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券
に
出
て
お
り
ま
し
て
、
こ
の
端
裏
書
に
「
か
わ
た
四
郎
」
と
書
か

れ
て
お
り
、
こ
れ
が
今
の
と
こ
ろ
「
か
わ
た
」
の
初
見
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

戦
国
大
名
に
よ
る
こ
の
「
か
わ
た
」
の
政
策
の
問
題
で
す
が
、
三

浦
圭
一
氏
が
一
九
七
二
年
に
発
表
さ
れ
た
「
近
世
未
解
放
部
落
成
立

期
の
基
本
問
題
」
（
『
歴
史
評
論
』
二
六
一
号
）
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
三
浦
論
文
は
、
東
海
地
方
か
ら
九
州
に
至
る
ま
で

「
か
わ
た
」
史
料
を
丹
念
に
収
録
さ
れ
ま
し
て
、
当
時
の
「
か
わ

た
」
の
使
わ
れ
方
や
「
か
わ
た
」
の
実
態
を
系
統
的
に
追
究
さ
れ
た

も
の
で
す
。
こ
の
研
究
に
よ
り
、
「
か
わ
た
」
研
究
が
か
な
り
実
証

的
に
進
め
ら
れ
た
と
私
は
評
価
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
大
永
年
間
以
降
出
て
く
る
「
か
わ
た
」
と
い
う
の
は
、

今
川
氏
の
所
領
に
関
す
る
も
の
が
多
い
の
で
す
が
、
そ
の
史
料
の
解

釈
に
つ
い
て
、
新
し
い
解
釈
を
提
示
し
た
の
が
峯
岸
賢
太
郎
氏
の

「
幕
藩
制
的
賎
民
身
分
の
成
立
（
一
）
」
（
『
歴
史
評
論
』
第
三
○
七

号
、
一
九
七
五
年
）
で
し
た
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
天
文

一
八
年
（
一
五
四
九
年
）
の
史
料
で
す
が
、
「
か
わ
た
」
関
係
の
条

文
の
第
二
条
に
「
皮
作
之
外
、
商
売
之
儀
停
止
之
事
」
と
い
う
項
目

が
あ
り
ま
す
。
従
来
、
「
か
わ
た
」
が
、
皮
革
業
以
外
の
商
売
を
す

る
こ
と
を
禁
止
し
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
峯
岸

氏
は
、
「
皮
作
」
と
は
、
皮
を
つ
く
る
と
い
う
行
為
を
指
す
の
で
は

な
く
、
皮
革
業
者
を
さ
す
言
葉
で
あ
る
と
し
て
、
「
皮
作
」
以
外
の

者
を
指
し
て
い
て
、
完
全
に
は
身
分
固
定
は
さ
れ
て
い
た
い
と
解
釈

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
私
も
戦
国
時
代
の
「
か
わ
た
」
は

か
た
り
流
動
的
で
、
身
分
名
と
し
て
は
定
着
し
て
い
た
い
と
解
釈
す

べ
き
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
豊
臣
政
権
の
身
分
政
策
と
「
か
わ
た
」
と
い
う
点
に
つ

い
て
は
、
私
の
「
被
差
別
部
落
の
成
立
に
関
す
る
一
考
察
」
（
部
落

解
放
研
究
所
編
『
近
世
部
落
の
史
的
研
究
』
上
、
一
九
七
九
年
、
解

放
出
版
社
）
の
ほ
か
、
峯
岸
賢
太
郎
氏
の
「
関
東
」
（
部
落
問
題
研

究
所
編
『
部
落
の
歴
史
東
日
本
篇
』
一
九
八
三
年
）
、
石
尾
芳
久

氏
の
『
被
差
別
部
落
起
源
論
』
二
九
七
五
年
、
木
鐸
社
、
同
増
補

版
、
一
九
七
八
年
）
、
安
達
五
男
氏
の
『
被
差
別
部
落
の
史
的
研
究
』

二
九
八
○
年
、
明
石
書
店
）
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
私
は
、
自
ら
の

論
文
の
中
て
、
全
国
に
現
存
す
る
太
閤
検
地
帳
の
中
て
、
「
か
わ
た
」

の
記
載
の
あ
る
も
の
を
探
し
出
し
て
一
覧
表
に
し
て
み
ま
し
た
。
す

る
と
、
数
十
点
の
太
閤
検
地
帳
に
「
か
わ
た
」
が
出
て
く
る
の
で

す
。
そ
し
て
、
た
と
え
ば
大
阪
府
松
原
市
の
被
差
別
部
落
に
関
し
て

「
か
わ
た
屋
敷
」
と
い
う
の
が
検
地
帳
に
あ
り
、
本
村
の
屋
敷
と

「
か
わ
た
屋
敷
」
と
が
別
々
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
や

（
『
河
内
国
更
池
村
文
書
』
第
三
巻
）
、
吹
田
の
部
落
に
関
連
し
て

「
か
わ
た
」
の
屋
敷
地
が
一
括
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
状
況
が
う

か
が
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
（
『
吹
田
市
史
』
第
六
巻
）
、
太
閤
検
地
帳

に
記
載
さ
れ
た
段
階
で
「
か
わ
た
」
は
、
単
な
る
皮
革
業
者
で
は
左

者
が
皮
革
商
売
に
従
事
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
も
の
で
あ
る
と
解
釈
す

べ
き
だ
と
し
た
わ
け
で
す
。

次
に
、
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
戦
国
時
代
の
「
か
わ
た
」
の

社
会
的
性
格
を
ど
う
み
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
特
に
、
豊
臣
政

権
の
下
で
行
な
わ
れ
た
太
閤
検
地
の
際
の
検
地
帳
に
か
な
り
多
く
の

「
か
わ
た
」
が
出
て
き
ま
し
て
、
私
た
ち
は
、
そ
の
「
か
わ
た
」
が

単
な
る
皮
革
業
者
の
職
業
名
を
指
す
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
深
い

