畠
の
生
産
力
の
比
率
は
、
畠
は
田
の
三
分
の

一
と
考
え
ら
れ
て
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
畠
作
優
位
の
東
国
に
あ

っ
て
大
名
権
力
の
畠
作
に
対

す
る
認
識
を
検
討
す
る
こ
と
は
重
要
な
ひ
と

つ
課
題
で
あ
る
。

年
貢
収
奪
の
強
化
を
政
策
基
調
と
す
る
北
条
氏
に
お
い
て
、
郷
別
基
準
貫
高

が

一
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
田
畠
面
積
の
増
加
だ
け
が
田
畠
高
辻
の
増
加
＝
年

貢
収
奪
の
強
化
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
田
畠
面
積
の
確
定
作
業
を
目

的
と
し
た
検
地
、
そ
の
結
果
を
百
姓
中
に
提
示
す
る
役
割
を
果
た
し
た
検
地
書

出
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、　
一
八
例
中
九
例
に
お
い
て
面
積
記
載
が
な
い
の

は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
第
二
の
問
題
で
あ
る
。
検
地
書
出
史
料
の
性
格

に
も
関
わ
る
点
で
あ
る
。

６
の
事
例
を
除
い
て
九
例
で
増
分
記
載
が
あ
る
こ
と
は
注
目
で
き
る
。
増
分

の
存
在
は
、
そ
れ
以
前
に
検
地
が
す
で
に
行
わ
れ
、
そ
の
年
貢
高
と
の
差
額
が

増
分
と
し
て
示
さ
れ
た
も
の
で
、
少
な
く
と
も
同

一
郷
村
に
二
回
の
検
地
が
行

わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
８

ｏ
９
の
事
例
で
は
諸
引
方
の
確
定
が

争
点
の
中
心
で
あ
る
こ
と
か
ら
田
畠
面
積
の
記
載
が
省
略
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
面
積
表
示
の
あ
る
検
地
書
出
に
お
い
て
も
府
川
郷
で
は
隠
田

を
め
ぐ
る
公
事
検
地
で
あ
り
、
検
地
書
出
は
北
条
氏
の
支
配
原
則
を
示
す
も
の

で
あ
る
と
同
時
に
在
地
で
の
矛
盾

・
対
立
を
表
現
す
る
文
書
で
も
あ

っ
た
。
検

地
書
出
は
、
在
地
で
の
矛
盾
対
立
に
介
入
し
隠
田
を
踏
み
出
し
、
ま
た
荒
野
開

発
で
の
新
開
踏
出
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
田
畠
面
積
の
拡
大
掌
握
が
北
条
氏
の
政

策
基
調
で
あ

っ
た
。

第
二
点
と
関
連
し
て
次
に
検
地
で
踏
出
さ
れ
た
増
分
の
性
格
を
考
え
よ
う
。

勝
俣
―
安
良
城
論
争
で
の
検
地
増
分
は
、
加
地
子
得
分
な
の
か
、
隠
田
な
の
か

と
い
っ
た
問
題
で
あ

っ
た
。
結
論
的
は
検
地
書
出
に
見
ら
れ
る
増
分
は
、
隠
田

・
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新
開
に
伴
う
田
畠
面
積
の
増
加
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
加
地
子
得
分
の
北
条

氏
の
取
り
込
み
で
は
な
か

っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
北
条
領
国
で
は
田
畠
面
積

の
増
大
に
よ
る
し
か
年
貢
高
の
上
昇

へ
と
は
結
果
し
な
い
の
で
あ
る
。
検
地
増

分
＝
加
地
子
得
分
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
基
準
貫
高
の
増
額
と
し
て
表
現

さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
北
条
領
国
下
で
の
こ
の
よ
う
な
事
例
は
見
出
さ
れ
な

い
こ
と
か
ら
、
検
地
増
分
＝
加
地
子
得
分
説
は
否
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
北
条
氏
は
全
く
加
地
子
得
分
に
つ
い
て
掌
握
し
、
貫
高

へ
の
吸
収
を
行

う
こ
と
は
な
か

っ
た
の
か
。
こ
の
問
題
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

前
述
の
検
地
書
出
に
記
載
さ
れ
た
増
分
が
、
そ
れ
以
前
の
検
地
で
確
定
さ
れ
た

本
年
貢
高
と
当
該
の
検
地
で
確
定
さ
れ
た
田
畠
踏
立
辻
と
の
差
で
示
さ
れ
る
点

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
加
地
子
得
分
と
貫
高
と
の
関
係
は
、
検
地
書
出
の
検
地
増

分
の
分
析
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
郷
村

で
の
基
準
貫
高
の
設
定
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
来
、
永
原
慶
二
氏
が

基
準
貫
高
と
荘
園
年
貢
と
の
近
似
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
以
外
、
基
準
貫
高
自
体

の
創
出
の
根
拠

・
過
程
に
つ
い
て
は
十
分
に
説
明
さ
れ
て
は
い
な
い
。
池
上
裕

子
氏
が

「
北
条
氏
の
五
〇
〇
文
と
い
う
貫
高
基
準
は
、
上
田

・
下
田
を
と
わ
ず
、

す
べ
て
の
田
に

一
律
に
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
個
々
の
耕
地
で
は
な

く
村
落
を
単
位
と
し
て
考
え
れ
ば
、
明
ら
か
に
旧
来
の
本
年
貢
を
大
き
く
上
ま

わ
る
収
奪
基
準

で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
し
、
検
地
は
耕
地
面
積
の
踏
出
を
大
幅

に
お
こ
な

っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
両
者
を
通
し
て
、
『
本
途
』

は
、

旧
来

の
本
年
貢
に
加
え
て
、
加
地
子
得
分
に
相
当
す
る
余
剰
部
分
の
多
く
を
吸
収
し

て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
基
準
貫
高
の

一
律
的
な
強
制
に
よ
る
結
果

論
的
な
加
地
子
得
分
の
吸
収
と
い
う
以
上
の
意
味
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

北
条
氏
の
場
合
、
郷
村
貫
高
は

一
定
の
郷
村
別
基
準
貫
高
と
厳
密
な
田
畠
面
積

の
掌
握
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
郷
全
体

へ
の
基
準
貫
高
の
強
制
的

適
用
と
隠
田
摘
発
の
奨
励

・
荒
野
開
発
の
推
進
に
よ
る
田
畠
面
積
の
大
幅
な
踏

出
に
よ
る
貫
高
の
増
大
に
は
、
結
果
的
に
加
地
子
得
分
を
も
大
幅
に
組
み
込
む

こ
と
に
な

っ
た
。
し
か
し
、
加
地
子
得
分
を
積
極
的
に
否
定
す
る
性
格
を
有
す

る
検
地
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

北
条
検
地
の
特
徴
は
永
正

一
七
年
や
天
文

一
一
・
一
二
年
の
当
主
の
代
替
わ

り
に
伴
う
検
地
、
同
様
な
永
禄

一
〇
年
の
太
田
氏
か
ら
北
条
氏

へ
の
岩
付
領
支

配
の
交
替
に
伴
う
検
地
も
含
め
て
代
替
わ
り
検
地
が
郡
規
模
を
単
位
と
す
る
広

範
囲
な
地
域
で
実
施
さ
れ
た
。
代
替
わ
り
の
観
念
に
実
施
の
正
当
性
を
求
め
、

百
姓
中
の
検
地
反
対
闘
争
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
新

領
土
獲
得
に
伴
い
天
正

一
四

・
一
七
年
の
上
野
で
の
検
地
の
よ
う
に
領
域
的
検

地
が
展
開
さ
れ
た
。
し
か
し
、
領
域
的
検
地
が
平
均
的
に
全
領
国
を
覆
い
尽
く

す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
郷
村
の
様
々
な
状
況
を
反
映
し
、
「
先
年
無
検
地

郷
村
」
が
現
れ
た
。
そ
こ
で
領
域
的
検
地
に
個
別
的

ｏ
臨
時
的
な
小
規
模
検
地

を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
北
条
氏
は
領
域
的
検
地
の
限
界
性
の
克
服
を

図

っ
た
。
検
地
書
出
史
料
に
見
ら
れ
る
多
く
の
事
例
は
、
こ
の
よ
う
な
小
規
模

検
地
の
事
例
で
あ
り
、
特
に
府
川
郷
や
三
保
谷
郷
で
の
検
地
は
、
訴
訟
が
発
端

と
な
り
実
施
さ
れ
た
公
事
検
地
で
あ

っ
た
。
北
条
検
地
の
形
態
的
な
特
徴
は
、

領
域
的
大
規
模
検
地
と
個
別
的
な
小
規
模
検
地
と
の
相
互
補
完
的
実
施
に
よ
る

在
地
支
配
強
化
の
点
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
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お

わ

り

に

以
上
の
よ
う
に

『
役
帳
』
と
検
地
書
出
を
中
心
に
北
条
検
地
を
見
て
き
た
。

前
述
し
た
北
条
検
地
の
特
徴
は
大
筋
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
ま
だ
多

く
の
問
題
点
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
た
と
考
え
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
本

稿
は
北
条
検
地
に
つ
い
て
の
ノ
ー
ト
の
に
過
ぎ
な
い
と
言
え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

問
題
点
の
解
明
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

最
近
、
池
上
裕
子
氏
は
戦
国
大
名
検
地
に
関
す
る
新
し
い
見
解
を
示
し
て
い

る
。
安
良
城
―
勝
俣
論
争
以
後
あ
ま
り
大
き
な
進
展
が
な
く
、
い
わ
ば
閉
塞
状

況
に
あ

っ
た
大
名
検
地
論
に
と
っ
て
新
た
な
視
角
と
し
て
、
重
要
な
論
点
が
提

示
さ
れ
た
と
言
え
る
。
池
上
氏
は
、
「七
〇
年
代
以
降
の
研
究
の
到
達
点
は
、

戦
国
期
～

一
七
世
紀
前
半
に
お
い
て
大
名
や
統

一
政
権
が
徴
し
た
指
出
は
検
地

と
の
区
別
が
明
確
に
な
さ
れ
ず
、
『指
出
』
と
あ
れ
ば
指
出
検
地
の
史
料
と
さ

れ
て
、
検
地
が
行
わ
れ
た
と
み
な
す
こ
と
」
が
行
わ
れ
て
き
た
と
指
摘
し
、

「指
出
」
と

「検
地
」
の
相
違
と

「指
出
検
地
」
の
語
の
妥
当
性
に

つ
い
て
検

討
し
て
い
る
。
「
『
指
出
』
＝
先
規
の
継
承
、
検
地
＝
新
儀
＝
先
規
の
否
定
と
い

う
面
こ
そ
、
指
出
と
検
地
の
本
質
的
な
違
い
」
で
あ
る
と
し
、
指
出
検
地
の
そ

の
も
の
の
存
在
を
否
定
し
て
、
北
条
検
地
も
含
め
て
戦
国
大
名
検
地
が
太
閤
検

地
同
様
の
丈
量
検
地
で
あ

っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
従
来
、
検
地
は
指
出
検

地
と
丈
量
検
地
に
大
き
く
分
類
さ
れ
て
き
た
が
、
検
地
＝
丈
量
検
地
で
あ
る
こ

と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
戦
国
期
の
史
料
に
あ
る

「検
地
」

文
言
が
、
指
出
検
地
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
な
い
の
と
同
様
に
、
丈
量

検
地
で
あ
る
と
は
十
分
に
論
証
さ
れ
て
は
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
と
言
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
池
上
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
丈
量
検
地
の
実

施
は
指
出
の
消
滅
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
戦
国
大
名
の
在
地

（土
地
）
掌
握
は
検
地
と
指
出
の
構
造
的
連
関
の
上
で
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
例
え
ば
前
述
し
た
よ
う
に
東
慶
寺
領
野
葉
郷
の
検
地
書
出
で
は
、
東
慶

寺
に
納
め
て
い
た
年
貢
等
の

「
前
々
納
所
」
は

「
百
姓
如
甲
口
」
と
し
て
百
姓

中
の
申
告
で
北
条
氏
に
掌
握
さ
れ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

「
百
姓

如
甲
口
」
は
日
頭
で
の
申
告
と
し
て
も
理
解
で
き
る
が
、
先
例
の
掌
握
と
い
っ

た
点
で
考
え
れ
ば
、
池
上
氏
の
い
う

「指
出
」
の
役
割
と
同
様
な
位
置
づ
け
が

可
能
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
検
地
書
出
は
北
条
氏
の
新
た
な
る
検
地
に
よ
る
結

果
を
郷
村
に
伝
え
た
の
み
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
は
、
新
儀
と
し
て
の
北
条
検

地
と
先
例
と
し
て
の
指
出

（
＝
申
告
）
の
統
合
の
上
で
成
り
立

っ
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

注（１
）
今
川
氏
の
検
地
に
つ
い
て
は
有
光
友
學

『戦
国
大
名
今
川
氏
の
研
究
』

（吉
川
弘
文
館
、　
一
九
九
四
年
）
に
整
理
が
あ
る
の
で
参
照
の
こ
と
。
そ
れ
以

降
の
論
文
と
し
て
は
、
古
宮
雅
明

「有
光
友
學

『公
事
検
地
論
』
の
批
判
的
検

討
」
（『
日
本
史
研
究
』
四
三
〇
）、
同

「戦
国
大
名
今
川
氏
の
検
地
に
つ
い
て

の
一
考
察
」
（『戦
国
史
研
究
』
三
六
、　
一
九
九
八
年
）
が
あ
る
。
武
田
氏
に
つ

い
て
は
恵
林
寺
検
地
帳
の
分
析
を
中
心
に
行
わ
れ
高
島
緑
雄

「東
国
に
お
け
る

戦
国
期
寺
領
の
構
造
―
永
禄
六
年

・
甲
斐
国
恵
林
寺
領
に
つ
い
て
１
」
（『
歴
史

評
論
』

一
〇
〇
、　
一
九
五
八
年
）

・
勝
俣
鎮
夫

「戦
国
大
名
検
地
に
関
す
る

一
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考
察
―
恵
林
寺
領

『検
地
帳
』
の
分
析
―
」
（『戦
国
期
の
権
力
と
社
会
』
東
京

大
学
出
版
会
、　
一
九
七
六
年
の
ち

『戦
国
法
成
立
史
論
』
所
収
）
、
村
川
幸
三

郎

「戦
国
大
名
武
田
氏
の
恵
林
寺
領
検
地
に
つ
い
て
」
（『研
究
と
評
論
』
三
六

・

三
七
、　
一
九
八
六
年
）、
同

「戦
国
大
名
武
田
氏
の
検
地
に
つ
い
て
―
勝
俣
鎮

夫
氏
の

『検
地
施
行
原
則
』
に
関
し
て
―
」
（『
日
本
史
研
究
』
三
二
三
、　
一
九

八
九
年
）
な
ど
の
研
究
が
あ
る
。

（２
）
佐
脇
栄
智

「後
北
条
氏
の
検
地
」
（『
日
本
歴
史
』

一
七
七
、　
一
九
六
三

年
の
ち

『後
北
条
氏
の
基
礎
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
七
六
年
）。
そ
の
他
、

北
条
検
地
に
言
及
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
「下
中
村
上
町
分
検
地
帳
―
後
北

条
氏
の
い
わ
ゆ
る
検
地
帳
に
つ
い
て
」
（『歴
史
地
理
』
九

一
―

一
、　
一
九
六
四

年
）
「後
北
条
氏
の
貫
高
制
に
つ
い
て
の

一
考
察
」
（『
日
本
歴
史
』
二
七

一
、

一
九
七
〇
年
）、
中
丸
和
伯

「戦
国
大
名
論
―
村
落
構
造
を
中
心
と
し
て
―
」

（『歴
史
学
研
究
』
二
四
〇
）
、
大
石
慎
二
郎

「近
世
封
建
社
会
形
成
史
に
関
す

る

一
考
察
―
豆
州
内
浦
の
場
合
に
つ
い
て
―
」
（『高
崎
論
叢
』

一
―

一
）
安
良

城
盛
昭

「太
閤
検
地
の
歴
史
的
前
提

（２
）
」
（『歴
史
学
研
究
』

一
六
四
）
、
小

和
田
哲
男

「後
北
条
領
国
下
の
農
民
諸
階
層
―

『下
中
村
上
町
分
検
地
帳
』
の

再
検
討
―
」
（『
関
東
戦
国
史
の
研
究
』
名
著
出
版
、　
一
九
七
六
年
）
、
同

「
北

条
氏
邦
の
検
地
に
つ
い
て
」
（『
歴
史
手
帖
』
創
刊
号
、　
一
九
七
三
年
）
、
永
原

慶
二

「大
名
領
国
下
の
農
民
支
配
原
則
」
（『
戦
国
期
の
権
力
と
社
会
』
東
京
大

学
出
版
会
、　
一
九
七
六
年
）
、
同

「大
名
領
国
下
の
貫
高
制
」
（
『
戦
国
時
代
』

吉
川
弘
文
館
、　
一
九
七
八
年
）
、
池
上
裕
子

「戦
国
大
名
領
国
に
お
け
る
所
領

お
よ
び
家
臣
団
編
成
の
展
開
」
（『戦
国
期
の
権
力
と
社
会
』
東
一昼
入
学
出
版
会
、

一
九
七
六
年
）
、
浅
倉
直
美

「
後
北
条
領
国
に
お
け
る
郷
村
支
配
と
定
使
」

（『大
名
領
国
を
歩
く
』
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
九
二
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（３
）
『神
奈
川
県
史
』
通
史
編
１
原
始
古
代
中
世

（
一
九
八

一
年
）
、
『新
編
埼

玉
県
史
』
通
史
編
２
中
世

（
一
九
八
三
年
）
、
『
群
馬
県
史
』
通
史
編
３
中
世

（
一
九
八
九
年
）、
『小
田
原
市
史
』
通
史
編
原
始
古
代
中
世

（
一
九
九
八
年
）

な
ど
自
治
体
史
類
な
ど
で
は
、
ほ
ぼ
同
じ
様
な
記
述
と
な
っ
て
い
る
。

（４
）
『北
条
氏
所
領
役
帳
』
の
書
誌
的
な
整
理
に
つ
い
て
は
、
中
元
幸
二

「北

条
氏
所
領
役
帳
の
諸
本
に
つ
い
て
」
（『
神
奈
川
地
域
史
研
究
』

一
五
、　
一
九
九

六
年
）
や
各
刊
本
の
解
題
を
参
照
。
原
本
は
失
わ
れ
て
お
り
、
写
本
は
大
き
く

は
宥
相
本
系
の
内
閣
文
庫
本
と
狭
山
本
系
の
今
井
家
所
蔵
本
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
、
宥
相
本
系
の
異
本
で
あ
る
皆
川
本
な
ど
が
あ
る
。
『
役
帳
』

の
検
地
関
連
記
載
に
つ
い
て
は
後
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
『
役
帳
』
が

一
義
的

に
は
北
条
氏
と
給
人
の
関
係
を
知
行
役
を
通
し
て
規
定
す
る
帳
簿
で
あ
る
こ
と

を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
知
行
役
を
賦
課
す
る
基
準
で
あ
る
知
行
高
が
ど
の

よ
う
な
過
程
を
と
っ
て

『役
帳
』
に
集
約
さ
れ
た
の
か
が
問
題
で
あ
ろ
う
。
江

戸
衆
豹
徳
軒
の
知
行
地
の

一
部
に
は

「領
主
如
申
辻
」
の
注
記
が
あ
り
、
北
条

氏
の
検
地
で
は
給
人
の
申
告
で
知
行
高
が
掌
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
も
そ
も
検
地
記
載
は
す
べ
て
の
知
行
地
に
注
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、

注
記
の
有
無
は
ど
の
よ
う
な
相
違
を
示
し
て
い
る
の
か
も
よ
く
は
わ
か

っ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。

（５
）
佐
脇
前
掲
論
文
、
『小
田
原
市
史
』
通
史
編
原
始
古
代
中
世
の
黒
田
基
樹

氏
執
筆
部
分
参
照
。

（６
）
佐
脇
前
掲
論
文
、
『小
田
原
市
史
』
通
史
編
原
始
古
代
中
世
の
黒
田
基
樹

氏
執
筆
部
分
、
『鎌
倉
市
史
』
総
説
編

（吉
川
弘
文
館
、　
一
九
五
九
年
）
参
照
。
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（
７
）
『東
京
百
年
史
』
第

一
巻

（
一
九
七
三
年
）
参
照
。

（
８
）
佐
脇
前
掲
論
文
参
照
。

（
９
）
佐
脇
前
掲
論
文
、
『
新
編
埼
玉
県
史
』
通
史
編
な
ど
参
照
。
『
役
帳
』
は

作
成
さ
れ
た
永
禄
二
年
以
前
の
状
況
し
か
示
さ
な
い
が
、
こ
れ
以
降
の
新
領
土

獲
得
に
伴
う
大
規
模
領
域
検
地
と
し
て
は
上
野
の
事
例
が
あ
る

（『
群
馬
県
史
』

通
史
編
中
世
参
照
）
。
天
正

一
二
年
の
暮
れ
に
金
山
城
の
由
良
氏
、
館
林
城
の

長
尾
氏
を
攻
撃
し
て
城
を
接
収
す
る
と
、
翌
年
に
周
辺
地
域
に
実
施
さ
れ
た
検

地
で
あ
る
。
天
正

一
三
年
に
は
新
田
領
で

一
四
年
に
は
西
庄
で
行
わ
れ
た
。

（
１０
）
佐
脇
前
掲
論
文
。

（
Ｈ
）
池
上
裕
子

「
後
北
条
領
の
公
事
に
つ
い
て
」
（『
歴
史
学
研
究
』
五
二
三
、

一
九
八
三
年
の
ち

『戦
国
時
代
社
会
構
造
の
研
究
』
校
倉
書
房
、　
一
九
九
九
年

所
収
）
で
は

「
公
事
は
年
貢
高
の
決
定
に
重
大
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

本
来
、
年
貢
と
な
る
べ
き
田
畠
踏
立
辻

（分
銭
）
か
ら

一
割
の
公
事
免
が
差
し

引
か
れ
た
こ
と
も
そ
う
で
あ
る
が
、
検
地
に
先
行
し
た
公
事
賦
課
に
対
す
る
闘

い
が
百
姓
の
闘
争
力
を
強
化
し
、
そ
れ
が
増
分
か
ら
多
く
の
赦
免
を
獲
得
す
る

力
と
な

っ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
大
名
に
と

っ
て
公
事
が
重
要
で
あ

っ
た

が
故
に
、
百
姓
の
公
事
に
対
す
る
闘
い
が
年
貢
高
＝
貫
高
を
押
し
下
げ
る
役
割

を
は
た
し
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
１２
）
長
浜
の

「検
地
書
出
」
と

「長
は
ま
野
帳
」
の
具
体
的
な
分
析
は
行
わ

れ
て
い
な
い
。
厳
密
に
言
う
と
野
帳
の
合
計
と
書
出
の
合
計
は
一
致
し
な
い
し
、

野
帳
に
記
載
さ
れ
る

「
免
田
」
や
注
記
の
あ
る
田
畠
が
検
地
書
出
と
ど
の
よ
う

に
対
応
す
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
野
帳
は
国
立
史
料
館
所
蔵
の
豆
州
内
浦
漁

民
史
料
大
川
家
文
書
に
は
見
あ
た
ら
な
く
、
原
本
な
の
か
写
し
な
の
か
も
確
認

で
き
な
い
。
検
地
奉
行
に
よ
る
丈
量
を
表
す
史
料
で
あ
る
蓋
然
性
は
高
い
と
は

思
わ
れ
る
が
、
検
地
奉
行
の
署
名
や
北
条
氏
朱
印
な
ど
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、

長
浜
百
姓
中
か
ら
の
指
出
で
あ
る
可
能
性
を
完
全
に
は
否
定
で
き
な
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

（
１３
）
前
島
康
彦

「
太
田
源
五
郎
氏
資
論
」
（『太
田
関
係
文
書
集
』
五
、　
一
九

七
〇
年
）
、
黒
田
基
樹

「
後
北
条
氏
の
岩
付
領
支
配
―
太
田
源
五
郎
を
中
心
と

し
て
―
」
（『埼
玉
地
方
史
』
二
五
、　
一
九
八
九
年
）
、
同

「
太
田
源
五
郎
と
北

条
氏
房
」
（『
戦
国
史
研
究
』

一
五
、　
一
九
八
八
年
の
ち
両
論
文
と
も

『戦
国
大

名
北
条
氏
の
領
国
支
配
』
所
収
）
な
ど
参
照
。

（
１４
）
前
掲
小
和
田
論
文

「北
条
氏
邦
の
検
地
に
つ
い
て
」
参
照
。

（
１５
）
検
地
と

「案
内
者
」
の
位
置
づ
け
の
関
係
は
、
実
際
の
丈
量
過
程
を
考

え
る
上
で
重
要
で
あ
ろ
う
。
「案
内
者
」
に
つ
い
て
は
、
阿
部
浩

一
「戦
国
末
―

近
世
初
期
の
宿
の
開
発
と
展
開
」
（本
多
隆
成
編

『
戦
国

・
織
豊
期

の
権
力
と

社
会
』
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
九
九
年
）
、
池
上
裕
子

「
戦
国
時
代

の
指
出
と
検

地
」
（『
神
奈
川
地
域
史
研
究
』

一
七
、　
一
九
九
九
年
）
を
参
照
。

（
１６
）
佐
脇
前
掲
論
文
。

（
１７
）
浅
倉
前
掲
論
文
。

（
１８
）
黒
田
前
掲
論
文
。

（
１９
）
池
上
前
掲
論
文

「
後
北
条
領
の
公
事
に
つ
い
て
」
。

（
２０
）
前
掲

『群
馬
県
史
』
通
史
編
３
中
世
。

（２１
）
浅
倉
前
掲
論
文
で
は
斑
目
郷
の
史
料
も
検
地
書
出
の
事
例
と
し
て
い
る

が
、
引
方
の
考
察
に
は
有
効
な
史
料
と
し
て
も
、
こ
れ
を
検
地
書
出
事
例
と
す

る
の
は
疑
間
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
久
保
健

一
郎
氏
は
検
地
の
具
体
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的
な
契
機
に
よ
り
、
①
訴
人
告
発
に
よ
る
検
地
、
②
代
替
り
検
地
、
③
征
服
地

検
地
、
④
開
発
地
検
地
、
⑤
損
免
調
査
に
よ
る
検
地
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

大
名
検
地
の
安
堵
機
能
の
側
面
を
強
調
し
て
い
る

（
「戦
国
大
名
検
地
に
つ
い

て
の
二
、
二
の
論
点
」
『
歴
史
評
論
』
五
〇
七
、　
一
九
九
二

）
。
在
地
掌
握

（安
堵
）
の
側
面
で
は
ど
の
契
機
も
同

一
に
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
損
免
調
査
も

検
地
と
同

一
と
扱
う
な
ど
検
見
と
検
地
の
相
違
と
い
っ
た
点
か
ら
は
曖
味
さ
が

残
る
と
思
わ
れ
る
。

（２２
）
佐
脇
前
掲
論
文
。
た
だ
、
佐
脇
氏
執
筆
の

『神
奈
川
県
史
』
通
史
編
原

始
古
代
中
世
で
は

「
た
だ
、
ご
く

一
部
で
、
田
三
百
文
、
畠
二
百
文

（両
毛
）

な
ど
に
評
価
し
て
い
る
場
合
も
み
ら
れ
る
」
と
あ
り
、
位
置
づ
け
が
後
退
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
２３
）
佐
脇
前
掲
論
文
で
は
、
平
均
下
の
方
法
と
し
て
地
積
表
記
の
加
減
が
行