か
か
わ
り
を
持
ち
つ
つ
も
、
身
分
的
呼
称
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
理
解
を
し
ま
し
て
、
す
で
に
豊
臣
政
権
の
下

で
後
の
「
稔
多
」
身
分
、
す
な
わ
ち
現
在
の
被
差
別
部
落
に
つ
な
が

る
身
分
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
み
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
こ

の
「
か
わ
た
」
を
ど
う
評
価
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
こ
と
に

な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

戦
国
時
代
の
「
か
わ
た
」
の
社
会
的
性
格
に
つ
い
て
論
及
し
た
も

の
に
、
先
の
三
浦
論
文
の
他
に
渡
辺
広
氏
の
「
未
解
放
部
落
の
史
的

研
究
』
（
一
九
六
三
年
、
吉
川
弘
文
館
）
が
あ
り
ま
す
。
「
か
わ
た
」

や
「
皮
作
」
の
社
会
的
性
格
に
つ
い
て
実
証
的
に
研
究
し
た
先
駆
的

な
論
文
と
し
て
万
羽
正
朋
氏
の
「
『
部
落
』
の
形
成
に
関
す
る
考
察

Ｉ
信
州
に
お
け
る
部
落
史
素
描
（
一
）
」
（
『
信
濃
』
第
一
二
巻
第

五
号
、
一
九
六
○
年
）
や
小
丸
俊
雄
氏
の
「
相
模
国
に
於
け
る
近
世

賎
民
社
会
の
構
造
」
（
『
日
本
歴
史
』
第
一
一
三
七
号
、
一
九
六
八
年
）

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
論
文
で
は
、
「
か
わ
た
」
は
皮
革
業

く
、
被
差
別
身
分
と
し
て
固
定
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

解
釈
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
解
釈
し
て
ゆ
く
と
、
後
に
こ

の
「
か
わ
た
」
の
名
称
が
変
更
さ
れ
て
「
穣
多
」
に
な
る
わ
け
で
す

か
ら
、
近
世
部
落
あ
る
い
は
現
在
の
被
差
別
部
落
の
起
源
と
い
う
広

い
意
味
で
と
ら
え
る
と
、
直
接
の
歴
史
的
起
点
は
「
か
わ
た
」
に
ま

で
遡
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
、
部
落
の
起
源
の
時
期
は
豊
臣
政
権
の

時
期
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
安
達
五
男
氏
は
、
太
閤
検
地
帳
の
「
か
わ
た
」

と
い
う
の
は
職
業
記
載
で
あ
っ
て
身
分
記
載
で
は
な
い
と
言
っ
て
お

ら
れ
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
太
閤
検
地
帳
に
は
「
か
わ
た
」
だ
け
で

は
な
く
「
そ
う
め
ん
屋
」
と
か
「
紅
屋
」
と
か
「
大
工
」
と
か
「
杣
」

な
ど
の
職
業
名
や
屋
号
が
出
て
き
て
お
り
、
「
か
わ
た
」
だ
け
が
特

別
に
記
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、

こ
の
時
期
に
は
「
か
わ
た
村
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
「
か

わ
た
」
が
住
ん
で
い
な
い
事
例
も
あ
げ
て
、
「
か
わ
た
村
」
と
い
う

地
域
と
「
か
わ
た
」
と
い
う
肩
書
を
持
っ
て
い
る
人
と
が
必
ず
し
も

一
致
し
な
い
こ
と
か
ら
、
ま
だ
流
動
性
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
（
安
達
五
男
『
被
差
別
部
落
の
史
的
研
究
』
一

九
八
○
年
、
明
石
書
店
）
。

と
こ
ろ
で
、
伊
丹
部
落
史
研
究
会
編
の
『
伊
丹
被
差
別
部
落
の
あ

ご
が
づ
か

ゆ
み
』
（
一
九
八
一
一
年
、
伊
丹
市
）
の
中
で
摂
津
国
川
辺
郡
御
願
塚

村
の
文
禄
三
年
の
検
地
帳
と
、
そ
の
翌
年
に
つ
く
ら
れ
た
『
御
願
塚
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村
之
帳
（
名
寄
帳
と
の
分
析
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
後
者
の
方
の

記
載
順
序
を
見
る
と
、
ま
ず
二
七
名
の
本
村
の
百
姓
を
並
べ
、
そ
れ

ぞ
れ
土
地
の
合
計
を
算
出
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
後
に
「
か

わ
た
」
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
こ
の
「
か
わ
た
」
の
後
に
「
あ
る

き
」
と
い
う
の
が
出
て
き
ま
す
。
こ
こ
ま
で
が
御
願
塚
村
本
村
内
の

住
民
の
記
載
な
の
で
す
が
、
そ
れ
以
外
に
出
作
り
に
来
て
い
た
近
辺

の
百
姓
の
記
載
も
あ
り
ま
す
。

問
題
は
、
本
村
内
部
の
記
載
順
序
で
あ
っ
て
、
秀
吉
の
検
地
帳
に

基
づ
い
て
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
文
書
に
百
姓
Ｉ
「
か
わ
た
」

Ｉ
「
あ
る
き
」
と
い
う
順
序
で
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、

社
会
的
身
分
秩
序
と
し
て
ラ
ン
ク
付
け
が
村
方
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
当
時
の
一
定
の
身
分
意
識
が
反
映
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
高
木
昭
作
氏
の
「
所
謂
『
身
分
法
令
』
と
。
季

居
』
禁
令
ｌ
『
侍
』
は
『
武
士
』
で
は
な
い
ｌ
」
（
『
日
本
近
世

史
論
叢
』
上
、
一
九
八
四
年
、
吉
川
弘
文
館
）
と
い
う
論
文
が
あ
り

ま
す
が
、
私
は
こ
れ
を
非
常
に
重
要
視
し
て
い
ま
す
。
従
来
「
身
分

統
制
令
」
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
一
五
九
一
年
発
布
の
「
身
分
法