わ
れ
た
と
推
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
史
料
は
今
の
と
こ
ろ
皆
無
で

あ
る
。

（２４
）
永
原
前
掲
論
文

「大
名
領
国
下
の
貫
高
制
」
。

（２５
）
池
上
前
掲
論
文

「後
北
条
領
の
公
事
に
つ
い
て
」。

（
２６
）
佐
脇
前
掲
論
文
。
天
正
九
年
に
出
さ
れ
た
虎
印
判
状
に
は

「
先
年
無
検

地
郷
村
、
就
御
代
替
、
当
年
雖
可
被
改
候
、
其
以
来
被
打
置
郷
村
、
只
今
事
六

ケ
敷
候
、
以
段
銭
増
分
被
仰
付
候
」
と
あ
り
、
八
月
の
相
模
国
波
多
野

・
田
名

ｏ

粟
船

・
武
蔵
国
永
田

・
駒
林

・
鴨
志
田

・
広
袴

（戦
三
二
六

一
～
二
二
六
七
）

ゃ

一
〇
月
の
相
模
国
斑
目

・
神
山

（戦
三
二
七
七

・
七
八
）
の
事
例
が
見
ら
れ

る
。
ま
た
、
天
正
十
五
年

一
〇
月

一
七
日
付
け
虎
印
判
状
で
は

「諸
郡
増
反
銭
、

去
巳
歳
以
来
雖
納
之
、
田
方
之
儀
者
、
其
瑚
就
敵
境
目
被
指
置
候
キ
」
と
伊
豆

国
重
須

・
江
間
の
事
例
が
あ
る

（戦
三

一
九
二

ｏ
九
二
）
。

こ
れ
ら
の
地
域
を

見
る
と
天
正
八
年
八
月
の
氏
政
か
ら
氏
直

へ
の
代
替
わ
り
に
伴
う
検
地
は
、
伊

豆
か
ら
相
模

・
武
蔵
南
部
に
か
け
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
、
ま
た
は
行
わ
れ
る
予

定
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（２７
）
池
上
前
掲
論
文

「戦
国
時
代
の
指
出
と
検
地
」
ほ
か
、
「大
名
領
国
と
荘

園
制
」
（『講
座
日
本
荘
園
史
４
荘
園
の
解
体
』
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
九
九
年
）
、

「指
出
と
検
地
」
（『戦
国
時
代
社
会
構
造
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
九
年
）。

池
上
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
な
指
出
の
独
自
の
役
割
は
、
天
正

一
八
年
の
徳
川
氏

の
関
東
支
配
に
際
し
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
天
正

一
八
年
九
月

一
二
日
付

け
で
相
模
国
高
麗
寺
が
寺
領
の
指
出
を
徳
川
代
官
彦
坂
元
正
に
提
出
し
て
い
る

（『大
磯
町
史
』
１
資
料
編
古
代
中
世
近
世
（
１
）
、　
一
九
九
六
年
）
。
寺
領
貫
高

だ
け
で
な
く
、
反
銭

ｏ
懸
銭

ｏ
棟
別
銭
と
い
っ
た
北
条
時
代
の
役
銭
を
も
書
き

あ
げ
て
い
る
点
は
、
指
出
の
先
規
掌
握
が
お
よ
ぶ
範
囲
を
示
し
て
い
て
注
目
さ

れ
よ
う
。
同
様
な
百
姓
指
出
の
事
例
と
し
て
は
、
天
正

一
八
年

一
一
月
二
〇
日

付
け
の
伊
豆
国
西
浦
七
ケ
村
納
所
の
指
出
が
あ
る

（『
豆
州
内
浦
漁
民
史
料
』

下
巻

一
七

一
五
号
文
書
）。
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表
1

「
北
条
家
所
領
役
帳
」
検
地
記
載
一

覧

年
代

国
名

広
域

地
名

郷
村

名
検

地
文

言
貫
高
（
貫
文
）

増
分

増
加

率
給

人
名

備
考

1
 

永
正

3
年

1
鵡

相
模

西
郡

宮
地

丙
寅

検
地

辻
81,900 

23,300 
3
9
.
8
%
 

小
田

原
衆

南
条

右
京

亮

2
 

永
正

17
年

1520 
相

模
西

郡
幸

福
寺

分
庚

辰
検

地
以

後
御

馬
廻

衆
山

角
弥

重
郎

3
 

永
正

17
年

1520 
相

模
西

郡
与

田
分

庚
辰

検
地

辻
69,777 

御
家

門
方

幻
庵

4
 

永
正

17
年

1520 
相

模
西

郡
池

上
分

庚
辰

検
地

辻
44,CXXJ 

御
家

門
方

幻
庵

5
 

永
正

17
年

1520 
相

模
西

郡
瀬

下
分

庚
辰

検
地

辻
26,600 

御
家

門
方

幻
庵

6
 

永
正

17年
1520 

相
模

西
郡

原
方

宮
方

庚
辰

検
地

辻
46,400 

御
家

門
方

幻
庵

7
 

永
正
17
年

1520 
相

模
西

郡
久

野
道

場
分

庚
辰

検
地

辻
18,900 

御
家

門
方

幻
庵

8
 

永
正

17
年

1520 
相

模
西

郡
片

浦
庚

辰
検

地
辻

20,200 
御

家
門

方
幻

庵

，
 永正

17年
1520 

相
模

西
郡

酒
匂

内
箱

根
分

庚
辰

検
地

辻
17,400 

御
家

門
方

幻
庵

10 
永

正
17年

1520 
相

模
西

郡
下

堀
庚

辰
検

地
辻

24
，

⑬
 

御
家

門
方

幻
庵

11 
永

正
17
年

1520 
相

模
西

郡
酒

匂
内

駒
形

分
庚

辰
検

地
辻

40,250 
御

家
門

方
幻

庵

12
 
天

文
元

カ
1532 

相
模

三
浦

浦
郷

辰
増

120,000 
32,340 

3
6
.
9
%
 

玉
縄

衆
朝

倉
右

馬
助

゜
13 

天
文

元
年

1532 
相

模
西

郡
沖

之
郷

壬
辰

増
50,500 

20,500 
6
8
.
3
%
 

玉
縄

衆
福

島
左

衛
門

゜
14 

天
文

元
カ

1532 
相

模
中

郡
落

畑
郷

辰
年

増
分

194,CXXJ 
64,300 

4
9
.
6
%
 

玉
縄

衆
左

衛
門

大
夫

15 
天

文
元

カ
1532 

相
模

東
郡

本
郷

木
曽

分
辰

年
増

分
250,(XX) 

34,960 
16
.3

%
 

玉
縄

衆
左

衛
門

大
夫

16 
天

文
5
年

1536 
武

蔵
江

戸
芝

崎
一

跡
丸

子
分

丙
申

検
地

辻
117,421 

江
戸

衆
太

田
大

膳
亮

今
井

ナ
シ

17 
天

文
5
年

1536 
武

蔵
江

戸
ー

木
貝

塚
丙

申
検

地
辻

62,600 
江

戸
衆

太
田

大
膳

亮

18 
天

文
11
年

1542 
武

蔵
［
久
良
岐
］

東
漸

寺
分

壬
寅

増
分

70,944 
15,944 

2
9
.
0
%
 

御
馬

廻
衆

問
宮

藤
太

郎

19 
天

文
11
年

1542 
武

蔵
久

良
岐

郡
杉

田
壬

寅
改

増
375,900 

75,900 
2
5
.
3
%
 

玉
縄

衆
間

宮
豊

前
守

゜
20 

天
文

11
年

1542 
武

蔵
久

良
岐

郡
釜

利
谷

壬
寅

検
地

増
勿
9,012

23,550 
9
.
2
%
 

江
戸

衆
伊

丹
右

衛
門

大
夫

゜
21 

天
文

11
年

1542 
武

蔵
久

良
岐

郡
岩

間
壬

寅
検

地
増

分
65,504 

60,700 
1263.5% 

御
馬

廻
衆

岡
崎

修
理

亮

22 
天

文
11
年

1542 
武

蔵
久

良
岐

郡
金

沢
称

名
寺

分
壬

寅
検

地
辻

136,950 
御

家
門

方
幻

庵

23 
天

文
11
年

1542 
武

蔵
小

机
多

々
久

壬
寅

増
分

140,000 
40,300 

4
0
4
%
 

御
馬

廻
衆

石
巻

下
野

守

24 
天

文
11
年

1542 
相

模
中

郡
温

水
壬

寅
検

地
増

分
53,600 

30
，
籾

13
3
.
0
%
 

小
田

原
衆

南
条

右
京

亮

゜
25 

天
文

11
年

1542 
相

模
中

郡
飯

山
壬

寅
検

地
増

分
160

,387
 

80,322 
100

.
3
%
 

小
田

原
衆

新
田

26 
天

文
11
年

1542 
相

模
中

郡
荻

野
郷

壬
寅

検
地

増
分

177,271 
104

,151 
142

.4
%
 

御
馬

廻
衆

松
田

助
六

郎

゜
27

 
天

文
11
年

1542 
相

模
中

郡
七

沢
壬

寅
検

地
増

分
95,000 

72
，
⑬
 

313 0
%

 
御

馬
廻

衆
渡

辺
五

郎
左

衛
門

28 
天

文
11
年

1542 
相

模
中

郡
林

之
郷

壬
寅

検
地

増
分

100,500 
50,500 

1
0
1
0
%
 

津
久

井
衆

内
藤

兵
部

少
輔

29 
天

文
11
年

1542 
相

模
中

郡
赤

羽
禰

藤
沢

温
水

壬
寅

増
分

135,3
16 

83,116 
159.2% 

御
馬

廻
衆

伊
東

九
郎

三
郎

30 
天

文
11
年

1542 
相

模
中

郡
小

鍋
島

寅
増
（
分
）

119,460 
59

,700 
99

.9
%
 

河
越

衆
大

道
寺

゜
31 

天
文

l
笈
F

1543 
相

模
［
中
郡
］

煤
ケ

谷
地

頭
方

古
沢

癸
卯

検
地

増
分

65,750 
47,750 

2
6
5
.
3
%
 

津
久

井
衆

井
上

加
賀

守

32 
天

文
121

平
1543 

相
模

［
中
郡
］

煤
ケ

谷
地

頭
方

癸
卯

検
地

増
分

12,750 
9,750 

3
2
5
.
0
%
 

津
久

井
衆

井
上

雅
楽

助

33 
天

文
1
笈
F

1543 
相

模
［
中
郡
］

国
府

癸
卯

検
地

辻
100,430 

諸
足

軽
衆

大
形

34 
天

文
1
笈
F

1543 
武

蔵
久

良
岐

郡
大

賀
郷

癸
卯

検
地

増
177,732 

78
,300 

7
8
.
7
%
 

江
戸

衆
萩

野

゜
35 

天
文

1
笈
平

1543 
武

蔵
久

良
岐

郡
井

土
ヶ

谷
癸

卯
検

地
増

74,939 
18,600 

3
3
.
0
%
 

江
戸

衆
森

新
三

郎

゜

og 



36 
天

文
1
笈
F

1543 
武

蔵
久

良
岐

郡
日

野
癸

卯
検

地
増

分
196,322 

8.5,962 
7
7
.
9
%
 

御
家

門
方

幻
庵

37
 
天

文
1甚

F
1543 

武
蔵

久
良

岐
郡

太
田

郷
癸

卯
増

分
136,734 

16,734 
1
3
.
9
%
 

御
馬

廻
衆

朝
倉

亦
四

郎

38 
天

文
l
笈
F

1543 
武

蔵
小

机
麻

生
癸

卯
検

地
増

分
82,500 

47,720 
137.2% 

御
馬

廻
衆

布
施

蔵
人

佑

39 
天

文
1
笈
F

1543 
武

蔵
小

山
田

庄
成

瀬
癸

卯
検

地
96,6.'32 

他
国

衆
小

山
田

弥
三

郎

40 
天

文
12
年

1543 
武

蔵
小

山
田

庄
小

川
内

癸
卯

検
地

9,5
21

 
他

国
衆

小
山

田
弥

三
郎

41 
天

文
12年

1543 
武

蔵
小

山
田

庄
高

坂
癸

卯
検

地
13,76.5 

他
国

衆
小

山
田

弥
三

郎

42 
天

文
1
笈
F

1543 
武

蔵
小

山
田

庄
森

癸
卯

検
地

23,445 
他

国
衆

小
山

田
弥

三
郎

43 
天

文
l
笈
E

1543 
武

蔵
小

山
田

庄
木

曽
癸

卯
検

地
45,570 

他
国

衆
小

山
田

弥
三

郎

44 
天

文
1
疾
E

1543 
武

蔵
小

山
田

庄
山

崎
癸

卯
検

地
51,283 

他
国

衆
小

山
田

弥
三

郎

45 
天

文
1
笈
F

1543 
武

蔵
小

山
田

庄
町

田
癸

卯
検

地
12,647 

他
国

衆
小

山
田

弥
三

郎

46 
天

文
12i

平
1543 

武
蔵

小
山

田
庄

直
ケ

谷
癸

卯
検

地
29

，
瞬

他
国

衆
小

山
田

弥
三

郎

47 
天

文
1
笈
F

1543 
武

蔵
小

山
田

庄
真

光
寺

癸
卯

検
地

11,700 
他

国
衆

小
山

田
弥
三

郎

4
8
 

天
文

1
笈
E

1543 
武

蔵
小

山
田

庄
黒

川
癸

卯
検

地
28,413 

他
国

衆
小

山
田

弥
三

郎

49 
天

文
1
笈
F

1543 
武

蔵
小

山
田

庄
鶴

間
癸

卯
検

地
16,206 

他
国

衆
小

山
田

弥
三

郎

50 
天

文
1
笈
E

1543 
武

蔵
小

山
田

庄
金

森
癸

卯
検

地
17,600 

他
国

衆
小

山
田

弥
三

郎

5
1
 
天

文
1
笈
平

1543 
武

蔵
小

山
田

庄
大

谷
癸

卯
検

地
14,276 

他
国

衆
小

山
田

弥
三

郎

52 
天

文
12
年

1543 
武

蔵
小

山
田

庄
金

井
癸

卯
検

地
26,290 

他
国

衆
小

山
田

弥
三

郎

53 
天

文
1疾

F
1543 

武
蔵

小
山

田
庄

広
袴

癸
卯

検
地

7,850 
他

国
衆

小
山

田
弥

三
郎

54 
天

文
l怯

F
1543 

武
蔵

小
山

田
庄

木
倉

癸
卯

検
地

14
,686 

他
国

衆
小

山
田

弥
三

郎

55 
天

文
12
年

1543 
相

模
中

郡
船

子
内

箱
根

分
卯

検
見

辻
8,810 

御
家

門
方

幻
庵

56 
天

文
l
疾
F

1543 
相

模
中

郡
長

谷
癸
卯
（
改
）
増
分

190,200 
120,230 

1
7
1
8
%
 

御
馬

廻
衆

狩
野

大
膳

亮

57 
天

文
12
年

1543 
相

模
中

郡
幾

沢
癸
卯
（
検
地
）
増

95,700 
45,700 

9
1
.
4
%
 

諸
足

軽
衆

伊
波

58 
天

文
l
笏
F

1543 
相

模
中

郡
石

田
癸

卯
検

地
増

分
250,900 

167,000 
202.3% 

御
馬

廻
衆

藤
田

大
蔵

丞

59 
天

文
1
笈
E

1543 
相

模
中

郡
船

子
癸

卯
検

地
増

分
101,952 

51,440 
101.8% 

御
馬

廻
衆

坂
口

喜
重

郎

a) 
天

文
12if:

1543 
相

模
中

郡
中

原
癸

卯
検

地
増

分
67,367 

53,350 
380.6% 

御
馬

廻
衆

畔
田

半
四

郎

61 
天

文
12
年

1543 
相

模
中

郡
妻

田
郷

癸
卯

検
地

増
分

249,658 
49,268 

2
4
.
6
%
 

松
山

衆
狩

野
介

゜
62 

天
文

l笏
F

1543 
相

模
中

郡
煤

ケ
谷

領
家

方
癸

卯
検

地
増

分
78,380 

鉛
，
380

422 5
%

 
松

山
衆

板
倉

修
理

亮

゜
63 

天
文

1
沙
平

15
侶

相
模

中
郡

津
古

久
癸

卯
検

地
増

分
128,023 

82,173 
1
7
9
 2
%
 

伊
豆

衆
秩

父
次

郎
左

衛
門

64 
天

文
121

平
1543 

相
模

中
郡

岡
田

郷
癸

卯
検

地
増

分
214,435 

54,035 
33 7

%
 
津

久
井

衆
内

藤
左

近
将

監

65 
天

文
12
年

1543 
相

模
中

郡
酒

井
郷

癸
卯

検
地

増
分

217
応

0
174,550 

403.1% 
津

久
井

衆
内

藤
左

近
将

監

66 
天

文
lZi

平
1543 

相
模

中
郡

愛
甲

癸
卯

検
地

増
分

325,176 
125

,700 
6
3
.
0
%
 

津
久

井
衆

内
藤

左
近

将
監

67 
天

文
l
笈
F

1543 
相

模
中

郡
戸

室
癸

卯
検

地
増

分
80,837 

20,8.37 
34 7

%
 
御

家
門

方
幻

庵

68 
天

文
l笏

E
1543 

相
模

中
郡

小
野

郷
癸

卯
増

141,6
12

 
96,612 

2
1
4
 7
%
 

御
馬

廻
衆

庄
新

四
郎

69 
天

文
121

平
1543 

相
模

中
郡

愛
名

癸
卯

増
46,125 

39,125 
5
5
8
9
%
 

御
馬

廻
衆

清
水

弥
左

衛
門

70
 
天

文
l
笏
E

1543 
相

模
中

郡
冨

田
小

柳
癸

卯
増

191,600 
152,000 

3
8
3
.
8
%
 

諸
足

軽
衆

伊
波

71 
天

文
l
笈
F

1543 
相

模
中

郡
新

土
今

里
癸

卯
増

分
25,400 

17,100 
206.0% 

御
馬

廻
衆

関
弥

次
郎

IIg 



72 
天

文
1疾

F
1543 

伊
豆

江
問

郷
卯

検
地

増
分

178,000 
88

，
⑬
 

9
7
.
8
%
 

伊
豆

衆
秩

父
次

郎
左

衛
門

73
 
天

文
1
笈
F

1543 
伊

豆
長

溝
分

癸
卯

検
地

増
分

35
,150 

5,150 
1
7
 2
%
 

御
馬

廻
衆

岡
崎

修
理

亮

74 
天

文
1疾

E
1543 

伊
豆

中
条

癸
卯

増
分

80
，

⑬
 

30
,000 

6
0
.
0
%
 

伊
豆

衆
大

谷
善

左
衛

門

75
 
天

文
19

カ
1550 

相
模

束
郡

鶴
間

戌
年

増
（

分
）

40,(XXl 
28

,400 
2
4
4
.
8
%
 

御
馬

廻
衆

関
兵

部
丞

76
 
天

文
21年

1552 
相

模
西

郡
今

井
郷

半
分

壬
子

検
地

辻
103

,971 
小

田
原

衆
松

田
因

幡

77 
天

文
21年

1552 
相

模
西

郡
今

井
郷

半
分

壬
子

検
地

辻
86,

858 
小

田
原

衆
松

田
兵

部
丞

78
 
天

文
2準

F
1554 

武
蔵

江
戸

廻
深

大
寺

屋
敷

分
甲

寅
検

地
辻

11
,500 

江
戸

衆
太

田
大

膳
亮

皆
川

ナ
シ

79
 
天
文
2
~

1554 
武

蔵
多

東
郡

符
田

郷
甲

寅
検

地
辻

274,030 
江

戸
衆

中
条

出
羽

守

80 
天

文
2準

ド
1554 

武
蔵

江
戸

廻
新

倉
与

七
郎

分
甲

寅
検

地
辻

7,000 
江

戸
衆

太
田

大
膳

亮
皆

川
ナ

シ

81 
天

文
お

年
1554 

相
模

東
郡

吉
岡

甲
寅

検
地

辻
59

,800 
御

馬
廻

衆
岡

本
八

郎
左

衛
門

82 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

［高
麗

］
高

萩
乙

卯
検

見
辻

50
,(XX) 

江
戸

衆
大

森
殿

皆
川

ナ
シ

船
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

［入
東

］
入

間
川

（乙
）
卯
検
地
辻

150,000 
小

田
原

衆
松

田
左
馬
助

84 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

［人
東

］
下

小
坂

卯
検

地
辻

62
,661 

小
田

原
衆

松
田

筑
前

守

＆う
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

河
越

寺
井

卯
検

地
辻

213
,331 

河
越

衆
山

中
内

匠
助

86 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

河
越

小
堤

卯
検

地
辻

29,
525

 
諸

足
軽

衆
富

島
彦

左
衛

門

87 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

河
越

須
奈

乙
卯
検
見
（
検
地
）

16,800 
御

馬
廻

衆
岩

本
太

郎
左

衛
門

88 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

河
越

筋
膝
抒
f

卯
検

見
辻

20
,000 

小
田

原
衆

六
郷

殿

89 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

河
越

州
三

郷
大

在
家

卯
検

見
3,
435 

小
田

原
衆

布
施

弾
正

左
衛

門

9
0
 

弘
治

元
年

1555 
武

蔵
河

越
州

三
郷

多
和

目
葛

貫
卯

検
地

146,636 
三

浦
衆

左
衛

門
佐

9
1

 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

河
越

州
三

郷
犬

竹
鯨

井
卯

検
地

辻
142,

564 
御

家
門

方
幻

庵

92 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

河
越

州
三

郷
豊

田
卯

検
地

辻
60

,964 
御

家
門

方
幻

庵

93 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

河
越

州
三

郷
上

戸
乙

卯
検

地
20,300 

御
馬

廻
衆

新
田

亦
七

郎

9
4
 

弘
治

元
年

1555 
武

蔵
河

越
ftt

三
郷

池
辺

乙
卯

検
地

38,
105 

他
国

衆
難

波
田

後
家

95 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

吉
見

郡
大

串
之

内
乙

卯
検

見
95,

000 
松

山
衆

太
田

豊
後

守

9
6
 

弘
治

元
年

1555 
武

蔵
吉

見
郡

岩
殿

乙
卯

検
見
（

地
）

9
,500 

松
山

衆
狩

野
左

近

g
 

弘
治

元
年

1555 
武

蔵
吉

見
郡

下
星

野
乙

卯
検

見
辻

137,000 
松

山
衆

狩
野

介

98 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

吉
見

郡
下

須
奈

乙
卯

検
見

辻
20

,000 
松

山
衆

狩
野

介

99 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

吉
見

郡
家

綱
乙

卯
検

見
辻

50
,000 

松
山

衆
狩

野
介

100 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

吉
見

郡
中

曽
根

乙
卯

検
見

辻
40,000 

松
山

衆
狩

野
介

10
1

 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

吉
見

郡
上

須
奈

乙
卯

検
見

辻
37

,000 
松

山
衆

狩
野

介

102
 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

吉
見

郡
和

奈
乙

卯
検

見
辻

23,
000 

松
山

衆
狩

野
介

103 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

高
麗

郡
藤

金
卯

検
見

（
検
地
）

8
,000 

小
田

原
衆

布
施

弾
正

左
衛

門

104 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

松
山

正
直

乙
卯

検
見

36,000 
御

馬
廻

衆
西

郷
右

京
亮

105 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

松
山

筋
石

橋
卯

検
見

45
,000 

諸
足

軽
衆

多
米

新
左

衛
門

106 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

入
西

堀
籠

乙
卯

検
地

辻
27

,779 
松

山
衆

太
田

重
郎

兵
衛

107 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

入
西

郡
善

応
寺

分
卯

検
見

19
,471 

小
田

原
衆

布
施

弾
正

左
衛

門

—8
g
 



108 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

入
西

郡
大

類
卯

検
地

18,763 
御

馬
廻

衆
紫

藤
新

六

109 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

入
西

郡
富

屋
卯

検
地

21
,563 

玉
縄

衆
間

宮
豊

前
守

110 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

入
西

郡
石

坂
卯

検
地

3,
000 

河
越

衆
小

菅
大

炊
助

111 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

入
西

郡
沢

木
郷

卯
検

地
辻

11
,238 

小
田

原
衆

岡
上

主
水

助

112 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

入
西

郡
下

河
原

乙
卯

検
見
（

検
地

）
16,886 

御
馬

廻
衆

奈
倉

加
賀

113 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

入
西

郡
苦

林
乙

卯
検

見
辻

5,
(XXl 

江
戸

衆
遠

山
丹

波
守

114 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

入
西

勝
内

大
石

分
乙

卯
検

地
4
1
,600 

小
机

衆
村

島
豊

左
衛

門
皆

川
ナ

シ

115 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

入
西

勝
之

内
大

宮
分

藤
井

卯
検

地
辻

19,132 
江

戸
衆

伊
丹

右
衛

門
大

夫

116 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

入
西

勝
呂

内
広

野
卯

検
地

辻
26,536 

小
田

原
衆

御
宿

隼
人

佑

117 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

入
東

（今
井
）
図

害
分

卯
検

見
（検

地
）

24,CXXJ 
御

馬
廻

衆
藤

田
大

蔵
丞

118 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

入
東

仙
波

内
八

本
木

卯
検

見
辻

2
,(XX) 

諸
足

軽
衆

深
井

119 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

入
東

郡
太

井
郷

卯
検

地
辻

50
,424 

御
家

門
方

幻
庵

120 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

入
東

郡
鶴

間
乙

卯
検

見
（

検
地

）
辻

170
,CXXJ 

小
机

衆
上

田
左

近

121 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

入
東

郡
難

波
田

乙
卯

検
見
（

検
地

）
辻

150
,CXXJ 

小
机

衆
上

田
左

近

122 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

入
東

郡
水

子
乙

卯
検

見
（

検
地

）
辻

170
,000 

小
机

衆
上

田
左

近

123 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

入
東

郡
葛

袋
乙

卯
検

見
（

検
地
）
辻

25
，⑬

 
小

机
衆

上
田

左
近

124 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

入
束

郡
福

岡
（郷

）
乙

卯
検

見
辻

37,(XX) 
江

戸
衆

富
永

善
左

衛
門

125 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

入
束

勝
内

藤
沢

分
乙

卯
検

見
（
検
地

）
辻

6
,920 

小
机

衆
上

田
左

近

126 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

比
企

郡
野

本
京

方
卯

検
見

118
,880 

他
国

衆
案

独
斎

127 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

比
企

郡
野

本
二

間
在

家
卯

検
見

14
,680 

他
国

衆
案

独
斎

128 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

比
企

郡
野

本
鎌

倉
方

卯
検

見
31

,637 
他

国
衆

案
独

斎

129 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

比
企

郡
福

田
塩

川
分

卯
検

見
46,239 

他
国

衆
案

独
斎

130 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

比
企

郡
古

郡
柏

崎
卯

検
見

辻
72

，⑬
 

江
戸

衆
豹

徳
軒

13
1
 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

比
企

郡
今

泉
卯

検
見

辻
20,(XX) 