令
」
に
つ
い
て
、
我
々
は
こ
れ
を
豊
臣
政
権
が
永
久
法
と
し
て
定
め

た
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
近
世
的
な
身
分
が
法
令
上
確
定
さ
れ
た

と
解
釈
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
高
木
氏
は
、
秀
吉
が
朝
鮮

侵
略
を
当
面
の
目
的
と
し
て
、
そ
の
動
員
の
た
め
に
暫
定
的
に
出
し

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
部
落
」
の
成
立
論
争
に
関
連
し
て
、
畑
中
敏

之
氏
は
、
意
見
が
違
っ
て
く
る
の
は
各
研
究
者
に
よ
っ
て
「
部
落
」

と
い
う
も
の
の
概
念
が
勝
手
に
使
わ
れ
て
お
り
、
共
通
に
理
解
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
か
ら
き
て
い
る
、
「
部
落
」
の
歴
史
は
近
代
以
降
始

ま
る
の
で
あ
り
、
江
戸
時
代
の
差
別
の
問
題
は
「
穣
多
」
身
分
に
対

す
る
差
別
の
問
題
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
（
「
前
近
代
『
部
落
」
史
研
究
の
動
向
’
一
九
八
三
年
の
研
究
を

中
心
と
し
て
Ｉ
」
『
部
落
問
題
研
究
』
第
八
一
輯
、
一
九
八
四
年
）
。

そ
う
い
う
わ
け
で
「
部
落
」
の
起
源
を
考
え
る
場
合
、
「
穣
多
」
身

分
な
り
「
か
わ
た
」
身
分
の
成
立
が
い
つ
に
な
る
の
か
、
そ
し
て
そ

れ
は
何
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
考
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
整
理

を
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
は
、
近
世
の

身
分
制
度
の
特
徴
を
、
職
業
と
役
負
担
、
合
わ
せ
て
居
住
地
を
入
れ

て
も
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
強
い
規
制
が
あ
る
と

こ
ろ
に
求
め
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
「
か
わ
た
」
と
か

「
穣
多
」
身
分
に
対
し
て
鶴
牛
馬
の
処
理
を
い
つ
権
力
が
一
律
に
押

し
つ
け
て
き
た
の
か
、
主
に
都
市
部
落
に
い
つ
行
刑
や
警
察
の
役
目

を
押
し
つ
け
て
き
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
し
て

か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
身
分
が
成
立
す
る
と
い
う
こ

と
が
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
何
を
も
っ
て
こ
れ
ら
の
身
分
が
成
立

し
た
と
い
う
べ
き
な
の
か
を
、
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い

主
す
。

た
法
令
で
あ
っ
て
、
体
制
の
根
幹
を
な
す
よ
う
な
身
分
法
と
し
て
解

釈
さ
れ
る
べ
き
屯
の
で
は
な
い
と
主
張
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て

同
氏
の
実
証
を
見
る
限
り
、
か
な
り
正
し
い
と
思
え
る
わ
け
で
す
。

次
に
、
被
差
別
部
落
の
成
立
時
期
を
め
ぐ
っ
て
で
す
が
、
大
き
く

分
け
て
渡
辺
広
氏
や
落
合
重
信
氏
の
よ
う
に
、
戦
国
時
代
以
前
に
で

き
た
と
い
う
説
、
一
方
、
森
杉
夫
氏
、
三
浦
圭
一
氏
、
脇
田
修
氏
、

石
尾
芳
久
氏
、
船
越
昌
氏
、
そ
し
て
私
の
よ
う
に
、
豊
臣
政
権
の
時

に
で
き
た
と
い
う
説
、
ま
た
、
安
達
五
男
氏
の
よ
う
に
、
寛
文
ｌ
延

宝
期
二
七
世
紀
後
半
）
に
で
き
た
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

説
の
詳
し
い
紹
介
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
近
世
部
落
の
成
立
と
展

開
』
Ｃ
九
八
六
年
、
解
放
出
版
社
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
問
題
は
、

科
学
的
な
立
場
に
立
っ
て
部
落
史
を
研
究
し
て
お
ら
れ
る
先
生
方
の

間
に
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
意
見
の
対
立
が
出
て
く
る
の
か
と
い
う
こ
と