江
戸

衆
豹

徳
軒

132 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

比
企

郡
平

沼
卯

検
地

（見）
35,

(XX) 
小

机
衆

三
郎

殿

133 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

比
企

郡
野

本
鎌

倉
方

乙
卯

検
見

辻
50

,300 
江

戸
衆

遠
山

丹
波

守

134 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

比
企

郡
青

鳥
居

乙
卯

検
見

辻
45

，⑬
 

松
山

衆
狩

野
介

135 
弘

治
元

年
1555 

武
蔵

直
竹

卯
検

地
辻

5
,CXXJ 

御
家

門
方

幻
庵

136 
弘

治
元

年
1556 

武
蔵

比
企

郡
戸

森
乙

卯
検

見
31

,900 
松

山
衆

太
田

豊
後

守

137 
弘

治
2
年

1556 
伊

豆
月

ヶ
瀬

丙
辰

検
地

辻
57

,900 
御

馬
廻

衆
後

藤
惣

左
衛

門

138 
弘

治
3
年

1557 
相

模
西

郡
吉

田
島

丁
巳

検
地

辻
140

,000 
江

戸
衆

桑
原

右
京

進

139 
永

禄
元

年
1558 

武
蔵

河
越

仙
波

（
内
日

影
分

）
午

検
地

増
分

88,
CXXJ 

40
，⑱

 
83

.
3
%
 

河
越

衆
加

籐
太

郎
左

衛
門

140 
相

模
［中

郡
］

海
老

名
内

検
地

268,4
13

 
河

越
衆

山
中

内
匠

助

141 
相

模
［中

郡
］

海
老

名
（
井
上
）

内
検

地
253,

155 
河

越
衆

山
中

孫
七

郎

t9 

注
：

0
印

は
「

重
而

惣
次

検
地

之
上

役
可

被
仰

付
者

也
」

記
載

の
あ

る
も
の



弓| 方

公事免 神 田 代官給 名主免 定使給 井料免 その他
書 出 文 言

宛   名

発  給  者

戦国遺文

出 典

1,500 1,760
飯積之内福田寺之検地

書出

飯積之内福田寺分百姓

中(検地奉行)

戦78

古文書

1,500 300 4,300 長浜検地之書出之事
長浜御代官御百姓中

(検地奉行)

戦235

大川文書

6,000 1,432 500 21,000

宮寺郷志村分卯歳御検

地之上改被定置年貢之

辻

志村分代官

(北条氏照朱印)

戦1039

北野天神社

文書

300 500 500 500 1,000 原宿当検見御書出
代官恒岡越後代原宿百

姓中(虎印)

戦1064

平林寺文書

白岩惣次郎御検地一枚
」雪

町田雅楽助百姓中

(北条氏邦朱印)

戦1083

風土記

1,500 1,000 1,000 5,000 河越本郷検地之辻
大野縫殿助

(印文未詳印判)

戦1607

大野文書

鳥山之内神奎地雲松院

分検地指出

雲松院領代官百姓中

(北条氏光印判)

戦1621

雲松院文書

11,000 2,500 3,500 2,000 2,000 分国之定法郷中之指引
野葉郷百姓中

(虎印)

戦1720

東慶寺文書

22,000 5,000 7,000 2,500 4,000 分国之定法郷中之指引
前岡郷百姓中

(虎印)

戦1721

東慶寺文書

11,000 2,000 3,000 2,000 2,000 符川郷御検地御書出
竹谷大野

(虎印)

戦1915

竹谷文書

20,500 5,000 2,000 3,000 14,010 三保谷郷検地書出
三保谷代官道祖土土佐

守百姓中(虎印力)

戦1979

道祖土文書

12,100 3,000 5,000 5,000 2,000 3,000
酉年小机筋恩田之郷検

地指出

恩田之郷百姓中

(北条氏忠印判)

戦2865

風土記

8,000 300 1,000 2,800 此度御検知之高辻事
北谷之郷代官百姓中

(北条氏邦印判)

戦3011

飯塚文書

10,600 2,000 3,000 1,000 2,000 2,000 4,000
丙成歳金野井本郷検地

書 出

代官恒岡長門佐枝若狭

百姓中(虎印力)

堂え3029

遠藤文書

符河郷御検地書出
竹谷大野

(北条氏房印判)

戦3188

竹谷文書

1 250 65,270 書出久下之郷
金子左京亮

(北条氏照印判)

戦3208

広瀬文書

荒川之郷御検地之辻事
荒川之郷持田四郎左衛

門尉(北条氏邦印判)

単:え3359

持田文書

3,073 800 500 500
武州江戸廻永福寺分検

地書出

永福寺分百姓中

(虎印)

戦3367

風土記

-54-



表 2 北条氏検地書出一覧

年月日
場 所

(現在地)

耕地面積(町反歩)。 貫高(貫文)

踏立辻 定 納 増  分
田数 田分銭 畠数 畠分銭 引方計

大永 6、 9、 21 相模
飯積福田寺分

(小田原市)

6,0,060 15,036
15,036 11,773 3,260

3,0,000 3,000

天文12、 9、 15 伊 豆
長浜

(沼津市)
1,6,330 8,126 1,4,330 2,987 11,113 5,013 6,000

永禄10、 9、 17 武蔵
宮寺郷志村分

(所沢市)
52,816 23,884 11,884 28,932

永禄10、 12、 23 武蔵
原宿

(上尾市)
1,8,100 5,490 10,8,160 17,834 23,324 20,524 2,800

永禄11、 6、 30 武蔵
白岩

(寄居町)

1,3,105 6,647 1,0,090 2,050 8,700
10,150

0,1,310 900 0,2,270 550 1,300

元集3、 7、 26 武蔵
河越本郷

(川越市)
53,274 44,774 8,500

元亀 3、 11、 1 武蔵
鳥山神墓地

(横浜市)
2,1,310 10,932 0,7,160 12,158 10,158

天正 2、 8、 17 相模
野葉郷

(横浜市)
106,367 85,367 63,617 21,000

天正 2、 8、 17 相模
前岡郷

(横浜市)
216,753 176,253 107,253 40,500

10 天正 5、 5、 26 武蔵
符川郷

(川越市)
14,5,130 72,679 24,2,210 40,027 112,706 92,706 48,222 20,000

11 天正 6、 卯、7 武蔵
三保谷郷

(川 島町)
266,080

207,510 54,000
44,510

61,570 給田

12 天正 13、 9、 27 武蔵
恩田之郷

(横浜市)
35,4,330 177,458 33,0,180 54,597 232,055 201,955 30,100

13 天正14、 10、 19 上野
北谷之郷

(鬼石町)
103,176 79,000 11,500 12,100

天正 14、 11、 23 下総
金野井本郷

(庄和町)

14,4,070 37,220 38,4,240 63,468
106,280 82,680 24,600

0,0,045 36 3,3,240 5,556

15 天正15、 10、 12 武蔵
符河郷

(川越市)
46,900 5,550

16 天正 15、 11、 3 武蔵
久下之郷

(加須市)
96,520 27,000 5,912 66,520

天正16、 8、 15 武蔵
荒川之郷

(花園町)
20,209 15,000

18 天正 16、 9、 3 武蔵
江戸永福寺分

(杉並区)
3,1,040 15,550 9,2,000 15,180 30,730 25,857 4,873
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表 3 1反あたりの貫高

年  代 場    所 田 畠   (秋 成)(夏 成 ) 出 典

永正 3 1506 相模 松田惣領 500文 176文 戦 15

大永 6 1526 相模 飯積 200文 (両毛分) 増改178

天文10 1541 相模 下中村上町 500文 165文 100文 65文 戦 384

天文12 1546 伊豆 長浜 500文 200文 (両毛共) 戦 235

弘治 2 1556 武蔵 松郷 0寺井郷 150文 戦 517

永禄元 1558 伊豆 河津 500文 165文 単曳.4652

永禄10 1567 武蔵 原宿 300文 165文 100文 65文 戦 1064

永禄11 1568 武蔵 白岩 500文 200文 (夏秋共) 戦 1083

元亀 3 1572 武蔵 鳥 山 500文 165文 100文 65文 戦 1621

天正 5 1577 武蔵 府川郷 500文 165文 100文 65文 戦 1915

天正 11 1583 下野 上泉 300文 100文 単張12499

天正13 1585 武蔵 恩田郷 500文 165文 100文 65文 爾伐i2865

天正14 1586 下総 300文 165文 増伐13029

天正 15 1587 伊豆 南上カ 500文 単li 3225

天正 16 1588 武蔵 永福寺分 500文 165文 100文 65文 単或i3367

天正17 1589 武蔵 門井 300文 150文 単改13582
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歌
声
の
近
代

―
―
『痴
人
の
愛
』
・
書
か
れ
な
か
っ
た

〈音
楽
〉

国
語
科

高
　
佳
　
紀

谷
崎
潤

一
郎

『痴
人
の
愛
』
（『大
阪
朝
日
新
聞
』
大
正

三
二
・
三

・
二
〇
～

六

・
一
四
、
『女
性
』
大
正

三
二
・
一
一
～

一
四
・
七
）
を
め
ぐ

っ
て
、
以
前
、

こ
の

「手
記
」
の
書
き
手
で
あ
る
河
合
譲
治
と
ナ
オ
ミ
と
の
関
係
を
、
譲
治
が

ナ
オ
ミ
に
施
し
た

〈教
育
〉
と
い
う
視
点
か
ら
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
ｏ
。

こ
こ
で
は
、
譲
治
を
社
会
的
に
平
凡
な
人
物
で
あ
る
と
規
定
し
、
そ
の

「
サ

ラ
リ
ー
●
マ
ン
」
と
い
う
側
面
に
黎
ま
れ
て
い
る
時
代
性
の
検
証
を
試
み
た
。

「宇
都
宮
在
の
豪
農
の
倅
」
で
あ
っ
た
譲
治
が
都
市
に
お
い
て
エ
リ
ー
ト

ｏ
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
ヘ
と
立
身
出
世
す
る
た
め
に
は
、
受
験
戦
争
を
勝
ち
抜
き
、
「
蔵

前
の
高
等
工
業
」
（東
京
高
等
工
業
専
門
学
校
）
卒
業
と
い
う
高
学
歴
を
手
に

す
る
必
要
が
あ

っ
た
。
譲
治
が
中
学
校
時
代
を
過
ご
し
た
と
思
わ
れ
る
明
治
三

〇
年
代
後
半
②
は
、
現
代
に
つ
な
が
る
よ
う
な
学
歴
社
会
お
よ
び
受
験
産
業
の

枠
組
み
が
形
成
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
時
期
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り

譲
治
自
身
が
経
て
き
た
教
育
は

「学
校
」
と
い
う
明
確
な
制
度
の
内
側
で
行
わ

れ
た
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
の
立
身
出
世
の
階
梯
と
な

っ
た
学
校
教
育
を
踏
襲

し
て
ナ
オ
ミ
を

〈教
育
〉
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
譲
治
は
そ
の

枠
組
み
が
学
校
教
育
と
い
う
制
度
の
外
側
で
は
な
ん
の
効
力
も
発
揮
し
な
い
こ

と
に
気
づ
い
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ナ
オ
ミ
を
自
分
が
規
定
し
て
い

た

「立
派
な
人
」
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
や
が
て
は
あ
べ
こ
べ

に
教
育
さ
れ
る
よ
う
な
立
場
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
「
作
品
に
書
か

れ
て
い
な
い
、
『
こ
れ
か
ら
三
四
年
の
後
』
に
至
る
期
間
に
、
ナ
オ
ミ
が
譲
治

を
徹
底
的
に
教
育
し
た
こ
と
は
確
か
」
ｏ
で
あ
り
、
そ
こ
に
至
る
過
程
に
お
い

て
、
譲
治
が
抱
い
た
錯
誤
の
契
機
と
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
の
が
拙
論

の
試
み
で
あ
っ
た
。

こ
の
論
を
補
足
し
つ
つ
、
前
回
の
考
察
で
不
足
し
て
い
た
ナ
オ
ミ
の
立
場
を

改
め
て
分
析
し
よ
う
と
す
る
の
が
本
論
の
目
的
で
あ
る
。
譲
治
の
関
知
し
な
い

と
こ
ろ
で
ナ
オ
ミ
が
ど
の
よ
う
な
時
を
過
ご
し
て
い
た
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と

を
考
え
る
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
考
え
て
い
る
の
が
、

〈音
楽
〉
で
あ
る
。

ナ
オ
ミ
が
学
ぶ
も
の
の
う
ち
、
英
語
に
関
し
て
は
、
譲
治
自
身
が
直
接
指
導

す
る
場
面
も
あ
る
し
、
そ
の
意
味
づ
け
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
繰
り
返
し
考
察

が
な
さ
れ
て
い
る
ｏ
。
し
か
し
、
英
語
と
同
時
に
習
い
始
め
た
は
ず
の
音
楽
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
は
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
小
森
陽

一
は
、

物
語
の
前
半
部
七
章
ま
で
の
ナ
オ
ミ
に
つ
い
て

「十
代
の
後
半
を
、
昼
間
は

一

人
ぼ
っ
ち
に
さ
れ
、
夜
と
休
日
だ
け

『遊
び
』
『生
活
』
を
お
く
ら
さ
れ
る
こ

と
を
強
い
ら
れ
た
」
と
指
摘
す
る
ｏ
。
確
か
に
こ
の
よ
う
な
生
活
を
送

っ
た
こ

と
が
ナ
オ
ミ
を

「常
識
的
な
」
妻
と
は
違
っ
た
存
在
に
さ
せ
て
し
ま
っ
た
要
因

で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
、
当
初
の
譲
治
が
望
ん
だ
こ
と
で
も

あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
囲
い
込
ま
れ
た
生
活
の
中
で
、
唯

一
譲
治
の
管
理
下

か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
が
、
音
楽
の
レ
ッ
ス
ン
の
時
間
だ
っ
た
は
ず
な

の
だ
。
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こ
の
論
考
で
は
ま
ず
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
微
細
な
情
報
か
ら
ナ
オ
ミ
が
習
お

う
と
し
て
い
た

〈音
楽
〉
の
時
代
的
な
特
質
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら
ナ
オ

ミ
の
志
向
性
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
そ
の
上
で
、
こ
の
手
記
の
書
き
手
で
あ
る

譲
治
が
、
ど
こ
ま
で
も
音
楽
に
つ
い
て
書
こ
う
と
し
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の

か
、
そ
の
無
関
心
さ
の
う
ち
に
学
ま
れ
て
い
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
抽
出
し
て
み

た
い
と
考
え
て
い
る
。

二
三
年
前
に
上
野
の
音
楽
学
校
を
卒
業
し
た
或
る
婦
人
が
、
自
分
の
家
で

ピ
ア
ノ
と
声
楽
を
教

へ
る
と
云
ふ
話
を
聞
き
、
此
の
方
は
毎
日
芝
の
伊
皿

子
ま
で

一
時
間
づ
ゝ
授
業
を
受
け
に
行
く
の
で
し
た
。
ナ
オ
ミ
は
銘
仙
の

着
物
の
上
に
紺
の
カ
シ
ミ
ヤ
の
袴
を

つ
け
、
黒
い
靴
下
に
可
愛
い
小
さ
な

半
靴
を
穿
き
、
す
つ
か
り
女
学
生
に
な
り
す
ま
し
て
、
自
分
の
理
想
が
や

う
く
か
な
つ
た
う
れ
し
さ
に
胸
を
と
き
め
か
せ
な
が
ら
、
せ
つ
せ
と
通
ひ

ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（三
）

お
よ
そ
三
年
近
く
も
の
間
、
譲
治
と
過
ご
す
時
間
帯
以
外
は
、
こ
の
よ
う
な

生
活
が
続
く
と
考
え
て
よ
い
の
だ
が
、
英
語
に
関
し
て
は
譲
治
自
ら
が

「家
で

と
き
ど
き
浚
つ
て
や
る
」
ほ
ど
熱
心
に
手
ほ
ど
き
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
対

し
て
、
音
楽
の
方
は

「全
く
」
「
ど
う
し
た
ら
い
ゝ
か
分
か
」
ら
ず
、
人
伝
に

得
た
情
報
に
し
た
が
っ
て
、
「
ピ
ア
ノ
と
声
楽
」
の
レ
ッ
ス
ン
に

「
毎
日
」
通

わ
せ
る
こ
と
に
す
る
の
で
あ
る
。

先
に
も
述
べ
た
が
、
英
語
教
育
に
関
し
て
、
譲
治
は
徹
底
し
て
ナ
オ
ミ
を
自

ら
の
管
理
下
に
置
こ
う
と
す
る
。
ナ
オ
ミ
に
対
す
る
最
初
の
失
望
が
現
れ
る
場

面

（六
～
七
）
も
、
英
語
そ
の
も
の
に
関
す
る
両
者
の
認
識
の
差
に
起
因
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
学
校
教
育
と
し
て
の
英
語
を
唯

一
の
規
範
と
し
て
疑
わ
な
い

譲
治
は
、
文
法
や
和
訳
の
で
き
な
い
ナ
オ
ミ
を

「劣
等
生
」
と
決
め
つ
け
、
彼

女
の
発
音
の
巧
み
さ
や
ミ
ス
●
ハ
リ
ソ
ン
の
褒
め
言
葉
な
ど
ま
っ
た
く
意
に
介

さ
な
い
の
だ
。
ナ
オ
ミ
の
英
語
の

「知
識
」
の
低
さ
を
嘆
く
譲
治
の
認
識
は
、

「
一
体
ナ
オ
ミ
は
、
部
癸
の、
か
‐ま、
よ、
く、
知
り、
ま、
せ、
ん、
か
、
英
語
の
方
は
十
五
の

歳
か
ら
も
う
二
年
ば
か
り
、

ハ
リ
ソ
ン
嬢
の
教
を
受
け
て
ゐ
た
の
で
す
か
ら
、

本
来
な
ら
ば
十
分
出
来
て
い
ゝ
筈
」
（六

・
傍
点
引
用
者
）
だ
と
す
る
判
断
に

譲
治
の
も
と
に
引
き
取
ら
れ
た
ナ
オ
ミ
は
、
譲
治
に

「習
い
た
い
も
の
は
何

か
」
と
問
わ
れ
、
「音
楽
と
英
語
」
と
答
え
る
。
し
か
し
、
女
学
校

へ
あ
が
る

に
は
年
齢
が
遅
す
ぎ
る
こ
と
や
、
「音
楽
と
英
語
だ
け
な
ら
、
女
学
校

へ
行
か

な
い
だ
つ
て
別
に
教
師
を
頼
ん
だ
ら
い
ゝ
」
と
い
う
譲
治
の
勧
め
に
よ
っ
て
、

個
人
レ
ッ
ス
ン
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
引
用
す
る
の
は

「
お
伽
噺
の
家
」
で
の
ナ
オ
ミ
の
日
常
が
描
か
れ
た
箇

所
で
あ
る
。

彼
女
は
午
前
中
は
花
壇
の
草
花
を
い
ぢ
く
つ
た
り
し
て
、
午
後
に
な
る
と

か
ら
ツ
ぽ
の
家
に
錠
を
お
ろ
し
て
、
英
語
と
音
楽
の
稽
古
に
行
き
ま
し
た
。

英
語
は
寧
ろ
始
め
か
ら
西
洋
人
に
就
い
た
方
が
よ
か
ら
う
と
云
ふ
の
で
、

目
黒
に
住
ん
で
ゐ
る
亜
米
利
加
人
の
老
嬢
の
ミ
ス
●
ハ
リ
ソ
ン
と
云
ふ
人

の
所
へ
、　
一
日
置
き
に
会
話
と
リ
ー
ダ
ー
を
習
ひ
に
行
つ
て
、
足
り
な
い

と
こ
ろ
は
私
が
家
で
と
き

と
、
浚

つ
て
や
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
音
楽
の

方
は
、
此
れ
は
全
く
私
に
は
ど
う
し
た
ら
い
ゝ
か
分
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
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基
づ
い
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
も

「音
楽
」
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
関
心
を

向
け
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
英
語
教
育
に
対
す
る
熱
心
さ
と
対
置

し
て
み
る
と
、
譲
治
の
音
楽
に
対
す
る
無
関
心
さ
に
は
か
な
り
の
違
和
感
を
感

じ
さ
せ
ら
れ
る
。

「音
楽
」
に
対
す
る
譲
治
の
無
関
心
さ
を
決
定
的
に
示
し
て
い
る
の
は
、
次

の
箇
所
で
あ
る
。

「
あ
れ
？
　
あ
れ
は
あ
た
し
の
お
友
達
よ
、
浜
田
さ
ん
て
云
ふ
、
‥
…
Ｌ

「
い
つ
友
達
に
な
つ
た
ん
だ
い
？
」

「も
う
先
か
ら
よ
、
―
―
あ
の
人
も
伊
皿
子
へ
声
楽
を
習
い
に
行

つ
て
ゐ

る
の
。
顔
は
あ
ん
な
に
に
き
び
だ
ら
け
で
汚
い
け
れ
ど
、
歌
を
唄
は
せ
る

と
ほ
ん
と
に
素
敵
よ
。
い
ゝ
バ
リ
ト
ン
よ
。
此
の
間
の
音
楽
会
に
も
私
と

一
緒
に
ク
ワ
ル
テ
ツ
ト
を
や
つ
た
の
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（八
）

こ
の
場
面
は
譲
治
が
帰
宅
し
た
と
き
た
ま
た
ま
そ
こ
に
居
合
わ
せ
た
浜
田
と

避
逓
し
、
そ
れ
を
ナ
オ
ミ
に
尋
ね
た
と
き
の
会
話
で
あ
る
。
こ
の
後
の
ダ
ン
ス
・

ホ
ー
ル
の
場
面
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
ナ
オ
ミ
が
衆
目
の
中
で
演
じ
る
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
譲
治
が
見
過
ご
す
こ
と
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
の
二
人
の
や
り
と
り
か
ら
す
る
と
、
譲
治
が
こ
の

音
楽
会
に
出
席
し
て
い
な
い
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
譲
治
の

〈音
楽
〉

に
対
す
る
こ
の
無
関
心
さ
に
気
づ
く
と
き
、
ナ
オ
ミ
の
英
語
の
拙
さ
を

ハ
リ
ソ

ン
嬢
の
と
こ
ろ
に
談
判
し
に
行
き
、
さ
ら
に
自
ら
が
家
庭
教
師
代
わ
り
に
な
っ

て
ま
で
施
そ
う
と
し
て
い
た

「英
語
教
育
」
と
の
対
照
性
が
際
立
つ
だ
ろ
う
。

テ
ク
ス
ト
中
に
譲
治
が
自
身
の
音
楽
の

「素
養
」
が
な
い
こ
と
を
嘆
じ
る
記
述

は
あ
ま
り
に
も
多
い
。
「女
学
校
教
育
」
の
模
倣
と
し
て
英
語
と
音
楽
を
同

一

の
地
平
に
置
く
と
す
れ
ば
、
両
者
の
間
に
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
の
差
が
生
じ
る
の
だ

ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
は
、
先
の
引
用
部
の
後
半
の
傍
線
部
に

「す
つ
か
り
女
学
生
に
な
り
す
ま
し
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
英
語
や
音
楽
の
レ
ツ

ス
ン
に
通
う
ナ
オ
ミ
が

「女
学
生
」
と
い
う
風
俗
を
身
に
ま
と

っ
て
い
る
こ
と

に
気
づ
く
必
要
が
あ
る
。

女
学
校
教
育
が
男
子
の
中
学
校
と
同
じ
く

「高
等
普
通
教
育
機
関
」
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
た
の
は
、
明
治
三
二
年
二
月
、
勅
令
と
し
て

コ
ロロ
等
女
学
校
令
」

が
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
小
山
静
子
は
明
治
三
四
年
に
公
布
さ
れ
た

「中

学
校
令
施
行
規
則
」
と

「高
等
女
学
校
令
施
行
規
則
」
を
も
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
科
目
別
の
週
あ
た
り
授
業
時
間
数
を
比
較
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と

「中
学
校
と
比
べ
て
、
高
等
女
学
校
で
は
、
漢
文
、
博
物
、
物
理
及
化
学
、
法

制
及
経
済
が
学
科
日
と
し
て
存
在
せ
ず
、
外
国
語
は
随
意
科
目
扱
い
で
あ
る
。

そ
れ
に
数
学
や
外
国
語
の
授
業
時
間
数
は
中
学
校
の
半
分
以
下
で
あ
り
、
そ
の

分
、
修
身
、
家
事
、
裁
縫
、
音
楽
に
あ
て
ら
れ
て
い
た
」
ｏ
。

こ
こ
に
は

「
高

等
女
学
校
令
」
公
布
後
に
時
の
文
部
大
臣
樺
山
資
紀
が
述
べ
た

「高
等
女
学
校

の
教
育
は
そ
の
生
徒
を
し
て
他
日
中
人
以
上
の
家
に
嫁
し
、
賢
母
良
妻
た
ら
し

む
る
の
素
養
を
為
す
に
在
り
、
故
に
優
美
高
尚
の
気
風
温
良
貞
淑
の
資
性
を
涵

養
す
る
」
ｏ
と
い
う
女
学
校
教
育
の
目
的
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い

と
思
わ
れ
る
が
、
「賢
母
良
妻
」
の

「
優
美
高
尚
の
気
風
」
を

「
涵
養
」
す
る

た
め
に
、
音
楽
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

女
学
系
の
雑
誌
に
お
い
て
、
女
子
教
育
に
お
け
る
音
楽
の
役
割
に
つ
い
て
は
、

主
に
明
治
四
〇
年
前
後
か
ら
、
そ
の
効
用
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
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ば
、
典
型
的
な

「良
妻
賢
母
」
論
と
し
て
、
鳩
山
春
子

「高
尚
な
る
家
庭
を
作

る
方
法
」
（『女
学
世
界
』
明
治
四

一
・
一
一
）
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
の
記
事
で

は
、
国
家
の
た
め
に
妻
の
果
た
す
べ
き
役
割
と
し
て

「男
が
働
き
や
す
い
家
庭
、

子
の
養
育
」
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
、
「清
き
家
庭
」
を
作
る
た
め
に

「
読

書
、
音
楽
、
美
術
、
詩
歌
等
に
就
い
て
の
高
尚
な
趣
味
を
家
庭
に
入
れ
る
」
こ

と
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
ま
た
、
「良
妻
賢
母
の
養
成
」
を
主
旨
と
し
た

啓
蒙
雑
誌

『女
鑑
』
で
も
同
じ
時
期
か
ら
家
庭
に
お
け
る
音
楽
教
育
を
熱
心
に

勧
め
る
記
事
が
急
速
に
増
え
て
い
る
ｏ
。
こ
れ
ら
の
記
事
は
例
え
ば
明
治
三
〇

年
代
に

『女
学
雑
誌
』
で
西
洋
音
楽
を

「甚
だ
し
き
流
行
」
（明
治
三
六

・
七
）

と
か

「同

一
時
勢
」
（同

・
九
）
で
あ
る
な
ど

一
つ
の
流
行
現
象
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
明
確
に
規
範
と
し
て
の
教
育
制
度
の
文
脈
で
語
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
発
想
は
明
治
四
〇
年
前
後
か
ら

「趣
味
」
と
い
う
言
葉
が
流
行

し
、
高
級
趣
味
を
家
庭
に
普
及
し
よ
う
と
す
る
動
き
と
連
動
し
て
い
る
。
そ
の

中
心
と
な
っ
た
の
が
雑
誌

『趣
味
』
な
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
音
楽
は
家
庭
の

「趣
味
」
を
高
尚
な
も
の
に
し
て
い
く
機
能
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば

強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
西
洋
的
な

「
ス
ヰ
ト
ホ
ー
ム
」
を
規
範
と
し
た

「高
級
趣
味
」
の
実
現
で
あ
っ
た
。
。
『女
学
世
界
』

に
お
い
て
も
、
上
流
階

級
の
子
女
が
音
楽
を
趣
味
と
し
て
い
る
こ
と
は
繰
り
返
し
書
か
れ
て
お
り
、
ま

さ
に

「趣
味
」
の
発
揚
の
一
つ
と
し
て
音
楽
が
そ
の
役
割
を
担
お
う
と
し
て
い

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
ｍ
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
女
学
生
を
啓
蒙
し
よ
う
と
す
る
立
場
と
、
そ
の
教
育

を
受
け
る
女
学
生
の
立
場
と
を
単
純
に
連
動
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
。
本
田
和
子
は
、
明
治
の
女
学
生
を
男
子
中
心
の
公
教
育
か
ら
排
除
さ
れ
た

「無
用
者
の
集
団
」
と
し
て
、
そ
の

「
ひ
た
す
ら

『
男
性
的
で
は
な
い
』
あ
り

よ
う
に
存
在
証
明
が
求
め
ら
れ
た
」
と
し
て
い
る
。
「
官
界
で
も
実
業
界
で
も

な
い
地
平
に
探
ら
れ
る
国
家
有
用
の
途
」
と
し
て
彼
女
た
ち
の
前
に
掲
げ
ら
れ

た
の
が

「良
妻
賢
母
」
と
い
う

「
目
標
」
だ

っ
た
。
し
か
し
、
「
進
学

の
道
も

実
業
に
就
く
道
も
、
曖
昧
に
閉
ざ
さ
れ
」
た
女
学
生
た
ち
は
、
「
将
来

の
生
き

方
に
架
橋
す
る
す
べ
も
な
い
ま
ま
に
、
曖
昧
に
宙
吊
り
に
さ
れ
た

『
現
在
』
だ

け
を
享
受
す
る
こ
と
に
な
る
」
ぃ
と
い
う
の
だ
。
本
田
は
こ
の
よ
う
な

「
異
化

性
」
を
逆
手
に
取

っ
た
女
学
生
た
ち
が
、
彼
女
た
ち
に
の
み
共
有
可
能
な

「
幻

想
共
同
体
」
を
形
成
し
、
「
少
女
文
化
」
と
で
も
言
う
べ
き

「
治
外
法
権
的
文

化
圏
」
を
作
り
上
げ
た
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
現
在
」
だ
け
を
生
き
抜

こ

う
し
た
女
学
生
た
ち
と
規
範
と
し
て
の
社
会
制
度
と
の
乖
離
こ
そ
問
題
に
す
べ

き
で
あ
り
、
ナ
オ
ミ
の
場
合
は
、
音
楽
の
み
が
譲
治
の
干
渉
を
ま

っ
た
く
受
け

ず
に
享
受
で
き
る
も
の
だ

っ
た
の
だ
。

引
き
取

っ
て
教
育
を
受
け
さ
せ
て
や
ろ
う
と
い
う
申
し
出
を
す
る
譲
治
が
、

ど
ん
な
本
を
読
む
の
か
と
ナ
オ
ミ
に
問
い
か
け
た
と
き
、

「
い
ろ

／
ヽ
な
雑
誌

を
見
る
わ
、
読
む
物
な
ら
何
で
も
い
ゝ
の
」
（
二
）
と
ナ
オ
ミ
は
答
え
て
い
る
。

本
田
は

「
少
女
文
化
」
の
成
立
に
関
与
し
た
も
の
と
し
て
明
治
三
〇
年
代
以
降

に
現
れ
た

「少
女
雑
誌
群
」
の
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
を
指
摘
し
て
い
る
が
、

女
学
校

へ
通
う
こ
と
に
あ
こ
が
れ
て
い
た
ナ
オ
ミ
が
こ
れ
ら
の
雑
誌
の
、
と
り

わ
け
読
者
投
稿
欄
⑫
な
ど
を
読
み
な
が
ら
、
女
学
生
文
化

へ
の
思
い
を
馳
せ
て

い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
明
治
四
〇
年
前
後
か
ら
、
ナ
オ
ミ
と
同
様
、
女
学
校
に
通
わ
ず
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に
モ
ー
ド
と
し
て
の

「女
学
生
」
を
身
に
ま
と
っ
た
女
性
は
都
市
の
風
俗
と
し

て
は
決
し
て
珍
し
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

世
間
に
て
は
変
り
色
の
袴
を
着
け
、
庇
髪
に
花
束
の
讐
と
云
ふ
扮
装
の
女

子
さ
へ
見
れ
ば
皆
な
女
学
生
な
り
と
思
へ
ど
、
（中
　
略
）
女
学
生
に
あ

ら
ぎ
る
只
の
女
子
も
自
か
ら
嗜
み
て
袴
を
穿

つ
者
あ
り
。
中
に
は
世
間
を

編
か
る
手
段
と
し
て
、
如
何
に
も
女
学
生
と
見
え
、
令
嬢
と
思
は
る
ゝ
風

を
為
る
者
も
あ
り
。
世
間
の
人
々
は
此
の
東
髪
、
袴
椿

へ
の
女
を
見
れ
ば

直
ち
に
女
学
生
な
り
と
云
ひ
、
是
等
の
女
子
に
寸
分
の
非
行
あ
り
て
も
、

其
れ
を
直
ち
に
女
学
生
が
腐
敗
せ
り
と
針
小
棒
大
に
言
ひ
立
て
ゝ
忽
ち
攻

撃
の
矢
を
射
掛
く
る
も
の
な
れ
ば
、
純
粋
無
垢
の
女
学
生
に
取
り
て
は
実

に
迷
惑
の
限
り
な
り
。
屡
々
世
間
の
目
に
触
れ
た
る
者
は
、
多
く
は
是
等

学
校
以
外
の
似
非
女
学
生
な
り
し
な
ら
ん
と
思
へ
り
。

（戸
坂
開
子

「女
学
生
問
題
の

一
転
化
」
『女
学
世
界
』
明
治
四
〇

・
三
）

こ
の
資
料
は

「某
警
察
署
長
」
の
述
べ
た

「今
日
の
女
学
生
の
腐
敗
は
殆
ど

言
語
に
絶
へ
た
る
者
の
如
く
、
女
学
生
と
云
へ
ば
皆
悉
く
堕
落
し
た
も
な
る
か
」

と
い
っ
た
発
言
に
対
し
て
、
女
学
生
た
ち
に
ほ
ど
ほ
ど
の

「形
振
」
を
す
る
よ

う
戒
め
つ
つ
、
女
学
生
風
俗
の
乱
れ
を

「似
非
女
学
生
」
の
出
現
に
起
因
し
た

も
の
と
し
て
女
性
の
立
場
か
ら

「寃
を
雪
ぐ
」
た
め
に
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
か
ら
は
、
「女
学
生
」
が
学
校
か
ら
離
れ
て
そ
の
風
俗
自
体
が

一
つ

の
モ
ー
ド
と
し
て
流
通
し
て
い
る
様
が
垣
間
見
え
る
。

こ
こ
で

「似
非
女
学
生
」
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
者
と
ナ
オ
ミ
を
単
純
に

同
系
列
に
置
こ
う
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
。
ナ
オ
ミ
の
場
合
は
個
人
レ
ッ
ス
ン

と
は
言
え
、

〈教
育
〉
を
受
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
授
業
に
通
っ
て
い
る
の

で
あ
り
、
単
に
都
市
の
新
し
い
風
俗
を
身
に
ま
と

っ
て
い
る
女
性
た
ち
と
は
異

質
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
女
学
生
は

そ
の
発
生
の
段
階
か
ら
男
子
学
生
の
よ
う
に
立
身
出
世
の
階
梯
と
し
て
受
け
る

〈教
育
〉
と
は
違

っ
た
と
こ
ろ
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
し
て
、
ナ
オ

ミ
の
場
合
は

「良
妻
賢
母
」
と
い
う
唯

一
の

「国
家
有
用
の
途
」
と
さ
え
ま
っ

た
く
異
質
の
立
場
で
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

し
か
し
、
モ
ー
ド
と
し
て
の
女
学
生
ル
ッ
ク
”
に
身
を
包
ん
で
個
人

レ
ツ
ス

ン
に
通
う
ナ
オ
ミ
を

「自
分
の
理
想
が
や
う
′
ヽ
か
な
つ
た
う
れ
し
さ
」
と
感

じ
て
い
る
譲
治
の
眼
差
し
に
は
学
校
教
育
の
枠
組
み
と
し
て
の

「趣
味
」
教
育

以
外
の
要
素
は
ま
っ
た
く
考
え
も
及
ば
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
は
英
語
と
音
楽
に
対
す
る
譲
治
の
ス
タ
ン
ス
の
差
に
基
づ

い
て
考
察
を
進
め
て
き
た
が
、
次
に
、
英
語
と
音
楽
の
両
者
に
関
わ
る
言
説
が

出
会

っ
て
い
る
部
分
を
検
討
し
て
み
た
い
。

「
ま
あ
、
さ
う
で
い
ら

つ
し
ゃ
い
ま
す
か
、
で
も
ね
え
、
何
で
ご
ざ
い
ま

す
わ
、
そ
り
や
ジ

エ
ン
ル
マ
ン
は
レ
デ
イ
ー
よ
り
も
モ
ｌ

ｏ
モ
ー

・
デ
イ

フ
イ
カ
ル
ト
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
、
お
始
め
に
な
れ
ば
直
き
に
何
で
ご

ざ
い
ま
す
わ
。
‥
…
Ｌ

此
の

「
モ
ー

・
モ
ー
」
と
云
ふ
奴
が
、
又
私
に
は
分
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

よ
く
聞
い
て
見
る
と
，．８
０
『０
日
ｏ
【Φ
Ｍ
と
云
ふ
意
味
な
の
で
す
。
「
ジ

エ
ン

ト
ル
マ
ン
」
を

「
ジ

エ
ン
ル
マ
ン
」
、
「
リ
ツ
ト
ル
」
を
　
「
リ
ル
ル
」
、
【総
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べ
て
さ
う
云
ふ
発
音
の
仕
方
で
話
の
中
へ
英
語
を
挟
み
ま
す
。
そ
し
て
日

本
語
に
も

一
種
奇
妙
な
ア
ク
セ
ン
ト
が
あ
つ
て
、
三
度
に
一
度
は

「何
で

ご
ざ
い
ま
す
わ
」
を
連
発
し
な
が
ら
、
油
紙
へ
火
が
つ
い
た
や
う
に
際
限

も
な
く
し
や
べ
る
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
再
び
シ
ユ
レ
ム
ス
カ
ヤ
夫
人
の
話
、
ダ
ン
ス
の
話
、
語
学
の
話
、

音
楽
の
話
…
…
ベ
ト
オ
ヴ
エ
ン
の
ソ
ナ
タ
が
何
だ
と
か
、
第
ニ
シ
ン
フ
ォ

ニ
ー
が
ど
う
し
た
と
か
、
何
々
会
社
の
レ
コ
ー

‐ド
握
制
々
会
社
の
レ
コ
ー

ド
よ
り
良
い
と
か
悪
い
と
か
、
私
が
す
つ
か
り
し
よ
げ
て
黙

つ
て
し
ま
つ

た
の
で
、
今
度
は
女
史
を
相
手
に
し
て
ぺ
ら
′
ヽ
や
り
出
す
そ
の
日
ぶ
り

か
ら
す
る
と
、
此
の
プ
ラ
ウ
ン
氏
の
夫
人
と
云
ふ
の
は
杉
崎
女
史
の
ピ
ア

ノ
の
弟
子
で
ゞ
も
あ
り
ま
せ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（八
）

こ
れ
は
譲
治
が
初
め
て
ダ
ン
ス
を
習
い
に
行
く
場
面
で
、
杉
崎
女
史
か
ら

「
ジ
エ
ー
ム
ス
・
ブ
ラ
ウ
ン
さ
ん
の
奥
さ
ん
」
と
い
う
女
性
を
紹
介
さ
れ
た
箇

所
で
あ
る
。
譲
治
は
、
杉
崎
女
史
を
含
め
て

「此
の
、
『
わ
た
く
し
』
と
云
ふ

や
う
な
切
口
上
で
や
つ
て
来
ら
れ
る
婦
人
連
」
を

「最
も
苦
手
」
と
感
じ
な
が

ら
も
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
に
い
る
。

こ
こ
で
譲
治
は

「
ブ
ラ
ウ
ン
夫
人
」
の
饒
舌
ぶ
り
に
圧
倒
さ
れ
て
い
る
の
だ

が
、
そ
れ
以
上
に
注
目
し
た
い
の
は
、
譲
治
が
こ
の
夫
人
の
英
語
混
じ
り
の
日

本
語
に
全
く
対
応
で
き
て
い
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
譲
治
は
夫
人
の
使
う

英
語
を
日
本
語
の

「奇
妙
な
ア
ク
セ
ン
ト
」
と
並
置
し
て
、
そ
れ
が
奇
妙
な
訛

り
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
夫
人
の
話
す

「
ジ
エ
ン

ル
マ
ン
」
も

「
リ
ル
ル
」
も
、
英
語
の
正
確
な
発
音
か
ら
す
れ
ば
こ
の
よ
う
に

聞
こ
え
て
し
ま
っ
て
も
無
理
が
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
ぃ
。
む
し
ろ
、

∞
Φユ
ＰΦ

日
留

＝

「
ジ

エ
ン
ト
ル
マ
ン
」
、
〓
諄
】Φ
＝

「
リ
ツ
ト
ル
」
と
し
か
解
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
こ
と
は
、
譲
治
が
英
語
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、
紙
に
書
か
れ
た

文
字
記
号
を
通
し
て
し
か
認
識
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
如
実
に
物
語

っ
て
い
る

の
だ
ぃ
。

そ
の
こ
と
に
無
自
覚
な
ま
ま
、
譲
治
は
、
次
に
夫
人
の
話
す
会
話
の
内
容
を

全
く
理
解
で
き
な
い
領
域
の
も
の
と
し
て
耳
に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
内

容
と
い
う
の
が
音
楽
に
関
わ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

当
初
譲
治
は
、
稽
古
の
順
番
を
待
ち
な
が
ら
お
し
ゃ
べ
り
し
て
い
た
こ
の
女

性
を

「身
な
り
は
派
手
に
し
て
ゐ
」
る
が

「
ち
よ
つ
と
看
護
婦
上
り
の
や
う
な

顔
だ
ち
の
女
」
と
見
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
杉
崎
女
史
か
ら
紹
介
を
受
け
、
外
国

人
の

「細
君
」
で
あ
る
こ
と
を
知
り

「
さ
う
云
は
れ
ゝ
ば
看
護
婦
よ
り
も
洋
妾

タ
イ
プ
」
だ
と
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の

「
ブ
ラ
ウ
ン
夫
人
」
に
対
す
る
眼

差
し
に
は
、
譲
治
の
西
洋
人
に
対
す
る
距
離
の
置
き
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
譲

治
は

「趣
味
と
し
て
ハ
イ
カ
ラ
を
好
み
、
万
事
に
つ
け
て
西
洋
流
を
真
似
し
」

な
が
ら
も
、
「男
振
り
に
就
い
て
自
信
が
な
」
く

「交
際
下
手
と
語
学
の
才

の

乏
し
い
」
た
め
に
、
「外
人
団
の
オ
ペ
ラ
」
や

「活
動
写
真

の
女
優
」

に
対
し

て

「彼
ら
の
美
し
さ
を
夢
の
や
う
に
慕
」
う
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
だ
が
、
そ

の
周
辺
に
い
る
人
物
に
対
し
て
は
こ
の
よ
う
に
極
め
て
差
別
的
な
言
説
を
用
い

て
表
現
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
夫
人
に
対
す
る
眼
差
し
は
そ
の
ま
ま
シ
ュ
レ
ム

ス
カ
ヤ
夫
人
と
の
対
照
性
に
お
い
て
ナ
オ
ミ
を
評
価
す
る
場
面

（九
）
と
も
対

応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
の
問
題
は
、
夫
人
の
扱
う
英
語

を
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ヴ
ォ
イ
ス
と
し
て
の
英
語
か
ら
か
か
た
と
こ
ろ
に
置
き
、
あ

る
種
の
違
和
感
の
中
で
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
譲
治
の
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規
範
と
し
て
い
る
英
語
は
、
か
つ
て
ナ
オ
ミ
に

「文
法
」
や

「和
訳
」
を
中
心

に
施
し
た
英
語
教
育
と
同
じ
く
学
校
の
英
語
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
文
字

を
介
し
て
享
受
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
と
、
彼
に
も

た
ら
さ
れ
る
音
楽
の
情
報
は
同
質
の
も
の
と
見
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で

譲
治
の
耳
に
届
く
の
は
、
音
楽
の
質
そ
の
も
の
か
ら
は
遠
ざ
か
っ
た
、
作
曲
者

の
名
や
曲
名
と
い
っ
た

「知
識
」
で
し
か
な
く
、
そ
れ
ら
と
音
楽
そ
の
も
の
を

繋
ぐ
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
音
楽
は
、
ダ
ン
ス
と
の
関
わ
り
で
繰
り
返
し
現
れ

て
い
る
。
そ
の
文
脈
中
で
は
、
た
と
え
ば
ダ
ン
ス
の
持

っ
て
い
た

「新
時
代
の

流
行
」
「不
健
全
な
も
の
」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
と
重
ね
ら
れ
て
も
お
か
し
く

は
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
譲
治
は
、
ナ
オ
ミ
の
音
楽
教
育
を
明
ら
か
に
そ

れ
と
は
異
質
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
は
し
ば
し
ば
、
近
寄
り
が
た

い
畏
怖
の
対
象
と
し
て
さ
え
扱
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
譲
治
の
発
想

を
裏
付
け
る
の
が
次
の
箇
所
で
あ
る
。

主
人
夫
婦
と
女
中
が
二
人
、
こ
れ
だ
け
が
住
ま
へ
る
や
う
な
、
所
謂

「文

化
住
宅
」
で
な
い
純
日
本
式
の
、
中
流
の
紳
士
向
き
の
家

へ
引
き
移
る
。

今
迄
使
つ
て
ゐ
た
西
洋
家
具
を
売
り
払

つ
て
、
総
べ
て
を
日
本
風
の
家
具

に
取
り
換
べ
、
ナ
オ
ミ
の
た
め
に
特
に
ピ
ア
ノ
を

一
台
買

つ
て
や
る
。
か

う
す
れ
ば
彼
女
の
音
楽
の
稽
古
も
杉
崎
女
史
の
出
教
授
を
頼
め
ば
よ
い
こ

と
に
な
り
、
英
語
の
方
も
ハ
リ
ソ
ン
嬢
に
出
向
い
て
貰

つ
て
、
自
然
彼
女

が
外
出
す
る
機
会
が
な
く
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（十
九
）

こ
れ
は
、
物
語
の
後
半
に
お
い
て
ナ
オ
ミ
と

「慶
応
学
生
」
と
の
関
係
が
明

ら
か
な
も
の
と
な
り
、
「美
名
に
憧
れ
」
て
始
め
た

「
シ
ン
プ
ル
・
ラ
イ
フ
」

が
ナ
オ
ミ
の

「
ふ
し
だ
ら
」
（傍
点
原
文
）
の
原
因
で
あ
る
と
考
え
た
譲
治
が
、

「
『
お
伽
噺
の
家
』
を
畳
ん
で
、
も

つ
と
真
面
目
な
、
常
識
的
な
家
庭
を
持

つ
」

（十
九
）
決
心
を
す
る
場
面
で
あ
る
。
譲
治
は
そ
の
手
始
め
と
し
て

「純
日
本

式
の
、
中
流
の
紳
士
向
き
の
家

へ
引
き
移
る
」
こ
と
を
目
論
む
の
だ
が
、
こ
の

「
西
洋
家
具
」
の

「総
べ
て
を
日
本
風
の
家
具
に
取
り
換
へ
」
よ
う
と
す
る
中

に
あ
っ
て
、
ピ
ア
ノ
だ
け
は
ナ
オ
ミ
の
た
め
に
買
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ナ
オ
ミ
の
外
出
の
機
会

を
減
ら
そ
う
と
い
う
発
想
に
因
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
問
題
は
、
ナ
オ

ミ
と
音
楽
の
繋
が
り
を
断
と
う
と
す
る
意
志
を
譲
治
が
持
た
な
い
こ
と
で
あ
る
。

家
庭
に
於
け
る
ピ
ア
ノ
の
普
及
は
、
明
治
四
〇
年
代
頃
か
ら
次
第
に
高
ま
っ

て
い
る
。
西
原
稔
は
大
阪
の
大
手
楽
器
販
売
店
の
ピ
ア
ノ
販
売
台
数
を
も
と
に

明
治
四
〇
年
以
降

「
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
」
売
れ
続
け
た
結
果
、
殊
に
明
治
末
年

か
ら
大
正
は
じ
め
に
か
け
て

「
飛
躍
的
に
台
数
が
増
加
」
し
、
「
ピ
ア
ノ
の
普

及
」
と
そ
れ
を

「所
有
す
る
こ
と
の
ス
テ
イ
タ
ス
」
の
高
ま
り
を
み
て
い
る
ｍ
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

『大
阪
毎
日
新
聞
』
の
記
事
を
次
に
引
用
し
て

お
こ
う
ｍ
。

大
阪
市
を
通
じ
て
現
に
各
学
校
に
備
へ
て
あ
る
ピ
ア
ノ
の
数
は
約
百
台
、

個
人
の
家
庭
に
あ
る
の
が
約
二
百
台
と
註
せ
ら
れ
る
。
大
阪
市
に
約
二
百

台
の
ピ
ア
ノ
は
、
戸
数
人
口
か
ら
見
て
そ
の
分
布
は
必
ず
し
も
多
く
は
な

い
が
、
そ
れ
で
も
二
年
前
に
比
べ
る
と
、
俄
に
非
常
な
増
加
を
示
し
て
ゐ

る
。
今
で
は
多
少
生
活
に
余
裕
の
あ
る
家
庭
、
殊
に
新
し
い
家
庭
な
ど
で

は
、
そ
の
家
族
の
趣
味
好
尚
を
高
め
る
必
要
上
、
或
ひ
は
慰
安
娯
楽
の
情

操
器
具
と
し
て
、　
一
台
は
備

へ
た
い
も
の
の

一
つ
と
な
っ
た
。
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（「
ピ
ア
ノ
を
弾
く
女
」
大
正
二
ｏ
四

・
一
九
）

西
原
は

「
こ
の
記
事
の
家
庭
に
備
え
ら
れ
た
ピ
ア
ノ
の
数
が
二
百
台
と
い
う

数
字
は
、
そ
の
ま
ま
こ
の
町
の
上
流
階
級
の
家
庭
数
を
反
映
し
て
い
る
」
と
し

て
い
る
が
、
ま
さ
に
譲
治
が
考
え
て
い
た
音
楽
教
育
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う

な
、
上
層
階
級
の

「趣
味
」
を
家
庭
に
持
ち
込
も
う
と
い
う
、
こ
の
コ
ン
テ
ク

ス
ト
に
お
い
て
捉
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
モ
ー
ド
と
し
て
の

「女
学
生
」
か

ら
新
時
代
の
流
行
と
し
て
の
ダ
ン
ス
ヘ
と
移

っ
て
い
っ
た
ナ
オ
ミ
と
は
、
全
く

正
反
対
の
志
向
性
で
あ
っ
た
と
言
わ
ぎ
る
を
得
な
い
。

次
に

〈音
楽
〉
そ
の
も
の
が
こ
の
物
語
に
お
い
て
果
た
す
機
能
に
つ
い
て
考

テ
ク
ス
ト
で
、
ナ
オ
ミ
が
歌
う
場
面
は
僅
か
ニ
ケ
所
で
あ
る
。　
一
つ
目
は
、

最
初
の
鎌
倉
行
き
の
場
面
で
あ
り
、
二
つ
目
は
二
度
目
の
鎌
倉
行
き
で
ナ
オ
ミ

と
慶
応
学
生
と
の
関
係
が
露
呈
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
場
面
は
と

も
に
鎌
倉
で
の
出
来
事
な
の
だ
が
、
そ
の
内
容
は
著
し
く
異
な

っ
て
い
る
。
し

か
し
、
ナ
オ
ミ
の

「
唄
ご
ゑ
」
を
譲
治
が
書
き
取
る
数
少
な
い
こ
れ
ら
の
場
面

は
、
譲
治
の
ナ
オ
ミ
に
対
す
る
認
識
に
そ
れ
ぞ
れ
の
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
契

機
と
な

っ
て
い
る
。

ま
ず
は
、
最
初
の
ナ
オ
ミ
が

「
サ
ン
タ

・
ル
チ
ア
」
を
歌
う
場
面
を
見
て
み

た
い
。
こ
の
場
面
に
至
る
直
前
、
鎌
倉
に
向
か
う
電
車
の
中
で

「
逗
子
や
鎌
倉

に
出
か
け
る
夫
人
や
令
嬢
」
た
ち
と
乗
り
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
二
人
と
も

す

っ
か
り

「気
後
れ
」
を
感
じ
て
し
ま
う
。
彼
女
た
ち
と
ナ
オ
ミ
を
見
比
べ
た

譲
治
は
、
「
社
会
の
上
層
に
生
ま
れ
た
者
と
さ
う
で
な
い
者
と
の
間
に
は
、
争

わ
れ
な
い
品
格
の
相
違
が
あ
る
や
う
な
気
が
し
」
、
「
氏
や
育
ち
の
悪
い
も
の
は

や
は
り
ど
う
し
て
も
駄
目
」
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
譲
治
が