で
す
。
こ
の
理
由
と
し
て
は
、
ま
ず
、
「
部
落
」
の
成
立
を
示
す
共

通
の
指
標
が
定
立
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
「
部
落
」
成
立

の
契
機
、
つ
ま
り
「
部
落
」
が
制
度
的
に
設
定
さ
れ
た
歴
史
的
背
景

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

見
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
は
、
何
を
メ
ル
ク
マ

ー
ル
に
し
て
「
部
落
」
の
成
立
と
見
れ
ば
い
い
の
か
、
そ
の
共
通
項

を
探
し
出
し
て
い
く
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
際
、
私

は
「
穣
多
」
身
分
そ
し
て
そ
の
前
身
で
あ
る
「
か
わ
た
」
身
分
の
成

立
を
も
っ
て
「
部
落
」
の
成
立
と
み
な
す
の
が
最
も
妥
当
で
は
な
い

で
は
次
に
、
部
落
の
先
祖
と
一
向
宗
。
一
向
一
摸
と
の
関
係
を
み

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
最
も
早
く
論
及
し

た
の
は
、
井
上
鋭
夫
氏
の
『
一
向
一
摸
の
研
究
』
二
九
六
八
年
、

吉
川
弘
文
館
）
で
し
た
。
井
上
氏
は
、
和
歌
山
の
一
向
一
摸
の
研
究

を
さ
れ
て
い
る
中
で
、
部
落
の
お
寺
の
中
に
貴
重
な
文
書
が
残
っ
て

い
る
こ
と
を
発
見
し
、
一
向
一
摸
と
部
落
と
の
関
係
に
深
い
関
心
を

み
せ
て
こ
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

そ
の
後
、
船
越
昌
氏
が
『
被
差
別
部
落
形
成
史
の
研
究
』
（
一
九

七
五
年
、
解
放
出
版
社
）
を
出
さ
れ
て
か
ら
、
一
種
の
ブ
ー
ム
の
よ

う
に
な
り
ま
し
た
が
、
舩
越
氏
は
丹
波
地
域
を
中
心
に
研
究
さ
れ

て
、
部
落
の
お
寺
が
非
常
に
古
い
こ
と
に
注
目
し
ま
し
た
。
そ
し

て
、
丹
波
地
域
あ
る
い
は
但
馬
地
域
に
お
い
て
は
、
実
際
に
記
録
と

伝
承
に
よ
っ
て
石
山
本
願
寺
合
戦
な
ど
の
一
向
一
摸
に
参
加
し
て
い

た
こ
と
が
推
測
で
き
る
よ
う
な
史
料
を
発
見
し
た
り
、
部
落
の
お
寺

の
古
さ
を
裏
付
け
る
実
如
と
か
顕
如
の
書
状
や
六
字
名
号
が
残
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
部
落
の
形
成
に
つ
い
て
、

一
向
一
摸
に
参
加
し
た
者
に
対
す
る
権
力
の
報
復
措
置
で
あ
る
と
解

釈
し
た
わ
け
で
す
。

い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

二
、
近
世
賎
民
制
の
成
立
に
つ
い
て
（
二
）
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こ
れ
に
対
し
て
ず
い
ぶ
ん
と
批
判
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

私
は
そ
の
視
点
に
つ
い
て
は
高
く
評
価
を
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

と
い
う
の
は
、
私
た
ち
は
今
ま
で
部
落
の
起
源
を
論
ず
る
時
に
、
か

た
り
一
般
的
抽
象
的
で
あ
っ
た
と
思
う
わ
け
で
す
。
幕
藩
権
力
が
分

裂
支
配
を
す
る
た
め
に
部
落
を
つ
く
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ま
し
て

き
た
し
、
特
に
教
育
現
場
で
は
そ
れ
で
す
ま
さ
れ
て
き
た
と
思
い
ま

す
。
江
戸
時
代
の
人
口
約
三
○
○
○
万
人
と
し
て
、
そ
の
う
ち
わ
ず

か
二
○
○
万
人
の
武
士
階
級
が
残
り
の
圧
倒
的
多
数
の
民
衆
を
支
配

す
る
た
め
に
身
分
政
策
が
必
要
に
な
り
、
士
農
工
商
の
下
に
「
稜

多
」
「
非
人
」
と
い
う
身
分
を
お
い
た
、
そ
し
て
こ
の
「
穣
多
」
身

分
が
部
落
の
起
源
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
き
た
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
具
体
的
な
階
級
闘
争
の
中
か
ら
部
落
の
起
源
を
明
ら

か
に
し
て
い
く
と
い
う
作
業
が
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
船
越
氏
の
言
う
よ
う
な
形
で
部
落
が
で
き
て
い
っ
た

と
す
れ
ば
、
一
向
一
摸
は
当
時
全
国
各
地
で
起
こ
っ
た
わ
け
で
す
か

ら
、
現
在
、
部
落
は
約
六
○
○
○
地
区
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
六
○
○
○
地
区
ど
こ
ろ
か
数
万
あ
る
い
は
十
数
万
地
区
で
き
て

い
な
い
と
お
か
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
石

尾
芳
久
氏
は
、
最
後
の
一
向
一
摸
に
か
か
わ
っ
た
人
が
封
じ
込
め
ら

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
（
『
被
差
別
部
落
起
源

論
』
増
補
版
、
一
九
七
八
年
、
木
鐸
社
、
。
向
一
摸
と
部
落
』
一

九
八
三
年
、
一
一
一
一
書
房
、
『
続
・
一
向
一
摸
と
部
落
』
一
九
八
五
年
、

近
世
の
身
分
制
を
考
え
て
い
く
中
で
非
常
に
有
益
で
あ
る
論
文
と

し
て
脇
田
修
氏
の
「
近
世
封
建
制
と
部
落
の
成
立
」
（
『
部
落
問
題
研

究
』
第
三
一
一
一
輯
、
一
九
七
一
一
年
）
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
、
近
世
の

部
落
を
考
え
る
場
合
、
か
つ
て
井
上
清
氏
が
言
っ
た
よ
う
に
身
分
と

職
業
と
居
住
地
に
対
す
る
規
制
に
つ
い
て
は
、
全
身
分
に
つ
い
て
言

え
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
井
上
氏
は
「
穣
多
」
身
分
に

限
っ
て
三
位
一
体
論
を
展
開
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
武
士
身
分
も
百

姓
身
分
も
そ
う
で
あ
る
と
脇
田
氏
は
主
張
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

脇
田
氏
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
に
固
有
の
役
負
担
が
あ
っ
た
こ
と
を

あ
げ
、
こ
れ
ら
を
統
一
的
に
と
ら
え
て
い
く
べ
き
だ
と
提
言
さ
れ
て

い
ま
す
。

な
お
、
高
木
昭
作
氏
は
「
幕
藩
制
初
期
の
身
分
と
国
役
」
『
歴
史

学
研
究
』
別
冊
特
集
、
一
九
七
六
年
）
の
中
て
、
身
分
を
国
役
か
ら

見
て
い
こ
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
国
役
と
の
関
係
で
ど
う
い
う
役
を