ナ
オ
ミ
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス

（ブ
ル
デ
ュ
ー
）
に
基
づ
く

一
種
の
失
望
を
感
じ
る
最

初
の
場
面
で
あ
り
、
こ
の
失
望
は
後
の
場
面
で
自
身
の

〈教
育
〉
の
無
力
さ
を

感
じ
る
箇
所

（七
）

へ
つ
な
が

っ
て
い
く
ｍ
。
こ
の
時
の
二
人
の

「
気
後
れ
」

は
鎌
倉
到
着
後
も
続
き
、
結
局
、
当
初
の
予
定
と
は
異
な

っ
た

「
土
地
の
二
流

か
三
流
」
の
旅
館
に
落
ち
着
く
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
い
ざ
海
に

出
る
と
、
ナ
オ
ミ
自
身
が
元
気
を
取
り
戻
し
、
海
水
浴
な
ど
で
楽
し
ん
だ
後
、

夕
暮
れ
時
に
二
人
で
海
に
船
を
漕
ぎ
出
す
。

―
―
そ
し
て
、
そ
ん
な
折
に
は
彼
女
は
い
つ
も
海
水
着
の
上
に
大
き
な
タ

オ
ル
を
纏

つ
た
ま
ゝ
、
或
る
時
は
腫
に
腰
か
け
、
或
る
時
は
絃
を
枕
に
青

空
を
仰
い
で
誰
に
憚
る
こ
と
も
な
く
、

そ
の
得
意

の
ナ
ポ
リ
の
船
唄
、

「
サ
ン
タ

・
ル
チ
ア
」
を
甲
高
い
声
で
う
た
ひ
ま
し
た
。

〇

ヽ
ｏ
ＰｏΦ
Ｚ
”
づ
ｏ
ｒ
ψ

（
）
∽
〇
●
中　
げ
Φ
”
一
〇
¨

と
、
伊
太
利
語
で
う
た
ふ
彼
女
の
ソ
プ
ラ
ノ
が
、
夕
な
ぎ
の
海
に
響
き
渡

る
の
を
聴
き
惚
れ
な
が
ら
、
私
は
じ
づ
か
に
櫓
を
漕
い
で
行
く
。
「
も

つ

と
彼
方

へ
、
も
っ
と
彼
方
へ
」
と
彼
女
は
無
限
に
浪
の
上
を
走
り
た
が
る
。

い
つ
の
間
に
や
ら
日
は
暮
れ
て
し
ま
つ
て
、
星
が
チ
ラ
チ
ラ
と
私
等
の
船

を
空
か
ら
欧
お
ろ
し
、
あ
た
り
が
ぼ
ん
や
り
暗
く
な
つ
て
、
彼
女
の
姿
は

た
ゞ
ほ
の
白
い
タ
オ
ル
に
包
ま
れ
、
そ
の
輪
郭
が
ぼ
や
け
て
し
ま
う
。
が
、

え
て
み
た
い

3

-64-



晴
れ
や
か
な
唄
ご
ゑ
は
な
か
／
ヽ
止
ま
ず
に
、
「
サ
ン
タ

・
ル
チ
ア
」

は

幾
度
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
、
そ
れ
か
ら

「
ロ
ー
レ
ラ
イ
」

に
な
り
、
「
流

浪
の
民
」
に
な
り
、
ミ
ニ
ヨ
ン
の

一
節
に
な
り
し
て
、
ゆ
る
や
か
な
船
の

歩
み
と
共
に
い
ろ
／
ヽ
唄
を

つ
ゞ
け
て
行
き
ま
す
。
…
…

か
う
い
ふ
経
験
は
若
い
時
代
に
は
誰
で
も

一
度
あ
る
こ
と
で
せ
う
が
、
私

に
取

つ
て
は
実
に
そ
の
時
が
始
め
て
ゞ
し
た
。
私
は
電
気
の
技
師
で
あ

つ

て
、
文
学
だ
と
か
芸
術
だ
と
か
云
ふ
も
の
に
は
縁
の
薄
い
方
で
し
た
か
ら
、

小
説
な
ど
を
手
に
す
る
こ
と
は
め
つ
た
に
な
か

つ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
の
時
思
ひ
出
し
た
の
は
嘗
て
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
夏
目
漱
石
の

「草
枕
」

で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

や
や
長
い
引
用
に
な

っ
た
が
、
こ
の
場
面
で
譲
治
の
印
象
を
形
作

っ
て
い
る

の
が
、
ナ
オ
ミ
の

「
唄
ご
ゑ
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ

ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
、
歌
声
と
情
景
と
の
融
和
し
た
世
界
が
、
譲
治
に

と

っ
て

「縁
」
の
薄
か

っ
た

「文
学
だ
と
か
芸
術
だ
と
か
云
ふ
も
の
」
に
対
す

る
連
想
を
呼
び
起
こ
す
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
部
分
で
は

〈教
育
〉
を

一
つ
の
切
り
回
と
し
て
、
二
人
の
関
係

を
社
会
シ
ス
テ
ム
に
還
元
す
る
こ
と
で
分
析
し
て
き
た
が
、
こ
の
場
面
は
そ
れ

ら
と
は
明
ら
か
に
異
質
の
状
況
を
開
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
歌
う
ナ
オ
ミ

の
声
が
、
歌

っ
て
こ
な
か

っ
た
譲
治
自
身
の

「
電
気
の
技
師
」
に
至
る
ま
で
の

経
験
を
相
対
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
公
教
育
を
規
範
と
し
た
教
育
を
施

す
こ
と
で
上
層
階
級
を
模
範
と
し
た

「立
派
な
人
」
に
ナ
オ
ミ
を
仕
立
て
、
そ

の
よ
う
な
存
在
と
結
び
つ
こ
う
と
し
た
譲
治
の
発
想
を
根
底
か
ら
覆
し
て
も
お

か
し
く
な
い
経
験
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
し
か
し
た
ら
、
こ
の
よ
う
な

場
面
に
お
け
る
二
人
の
関
係
こ
そ
、
ナ
オ
ミ
が
最
も
望
ん
で
い
た
関
係
”
だ

っ

た
の
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
場
面
以
降
で
同
じ
よ
う
な
状
況
が
訪
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

な
く
、
結
果
的
に
ナ
オ
ミ
は
、
譲
治
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で

「慶
応
学
生
」
ら

と
乱
れ
た
生
活
を
送
る
よ
う
に
な
る
。
次
の
鎌
倉
行
き
で
そ
れ
が
露
呈
す
る
の

で
あ
る
が
、
ナ
オ
ミ
の
生
活
に
疑
念
を
抱
い
た
譲
治
が
待
ち
伏
せ
す
る
場
面
で
、

三
度
目
の
ナ
オ
ミ
の
唄
が
引
用
さ
れ
る
。

降
り
る
と
忽
ち
、
彼
等
の
陽
気
な
唄
声
が
私
の
耳
柔
を
打
ち
ま
し
た
。
そ

れ
も
そ
の
筈
、
彼
等
は
僅
か
五
六
歩
に
足
ら
ぬ
と
こ
ろ
を
、
合
唱
し
な
が

ら
拍
子
を
取
つ
て
進
ん
で
行
く
の
で
す
。

」
」
∽一　
げ
Φい〇
Φヽ　
一〓
Φ　
σ
”
一一】Φ
●̈
】〇
一一
Φヽ
）

Ｈ
”
●
″　
一
〓
卜●
庁
トロ
的

【●
〇
∽
一　
ｏ
い
　
く
Ｏ
Ｃ
ヽ
‥
・‥

そ
れ
は
ナ
オ
ミ
が
口
癖
に
う
た
ふ
唄
で
し
た
。
　
　
　
　
　
　
（十
五
）

こ
の
場
面
で
譲
治
が
耳
に
す
る
の
は
、
ナ
オ
ミ
の

「
ソ
プ
ラ
ノ
」
で
は
な
く
、

男
子
学
生
た
ち
の
歌
声
が
中
心
と
な

っ
た
合
唱
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
唄
は

ナ
オ
ミ
が

「
口
癖
に
う
た
ふ
」
も
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
日
常
に
お
い
て
は
ナ

オ
ミ

一
人
の
歌
声
で
繰
り
返
し
聞
い
て
き
た
は
ず
な
の
だ
。
暗
闇
で
待
ち
伏
せ

す
る
譲
治
は
、
普
段
耳
に
す
る
ナ
オ
ミ
の
唄
と
こ
の
よ
う
に
男
子
学
生
に
取
り

巻
か
れ
て
歌

っ
て
い
る
唄
と
を
対
照
的
に
捉
え
る
こ
と
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

男
た
ち
の
声
に
混
じ
り
合

っ
た
ナ
オ
ミ
の
歌
声
を
物
陰
に
潜
ん
で
聞
く
、
と
い

う
身
振
り
に
は
、
こ
の
場
面
で
の
譲
治
の
状
況
が
そ
の
ま
ま
暗
示
さ
れ
て
い
る

の
だ
。

こ
の
場
面
の
直
後
、
譲
治
は
決
定
的
な
ナ
オ
ミ
の
裏
切
り
を
知
る
こ
と
に
な
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る
。
そ
し
て
、　
一
旦
は
ナ
オ
ミ
の
こ
と
を
許
す
こ
と
に
な
る
が
、
二
人
の
関
係

は
完
全
に
そ
れ
ま
で
と
は
異
質
の
も
の
に
な
り
、
譲
治
自
身
が

「
ナ
オ
ミ
は
私

に
取
つ
て
、
最
早
や
尊
い
宝
で
も
な
く
、
有
難
い
偶
像
で
も
な
く
な

つ
た
代
わ

り
、　
一
箇
の
娼
婦
と
な
つ
た
」
（十
八
）
と
自
覚
す
る
よ
う
な
関
係
に
ま
で
行

き
着
く
こ
と
に
な
り
、
「肉
体
の
魅
力
、
た
ゞ
そ
れ
だ
け
に
引
き
摺
ら
れ
」
（同
）

る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
最
終
的
な
ナ
オ
ミ
の
裏
切
り
行
為
を
を
経
て
、
譲

治
は
彼
女
を
追
い
出
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
ナ
オ
ミ
の
唄
は
、

譲
治
自
身
の
認
識
を
改
め
さ
せ
、
彼
の
知
ら
な
か
っ
た
ナ
オ
ミ
像
を
浮
か
び
上

が
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ナ
オ
ミ
の
歌
声
が
直
接
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
こ

の
ニ
ケ
所
の
み
だ
が
、
他
の
数
多
い

〈音
楽
〉
に
関
す
る
記
述
は
、
規
範
と
し

て
の
公
教
育
の
み
の
中
で
生
き
て
き
た
エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
譲
治
の
存
在
を
相

対
的
に
浮
き
彫
り
に
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
な

〈音
楽
〉
の
機
能
を
念
頭
に
置
い
て
、
最
後
に
次
の
箇
所
を
検

討
し
た
い
。

…
…
そ
れ
か
ら

一
体
、
何
分
ぐ
ら
ゐ
立

つ
た
で
せ
う
か
？
　
私
が
ア
ト
リ

エ
の
ソ
オ
フ
ア
に
集
れ
て
、
彼
女
が
三
階
か
ら
降
り
て
来
る
の
を
ぼ
ん
や

り
待
つ
て
ゐ
た
間
、
…
…
そ
れ
は
五
分
と
は
立
た
な
い
程
の
間
だ
つ
た
か
、

或
は
半
時
間
、　
一
時
間
ぐ
ら
ゐ
も
さ
う
し
て
ゐ
た
の
か
？
…
…
私
に
は
ど

う
も
此
の
間
の

「時
の
長
さ
」
と
云
ふ
も
の
が
ハ
ツ
キ
リ
し
ま
せ
ん
。
私

の
胸
に
は
た
ゞ
今
夜
の
ナ
オ
ミ
の
姿
が
、
或
る
美
し
い
音
楽
を
聴
い
た
後

の
や
う
に
、
洸
惚
と
し
た
快
感
と
な
つ
て
尾
を
曳
い
て
ゐ
る
だ
け
で
し
た
。

そ
の
音
楽
は
非
常
に
高
い
、
非
常
に
浄
ら
か
な
、
此
の
世
の
外
の
聖
な
る

境
か
ら
響
い
て
来
る
や
う
な
ソ
プ
ラ
ノ
の
唄
で
す
。
も
う
さ
う
な
る
と
情

慾
も
な
く
恋
愛
も
あ
り
ま
せ
ん
、
…
…
私
の
心
に
感
じ
た
も
の
は
、
さ
う

云
ふ
も
の
と
は
凡
そ
最
も
縁
の
遠
い
漂
秒
と
し
た
陶
酔
で
し
た
。（

二
十
五
）

こ
れ
は
、
家
出
し
た
ナ
オ
ミ
が

「
荷
物
」
を
運
び
に

「お
伽
噺
の
家
」
に
戻

っ

て
き
た
場
面
で
、
三
階
に
こ
も

っ
て
い
る
ナ
オ
ミ
を
階
下
で
譲
治
が
待

つ
場
面

で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
譲
治
は
敢
え
て
背
を
向
け
る
よ

う
に
し
て

〈音
楽
〉
に
対
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
譲
治
は
、
こ
の
日
の

「
西
洋
の
婦
人
」
と
見
紛
う
ほ
ど
に

「
理
想
的
な
美
し
さ
」
を
備
え
た
ナ
オ
ミ

か
ら
受
け
た
印
象
を
音
楽
に
書
え
て
表
現
し
て
い
る
。
そ
の

「
崇
拝
の
的
」
と

し
か
言
い
よ
う
の
な
い
存
在
に
打
た
れ
て
、
そ
の

「説
き
尽
」
く
し
難
い
印
象

を
音
楽
に
仮
託
し
て
説
明
す
る
の
だ
。

こ
の
時
、
譲
治
は
自
ら
の
内
的
な

〈音
楽
〉
を
聴
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

あ
る
文
化
的
な
規
範
を
伴
う
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
肉
体
を
目
的
と
も
し
な

い
、
ナ
オ
ミ
と
の
新
し
い
関
係
の
出
発
点
と
な

っ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

０

「
『痴
人
の
愛
』
に
お
け
る

〈教
育
〉
の
位
相
」
（『
日
本
文
学
』
平
成
九

・

五
）

０
　
こ
の
時
代
設
定
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
論
で
も
触
れ
た
が
、
風
俗
傍
証
そ
の

他
か
ら
物
語
の
現
在
時
す
な
わ
ち
譲
治
が
こ
の

「手
記
」
を
書
い
て
い
る
時

点
は
、
小
説
発
表
時
に
ほ
ぼ
重
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
か
ら
逆
算
す
る
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と
譲
治
が
東
京
高
等
工
業
に
入
学
し
た
年
は
概
ね
明
治
二
九
～
四
〇
年
頃
と

考
え
ら
れ
る
。

０
　
小
森
陽

一
「
谷
崎

『痴
人
の
愛
』
記
号
論
的
読
解
」
（『毎
日
新
聞
』
昭
和

六

一
・
九

・
一
三
）。
『痴
人
の
愛
』
は
譲
治
が
ナ
オ
ミ
に
知
り
合

っ
て
か
ら

「現
在
」
に
至
る
ま
で
の

「足
か
け
八
年
」
間
を
記
し
た
手
記
で
あ
る
が
、

最
終
二
十
八
章
の
書
き
出
し
に

「話
は
こ
れ
か
ら
三
四
年
の
後
の
こ
と
と
な

り
ま
す
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
八
年
間
の
う
ち
の
後
半
の
出
来
事
は
ほ
と
ん

ど
記
さ
れ
て
い
な
い
。

四
　
安
田
孝

「痴
人
の

『
愛
』
」
（
『
研
究
と
資
料
』
昭
和
六
二

・
七
、
の
ち

『
谷
崎
潤

一
郎
の
小
説
』
翰
林
書
房
、
平
成
六
）
、
永
栄
啓
伸

「痴
人
の
愛
―
‐

追
憶
の

『
お
伽
噺
の
家
』
―
‐」
（『
日
本
の
文
学
』
昭
和
六
三

・
一
一
、

の

ち

『谷
崎
潤

一
郎
論
―
‐伏
流
す
る
物
語
』
双
文
社
出
版
、
平
成
四
）
な
ど
。

前
掲
拙
論
０
に
お
い
て
も
、
譲
治
と
ナ
オ
ミ
の

〈教
育
〉
に
対
す
る
認
識
の

ず
れ
が
顕
著
に
な
る
場
面
と
し
て
分
析
し
て
い
る
。

働
　
前
掲
論
文
０
。

０

『良
妻
賢
母
と
い
う
規
範
』
（頸
草
書
房
、
平
成
三
）

０
　
文
部
省
編

『
歴
代
文
部
大
臣
式
辞
集
』
昭
和
四
四

③
　
例
え
ば
山
田
源

一
郎

「家
庭
に
お
け
る
音
楽
」
（明
治
二
九

・
一
二
）、
江

木
冷
灰

「女
子
と
音
楽
」
（明
治
四
〇

・
三
）
な
ど
。

０
　
例
え
ば
下
田
歌
子

「婦
人
と
遊
芸
」
（明
治
四
二

・
一
）
で
は
、
「音
楽
や

歌
舞
」
を

「
品
性
の
高
い
優
美
な
者
」
と
し
た
上
で
、
「
西
洋
で
も
立
派
な

音
楽
を
持

つ
て
い
る
国
程
、
其
国
は
文
明
の
度
が
進
ん
で
居
る
と
云
は
れ
て

居
る
位
」
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

⑩
　
例
え
ば
秋
雨
女

「令
嬢
の
寮
舎
生
活
」
（
明
治
四

一
・
五
）
、
神
谷
磯
子

「
居
留
外
国
人
の
生
活
状
態
」
（明
治
四
三

ｏ
一
）
な
ど
。

ω
　
『女
学
生
の
系
譜
‐―
彩
色
さ
れ
る
明
治
』
（青
土
社
、
平
成
二
）

餞
　
本
田
和
子
は
前
掲
書
で
、
こ
こ
で
述
べ
た
女
学
生
の

「幻
想
共
同
体
」
形

成
に
お
い
て
、
雑
誌
の
投
稿
欄
が
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
を
指
摘
し
て
い

る

。

０
　
ナ
オ
ミ
の
女
学
生
姿
が
流
行
と
し
て
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
で
し
か
な
い
こ
と

は
、
「昔
は
女
学
生
ら
し
く
袴
を

つ
け
て
靴
で
歩
く
の
を
喜
ん
だ
癖
に
、
も

う
こ
の
頃
で
は
稽
古
に
行
く
に
も
着
流
し
の
ま
ゝ
し
や
な
り
し
や
な
り
と
出

か
け
る
」
（九
）
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
、
後
の
状
況
が
示
し
て
い
る
。

囮
　
竹
林
滋

『英
語
音
声
学
』
（研
究
社
、
平
成
八

・
九
）
に
よ
る
と
、

こ
れ

ら
の
語
の
発
音
は

一
般
米
語

（０
８
Φ“
一
＞
ヨ
Φ■
８
●
）
に
お
け
る

＼
一
＼
の

「
た
た
き
音
化
」
に
よ
っ
て
日
本
語
の
ラ
行
音
に
近
い
音
声
に
な
る
と
さ
れ

て
い
る
。

働
　
物
語
の
末
尾
あ
た
り
で
ナ
オ
ミ
が
西
洋
人
と
話
し
て
い
る
場
面
が
あ
る
が
、

そ
こ
で
も
譲
治
は
ナ
オ
ミ
の
英
語
を

「彼
女
が
ぺ
ら
′
ヽ
ま
く
し
立
て
る
の

を
聞
い
て
ゐ
る
と
、
何
し
ろ
発
音
は
昔
か
ら
巧
か
つ
た
の
で
す
か
ら
、
変
に

西
洋
人
臭
く
つ
て
、
私
に
は
聞
き
と
れ
な
い
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
」
（
二

十
八
）
と
語

っ
て
い
る
。

①
　
『
ピ
ア
ノ
の
誕
生
』
（講
談
社
、
平
成
七

・
一
〇
）

⑭
　
引
用
文
は
前
掲
書
に
拠
る
。

０
　
前
掲
拙
論
田
で
、
公
教
育
と
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
、
お
よ
び
ナ
オ
ミ
の
問
題
に
つ

い
て
は
詳
述
し
て
い
る
。
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⑩
　
二
人
の
関
係
を
め
ぐ
る
互
い
の
認
識
の
が
か
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
、

二
人
が
初
め
て
男
女
の
関
係
を
結
ん
だ
夜
、
「立
派
な
人
に
な
つ
て
お
く
れ
」

と
言
う
譲
治
に
対
し

「譲
治
さ
ん
の
気
に
入
る
や
う
な
女
に
な
る
わ
」
と
ナ

オ
ミ
が
答
え
る
場
面

（五
）
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。

［付
記
］

『痴
人
の
愛
』
本
文
の
引
用
は
、
『谷
崎
潤

一
郎
全
集

ｏ
第
十
巻
』

（中
央
公
論
社
、
昭
和
五
七
）
に
、
そ
の
他
は
特
に
こ
と
わ
り
の
な
い

限
り
初
出
に
拠
る
。
た
だ
し
、
ル
ビ
は
必
要
最
低
限
の
も
の
を
除
い
て

省
略
し
、
旧
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。
な
お
、
引
用
文
中
の
傍
線
は

す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
。
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『蜻
蛉
日
記
』
上
巻
に
お
け
る

「け
り
」

国
語
科
　
中
　
村
　
　
　
勝

は
じ
め
に

本
稿
は
、
『
蜻
蛤
日
記
』
（藤
原
道
綱
母
作
）
に
お
け
る
、
助
動
詞

「
け
り
」

の
用
例
を
、
上
巻
を
中
心
に
検
討
し
つ
つ
、
日
記
に
お
け
る
書
き
手
の
著
述
に

対
す
る
意
識
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
併
せ
て
、
高
校
古
文
教

育
に
お
け
る
助
動
詞
の
指
導
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
も
問
題
提
起
し
た
い
。
な

お
日
記
本
文
は
岩
波
文
庫

（
一
九
九
六
年

・
今
西
祐

一
郎
氏
校
注

・
底
本
は
桂

宮
本
）
に
よ
り
、
漢
字
、
踊
り
字
、
カ
ギ
括
弧
な
ど
を

一
部
改
め
た
。
引
用
末

尾
の
括
弧
内
の
数
字
は
順
に
岩
波
文
庫
本
の
段
数
、
ペ
ー
ジ
を
表
し
、
歌
番
号

は

『
新
編
国
歌
大
観
』
の
番
号
で
あ
る
。

「
け
り
」
と
い
う
助
動
詞

る
意
を
表
す
）
…
だ
っ
た
。
…
だ
っ
た
の
だ
な
あ
。

③

［中
世
以
降
の
用
法
］
（自
分

の
動
作
に
つ
い
て
も
用
い
て
、
単
に
過

去
を
回
想
す
る
意
を
表
す
…
た
。

④

［連
歌

・
俳
諧
な
ど
で
、
切
れ
字
と
し
て
用
い
て
］
（単
な
る
詠
嘆
の

意
を
表
す
）
…
だ
な
あ
。
…
こ
と
よ
。

（小
学
館

『全
訳
古
語
例
解
辞
典
』
第
２
版
）

一
般
に
、
高
校
で
の
古
文
の
学
習
に
際
し
て
、
「
け
り
」
は
以
上
の
よ
う
な

意
味
が
あ
る
と
し
て
教
授
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
多
く
の
文
法
書
で
も
同
様
な

解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
。
①
の
意
味
は
、
細
江
逸
記
氏
の
研
究
以
来
言
わ
れ
て

い
る
こ
と
で
、
「
け
り
」
の
基
本
義
と
み
る
向
き
も
多
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
③

④
の
用
例
は
前
記
の
辞
書
で
は
そ
れ
ぞ
れ
西
鶴
と

一
茶
で
あ

っ
た
。

①
の
意
味
は
も

っ
ぱ
ら
物
語
の
研
究
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
、
物
語
の
語
り

の
基
調
と
し
て

「
け
り
」
が
用
い
ら
れ
る
の
だ
と
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
で
は
、
日
記
文
学
に
用
い
ら
れ
る

「
け
り
」
は
ど
う
解
釈
す
れ
ば
い
い
の
だ

ろ
う
か
。
日
記
は
自
己
の
経
験
を
も
と
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ

る
な
ら
ば
、
「直
接
経
験
し
て
い
な
い
過
去
」
と
い
う
説
明
は
で
き
な
い
は
ず

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
最
近
の
研
究
を
見
て
み
る
と
、
「
け
り
」
と
い
う
助
動
詞
に

つ

い
て
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ケ
リ
形
は

（
９
）
御
前
駆
追
ふ
声
の
い
か
め
し
き
に
ぞ
、
「
殿
は
今

こ
そ
出

で
さ

ま
ず
、
手
近
に
あ
る
学
習
用
の
古
語
辞
典
の

「
け
り
」
の
解
説
を
見
て
み
よ

う

。

①

（自
分
が
直
接
経
験
し
て
い
な
い
過
去
の
事
を
、
他
か
ら
伝
え
聞
い
た

り
し
て
回
想
す
る
意
を
表
す
）
…
た
。
…
た
と
い
う
こ
と
だ
。

②

（今
ま
で
気
付
か
ず
に
い
た
事
実
に
、
初
め
て
気
付
い
て
驚
き
詠
嘆
す
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せ
た
ま
ひ
け
れ
。
い
づ
れ
の
隈
に
お
は
し
ま
し

つ
ら
ん
。
‥
…
Ｌ

と

言
ひ
あ

へ
り

　

（源
氏

・
少
女
）

の
よ
う
に
、
き
づ
き
、
す
な
わ
ち
あ
る
出
来
事
に
つ
い
て
の
認
識
が
成
立

す
る
こ
と
、
ま
た
は
、

（
１０
）

「人
知
り
た
る
こ
と
よ
り
も
、
か
や
う
な
る
は
、
あ
は
れ
添
ふ

こ
と
と
な
む
、
昔
人
も
言
ひ
け
る
。
…
…
」
な
ど
、
な
は
な
ほ
し
く

語
ら
ひ
た
ま
ふ
　

（源
氏

・
空
蝉
）

の
よ
う
に
、
そ
う
い
う
認
識
を
所
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
表
す
も
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ケ
リ
形
に
よ

っ
て
表
さ
れ
る
出
来
事
に
は
伝
聞
さ

れ
た
出
来
事
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
ケ
リ
形
は
認
識
の
獲
得
の
仕
方
に

つ
い
て
定
め
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
ケ
リ
形
は
出
来
事
を
話
し

手
の
い
る
現
実
の
時
間
の
中
に
位
置
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
出
来

事
を
現
実
の
時
間
軸
上
に
位
置
づ
け
る
範
疇
と
し
て
の
テ
ン
ス
の
外
に
あ

る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
ケ
リ
形
の
運
動
が
テ
キ
ス
ト
の

な
か
の
他
の
運
動
の
背
景
や
内
容
な
ど
の
説
明
の
役
割
を
も
ち
う
る
根
拠

も
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
ケ
リ
形
が
テ
ン
ス
を
表
す
こ
と
が
あ
る
の
は
、