負
わ
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
が
、
身
分
を
考
え
る
決
め
手
に
な
る
と

い
う
解
釈
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
「
か
わ
た
」
身
分
の
社
会
的
系
譜
に
つ
い
て
で
す
が
、

こ
れ
は
、
ど
う
い
う
社
会
階
層
の
人
が
「
か
わ
た
」
身
分
に
組
み
込

ま
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
あ
と
で

青
盛
透
さ
ん
と
中
尾
健
次
さ
ん
に
ふ
れ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
て
、

割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
（
こ
の
点
に
つ
い
て
も
前
掲
拙
著
を
参

照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
）
。

三
一
書
房
な
ど
）
。
石
尾
氏
の
論
証
の
手
が
か
り
と
さ
れ
た
和
歌
山

県
那
賀
郡
打
田
町
蓮
乗
寺
の
文
書
（
石
山
本
願
寺
合
戦
時
の
本
願
寺

方
の
鉄
砲
催
促
状
な
ど
）
に
対
し
て
、
も
と
も
と
部
落
に
あ
っ
た
史

料
で
は
な
く
、
外
部
か
ら
何
ら
か
の
形
で
ま
ぎ
れ
こ
ん
だ
の
だ
と
い

う
推
定
を
し
た
の
が
渡
辺
広
氏
で
す
（
「
未
解
放
部
落
の
形
成
と
展

開
』
一
九
七
七
年
、
吉
川
弘
文
館
）
。

と
こ
ろ
で
、
一
九
六
八
年
の
調
査
で
は
、
部
落
寺
院
の
九
○
％
は

浄
土
真
宗
で
す
が
残
り
の
一
○
％
は
他
の
宗
派
を
わ
け
で
す
（
同
和

教
育
振
興
会
『
同
和
地
区
に
お
け
る
宗
教
事
情
の
調
査
報
告
書
』
。

で
す
か
ら
、
石
尾
氏
の
説
で
全
部
の
部
落
の
起
源
を
説
く
こ
と
は
で

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
、
九
○
％
の
真
宗
寺
院
の
中
に

も
、
江
戸
時
代
の
中
・
後
期
に
た
っ
て
で
き
た
と
こ
ろ
で
も
多
く
、

や
は
り
す
べ
て
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
無
理
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
石
尾
氏
の
視
点
は
重
要
で
あ
る
し
、
関
西
の
い
く
つ
か
の

部
落
に
つ
い
て
は
、
石
尾
説
で
説
明
で
き
る
可
能
性
の
あ
る
場
合
も

あ
り
、
石
尾
説
は
今
後
ま
す
ま
す
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

次
に
、
幕
藩
領
主
の
身
分
政
策
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
現
在
の
部

落
史
研
究
で
は
身
分
論
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
ま
す
。
近
世
史
研
究
者

が
、
研
究
を
通
じ
て
達
成
し
て
き
た
理
論
的
成
果
と
、
部
落
解
放
運

動
の
中
で
培
わ
れ
て
き
た
理
論
的
成
果
と
を
、
相
互
批
判
の
中
で
さ

ら
に
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

幕
藩
領
主
の
差
別
政
策
に
関
し
て
は
、
牧
英
正
氏
の
「
江
戸
幕
府

に
よ
る
差
別
の
制
度
化
」
（
『
法
学
雑
誌
』
第
一
一
一
三
巻
第
一
一
一
号
、
一
九

八
七
年
）
に
注
目
し
て
い
ま
す
。
今
ま
で
、
幕
府
の
賎
民
支
配
の
確

立
問
題
と
し
て
、
享
保
期
前
後
に
賎
民
制
が
整
っ
て
く
る
と
解
釈
さ

れ
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
一
つ
に
は
、
こ
の
時
期
に
幕
府
が

弾
左
衛
門
に
対
し
て
由
緒
書
を
提
出
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
身
分
把
握
の
意
図
の
現
わ
れ
な
の
で
す
が
、
同
時
に
江

戸
・
京
都
に
お
い
て
「
穣
多
」
「
非
人
」
の
人
口
調
査
を
行
な
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
「
穣
多
頭
」
の
弾
左
衛
門
と
「
非
人
頭
」
の
車
善
七

と
の
争
論
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
幕
府
に
よ
る
身
分
的
上
下
関
係
等

の
確
定
は
元
禄
か
ら
享
保
に
か
け
て
て
あ
る
と
い
わ
れ
て
き
た
の
で

す
が
、
牧
氏
は
九
州
大
学
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
文
書
を
解
読
し
、
実

は
貞
享
年
間
に
こ
の
争
論
が
あ
り
、
幕
府
は
「
穣
多
頭
」
に
そ
の
支

配
権
を
認
め
る
判
決
を
出
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま

す
。
元
禄
よ
り
前
の
貞
享
年
間
に
す
で
に
幕
府
は
賎
民
制
度
を
成
立

さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
論
述
に
な
っ
て
い
ま
す
。

中
尾
健
次
氏
も
最
近
、
幕
府
に
お
け
る
賎
民
支
配
の
し
く
み
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
「
近
世
に
お
け
る
賎
民
支
配

の
構
造
（
１
）
（
Ⅱ
）
」
（
『
大
阪
教
育
大
学
紀
要
』
第
Ⅳ
部
、
第
三
四
巻

第
一
一
号
・
第
三
五
巻
第
一
一
号
）
て
は
、
牧
氏
が
使
用
さ
れ
た
九
州
大

学
の
文
書
が
ま
だ
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
に
つ
い
て
ふ
れ
ら
れ
て

い
た
い
の
が
残
念
な
と
こ
ろ
で
す
。

１
１
１
１
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次
に
、
頭
支
配
と
本
村
支
配
と
い
う
問
題
で
す
。
こ
れ
は
ま
ず
畑

中
敏
之
氏
が
提
唱
さ
れ
ま
し
て
、
「
穣
多
村
」
と
い
う
も
の
は
本
村

に
隷
属
す
る
よ
う
な
形
で
枝
村
あ
る
い
は
支
郷
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
の
が
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
本
村
に
付
け

ら
れ
て
い
る
体
制
を
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
の
支
配
の
あ
り
方
つ
ま
り

「
本
村
付
体
制
」
が
賎
民
支
配
の
一
つ
の
あ
り
方
で
あ
る
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
特
に
上
方
の
よ
う
に
「
穣
多
頭
」
が
「
穣
多
」
身
分
と

「
非
人
」
身
分
を
完
全
に
掌
握
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
地
域
で

は
、
「
本
村
付
体
制
」
と
い
う
も
の
が
支
配
体
制
の
中
で
非
常
に
重

要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
（
「
近
世
村
落
社
会
と

『
か
わ
た
村
Ｅ
脇
田
修
編
『
近
世
大
坂
地
域
の
史
的
分
析
』
一
九

八
○
年
、
御
茶
の
水
書
房
）
。

こ
の
畑
中
氏
の
見
解
が
大
き
な
反
響
を
呼
び
ま
し
た
。
朝
尾
直
弘

氏
に
よ
る
と
、
現
松
原
市
域
の
更
池
村
の
研
究
を
通
し
て
、
渡
辺
村

は
畑
中
氏
の
評
価
の
よ
う
に
権
限
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な

く
、
大
阪
地
域
の
「
穣
多
」
身
分
に
対
し
て
か
な
り
の
権
限
を
行
使

し
て
い
た
と
さ
れ
ま
す
。
警
察
的
役
務
の
遂
行
に
あ
た
っ
て
も
、
渡

辺
村
が
更
池
村
の
人
に
対
し
て
指
揮
権
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

を
実
証
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
本
村
だ
け
で
理
解
す
る

の
は
少
し
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

朝
尾
氏
の
論
文
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
幕
府
は
安
永
七
つ
七
七

八
）
年
に
初
め
て
被
差
別
身
分
の
人
々
を
対
象
に
し
た
法
令
を
発
布

近
世
の
被
差
別
民
衆
と
し
て
は
「
穣
多
」
「
非
人
」
の
他
に
も
、

「
猿
飼
」
「
茶
笑
」
「
夙
」
「
乞
胸
」
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
う

い
う
被
差
別
民
衆
に
関
す
る
研
究
が
最
近
重
視
さ
れ
て
き
て
い
ま

す
。
今
後
、
「
え
た
」
身
分
と
他
の
被
差
別
身
分
と
の
関
係
で
ど
う

い
う
共
通
項
を
と
ら
え
て
身
分
的
位
置
付
け
を
し
て
い
く
の
か
と
い

う
作
業
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

こ
れ
ら
の
被
差
別
民
の
職
業
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
死
牛
馬

の
処
理
権
の
問
題
な
ど
が
か
な
り
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
最

近
特
に
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、
皮
革
業
だ
け
で
は
な
く
て
、
農
業

や
手
工
業
や
商
業
に
ず
い
ぶ
ん
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
て
き
て
い
る
点
で
す
。

た
と
え
ば
和
泉
国
南
玉
子
部
落
で
は
、
皮
革
か
ら
あ
が
る
収
入
は

全
体
の
○
・
七
％
で
、
一
五
％
程
度
が
農
業
、
そ
し
て
残
り
の
八
○

数
％
が
雪
駄
作
り
を
は
じ
め
と
す
る
稼
ぎ
か
ら
あ
が
っ
て
い
ま
す

（
盛
田
嘉
徳
・
岡
本
良
一
・
森
杉
夫
『
あ
る
被
差
別
部
落
の
歴
史
』

一
九
七
九
年
、
岩
波
新
書
）
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち
が
今
ま
で
思
っ

て
い
た
部
落
の
経
済
構
造
か
ら
す
れ
ば
驚
く
べ
き
新
し
い
状
況
が
明

ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
す
。

三
、
近
世
被
差
別
民
の
生
活
と

解
放
へ
の
胎
動
に
つ
い
て

す
る
の
で
す
が
、
そ
の
時
期
に
な
っ
て
よ
う
や
く
幕
府
に
お
い
て
勘

定
奉
行
が
被
差
別
身
分
を
管
轄
す
る
た
め
の
機
関
と
し
て
位
置
付
け

ら
れ
る
と
い
う
点
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
、
ど
こ
が
管
轄
し
て
い
た
の

か
明
確
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
（
「
幕
藩
制
と
畿
内
の
『
か
わ
た
』
農

民
」
『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
第
一
六
○
号
、
一
九
八
○
年
）
。

ま
た
、
塚
田
孝
氏
は
、
畑
中
氏
の
提
唱
を
う
け
て
、
部
落
は
、
関

東
に
お
い
て
も
関
西
に
お
い
て
も
、
頭
村
支
配
と
本
村
支
配
の
両
方

が
あ
る
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
頭
村
支
配
と
は
、
弾
左
衛
門
な
り

渡
辺
村
年
寄
な
り
の
「
職
多
頭
」
の
支
配
で
あ
り
、
本
村
支
配
と

は
、
隷
属
し
て
い
る
本
村
の
庄
屋
を
通
し
て
支
配
を
う
け
る
こ
と
で

す
。
そ
し
て
、
塚
田
氏
は
、
頭
村
支
配
は
人
身
支
配
で
あ
り
、
身
分

的
支
配
で
あ
る
、
こ
れ
に
対
し
て
本
村
支
配
と
は
土
地
を
媒
介
に
し

た
支
配
で
、
高
（
土
地
）
支
配
で
あ
る
。
こ
の
二
重
の
支
配
の
面
か

ら
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
は
ど
ち
ら
が
よ
り
基
軸
と
な
っ
た
支
配
で
あ
っ
た