認
識
さ
れ
て
い
る
出
来
事
が
状
態
で
な
く
運
動
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
時
間

的
に
は
過
去
に
属
す
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
だ
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
会

話
文
で
は
相
変
わ
ら
ず
認
識
を
獲
得
し
た
と
い
う
、
き
づ
き
の
意
味
で
用

い
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ

っ
た
た
め
、
過
去
形
式
と
し
て
は
十
分
発
達
し

な
か

っ
た

（鈴
木
泰
氏

「古
代
語
の
文
法

・
文
法
史
」
『
日
本
語
要
説
』

第
２
章
）

こ
こ
に
挙
げ
た
鈴
木
泰
氏
の
説
に
よ
れ
ば
、
「
け
り
」
の
意
味
は

「
認
識

の
成

立

（気
づ
き
）」
や

「
認
識
の
所
有
」
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か

ら
、
女
性
の
手
に
な
る
現
存
最
古
の
仮
名
日
記

『
蜻
蛉
日
記
』
の

「
け
り
」
を

分
析
し
て
い
こ
う
と
思
う
。

上
巻
に
お
け
る

「
け
り
」
の
諸
相

で
は
、
実
際
に
、
「
け
り
」
の
用
例
を
、
『蜻
蛉
日
記
』
上
巻
か
ら
出
現
順
に

見
な
が
ら
、
そ
の
働
き
を
考
え
て
い
こ
う
と
思
う
。
但
し
、
用
例
は
基
本
的
に

地
の
文
に
限

っ
た
。

か
く
あ
り
し
時
す
ぎ
て
、
世
の
中
に
い
と
も
の
は
か
な
く
、
と
に
も
か

く
に
も

つ
か
で
世
に
ふ
る
人
あ
り
け
り
。
・…
…
「
…

『
天
下
の
人
の
品
高

き
や
』
と
問
は
ん
た
め
に
も
せ
よ
か
し
」
と
お
ぼ
ゆ
る
も
、
過
ぎ
に
し
年

月
ご
ろ
の
こ
と
も
お
ぼ
つ
か
な
か
り
け
れ
ば
、
さ
て
も
あ
り
ぬ
べ
き
こ
と

な
ん
お
ほ
か
り
け
る
。
（上

・
１

・
１７
ぺ
）

著
名
な
冒
頭
部
分

（序
文
）
で
あ
る
。
「
か
く
あ
り
し
時
」
と
は
、

こ
の
よ

う
に
生
き
た
時
は
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
文
に
は

「き
」
と

「
け
り
」
と
が
併
用
さ
れ
て
い
る
。
「
き
」
は
、
鈴
木
氏
に
よ
れ
ば
、
「
テ
ン
ス

と
し
て
の
過
去
を
表
す
だ
け
」
で
、
「
過
去
に
お
け
る
運
動
の
完
成
を
表
す
」

も
の
で
、
中
古
に
お
い
て
は

「発
話
時
か
ら
き
り
は
な
さ
れ
た
過
去
し
か
表
し

え
な
い
」
も
の
だ
と
い
う
。
（前
掲
書
）。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
け
り
」
は
、
１
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で
引
用
し
た
よ
う
に

「認
識
の
成
立
ま
た
は
所
有
」
を
表
す
も
の
だ
と
い
う
。

そ
こ
で
認
識
と
い
う
観
点
か
ら
こ
の

「
け
り
」
を
考
え
て
み
る
と
、
自
分
の
体

験
し
た
過
去
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
客
観
的
に
突
き
放
し
て

「
そ
う
い
う
こ
と

が
あ
っ
た
」
と
見
つ
め
直
す
場
合
に
も
使
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な

意
味
で
の

「
け
り
」
を
本
稿
で
は

（回
想
と
呼
ぶ
こ
と
が
適
当
が
ど
う
か
と
い

う
問
題
は
あ
る
が
）
「自
己
回
想
の
け
り
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

こ
の
部
分

の

「
け
り
」
３
例
は
、
み
ず
か
ら
の
身
の
上
を
思
い
起
こ
し
て
語
る

「自
己
回

想
の
け
り
」
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
あ
は
つ
け
か
り
し
す
き
ご
と
ど
も
の
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
柏

木
の
木
高
き
わ
た
り
よ
り
、
「
か
く
言
は
せ
ん
」
と
思
ふ
こ
と
あ
り
け
り
。

…
…
。
あ
り
け
る
こ
と
は
、

碁
蒙

１
　
音
に
の
み
聞
け
ば
か
な
し
な
ほ
と
と
ぎ
す
こ
と
か
た
ら
は
ん

と
お
も
ふ
こ
こ
ろ
あ
り

と
ば
か
り
ぞ
あ
る
。
…

（上

・
２

ｏ
ｌ８
ぺ
）

序
に
続
く
部
分
で
あ
る
。
こ
の
２
例
も
、
書
き
手
の

「自
己
回
想
」
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
注
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
「思
ふ
こ
と
あ
り
け
り
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
柄
は
、
自
ら
の
心
情
で
は
な
く
、
「
（兼
家
か
ら
）
こ
の

よ
う
に
言
わ
せ
よ
う
と

（兼
家
が
）
思
う
こ
と
が
あ
っ
た
」
と
い
う
、
他
者
の

心
情
を

「
け
り
」
で
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（
１２
段

ｏ
３６
段
）

こ
れ
を
は
じ
め
に
て
ま
た
ま
た
も
お
こ
す
れ
ど
、
返
り
ご
と
も
せ
ざ
り

け
れ
ば
、
ま
た
、

碁
蒙

３
　
お
ぼ

つ
か
な
音
な
き
滝
の
水
な
れ
や
ゆ
く

へ
も
し
ら
ぬ
瀬
を

ぞ
た
づ
ぬ
る

こ
れ
を
、
「
い
ま
、
こ
れ
よ
り
」
と
言
ひ
た
れ
ば
、
し
れ
た
る
や
う
な
り

や
、
か
く
ぞ
あ
る
。

兼
家
４
　
ひ
と
し
れ
ず
い
ま
や
い
ま
や
と
待

つ
ほ
ど
に
か

へ
り
こ
ぬ
こ

そ
わ
び
し
か
り
け
れ

と
あ
り
け
れ
ば
、
例
の
人

（母
）
、
「
か
し
こ
し
。
を
さ
を
さ
し
き
や
う
に

も
聞
こ
え
ん
こ
そ
よ
か
ら
め
」
と
て
、
さ
る
べ
き
人
し
て
、
あ
る
べ
き
に

書
か
せ
て
や
り

つ
。
‥
…
。
（上

ｏ
３

・
１９
ぺ
）

引
き
続
き
、
兼
家
の
求
愛
歌
と
、
そ
れ
へ
の
書
き
手
側
の
応
対
を
述
べ
た
箇

所
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

「
け
れ
ば
」
と
い
う
表
現
に
注
意
し
て
お
く
。
こ
の

己
然
形
＋
バ
の
表
現
は
、
ふ
つ
う
原
因
理
由
を
表
す
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
そ
れ

で
よ
い
の
だ
が
、
で
は
な
ぜ

「
し
か
ば
」
や

「
せ
ざ
れ
ば

・
あ
れ
ば
」
で
な
い

の
だ
ろ
う
。
鈴
木
氏
は
前
の
概
説
で
、
ケ
リ
形
が
い
わ
ゆ
る
テ
ン
ス
の
外
に
あ

る
表
現
な
の
で
、
「
ケ
リ
形
の
運
動
が
テ
キ
ス
ト
の
な
か
の
他
の
運
動
の
背
景

や
内
容
な
ど
の
説
明
の
役
割
を
も
ち
う
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の

「説
明
の

け
り
」
と
は
、
辞
書
に
も

物
語
で
は
、
あ
れ
は
…
だ

っ
た
の
だ
が
、
と
い
う
気
持
ち
で
、
そ
の
時

は
わ
か
ら
な
か

っ
た
が
、
あ
と
に
な

っ
て
い
う
場
合
と
か
、
前
に
述
べ
た
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事
が
ら
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
…
だ

っ
た
の
だ
、
と
読
者
に
知
ら
せ
る
場
合

な
ど
に
も

「
け
り
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

長
女
が
童
の
に
は
と
り
を
捕
ら
へ
持
て
来
て
、
あ
し
た
に
里

へ
持
て

行
か
む
と
言
ひ
て
、
隠
し
置
き
た
り
け
る
、
い
か
が
し
け
む
、
大
、

見

つ
け
て
追
ひ
け
れ
ば
、
廊
の
ま
き
に
逃
げ
入
り
て
、
お
そ
ろ
し
う

鳴
き
の
の
し
る
に
、
み
な
人
、
起
き
な
ど
し
ぬ
な
り
。

［枕
草
子

「大
納
言
殿
ま
ゐ
り
給
ひ
て
」
］
（
三
省
堂

『
例
解
古
語
辞
典

（
第
３

版
）
』
）

と
い
う
解
説
を
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
を
指
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ

ろ
う
。
（前
掲
辞
書
の
釈
義
で
は
、
「物
語
で
は
」
と
し
な
が
ら
用
例
は

『枕
草

子
』
で
あ
る
。
散
文

一
般
の
こ
と
と
し
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
）
前
に
引

用
し
た

『蜻
蛉
』
・用
例
で
も
、
「度
々
手
紙
を
よ
こ
す
が

（返
事
を
し
な
か

っ

た
の
で
）
ま
た
」
「
（『
ひ
と
し
れ
ず
…
』
と
書
い
て
送

っ
て
来
た
の
で
）、
例
の

古
風
な
私
の
母
は
」
と
、
読
者
に
対
し
て
歌
の
贈
答
の
状
況
を
説
明
し
て
い
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
け
れ
ば
」
と
い
う
表
現
は
、
こ
の
よ
う
な

説
明
の
場
面
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

秋

つ
か
た
に
な
り
に
け
り
。
…

（上

ｏ
４

・
２１
ぺ
）

こ
れ
は
時
間
の
経
過
を
み
ず
か
ら
振
り
返

っ
て
気
づ
く
と
い
っ
た
意
味
合
い

で
あ
ろ
う
。
『蜻
蛤
日
記
』
で
は
、
時
間
の
経
過
が

「
ぬ
」
で
表
さ
れ
る
場
合

と
、
こ
の
例
の
よ
う
に

「
に
け
り
」
で
表
さ
れ
る
も
の
が
多
い
。
単
に

「
ぬ
」

と
い
う
よ
り
も

「
に
け
り
」
と
い
う
場
合
の
方
が
、
時
間
の
経
過
と
そ
の
空
し

さ
、
そ
し
て
そ
れ
に
気
づ
く
自
己
と
の
関
係
が
よ
り
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
と
い
え
る
と
思
う
。

か
く
て
日
の
ふ
る
ま
ま
に
旅
の
空
に
お
も
ひ
や
る
こ
こ
ち
、
い
と
あ
は

れ
な
る
に
、
人

（夫
）
の
心
も
い
と
た
の
も
し
げ
に
は
見
え
ず
な
ん
あ
り

け
る
。
（上

ｏ
９

・
２６
ぺ
）

こ
の
箇
所
は
書
き
手
の
父
が
陸
奥
に
下
向
し
て
い
る
こ
と
を
思
い
つ
つ
、
そ

の

一
方
で
兼
家
と
の
関
係
に
苦
悩
す
る
場
面
の
結
び
で
あ
る
。
こ
こ
の

「
け
り
」

は

「自
己
回
想
の
け
り
」
と
見
て
差
し
支
え
な
い
が
、
こ
の
箇
所
の
よ
う
に

一

つ
の
章
段

（と
見
る
べ
き
も
の
）
の
結
び

・
ま
と
め
に

「
け
り
」
が
用
い
ら
れ

る
例
で
あ
る
。
次
の
、

…
…
、
な
ほ
も
あ
ら
ぬ
こ
と

（懐
妊
）
あ
り
て
、
春
夏
な
や
み
く
ら
し
て

八
月
う
ご
も
り
に
と
か
う
も
の
し

つ
。
そ
の
ほ
ど
の
心
ば

へ
は
し
も
ね
ん

ご
ろ
な
る
や
う
な
り
け
り
。
（上

・
Ｈ

・
２８
ぺ
）

も
、
そ
の
よ
う
な
ま
と
め
の

「
け
り
」
で
あ
る
。
書
き
手
の
懐
妊
後
、
兼
家
の

心
遣
い
を
感
じ
る
箇
所
で
あ
る
。
ま
と
め
と
言

っ
て
も
、
章
段
の
内
容
全
体
を

総
括
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
場
面
で
の
夫
婦
関
係
を
振
り
返
っ
て
述
べ
る

と
い
う
用
い
方
で
あ
る
。
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さ
て
九
月
ば
か
り
に
な
り
て
、
出
で
に
た
る
ほ
ど
に
、
箱
の
あ
る
を
手

ま
さ
ぐ
り
に
あ
け
て
み
れ
ば
、
人

（他
所
の
女
）
の
も
と
に
や
ら
ん
と
ｔ

け
る
文
あ
り
。
あ
さ
ま
し
さ
に

「
『
見
て
け
り
』
と
だ
に
知
ら
れ
ん
」
と

思
ひ
て
書
き

つ
く
。

重
子
２６
　
う
た
が
は
じ
ほ
か
に
わ
た
せ
る
文
な
れ
ば

こ
こ
や
と
だ
え
に

な
ら
ん
と
す
ら
ん
　

（上

ｏ
ｌ２

ｏ
２８
ぺ
）

こ
こ
で
は

「
け
り
」
が
２
例
あ
る
け
れ
ど
も
、
地
の
文
の

「
や
ら
ん
と
し
け

る
」
に
注
目
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、
兼
家
が
他
所
の
女

（
い
わ
ゆ
る
町
の
小
路

の
女
）
に
書
い
た
手
紙
を
、
書
き
手
が
発
見
す
る
場
面
で
あ
る
が
、
そ
れ
を

「
け
り
」
で
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
己
の
回
想
と
い
う
よ
り
も
、
非
直
接

的
な
こ
と
が
ら
に
対
し
て

「
け
り
」
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
け
り
」
の
認
識
の
獲
得
の
方
法
は
、
鈴
木
氏
の
説

に
よ
れ
ば
、
伝
聞
以
外
で
も
か
ま
わ
な
い
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
自
ら
の
体
験

で
は
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
伝
間
に
よ
る
情
報
獲
得
で
も
な
い
、
非
直
接
の
情
報

獲
得
の

「
け
り
」
を
認
め
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
後
者
の

「
見
て
け
り
」
は
、
兼
家
が
、
書
き
手
が
手
紙
を
見
た
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
、

「気
づ
き
の
け
り
」
で
あ
る
。
「
気
づ
き
の
け
り
」
は
、

こ
の
よ
う
に
会
話
文

に
現
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
地
の
文
に
も
気
づ
き
の
意
味
と

考
え
ら
れ
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。
（
４０
段
参
照
）

お
ほ
か
た
の
世
の
う
ち
あ
は
ぬ
こ
と
は
な
け
れ
ば
、
た
だ
、
人

（夫
）

の
心
の
思
は
ず
な
る
を
、
わ
れ
の
み
な
ら
ず
、
年
頃
の
と
こ
ろ
に
も
絶
え

に
た
な
り
と
聞
き
て
、
文
な
ど
か
よ
ふ
こ
と
あ
り
け
れ
ば
、
五
月
二
四
日

の
ほ
ど
に
、
か
く
言
ひ
や
る
。

重
十
３４
　
そ
こ
に
さ
へ
か
る
と
い
ふ
な
る
真
菰
草
い
か
な
る
沢
に
根
を

と
ど
む
ら
ん
　

（上

ｏ
ｌ６

ｏ
３２
ぺ
）

こ
の
場
面
は
、
時
姫
の
と
こ
ろ
に
も
兼
家
が
途
絶
え
が
ち
な
こ
と
を
知

っ
た

書
き
手
が
、
時
姫
の
も
と
に
歌
を
贈
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
歌
の
贈
答
の
下
地

と
し
て

「
文
な
ど
か
よ
ふ
こ
と
あ
り
け
れ
ば
」
と
、
両
者
の
関
係
を
説
明
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
「
け
れ
ば
」
に
つ
い
て
は
前
に
述
べ
た
。

た
だ
な
り
し
折
は
さ
し
も
あ
ら
ざ
り
し
を
、
か
く
心
あ
く
が
れ
て
、
い

か
な
る
物
も
こ
こ
に
う
ち
お
き
た
る
物
と
ど
め
ぬ
癖
な
ん
あ
り
け
る
。

「
か
く
て
止
み
ぬ
ら
ん
、
そ
の
も
の
と
思
ひ
出
づ
べ
き
便
だ
に
な
く
ぞ
あ

り
け
る
か
し
」
と
思
ふ
に
、
十
日
ば
か
り
あ
り
て
文
あ
り
。
な
に
く
れ
と

言
ひ
て
、
「帳
の
柱
に
結
ひ
つ
け
た
り
し
小
弓
の
矢
と
り
て
」
と
あ
れ
ば
、

「
こ
れ
ぞ
あ
り
け
る
か
し
」
と
思
ひ
て
、
解
き
お
ろ
し
て
、

書
手
４０
　
思
ひ
出
づ
る
時
も
あ
ら
じ
と
お
も

へ
ど
も
矢
と
い
ふ
に
こ
そ

お
ど
ろ
か
れ
ぬ
れ
と
て
や
り

つ
¨
（上

ｏ
ｌ９

ｏ
３４
ぺ
）

こ
こ
の
、
「
癖
な
ん
あ
り
け
る
」
は
、
書
き
手
が
魂

の
抜
け
た
よ
う
に
物
思

い
に
ふ
け

っ
て
い
る
と
き
に
、
周
囲
の
物
に
気
づ
か
な
い
癖
が
あ
る
と
い
う
こ

と
を
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
「
自
己
回
想
の
け
り
」
で
あ
る
と
同
時

に
、
読
者

へ
の
説
明
の
役
割
も
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
前
に
述
べ
た
ま
と
め
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の

「
け
り
」
に
対
応
す
る
、
書
き
出
し
の

「
け
り
」
で
あ
る
が
、
ま
と
め
の

「
け
り
」
よ
り
も
、
章
段
全
体

へ
の
影
響
力
は
強
い
。

子
ど
も
あ
ま
た
あ
り
と
聞
く
と
こ
ろ

（時
姫
）
も
、
む
げ
に
絶
え
ぬ
と

聞
く
。
「
あ
は
れ
、
ま
し
て
い
か
ば
か
り
」
と
思
ひ
て
と
ぶ
ら
ふ
。
九
月

ば
か
り
の
こ
と
な
り
け
り
。
「
あ
は
れ
」

な
ど
し
げ
く
書
き

て
、

…

（上

・
２１

・
３６
ぺ
）

こ
こ
も
、
書
き
手
が
時
姫
に
歌
を
贈
る
場
面
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の

「
け
り
」

は
、
「
と
ぶ
ら
」

っ
た
時
期
を
補
足
的
に
説
明
す
る

「
け
り
」
で
あ
る
。

寝
待
ち
の
月
山
の
端
出
づ
る
ほ
ど
に
、
出
で
む
と
す
る
気
色
あ
り
。
「
さ

ら
で
も
あ
り
ぬ
べ
き
夜
か
な
」
と
思
ふ
気
色
や
見
え
け
む
、
「
と
ま
り
ぬ

べ
き
こ
と
あ
ら
ば
」
な
ど
言

へ
ど
、
さ
し
も
お
ぼ
え
ね
ば
、

書
手
５１
　
い
か
が
せ
ん
山

の
端
に
だ
に
と
ど
ま
ら
で
心
も
空

に
い
で
む

月
を
ば

か
へ
し
、

姜
蒙
５２
　
ひ
さ
か
た
の
空

に
心
の
い
づ
と
い
へ
ば
影
は
そ
こ
に
も
と
ま

る
べ
き
か
な

と
て
、
と
ど
ま
り
に
け
り
。
（上

・
２６

ｏ
４１
ぺ
）

こ
こ
は
、
兼
家
が
出
て
い
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
を
、
書
き
手
が
歌
を
詠
ん
で
引

き
留
め
る
こ
と
に
成
功
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
結
び
に

「け
り
」
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
前
述
の
ま
と
め
の

「
け
り
」
と
は
異
な
り
、
章
段
全
体

を
内
容
を
受
け
て
締
め
く
く
る

「
け
り
」
で
あ
る
。
こ
の

「
け
り
」
も

「自
己

回
想
の
け
り
」
で
あ
る
。

（
５８
書
手
の
長
歌
）
と
書
き

つ
け
て
、
三
階
の
中
に
お
き
た
り
。

例
の
ほ
ど
に
も
の
し
た
れ
ど
、
そ
な
た
に
も
出
で
ず
な
ど
あ
れ
ば
、
ゐ

わ
づ
ら
ひ
て
、
こ
の
文
ば
か
り
を
取
り
て
帰
り
に
け
り
。
さ
て
か
れ
よ
り

か
く
ぞ
あ
る
。
（
５９
兼
家
の
長
歌
）
と
か
。
（上

ｏ
３０

・
４７
ぺ
）

「
に
け
り
」
が
時
間
の
経
過
を
浮
き
立
た
せ
る
表
現
で
あ
る
こ
と
は
、
前
に
触

れ
た
が
、
こ
こ
で
の

「
に
け
り
」
は
単
に
時
間
の
経
過
を
振
り
返
る
回
想
の
意

味
ば
か
り
で
な
く
、
「
さ
て
か
れ
よ
り
か
く
ぞ
あ
る
」
に
続
く
兼
家

の
長
歌
の

返
事
の
状
況
を
説
明
す
る
働
き
も
担

っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ

う
か
。十

五
六
日
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
盆
な
ど
す
る
ほ
ど
に
な
り
に
け
り
。
（上

・

３５

・
５６
ぺ
）

こ
こ
の

「
け
り
」
も
時
間

の
経
過
を
浮
き
立
た
せ
る

「
自
己
回
想

の
け
り
」

で

あ
る
。

年
か
へ
り
て
、
な
で
ふ
こ
と
も
な
し
。
人

（夫
）
の
心
の
こ
と
な
る
こ

と
な
き
時
は
、
よ
ろ
づ
お
い
ら
か
に
ぞ
あ
り
け
る
。
こ
の
つ
い
た
ち
よ
り
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ぞ
、
殿
上
ゆ
る
さ
れ
て
あ
る
。
楔
の
日
、
例
の
宮
よ
り
、
「物
見
ら
れ
ば
、

そ
の
車
に
乗
ら
ん
」
と
の
た
ま
へ
り
。
御
文
の
端
に
、
か
か
る
こ
と
あ
り
。

章
明
親
王
８０
　

わ
か
と
し
の

例
の
宮
に
は
お
は
せ
ぬ
な
り
け
り
。
「
町
の
小
路
わ
た
り
か
」
と
て
ま
ゐ

り
た
れ
ば
、
う
べ
な
く

「
お
は
し
ま
す
」
と
言
ひ
け
り
。
ま
づ
硯
乞
ひ
て
、

か
く
書
き
て
入
れ
た
り
。

蓄蒙

８１
き
み
が
こ
の
ま
ち
の
南
に
と
み
に
お
そ
き
春
に
は
今
ぞ
た
づ
ね

ま
ゐ
れ
る

と
て
、
も
ろ
と
も
に
出
で
た
ま
ひ
に
け
り
。
（上

・
３６

ｏ
５６
ぺ
）

第
１
例
の

「
け
り
」
は
、
「自
己
回
想
の
け
り
」
で
あ
る

（
ま
と
め
の
働
き

を
も
担
う
）。

２

ｏ
３

ｏ
４
例
の

「
け
り
」
は
、
「非
直
接
の
け
り
」
と
見
て
よ
い
。
「
わ
か

と
し
の
」
と

「例
の
宮
に
は
」
と
の
間
に
脱
落
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
文
脈
か
ら
す
る
と
、
兼
家
が
章
明
親
王
の
邸
を
尋
ね
た
が
不
在
で
、
親
王
の

通
い
所
に
い
て
、
そ
こ
で
歌
を
詠
み
か
け
て
、
親
王
と
と
も
に
御
楔
見
物
に
出

掛
け
る
と
い
う
内
容
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
を
書
き
手
は
直
接
に
は
見
て
い
な

い

（体
験
し
て
い
な
い
）
と
考
え
ら
れ
る
。
伝
え
聞
く
な
ど
で
情
報
を
獲
得
し

た
と
す
る
の
が
適
当
だ
ろ
う
。
「非
直
接
の
け
り
」
は
本
論
で
は
伝
間
を
も
含

め
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

そ
の
こ
ろ
ほ
ひ
す
ぎ
て
ぞ
、
例
の
宮
に
わ
た
り
た
ま
へ
る
に
、
ま
ゐ
り

た
れ
ば
、
去
年
も
見
し
に
花
お
も
し
ろ
か
り
き
、
薄
む
ら
む
ら
茂
り
て
、

い
と
ほ
そ
や
か
に
見
え
け
れ
ば
、
「
こ
れ
掘
り
分
か
た
せ
た
ま
は
ば
、
す

こ
し
賜
ら
む
」
と
き
こ
え
お
き
て
し
を
、
…
…

（上

・
３７

ｏ
５７
ぺ
）

こ
こ
の

「
け
れ
ば
」
も

「『す
こ
し
賜
ら
む
』
と
き
こ
え
お
き
て
し
を
」

の

前
置
き
を
説
明
す
る

「
け
り
」
と
考
え
て
お
く
。
「去
年
も
見
し
に
花
お
も
し

ろ
か
り
き
」
は
挿
入
句
で
あ
り
、
そ
の
挿
入
句
と
と
も
に
、
ス
ス
キ
を
分
け
て

い
た
だ
き
た
い
と
い
う
内
容
を
説
明
し
て
い
る
。

兼
家
８５
お
し
は
か
る
月
は
西

へ
ぞ
行
先
は
我
の
み
こ
そ
は
知
る
べ
か
り

け
れ

な
ど
、
た
の
も
し
げ
に
見
ゆ
れ
ど
、
わ
が
家
と
お
ぼ
し
き
所
は
異
に
な
ん

あ
ん
め
れ
ば
、
い
と
思
は
ず
に
の
み
ぞ
世
は
あ
り
け
る
。
さ
い
は
ひ
あ
る

人
の
た
め
に
は
、
年
月
み
し
人
も
あ
ま
た
の
子
な
ど
持
た
ら
ぬ
を
、
か
く

も
の
は
か
な
く
て
、
思
ふ
こ
と
の
み
し
げ
し
。
（上

・
３９

・
５９
ぺ
）

こ
の
箇
所

「
さ
い
は
ひ
あ
る
人
」
を
ど
う
解
す
る
か
で
説
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
の

「
け
り
」
は
、
「
自
己
回
想
の
け
り
」

と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

さ
い
ふ
い
ふ
も
、
女
親
と
い
ふ
人
あ
る
か
ぎ
り
は
あ
り
け
る
を
、
久
し

う
わ
づ
ら
ひ
て
、
秋
の
初
め
の
頃
ほ
ひ
む
な
し
く
な
り
ぬ
。
…
…
。
さ
い

ふ
い
ふ
、
物
を
語
ら
ひ
お
き
な
ど
す
べ
き
人
は
京
に
あ
り
け
れ
ば
、
山
寺

に
て
か
か
る
目
は
み
れ
ば
、
を
さ
な
き
子
を
ひ
き
寄
せ
て
わ
づ
か
に
言
ふ
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や
う
は
、
…
…
。

さ
て
、
な
ほ
思
ふ
に
も
生
き
た
る
ま
じ
き
心
地
す
る
は
、
こ
の
過
ぎ
ぬ

る
人

（母
）
、
わ
づ
ら
ひ
つ
る
日
ご
ろ
、
物
な
ど
も
言
は
ず
、

た
だ
言
ふ

こ
と
と
て
は
、
か
く
も
の
は
か
な
く
て
あ
り
ふ
る
を
夜
昼
嘆
き
に
し
か
ば
、

「
あ
は
れ
、
い
か
に
し
た
ま
は
ん
ず
ら
ん
」
と
、
し
ば
し
ば
息
の
し
た
に

も
も
の
せ
ら
れ
し
を
思
ひ
出
づ
る
に
、
か
う
ま
で
も
あ
る
な
り
け
り
。
人

間
き

つ
け
て
も
の
し
た
り
。
わ
れ
は
物
も
お
ぼ
え
ね
ば
、
知
り
も
知
ら
れ

ず
、
人

（夫
）
ぞ
あ
ひ
て

「
し
か
じ
か
な
ん
も
の
し
た
ま
ひ
つ
る
」
と
語

れ
ば
、
う
ち
泣
き
て
、
機
ら
ひ
も
忌
む
ま
じ
き
さ
ま
に
あ
り
け
れ
ば
、

「
い
と
便
な
か
る
べ
し
」
な
ど
も
の
し
て
、
立
ち
な
が
ら
な
ん
。
そ
の
ほ

ど
の
有
り
様
は
し
も
、
い
と
あ
は
れ
に
こ
こ
ろ
ざ
し
あ
る
や
う
に
見
え
け

り
。
（上

ｏ
４０

・
５９
～
６１
ぺ
）

こ
の
章
段
、
書
き
手
の
母
の
死
を
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
第
３
例
の

「
け

り
」
に
注
目
し
た
い
。
こ
の

「
け
り
」
は
、
気
づ
き
の

「
け
り
」
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
こ
で
は
地
の
文
に

「
け
り
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
地
の
文

で
の
気
づ
き
の
用
法
の
特
徴
は
、
地
の
文
で
あ
り
な
が
ら
、
書
き
手
の
心
情
が

流
れ
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
く
ど
い
文
体
で
あ
る
が
、
「
生

き
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
な
い
の
は
、
母
が
死
の
直
前
ま
で
私
の
こ
と
を
気
遣

っ

て
い
て
く
れ
た
こ
と
を
思
い
出
す
か
ら
だ
」
と
述
べ
る
結
び
に

「
け
り
」
が
用

い
ら
て
い
る
。
気
づ
き
は
会
話
や
心
中
語
に
現
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
こ
で

の
地
の
文
も
心
中
語
と
ほ
ぼ
同
様
に
書
き
手
の
心
情
が
込
め
ら
れ
た
箇
所
だ
と

み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　

第
１
例
、
第
５
例
の

「
け
り
」
は

「
自
己
回
想
の

け
り
」
、
第
２
例
、
第
４
例
の

「
け
り
」
は
説
明
の
働
き
を
し
て
い
る
。

も
ろ
と
も
に
出
で
ゐ
つ
つ
、　
つ
く
ろ
は
せ
し
草
な
ど
も
、
わ
づ
ら
ひ
し
よ

り
は
じ
め
て
打
ち
捨
て
た
り
け
れ
ば
、
生
ひ
凝
り
て
い
ろ
い
ろ
に
咲
き
乱

れ
た
り
。
わ
ざ
と
の
こ
と
な
ど
も
、
み
な
お
の
が
と
り
ど
り
す
れ
ば
、
我

は
た
だ
つ
れ
づ
れ
と
な
が
め
を
の
み
し
て
、
「
ひ
と
む
ら
す
す
き
虫
の
音

の
」
と
の
み
ぞ
言
は
る
る
。
（上

・
４２

ｏ
６３
ぺ
）

母
の
死
の
叙
述
の
続
き
で
あ
る
。
「母
が
病
ん
で
か
ら
放

っ
て
置
い
た
の
で
、

草
々
が
咲
き
乱
れ
て
い
る
」
と
い
う
関
係
の
説
明
に
な

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

よ
う
。四

十
九
日
な
ど
は
て
て
、
か
く
言
ひ
や
る
。

書
手
９ｏ
思
ひ
き
や
雲
の
林
を
う
ち
す
て
て
空
の
煙
に
た
た
む
も
の
と
は

な
ど
な
ん
、
お
の
が
心
地
の
わ
び
し
き
ま
ま
に
、
野
に
も
山
に
も
か
か
り

け
る
。
は
か
な
な
が
ら
秋
冬
も
す
ご
し
つ
。
（上

ｏ
４４

・
６６
ぺ
）

山
寺
で
、
母
に
袈
裟
を
掛
け
て
く
れ
た
法
師
の
兄
が
死
ん
だ
の
で
、
書
き
手
が

歌
を
贈
る
場
面
で
あ
る
が
、
こ
の
箇
所
は
、
引
き
歌
表
現
で
、
古
今
集
の
素
性

「
い
づ
く
に
か
世
を
ば
厭
は
む
心
こ
そ
野
に
も
山
に
も
ま
ど
ふ
べ
ら
な
れ
」
に

基
づ
き
、
「
ど
こ
に
世
を
の
が
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
が
、
心
は
野
に
も
山

に

も
さ
ま
よ
い
出
た
い
気
持
ち
に
か
ら
れ
る
、
の
意
を
表
す

（新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
頭
注
）
」
と
さ
れ
る
。
こ
の

「
け
り
」
は
章
段
全
体
を
総
括
し
て
回
想
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す
る

「
け
り
」

で
あ
る
。

忌
日
な
ど
は
て
て
例
の
つ
れ
づ
れ
な
る
に
、
弾
く
と
は
な
け
れ
ど
、
琴

お
し
の
ご
ひ
て
か
き
な
ら
し
な
ど
す
る
に
、
忌
な
き
ほ
ど
に
も
な
り
に
け

る
を
、
「
あ
は
れ
に
は
か
な
く
て
も
」
な
ど
思
ふ
ほ
ど
に
、
…

（上

・
４６

・

６７
ぺ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

母
の
一
周
期
を
過
ぎ
て
、
楽
を
奏
で
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
け

れ
ど
も
、
と
、
時
の
経
過
を
感
じ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
時
の
経
過

だ
け
で
な
く
、
次
の
詠
歌
の
状
況
を
説
明
す
る
働
き
を
有
し
て
い
る
と
考
え
て

よ
い
。
（３０
段
参
照
）

さ
て

「
昨
日
今
日
は

（姉

ハ
）
関
山
ば
か
り
に
ぞ
も
の
す
ら
ん
か
し
」

と
思
ひ
や
り
て
、
月
の
い
と
あ
は
れ
な
る
に
な
が
め
や
り
て
ゐ
た
れ
ば
、

あ
な
た

（叔
母
）
に
も
ま
だ
起
き
て
琴
弾
き
な
ど
し
て
、
か
く
言
ひ
た
り
。

叔
母

９４

ひ
き
と
む
る
も
の
と
は
な
し
に
逢
坂
の
関
の
く
ち
め
の
音
に
ぞ

そ
ぼ

つ
る

こ
れ
も
同
じ
思
ふ
べ
き
人
な
れ
ば
な
り
け
り
。
（上

ｏ
４８

ｏ
６８
ぺ
）

書
き
手
の
姉
の
地
方
下
向
を
叔
母
と
思
い
や
る
箇
所
で
あ
る
。
詠
歌
の
後
に

説
明
の
こ
と
ば
と
し
て
、
「
こ
れ
も
同
じ
思
ふ
べ
き
人
な
れ
ば
な
り
け
り
。
」
と

述
べ
て
い
る
。
説
明
の
用
法
は
こ
の
よ
う
な
歌
の
製
作
状
況
、
内
容
補
足

（批

評
）
の
説
明
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
面
が
あ
る
。

…
、
さ
し
は
な
れ
た
る
廊
の
か
た
に
、
い
と
よ
う
と
り
な
し
、
し

つ
ら
ひ

て
、
端
に
待
ち
臥
し
た
り
け
り
。
火
と
も
し
た
る
に
、
火
消
さ
せ
て
下
り

た
れ
ば
、
い
と
暗
う
て
入
ら
ん
方
も
知
ら
ね
ば
、
「
あ
や
し
、

こ
こ
に
ぞ

あ
る
」
と
て
、
手
を
取
り
て
み
ち
び
く
。
…
…
。

す
こ
し
食
ひ
な
ど
し
て
、
禅
師
た
ち
あ
り
け
れ
ば
、
夜
う
ち
ふ
け
て
、

「
護
身
に
」
と
て
も
の
し
た
れ
ば
、
「今
は
う
ち
休
み
た
ま

へ
。
日
ご
ろ
よ

り
は
少
し
は
や
す
ま
り
た
り
」
と
言

へ
ば
、
大
徳
、
「
し
か
お
は
し
ま
す

な
り
」
と
て
、
立
ち
ぬ
。
…
…
。

「
い
つ
か
、
御
あ
り
き
は
」
な
ど
言
ふ
ほ
ど
に
、
涙
う
き
に
け
り
。
「
い

と
心
も
と
な
け
れ
ば
、
明
日
あ
さ
て
の
ほ
ど
ば
か
り
に
は
ま
ゐ
り
な
ん
」

と
て
、

い
と
さ
う
ざ
う
し
げ
な
る
気
色
な
り
。

…
…
。

（上

ｏ
５０

ｏ
７２

～
７４
ぺ
）

こ
の
段
、
兼
家
の
病
気
と
、
そ
れ
を
見
舞
う
書
き
手
を
描
く
箇
所
で
あ
る
。

第
２
例
の

「
け
れ
ば
」
は
説
明
の

「
け
り
」
と
み
る
。
第
１
例
、
第
３
例
は
、

自
己
回
想
の

「
け
り
」
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「涙
う
き
に
け
り
」

は
、
涙
ぐ
ん

で
し
ま

っ
た
こ
と
を
我
に
返

っ
て
再
確
認
す
る
意
味
で
、
気
づ
き
に
近
い
と
考

え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
涙
う
く
」
と
い
う
動
作
が
、

心
情
を
表
す
動
作
で
あ
る
こ
と
も
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
ご
ろ
は
四
月
。
祭
見
に
出
で
た
れ
ば
、
か
の
所

（時
姫
）
に
も
出
で

た
り
け
り
。
「
さ
な
め
り
」
と
見
て
、
む
か
ひ
に
立
ち
ぬ
。
待

つ
ほ
ど
の
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さ
う
ざ
う
し
け
れ
ば
、
橘
の
実
な
ど
あ
る
に
、
葵
を
か
け
て
、

雪
子
鶴
葵
と
か
聞
け
ど
も
よ
そ
に
橘
の

言
ひ
や
る
。
や
や
久
し
う
あ
り
て
、

時
姫
　

君
が

つ
ら
さ
を
今
日
こ
そ
は
見
れ

と
ぞ
あ
る
。
…
…
。
帰
り
て

「
さ
あ
り
し
」
な
ど
語
れ
ば
、
「
『食
ひ
つ
ぶ

し

つ
べ
き
心
地
こ
そ
す
れ
』
と
や
言
は
ざ
り
し
」
と
て
、
い
と
を
か
し
と

思
ひ
け
り
。
（上

・
５ｌ

ｏ
７５
ぺ
）

こ
こ
で
の
２
例
は
、
い
ず
れ
も
、
み
ず
か
ら
の
心
情
を
述
べ
た
箇
所
で
は
な

く
、
他
者
の
動
作

（状
態
）
や
心
情
を
述
べ
た
箇
所
に

「
け
り
」
が
用
い
ら
れ

て
い
る
。
前
者
は
、
葵
祭
の
見
物
に
出
た
と
こ
ろ
、
時
姫
も
来
て
い
た
こ
と
を

述
べ
る
。
「『
さ
な
め
り
』
と
見
て
、
む
か
ひ
に
立
ち
ぬ
」
と
続
く
場
面
の
説
明

と
し
て

「
け
り
」
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
者
は
、
兼
家
が
、
書
き
手
と

時
姫
の
や
り
取
り
を
聞
い
て
冗
談
を
言
っ
て
お
も
し
ろ
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ

が
、
書
き
手
か
ら
み
て
、
兼
家
が

「
を
か
し
と
思
」
っ
て
い
る
よ
う
だ
、
と
、

非
直
接
の
事
柄
を
述
べ
る

「
け
り
」
と
み
る
。

よ
ろ
こ
び
て
さ
る
べ
き
さ
ま
の
こ
と
ど
も

（端
午
ノ
節
会
ノ
見
物
ノ
用
意
）

し

つ
つ
、
宵
の
間
、
静
ま
り
た
る
に
、
硯
引
き
寄
せ
て
、
手
習
ひ
に
、

書
手
９９
　

あ
や
め
ぐ
さ
生
ひ
に
し
数
を
か
ぞ

へ
つ
つ
引
く
や
五
月
の
せ

ち
に
待
た
る
る

と
て
さ
し
や
り
た
れ
ば
、
う
ち
笑
ひ
て
、

兼
家
硼
　

隠
沼
に
生
ふ
る
数
を
ば
誰
か
し
る
あ
や
め
し
ら
ず
も
待
た
る

な
る
か
な

と
言
ひ
て
、
見
せ
ん
心
の
あ
り
け
れ
ば
、
宮
の
御
桟
敷
の
ひ
と

つ
づ
き
に

て
二
間
あ
り
け
る
を
分
け
て
、
め
で
た
う
し

つ
ら
ひ
て
見
せ

つ
。
（
上

・

５２

０
７６
ぺ
）

・〓
」
こ
は
端
午
の
節
会
を
見
物
す
る
準
備
を
兼
家
が
す
る
か
ど
う
か
を
、
兼
家

と
書
き
手
が
双
六
を
打

っ
て
決
め
る
こ
と
に
し
、
書
き
手
が
勝

っ
た
た
め
に
、

兼
家
が
準
備
を
す
る
、
そ
の
際
に
行
わ
れ
た
歌
の
や
り
と
り
の
あ
と
で
、
「
見

せ
ん
心
の
あ
り
け
れ
ば
、
」
と
、
兼
家
の
心
情
を
述
べ
る
所
で
あ
る
。
「説
明
」

の
働
き
で
あ
る
が
、
兼
家
が
書
き
手
に
節
会
を
見
せ
る
気
持
ち
が
あ
っ
た
の
で
、

と
、
非
直
接
の
こ
と
が
ら
を
述
べ
て
い
る
点
も
注
意
し
て
置
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

か
く
て
人
に
く
か
ら
ぬ
さ
ま
に
て
、
十
と
い
ひ
て

一
つ
二
つ
の
年
は
余

り
に
け
り
。
さ
れ
ど
あ
け
く
れ
世
の
中
の
、
人
の
や
う
な
ら
ぬ
を
嘆
き

つ

つ
、

つ
き
せ
ず
過
ぐ
す
な
り
け
り
。
そ
れ
も
こ
と
わ
り
、
身
の
あ
る
や
う

は
、
夜
と
て
も
人

（兼
家
）
の
見
え
お
こ
た
る
と
き
は
、
人
少
な
に
心
細

う
、
今
は
ひ
と
り
を
た
の
む
た
の
も
し
人

（父
）
は
、
こ
の
十
よ
年
の
ほ

ど
県
あ
り
き
に
の
み
あ
り
、
た
ま
さ
か
に
京
な
る
ほ
ど
も
、
四
五
条
の
ほ

ど
な
り
け
れ
ば
、
わ
れ
は
左
近
の
馬
場
を
片
岸
に
し
た
れ
ば
、
い
と
は
る

か
な
り
。

…
八
月
ば
か
り
に
な
り
に
け
り
。
（上

・
５３

ｏ
７７
ぺ
）

第
１
例
と
、
第
４
例
は
、
時
の
経
過
を
回
想
す
る

（「
に
け
り
し
。
第
２
例
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は
、

「自
己
回
想
の
け
り
」
で
、
第
１
例

の
時

の
経
過
の
感
想
に
続

い
て
、

「
世
の
中
」
を
嘆
く
。
第
３
例
は
説
明
で
あ
る
。

心
の
ど
か
に
暮
ら
す
日
、
は
か
な
き
こ
と
言
ひ
言
ひ
の
果
て
に
、
わ
れ

も
人
も
悪
し
う
言
ひ
な
し
て
、
う
ち
怨
じ
て
出
づ
る
に
な
り
ぬ
。
端
の
方

に
あ
ゆ
み
出

で
て
、
を
さ
な
き
人

（道
綱
）
を
よ
び
出

で
て
、
「
わ
れ
は

今
は
来
じ
と
す
」
な
ど
言
ひ
お
き
て
出
で
に
け
る
す
な
は
ち
、
は
ひ
入
り

て
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
う
泣
く
。
…
…
五
六
日
ば
か
り
に
な
り
ぬ
る
に
、

音
も
せ
ず
。
‥
…
、

出
で
し
日
つ
か
ひ
し
ゆ
す
る
不
の
水
は
さ
な
が
ら
あ

り
け
り
。
う

へ
に
塵
ゐ
て
あ
り
。
か
く
ま
で
と
あ
さ
ま
し
う
、

壼旱

‐ｏ‐
　

絶
え
ぬ
る
か
影
だ
に
あ
ら
ば
問
ふ
べ
き
を
か
た
み
の
水
は
水

草
ゐ
に
け
り

な
ど
思
ひ
し
日
し
も
、
見
え
た
り
。
例
の
ご
と
に
て
や
み
に
け
り
。
か
や

う
に
胸

つ
ぶ
ら
は
し
き
折
の
み
あ
る
が
、
世
に
心
ゆ
る
び
な
き
な
ん
、
わ

び
し
か
り
け
る
。
（上

・
５４

ｏ
７８
ぺ
）

夫
婦
の
い
さ
か
い
が
あ
り
、
兼
家
は
出
て
行
く
。
第
１
例

「出
で
に
け
る
す

な
は
ち
」
は
時
の
経
過
と
と
も
に
、
兼
家
の
動
作
を
非
直
接
の
こ
と
と
し
て
述

べ
て
い
る
。
訪
れ
の
な
い
日
々
が
続
き
、
書
き
手
は
ふ
と
夫
が
使

っ
た

「
ゆ
す

る
不
」
の
水
を
発
見
す
る
。
こ
の
辺
の
心
理
は
１９
段
を
参
照
。
第
２
例
は
地
の

文
の
気
づ
き
で
、
こ
れ
が
心
中
語
と
同
様
の
働
き
を
し
て
い
る
こ
と
も
前
に
述

べ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
日
に
夫
が
現
れ
、
う
や
む
や
に
な

っ
て
し
ま
う
。
第
３

例

「
に
け
り
」
は
、
時
の
経
過
と
と
も
に
、
書
き
手
の
や
る
せ
な
い
心
情
を
回

想
す
る
働
き
を
も
受
け
持

っ
て
い
る
と
考
え
る
。
第
４
例
は
こ
の
章
段
の
ま
と

め
の
回
想
。

九
月
に
な
り
て
、
「世
の
中
を
か
し
か
ら
ん
。
も
の
へ
詣
で
で
ば
や
。

か
う
も
の
は
か
な
き
身
の
う
へ
も
申
さ
む
」
な
ど
さ
だ
め
て
、
い
と
し
の

び
あ
る
と
こ
ろ
に
も
の
し
た
り
。　
一
挟
み
も
御
幣
に
か
う
書
き
付
け
た
り

け
り
。
ま
づ

（伏
見
稲
荷
ノ
）
下
の
御
社
に
、
‥
…
。
（上

・
５５

ｏ
７９
ぺ
）

ま
た
お
な
じ
つ
ご
も
り
に
、
あ
る
所

（賀
茂
社
）
に
、
お
な
じ
や
う
に

て
詣
で
け
り
。
二
挟
み
づ

つ
、
下
の
に
、
…
…

な
ど
な
ん
、
神
の
間
か
ぬ
と
こ
ろ
に
、
聞
こ
え
ご
ち
け
る
。
…

（上

・
５６
・

８０
ぺ
）

…
…
。
御
陵
や
な
に
や
と
聞
く
に
、
と
き
め
き
た
ま
へ
る
人
々
い
か
に

と
思
ひ
や
り
き
こ
ゆ
る
に
、
あ
は
れ
な
り
。
や
う
や
う
日
ご
ろ
に
な
り
て
、

貞
観
殿
の
御
方
に

「
い
か
に
」
な
ど
聞
こ
え
け
る
つ
い
で
に
、

書
手
皿
　

世
の
中
を
は
か
な
き
も
の
と
み
さ
さ
ぎ
の
う
も
る
る
山

に
な

げ
く
ら
む
や
ぞ

…
…

（上

ｏ
５８

ｏ
８２
ぺ
）

前
の
２
章
段
は
こ
の
二
つ
歌
を
神
に
捧
げ
、
そ
れ
を
書
き
留
め
る
こ
と
の
説

明
と
し
て
解
釈
で
き
る
。
３
段
目
は
、
村
上
帝
後
宮
の
貞
観
殿

・
藤
原
登
子

（兼
家
同
母
妹
）
に
帝
の
崩
後
、
書
き
手
が
贈
歌
す
る
経
緯
を
説
明
し
て
い
る
。
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村
上
帝
の
崩
後
、
兵
衛
佐

・
藤
原
佐
理

（敦
忠
の
子
）
が
出
家
し
た
こ
と
を

伝
え
聞
い
て
の
伝
間
で
あ
り
、
し
か
も
そ
こ
に
は
書
き
手
の
驚
き

（気
づ
き
）

が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二
月
に
も
な
り
ぬ
。
客
人
の
御
方
に
と
お
ぼ
し
か
り
け
る
文
を
、
持
て

た
が
へ
た
り
。
み
れ
ば
、
な
ほ
し
も
あ
ら
で
、
「
近
き
ほ
ど
に
ま
ゐ
ら
ん

と
思

へ
ど
、
『
わ
れ
な
ら
で
』
と
思
ふ
人
や
は
べ
ら
ん
と
て
」
な
ど
書
い

た
り
。
「年
頃
見
た
ま
ひ
慣
れ
に
た
れ
ば
、
か
う
も
あ
る
な
め
り
」
と
思

ふ
に
、
な
ほ
も
あ
ら
で
、
い
と
ち
ひ
さ
く
書
い
付
く
。

書
手
Ⅲ
　

松
山
の
さ
し
越
え
て
し
も
あ
ら
じ
世
を
我
に
よ
そ

へ
て
さ
わ

ぐ
波
か
な

と
て
、
「
あ
の
御
方
に
持
て
ま
ゐ
れ
」
と
て
、
か

へ
し

つ
。
見
た
ま
ひ
て

け
れ
ば
、
す
な
は
ち
御
か

へ
り
あ
り
。

登
子
１１８
　

松
島
の
風
に
し
た
が
ふ
波
な
れ
ば
寄
る
か
た
に
こ
そ
立
ち
ま

さ
り
け
れ

（上

・
６２

ｏ
８６
ぺ
）

書
き
手
の
住
む
邸
の
西
の
対
に
退
出
し
た
登
子
の
許
に
宛
て
た
兼
家
の
手
紙

が
、
書
き
手
の
所
に
誤

っ
て
届
け
ら
れ
た
。
書
き
手
は
そ
れ
に
歌
を
書
き
添
え

て
登
子
に
送
る
。
第
１
例
で
は
非
直
接
の
こ
と
を

「
け
り
」
で
述
べ
、
そ
の
後

の
話
を
切
り
出
す

（説
明
す
る
）
働
き
を
担

っ
て
い
る
。
第
２
例

「
見
た
ま
ひ

て
け
れ
ば
」
も
登
子
が
見
た
と
い
う
こ
と
を
非
直
接
の

「
け
り
」
で
述
べ
て
い

る
の
で
あ
る
。

五
月
に
、
帝
の
御
服
ぬ
ぎ
に
ま
か
で
た
ま
ふ
に
、
さ
き
の
ご
と

「
こ
な

た
に
」
な
ど
あ
る
を
、
「夢
に
も
の
し
く
み
え
し
」
な
ど
言

ひ
て
、
あ
な

た
に
ま
か
で
た
ま

へ
り
。
さ
て
し
ば
し
ば
夢

の
さ
と
し
あ
り
け
れ
ば
、

「
違
ふ
る
わ
ざ
も
が
な
」
と
て
、
七
月
、
月
の
い
と
明
か
き
に
、
か
く
の

た
ま

へ
り
。

登
子
１１９
　

見
し
夢
を
ち
が
へ
わ
び
ぬ
る
秋

の
夜
ぞ
寝
が
た
き
も
の
と
思

ひ
し
り
ぬ
る

（上

・
６４

ｏ
８７
ぺ
）

こ
の

「
け
れ
ば
」
も
、
登
子
の
悪
夢
を
た
が
え
る
方
法
を
書
き
手
に
問
う
た

歌
の
詠
歌
状
況
を
説
明
し
た

「
け
れ
ば
」
で
あ
る
。

乞
児
ど
も
の
不
、
鍋
な
ど
据
ゑ
て
を
る
も
い
と
か
な
し
。
下
衆
近
な
る

心
地
し
て
、
入
り
劣
り
し
て
ぞ
お
ぼ
ゆ
る
。
ね
ぶ
り
も
せ
ら
れ
ず
、
い
そ

が
し
か
ら
ね
ば
、

つ
く
づ
く
と
聞
け
ば
、
日
も
見
え
ぬ
者
の
い
み
じ
げ
に

し
も
あ
ら
ぬ
が
、
思
ひ
け
る
こ
と
ど
も
を
、
「
人
や
聞
く
ら
ん
」
と
も
思

は
ず
の
の
し
り
申
す
を
聞
く
も
あ
は
れ
に
て
、
た
だ
涙
の
み
ぞ
こ
ぼ
る
る
。
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御
四
十
九
日
は
て
て
、
七
月
に
な
り
ぬ
。
上
に
候
ひ
し
兵
衛
の
佐
、
ま