か
と
い
う
と
、
身
分
支
配
で
あ
る
頭
村
支
配
が
根
幹
に
あ
っ
た
と
い

え
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
塚
田
孝
「
近
世
の
身
分
制
支
配
と
身
分
」

歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
論
『
講
座
日
本
歴
史
５
近
世
史

１
』
一
九
八
五
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
。

そ
れ
か
ら
、
大
坂
の
「
非
人
」
に
つ
い
て
は
、
内
田
九
州
男
氏
が

「
大
阪
四
ケ
所
の
組
織
と
収
入
」
（
ご
ス
ト
リ
ァ
』
第
一
一
五
号
、

一
九
八
七
年
）
と
い
う
論
文
で
、
大
坂
に
置
か
れ
た
「
非
人
」
の
組

織
の
内
実
と
、
収
入
が
ど
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い

う
こ
と
を
史
料
を
駆
使
し
て
非
常
に
詳
し
く
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ

ま
す
。

次
に
、
近
世
部
落
の
人
口
動
態
に
つ
い
て
で
す
が
、
日
本
の
近
世

の
人
口
史
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
な
ど
を
導
入
し
て
か
な

り
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
進
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
部
落
の
人

口
増
に
つ
い
て
の
研
究
は
手
工
業
の
よ
う
な
形
で
あ
り
、
一
般
人
口

史
の
研
究
に
比
べ
て
方
法
・
視
点
と
も
に
弱
い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使
え
ば
い
い
と
い
う
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
厳
密
な
デ
ー
タ
ー
で
歴
史
的
な
細
か
い
変
化
の
状

況
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
す
。
近
世
農
民
の
人
口
が
停
滞
し
て
い
る
時
に
、
部
落
の
人
口
は

二
倍
か
ら
七
倍
に
ま
で
増
え
て
い
る
の
で
す
が
、
各
年
次
毎
に
み
た

場
合
、
あ
る
い
は
地
域
別
に
み
た
場
合
、
あ
る
い
は
元
の
人
口
の
多

寡
な
ど
精
密
な
研
究
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
わ

か
っ
て
く
れ
ば
、
部
落
の
人
口
増
の
真
相
も
、
わ
か
っ
て
く
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
う
一
つ
強
調
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
私
は
こ
の
人
口
増
を
考

え
る
時
、
「
稔
多
」
身
分
の
人
々
の
食
生
活
に
留
意
し
ま
す
。
部
落
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の
人
々
は
肉
を
処
理
し
て
食
べ
て
い
た
場
合
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
う
か
ら
で
す
。
こ
れ
か
ら
史
料
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に
し
て

い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
差
別
政
策
の
強
化
と
被
差
別
民
の
闘
い
で

す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
柴
田
一
氏
の
『
渋
染
一
撲
論
』
二
九
七

一
年
、
八
木
書
店
）
、
畑
中
敏
之
氏
の
「
近
世
中
後
期
に
お
け
る

『
か
わ
た
』
の
闘
争
」
（
部
落
問
題
研
究
所
編
『
部
落
史
の
研
究

前
近
代
篇
』
一
九
七
八
年
）
、
東
義
和
氏
の
『
被
差
別
部
落
と
一
摸
』

（
一
九
八
三
年
、
明
石
書
店
）
、
布
引
敏
雄
氏
の
『
長
州
藩
部
落
解
放

史
研
究
』
（
一
九
八
○
年
、
三
一
書
房
）
な
ど
の
業
績
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
差
別
思
想
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
盛
田
嘉
徳
氏
の
「
江
戸
期

に
お
け
る
部
落
へ
の
史
的
関
心
」
（
部
落
解
放
研
究
所
編
『
近
世
部

落
の
史
的
研
究
』
上
、
一
九
七
九
年
、
解
放
出
版
社
）
、
衣
笠
安
富

氏
の
『
近
世
儒
学
思
想
史
の
研
究
』
二
九
七
六
年
、
法
政
大
学
出

版
局
）
、
三
宅
正
彦
氏
の
「
江
戸
時
代
の
思
想
」
（
『
体
系
日
本
史
叢
書

別
思
想
史
Ⅱ
』
一
九
七
六
年
、
山
川
出
版
社
）
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
差
別
思
想
の
分
野
は
、
他
の
分
野
に
比
べ
て
研
究
が

遅
れ
て
い
ま
す
。
思
想
の
問
題
、
あ
る
い
は
当
時
の
宗
教
と
差
別
の

問
題
、
ケ
ガ
レ
観
の
問
題
な
ど
を
近
世
に
お
い
て
も
、
も
っ
と
明
ら

か
に
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

先
ほ
ど
の
寺
木
さ
ん
の
話
を
聞
い
て
い
て
、
議
論
が
か
み
合
わ
な

い
と
思
う
の
は
「
か
わ
た
」
の
問
題
で
す
。
中
世
に
は
あ
ま
り
例
は

多
く
は
な
い
の
で
す
が
、
確
実
に
「
か
わ
た
」
が
存
在
し
ま
す
。
な

ぜ
そ
れ
が
近
世
に
お
い
て
大
き
な
問
題
と
し
て
出
て
く
る
の
か
、
こ

の
辺
り
の
解
明
が
課
題
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
皮
革
の
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
中
世
で
は
「
河
原
者
」
な