だ
年
も
若
く
、
思
ふ
こ
と
あ
り
げ
も
な
き
に
、
親
を
も
妻
を
も
打
ち
捨
て

て
、
山
に
は
ひ
の
ぼ
り
て
法
師
に
な
り
に
け
り
。
…

（上

ｏ
５９

・
８３
ぺ
）



ま
だ
暗
き
よ
り
行
け
ば
、
黒
み
た
る
者
の
調
度
負
ひ
て
走
ら
せ
て
来
。

や
や
遠
く
よ
り
下
り
て
、

つ
い
ひ
ざ
ま
づ
き
た
り
。
見
れ
ば
、
随
身
な
り

け
り
。
「
何
ぞ
」
と
こ
れ
か
れ
問

へ
ば
、
…
…

落
忌
の
ま
う
け
あ
り
け
れ
ば
、
と
か
う
も
の
す
る
ほ
ど
、
川
の
あ
な
た

に
は
、
按
察
使
の
大
納
言
の
領
じ
た
ま
ふ
と
こ
ろ
あ
り
け
る
、
「
こ
の
ご

ろ
の
網
代
御
覧
ず
と
て
、
こ
こ
に
な
ん
も
の
し
た
ま
ふ
」
と
い
ふ
人
あ
れ

ば
、
「
『
か
う
て
あ
り
」
と
聞
き
た
ま
ふ
べ
か
ら
ん
を
、
ま
う
で
こ
そ
す
べ

か
り
け
れ
」
な
ど
定
む
る
ほ
ど
に
、
（師
氏
カ
ラ
使
イ
ガ
来
夕
）
…

（上

・

６５

０
９３
～
９５
ぺ
）

書
き
手
の
安
和
元
年
秋
の
初
瀬
詣
で
の
場
面
で
あ
る
。
第
１
例
は
、
参
籠
す

る
盲
人
が
、
周
り
の
耳
も
気
に
せ
ず
大
声
で
祈
る
こ
と
を
、
「
（盲
人
ガ
）
思
ひ

け
る
こ
と
ど
も
を
」
と
非
直
接
の
け
り
で
述
べ
た
も
の
。
第
２
例
は
帰
路
、
兼

家
の
随
身
と
出
会

っ
た
場
面
。
突
然
の
出
現
に
驚
い
た
気
づ
き
の
け
り
で
あ
る
。

第
３
第
４
例
は
、
按
察
使
大
納
言

・
藤
原
師
氏

（兼
家
の
叔
父
）
か
ら
使
い
が

や
っ
て
く
る
ま
で
の
経
緯
を
説
明
す
る

「
け
り
」
で
あ
る
。

「
け
り
」
の
意
味
の
考
察

て
な
い
。
過
去
、
こ
の
問
題
を
、
物
語
に
擬
し
た
表
現
と
し
て
と
ら
え
る
向
き

も
あ

っ
た
が
、
本
稿
で
は

「
け
り
」

の
意
味
を
鈴
木
氏
の
説

に
よ
り

つ
つ
、

「
認
識
の
成
立

・
所
有
」
と
し
て
考
え
、
そ
こ
か
ら
み
ず
か
ら
の
身

の
上

の
出

来
事
を
回
想
す
る

「自
己
回
想
の
け
り
」
と
い
う
意
味
を
立
て
た
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
２
の
冒
頭
部
分

（
１
段
）
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
け
り
」
の
こ
う
し
た
自
己
の
こ
と
が
ら
を
回
想
す
る
意
味
に

つ
い
て
、
神
話

・
物
語
研
究
の
方
面
か
ら
藤
井
貞
和
氏
が
次
の
よ
う
に
論
じ
て

い
る
。
『
古
事
記
』
に
お
け
る

「
け
り
」
の
用
例
で
、
伊
邪
那
伎
大
神
が
黄
泉

国
か
ら
逃
げ
帰

っ
た
際

「
吾
は
い
な
し
こ
め
し
こ
め
き
機
き
国
に
到
り
て
在
り

け
り
」
と
言

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

現
実
に
立
ち
返
り
過
去
を
振
り
返

っ
て
、
そ
れ
が
夢
幻
の
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
の
な
ら
ば
、
「
け
り
」
が
必
要
だ
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
な
し
こ
め
じ
こ
め
き
国
に
行

っ
て
き
た
こ
と
は
大
神
の
体
験
し
た
こ
と

で
あ
ろ
う
か
。
体
験
で
あ
る
に
は
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
き
わ
め
て
主
観

的
な
回
想
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。
現
実
で
あ

っ
た
こ
と
に
あ
と
か
ら
気

づ
く
と
い
う
場
合
で
あ

っ
た
。
ケ
リ
を
気
づ
き
の
用
法
と
し
て
説
明
す
る

の
は
い
い
と
思
う
が
、
な
ぜ
気
づ
き
の
用
法
が
成
立
す
る
か
を
考
え
る
と
、

ケ
リ
に
、
も
と
も
と
非
体
験
的
な
過
去
を
あ
ら
わ
す
中
心
的
な
意
味
が
あ
っ

た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
自
分
の
体
験
で
あ

っ
た
と
信
じ
ら
れ
な
い
よ

う
な
過
去
の
体
験
と
い
う
も
の
は
往
々
に
し
て
わ
れ
わ
れ
に
も
あ
ろ
う
。

そ
れ
を
主
観
的
に
回
想
し
て
、
あ
あ
自
分
の
体
験
で
あ

っ
た
の
か
と
慨
嘆

す
る
と
き
ケ
リ
と
言
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
『
物
語
文
学
成
立
史
』

２９２

ぺ
）

以
上
綾
々

『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
の

「
け
り
」
の
意
味
を
分
析
し
て
き
た
。
こ

こ
で
そ
れ
を
ま
と
め
て
み
る
。

（
１
）
自
己
回
想
の

「
け
り
」

日
記
で
あ
る
以
上
、
他
者
か
ら
の
伝
聞
伝
承
を
書
き
留
め
た
も
の
で
は
決
し
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こ
れ
は
神
話
で
の
例
で
あ
る
が
、
み
ず
か
ら
の
体
験
の
回
想
に
も

「
け
り
」
が

用
い
ら
れ
る

一
つ
の
例
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
用
例
は
会
話
文
で
の
用
例

で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
地
の
文
に
も
敷
衛
し
て
考
察
し
た
。
（注
１
）

（
２
）
非
直
接
の
け
り

本
稿
で
は
、
伝
間
を
含
め
、
自
己
の
体
験
し
な
い
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
述
べ

る

「
け
り
」
を

「非
直
接
の
け
り
」
と
し
た
。
今
回
の
考
察
で
は
伝
承
的
な
話

題
を
扱

っ
て
い
な
い
の
で
、
物
語
で
い
う

「伝
承
の
け
り
」
は
見
ら
れ
な
い
。

「非
直
接
の
け
り
」
も
他
者
の
こ
と
に
対
し
て
、
書
き
手
が
そ
う
い
う
認
識
を

持

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（３
）
説
明
の
け
り

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
２
の
３
段
に
述
べ
た
。
こ
れ
と
て
も

「認
識
の
所
有
」

と
い
う
基
本
か
ら
外
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
４
）
気
づ
き
の
け
り

気
づ
き
に
つ
い
て
は
詳
述
し
な
い
。　
一
般
に
詠
嘆
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
も
、

基
本
的
に
は
気
づ
き
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
気
づ
き
に
は
、
当
然
驚
嘆
の
ニ
ュ

ア
ン
ス
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
地
の
文
で
の
気
づ
き
は
、
書
き
手
の

心
情

（心
中
語
）
と
同
様
の
働
き
を
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
ほ
か
に
も
時
間
の
経
過
、
章
段
の
結
び

・
ま
と
め
、
書
き
出
し
な
ど
で

の
特
徴
を
掲
げ
た
が
、
こ
れ
ら
は
基
本
的
に
は
自
己
の
回
想
に
帰
着
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

さ
て
、
１
で
述
べ
た
と
お
り
、
現
在
の
高
等
学
校
で
は
教
育
で
は
、
「
け
り
」

は
伝
承
回
想
の
助
動
詞
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
高
等
学
校
で
の
教
材
は
物
語

や
説
話
が
主
流
で
あ
る
か
ら
、
日
記
で
の
用
法
な
ど
は
問
題
に
な
ら
な
い
の
か

も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
日
記
が
物
語
を
模
し
た
と
み
て
、
物
語
で
の
意
味
を

適
用
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
実
態
と
し
て
、
日

記
に
も

「
け
り
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
伝
承
回
想
と
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

１
で
引
用
し
た
も
の
で
な
い
辞
書

ｏ
文
法
書
を
見
る
と
、

け
り
　
①
今
ま
で
は
気
づ
か
な
か

っ
た
事
実
に
、
気
が

つ
い
て
述
べ
る
意

を
表
す
。
…
た
の
だ
。
…
た
な
あ
。

②
人
づ
て
に
聞
き
知

っ
た
過
去
の
事
実
を
伝
聞
と
し
て
述
べ
る
意

を
表
す
。
…
た
と
い
う
。
…
た
そ
う
だ
。
…
た
と
さ
。

③
以
前
か
ら
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
事
柄
や
伝
承
を
回
想
す
る
意

を
表
す
。
…
た
。
…
た
の
で
あ

っ
た
。

④
詠
嘆
の
意
を
こ
め
て
、
こ
れ
ま
で
あ

っ
た
こ
と
に
今
、
気
づ
い

た
意
を
表
す
。
…
た
こ
と
よ
。
…
こ
と
よ
。

（
旺
文
社

『
全
訳

古
語
辞
典
』
第
２
版
）

き

ｏ
け
り
　
過
去

・
回
想
の
語
法
　
…

（４
）
今
は
昔
、
竹
取
の
翁
と
い
ふ
者
あ
り
け
り
。
（竹
取
物
語
）

（
４
）
の

「
け
り
」
は
、
「
今
は
昔
」
の
語
句
と
照
応
し
あ

っ
て
、
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過
去
の
存
在
で
あ
る

「竹
取
の
翁
」
を
、
現
在
の
語
り
の
場
に
ひ
き

出
し
て
い
る
趣
。
物
語
の
地
の
文
の
多
く
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
れ

を
伝
承
の
回
想
の
意
で
あ
る
と
し
て
、
…
…
だ

っ
た
と
さ
、
ぐ
ら
い

に
訳
出
す
る
説
も
あ
る
が
、
必
ず
し
も
従
え
な
い
。

（
筑
摩
書
房

『
古
典
入
門
』
３７
ぺ
）

前
者
の
辞
書
で
は
、
①
④
が
い
わ
ゆ
る
気
づ
き
の
詠
嘆
で
あ
る
が
、
③
の
意
味

が
特
徴
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
後
者
で
は
、
「伝
承
の
回
想
」

の
説
に
対
す

る
疑
間
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な

「
け
り
」
の
記
述
の

試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

実
際
、
高
等
学
校
で
は
、
「～
け
り
＝
～
た
」
と
い
う
公
式
的
処
理

（逐
語

訳
）
で
簡
単
に
割
り
切

っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
が
、
単
に

「
た
」
と
訳
す
だ

け
で
は

「
け
り
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
殺
し
て
し
ま
う
虞
れ
が
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
古
文
と
く
れ
ば
、
現
代
語
訳
を
要
求
す
る
の

は
、
教
師
も
生
徒
も
同
様
で
あ
る
が
、
現
代
語
訳
は
決
し
て
万
能
で
は
な
い
。

本
稿
が
モ
デ
ル
と
し
た
鈴
木
泰
氏
の
ケ
リ
の
記
述
は
、
即
座
に
高
校
教
育
に

取
り
込
む
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
し
、
不
用
意
に
取
り
入
れ
れ
ば
い
た

ず
ら
に
混
乱
を
招
く
だ
け
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
日
記
に
お
け
る

「
け
り
」
の
あ

り
か
た
に
つ
い
て
の
観
察
は
高
校
の
国
語
教
室
で
も
失
っ
て
は
な
ら
な
い
視
点

で
あ
る
と
思
う
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は

『蜻
蛉
日
記
』
上
巻
の
み
の
分
析
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
中

巻
、
下
巻
で
の
分
析
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
筆
者
の
手
持
ち
の
資
料
で
は
、

本
文
分
量
と
し
て
は
三
巻
と
も
大
差
な
い
が
、
下
巻
で
地
の
文
の

「
け
り
」
が

多
く
み
ら
れ
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
辺
の
問
題
に
つ
い
て
、
各
巻
の
日

記
と
し
て
の
性
質
の
違
い
―
―
家
集
的
要
素
な
ど
の
問
題
―
―
を
含
め
て
考
察

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
意
味
分
析
の
視
点
も
よ
り

一
層
吟
味
し
て
い

き
た
い
と
思
う
。
皆
様
の
御
批
正
を
お
願
い
し
た
い
。

（注
１
）
藤
井
氏
は
同
書
で
、
「
け
り
」
は
本
来
的
に
は

「
伝
来
の
助
動

詞
」
と
し
て
の
意
味
を
ベ
ー
ス
に
派
生
的
に

「
主
観
的
な
回
想
」
と
い
う

「
ム
ー
ド
的
意
味
を
あ
ら
わ
」
す
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

こ
の
点

鈴
木
氏
の

「
認
識
の
成
立

・
所
有
」
と
い
う
立
場
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と

を
付
言
し
て
お
く
。
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表 1 体格及び体力診断テストの平均値・標準偏差

中 1 中 2 中 3 高 1

身長

体重

反復横とび

垂直とび

背筋力

握力

伏臥上体そらし

立位体前屈

踏み台昇降運動  指数

錮

聴

回

ｍ

贈

聴

ｍ

ｍ

152.9

153.0

7.6

8.4

160.5

160.0

7.1

7.9

166.3

165.4

4.4

7.3

169.4

168.4

4.3

6.5

45.3  10.1

44.4   9.1

52.1

49.9

11.3

9.8

56.4

54.9

8.0

9.7

59.3

58.6

7.7

9.4

38.2   3.3

38.8  5.4

64.4  15.9

81.7  22.2

75.7  16.9

100.5  26.9

52.2   5.2

54.4   8.8

60.3   7.2

73.1  12.6

41.3   3.5

43.3   5.1

44.1   2.7

44.5   5.3

45.7

44.7

3.1

5.3

42.1   6.6

43.5   7.8

47.0  7.2

49。 7   8.2

56.4

57.1

5.3

7.5

99.3  14.6

116.2  27.3

107

11'7

Ｒ
υ

ρ
０

23.2   5.2

24.8  6.6
35.2   4.6

36.0   7.3

38.9   4.2

38.8   6.5

44.4   6.9

47.7   7.6

46.7   8.4

51.1  8.3

51.7   6.9

53.3   9.2

53.1   7.0

54.0   9.4

6.0   6.3

6.2   5.7

7.3  5.8

7.9   6.4

7.9   4.8

8.5   7.2

9,7   5.5

9.0   7.2

60.4   7.9

70.2  11.7

59.8   9.0

70.8  12.9

29.1   5.8

31.3   7.2

60.0  6.5

71.3  13.1

N=135
各行の左側は平均値、右側は標準偏差

各行の上段は本校値、下段は全国値 (1995～1998年度)

表 2 中学 1年生の各平均値からみた各学年の伸び (%)

中1～中2 中1～中3 中1～高 1

ｍ

聴

身長 12.58

7.24

9.81

7.99

7.15

11.84

3.14

2.13

-0,77

22.18

11.82

18.67

16.47

22.10

24.09

9.97

3.38

-0.12

27.31

14.90体重

反復横とび

垂直とび

背筋力

握力

伏臥上体そらし

立位体前屈

踏み台昇降運動

回

cm

kg

贈

cm

O日

指数

23.73

23.32

27.54

31.52

11.88

6.58

-0.51

(7)

N=135
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差は有意である。垂直とびは、各学年のA群―C群・ B群―C群の間には1%～ 5%

水準でその差は有意である。ただし立位体前屈は、各学年、各 3群においてその有意

を示さなかった。踏み台昇降運動においても同様であった。

以上の結果から、筋力 2項目において、身長の大小による記録の差がみられること

がわかった。また 1%あ るいは5%水準でその差が有意となった項目についても身長

を考慮 した評価に基づくことによリー人ひとりの生徒の興味を引き出すことが可能と

なり、生徒達の授業に対する取り組みが前向きとなるのではあるまいか。

繰り返 して言えば、一つの項目の全体平均との比較のみによる評価・指導にとどま

るのではなく、もう一歩踏み込んだきめ細かな評価・ 指導することが、生徒の授業へ

の取り組みをより “生き生き"と させるのではあるまいか。

3.ま と め

獨協中学 1年生から高校 1年生までの丸 3ケ年間の生徒の体格及び体力診断テスト

結果を統計的に分析した結果、次のようなことがわかった。

1.体格は、中学入学時には全国値レベルを下回っていたが、学年の上昇に伴って

全国値レベルに達 してきた。

体力診断テスト項目においては、全国値レベルに達している反復横とび・垂直

とび等の項目と、全国値レベルに達していない背筋力・伏臥上体そらし及び踏み

台昇降運動項目もある。これらの項目に対 しては、今後の体育授業内に入れて、

全国値レベルに達するように取り組みたい。

2.身長の大小と相関する項目においては、やはり身長の大小を考慮した評価が望

ましく、身長別評価表を作成 して、生徒一人ひとりに目標を持たせ、よリー層体

育授業に取り組んで指導 したい。

体格及び体力診断テストについては、今後も測定継続 して個々の伸びに検討を加え

ていかなければと考えている。昨年より文部省体育局では新体カテスト(仮称)15)が

施行され、本年度より全国的に実施となっている。
16)本

校においてもこれについては

今後検討を加えつつ取り組んでいきたい考えている。

(5)



体力診断テスト7項目は、反復横とび・垂直とび・背筋力・握力・伏臥上体そらし

の 5項目ともA群が高く、B群・ C群の順である。 しかし、立位体前屈は、中 1年次

から中 3年次においてはA群・ B群 OC群ともに不揃いであリー定の傾向を示さない

が、高 1年次になるとA群が高く、B群・ C群の順となる。踏み台昇降運動において

は、中 1年次から高 1年次の各群で一定の傾向を示さない。

以上の結果から、平均値の上からみて、同一学年であっても身長の高い者の方が低

い者よりも平均して記録が良く、したがって遺伝的要素がきわめて強い身長の大小を

無視した場合には、学校体育という場面での教育評価としてふさわしくないのではな

いか。すなわち身長の大小のテスト項目にあたえる有利不利を取り除いた評価を行う

方が教育評価として公正であり適切ではないかということが考えられる。筆者らはこ

の点について論 じている。
12-14)

4)体格 0体力診断テストのTス コア

図 1-1～ 図 2-4は、体格 2項目、図3-1～ 図 9-4は体力診断テス ト7項

目を各学年からの記録を基準として翌年の記録の伸びをTス コアで示したものである。

このTス コアの表示方法は、各学年の記録を50点 とおいて、A・ B・ Cの 3群別にお

いてどれだけの割合で記録が伸びたかを各標準偏差を尺度としてTス コアに変換して

示したものである。これを表 3と 合わせ考察してみると、各伸びが顕著にみられる。

特に体格 2項目において、各学年ともにA群の伸びは身長の方が体重に比べて上回っ

ている。 しかしC群の伸びをみると身長より体重の伸びの方が上回っている様子がう

かがえ、このことからA群の者は平均値でみてそれだけ細身であるといえる。それに

対して、C群はやや肉づきが良いといえるであろう。

次に、体力診断テスト7項目の群別の伸びをみる。身長の高い者の方が身長の低い

者より記録がよい項目においては、身長の大小を考慮した体力評価をすることにより、

身長の高い者は現状に甘んじることなく “今以上に"努力をする目標ができ、身長の

低い者は身長別評価により、体力点が上昇し、このことから、いわゆる “やる気"が

起こるのではないだろうか。

5)有意差検定

表 4は、身長 3群による種目ごとの各平均値を比較してその有意差検定したもので

ある。

身長及び体重 2項目については、全ての学年、各 3群では1%水準でその差は有意

である。

体力診断テスト7項目については、背筋力・握力の 2項目は1%～ 5%水準でその

(4)



によって求めた。
9)

いま、例として身長の中 1年値から中 2年値への伸びを示すと、この標準偏差は

(7.6 +7.1 +44 +43 )/4

であるので、したがって中 2年値の伸びは、 (160.5-152.9)/6.04× 10=12.58で

あり12.58%の伸びを示しているということになる。

これにより身長は中 1か ら高 1へ 12.58%(7.6cm)・ 22■8%(13.4cm)027.31%

(16.5cm)の 上昇を示している。同様に体重をみると、7.24%・ 11.82%014.90%の 伸

びを示している。
9)し

たがってこの体格 2項目を比較してみると、中 1か ら高 1の丸

3カ 年間の伸びは体重の伸び率より身長の伸び率の方が大きいということがわかる。

すなわちこの時期は男子の身長の伸長期に相当するといえよう。

体力診断テスト項目において、中 1年値から高 1年値への伸びについてみると、反

復横とび23.73%、 垂直とび23.32%の 伸びがみられ、背筋力27.54%、 握力31.52%の

伸びを示 している。筋力においては、身長の伸びと同等の伸びが、あるいはそれを上

回る伸びを示 している。 しかし、伏臥上体そらしは11.88%の伸びにとどまり、立位

体前屈にいたっては、わずか6.58%の伸びにとどまっている。このところしきりに柔

軟性能力の低下が指摘されているが、
10)本

校においてもその例にもれない。踏み台昇

降運動においては、まったく進展は見られず横ばい状態である。こうした傾向は他に

も見られる傾向である。
H)と

はいえ、先に全国値と比較したように全身持久力能力に

おいては、本校の現状には多くの課題を認識 しなければならない。

3)身長 3群別

それでは、中 1年時における身長大中小の 3群に分けた場合、その後の伸びはどう

であるか。これをみたものが表 3で ある。身長大中小の区分の仕方は各項目の平均値

及び標準偏差から次の区分を行った。

その算出法は以下の通りである。

身長高群 (A)(平均値+0.5標準偏差以上)(152.9+3.8)～ =156.8～

身長中群 (B)(平均値-0.5標準偏差)～ (平均値+0.5標準偏差未満)

(152.9-3.8～152.9+3.8)=149.2～ 156.7

身長低群 (C)(平均値-0.5標準偏差未満)(152.9-3.8)=～ 149.1

中 1の 身長 X=152.9 S.D=7.6 N=135

各区分の人数はA群40名・ B群50名・ C群45名である。中 1年次に3区分 したもの

を高 1年次まで継続してそれぞれどのように伸びているかを示 している。

体格 2項目は全て区分A群が高く、B群・ C群の順になっている。

(3)



2.結果及び考察

1)全国値との比較

表 1は、体格及び体力診断テスト項目の各年度の平均値及び標準偏差である。各項

目の上段は本校値、下段は全国平均値・標準偏差値である。この全国平均値・ 標準偏

差値は、当該年度にそろえたものである。すなわち、中 1は 1995年度値、中 2は 1996

年度値、中 3は 1997年度値、高 1は 1998年度値である。本校の各平均値をこの文部省

全国平均値
4-7)と

比較 してみると、まず身長平均値では、中 1注
1)年

値 -0.1錮・中 2

年値+0.5cm e中 3年値+0.9m・ 高 1年値 +1.O cmと 、学年が進むにしたがって全国

値をやや上回っている。体重においては同様に、中 1年値から高 1年値まで+0.9聴・

+2.2贈・ +1.5聴・ +0.7kgと 全ての学年で全国値をやや上回っているが大づかみに

言えば、身長・ 体重 2項目とも全国レベルにあると言えよう。
8)

体力診断テスト7項目を全国値と比較 してみると、敏捷性の指標とされている反復

横とびは、中 1年値から高 1年値まで-0.6回・ -2.0回・ -0.4回・ +1.0回である。

瞬発力の指標である垂直とびは、同様に-1.4 cm・ -2.7 cm・ -2.2 cm・ -0.7mである。

筋力の指標である背筋力は、-17.30-24.8・ -16.90-9.6 kgで ある。同 じく握力

は、-1.6・ -2.2・ -0.80+0.l kgで ある。柔軟性の指標である伏臥上体そらしは、

-3.30-4.40-1.6・ -0.9cmで ある。同じく立位体前屈は、-0.20-0.60-0.60

+0.7 cmで ある。全身持久性能力の指標である踏み台昇降運動は、指数 -9.8・ -11.00

-12.8・ -11.3で ある。すなわち体力診断テスト7項目において、敏捷性・ 瞬発性、

柔軟性においては学年の上昇に伴って全国レベルに近づいていると言える。 しかし、

一方において筋力・持久性は下回っている。 したがって、このことから本校生徒の全

身的筋力である背筋力及び持久性の指標である踏み台昇降運動の向上を企図とした体

育指導がカリキュラム上工夫される必要があるのではないかと反省させられる。

2)学年間の伸び

表 2は、中学 1年生の各項目の平均値を基準として、各学年の各項目において、そ

れぞれどれだけの伸びを表 したものである。

伸び率の算出は、Tス コア変換後に行ったものである。Tス コア算出は、各学年平

均値から中 1年値を引き、その差を標準偏差で除して、それを10倍 したものである。

この場合の標準偏差 (s)は 中 1年値から高 1年値までの各標準偏差 Sl・ S2° S3・ S4

から、伸び率は中 1年値を100と したものである。

S== (si+s:+s:十 sそ )/4

(2)



体格・体力に関する12～15歳の縦断的一考察

糸 己 一 `良
Б (獨 協 中 学 ・ 高 等 学 校 )

さと子 (獨協中学・高等学校)

哲 子 (相 模 女 子 大 学)

昌  :二 (武 蔵 野 女 子 大 学)

1.研究目的及び方法

中学・高校一貫教育校への受験が年々増えてきた現在、児童・生徒の体格が大きく

なってきたにもかかわらず、体力が低下してきていると指摘されている。たとえば脇

田
1)は

「全ての機能は年々低下する傾向にあり、しかもその低下の割合は四肢の機能

に比較して体幹部の機能低下が特に著しい」と述べている。そして、そのための対応

もその時々に討論されてきた。本校生徒においても、体力の低下傾向にある。
2)そ

ん

ななかで本校も1997年 4月 中学校入学生から、中高 6年間を 3つのプロックに分けた、

新しい一貫カリキュラムを作り、「人間教育」、「実体験の回復」、「論理性の育成」 と

いう3つの柱によって一貫教育を実践 している。
3)

発育・発達の著しい中学生期に体格及び体力が丸 3ケ 年間すなわち中 1入学時より

高 1ま でを通してどのような伸びを示すものであるか。その伸びの分布はどうかにつ

いて検討することは、体力向上のためのより効果的な体育指導上の条件を考える上で

基礎資料としてきわめて重要なことであると考えられる。その手がかりとして、今回

中学 1年入学時の身長の大小によって、その後どのような伸びを示すものであるかを

見るものである。

分析の対象は、本校に1995年度入学の生徒である。この年度には180名 が入学 した

が、すなわち高 1ま で丸 3ケ 年間体格及び体力診断テスト結果の欠測値のない者は135

名 (75%)で あり、この135名 を分析対象とした。

測定にあたって、身長 0体重 0背筋力・握力の 4項目の測定値は、春季健康診断時

の記録を採用した。体力診断テストの反復横とび・垂直とび・伏臥上体そらし、立位

体前屈・踏み台昇降運動の 5項目の測定値は、その年度の4月 下旬より6月 上旬にか

けて体育授業時に測定記録したものを採用した。なお、高 1に おいては、 5月 上旬か

ら6月 中旬の昼休み及び放課後に測定記録 したものを採用した。

測定方法は、文部省スポーツテスト実施要領に準 じて実施 した。
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