ど
が
皮
革
業
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
あ
ま
り
多
く
あ

り
ま
せ
ん
。
「
河
原
者
」
が
「
か
わ
た
」
に
移
行
し
て
い
く
可
能
性

は
か
た
り
高
い
と
思
い
ま
す
が
、
皮
革
業
と
い
う
も
の
が
本
当
の
意

味
で
ど
う
い
う
風
に
扱
わ
れ
た
の
か
、
具
体
的
な
事
例
を
示
す
史
料

は
ご
く
わ
ず
か
な
の
で
す
。
中
世
の
差
別
意
識
の
根
底
に
本
当
に
皮

革
業
が
対
象
と
な
っ
て
い
た
の
か
、
こ
れ
は
や
は
り
重
要
な
問
題
で

す
。
こ
れ
も
明
快
な
答
え
は
出
て
い
た
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
中
世
に
は
中
世
の
「
ケ
ガ
レ
」
の
意
識
が
あ
り
ま
す
。
近
世
に

も
近
世
の
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
意
識
は
本
質
的
に
ち
が
う
の

か
、
あ
る
い
は
社
会
構
造
の
相
違
に
し
た
が
っ
て
変
化
し
て
い
く
も

の
な
の
か
、
こ
れ
ら
も
十
分
に
議
論
さ
れ
つ
く
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
の
で
、
今
後
ど
う
考
え
て
い
け
ば
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
を

や
は
り
我
々
の
課
題
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

近
世
と
中
世
の
つ
な
が
り
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、
皮
革
業
は
重

要
に
な
る
と
い
わ
れ
て
も
、
そ
の
史
料
が
少
な
い
わ
け
で
す
。
例
え

ば
中
世
の
奈
良
の
場
合
、
「
細
工
者
」
と
い
う
被
差
別
民
が
い
ま
し

発
言
①
ｌ
青
盛
透

私
は
中
世
が
専
門
で
、
中
世
を
や
っ
て
い
る
と
近
世
と
は
ど
う
し

て
も
か
み
合
わ
な
い
所
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
中
世
被
差
別

民
の
中
核
は
「
非
人
」
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
中
世
に
関
し
て

発
言
し
て
き
た
研
究
者
の
大
部
分
が
、
鎌
倉
期
以
前
の
非
人
研
究
を

中
心
に
進
め
て
き
た
こ
と
に
も
関
係
し
て
い
ま
す
。
近
年
、
「
非
人
」

を
突
き
詰
め
て
研
究
し
て
も
結
局
は
「
非
人
」
の
問
題
に
し
か
到
達

で
き
た
い
か
ら
、
改
め
て
部
落
史
の
課
題
に
沿
っ
て
中
世
被
差
別
民

を
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
批
判
も
出
て
き
て
い
ま
す
。

そ
の
辺
り
を
具
体
的
に
ど
う
考
え
て
い
く
か
と
い
う
の
は
大
き
な

課
題
な
ん
で
す
が
、
「
非
人
」
の
一
部
は
「
河
原
者
」
に
転
化
し
、
あ

る
い
は
「
か
わ
た
」
に
転
化
す
る
過
程
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
こ

れ
が
理
論
的
に
は
重
要
な
と
こ
ろ
で
す
。
今
の
と
こ
ろ
、
完
全
な
実

証
は
あ
り
ま
せ
ん
が
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
中
世
被
差
別
民
の
歴

史
研
究
は
部
落
史
前
史
と
し
て
や
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

そ
う
い
う
意
味
で
は
起
源
論
を
論
じ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
の
で

す
。
中
世
被
差
別
民
と
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
中
世
身

分
制
度
の
な
か
で
ど
う
い
う
形
で
存
在
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ

と
が
議
論
の
中
心
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
ま
す
と
、
近
世
と

の
つ
な
が
り
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
し
て
も
抜
け
落
ち
て
し
ま
い
ま

す
。

た
。
「
細
工
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
た
ぶ
ん
皮
細
工
な
の
で

し
ょ
う
が
、
そ
う
い
う
集
団
が
あ
る
と
ま
ず
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か

し
、
領
主
制
は
そ
れ
を
皮
革
業
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
あ

る
一
定
の
時
期
に
履
物
を
も
っ
て
く
る
こ
と
、
集
団
の
役
は
こ
れ
だ

け
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
「
細
工
者
」
の
座
で
は
あ
っ
て
も
、
実
際

に
は
領
主
制
が
編
成
し
た
皮
細
工
の
「
穣
多
」
で
は
な
い
と
い
う
違

い
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
一
体
ど
こ
に
起
因
す
る
の
か
と
い
う
問
題

が
、
中
世
の
場
合
の
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
を
中
世

の
側
と
比
べ
た
場
合
、
被
差
別
民
の
あ
り
方
は
国
家
の
あ
り
方
を
提

起
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
辺
り
が
中
世
と
近
世
を
比
較
し
て
論

じ
る
場
合
、
大
き
な
課
題
を
わ
け
で
す
か
ら
、
近
世
の
側
か
ら
中
世

へ
要
求
す
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
も
う
す
こ
し
中
世
の
立
場
を
理
解

し
て
遡
っ
て
き
て
ほ
し
い
と
思
う
わ
け
で
す
。

中
世
の
立
場
と
い
う
の
は
、
簡
単
に
い
え
ば
部
落
史
と
い
う
立
場

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
部
落
史
前
史
を
研
究
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

の
で
す
。
中
世
の
身
分
制
と
は
何
か
と
い
う
形
で
捉
え
て
く
る
過
程

で
、
中
世
の
被
差
別
民
の
存
在
形
態
が
深
め
ら
れ
て
き
た
の
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
近
世
の
社
会
制
度
の
中
で
ど
う
ゆ
う
ふ
う
に
近
世
の

被
差
別
民
が
出
て
来
る
の
か
と
い
う
論
議
が
な
け
れ
ば
「
中
世
と
近

世
」
と
い
う
よ
う
な
対
比
的
な
議
論
で
は
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な

い
と
思
う
わ
け
で
す
。
構
造
の
差
と
い
う
も
の
を
ど
う
い
う
ふ
う
に

考
え
て
い
く
か
、
そ
こ
の
議
論
を
積
み
上
げ
て
い
か
な
い
と
、
単
に

０
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歴
史
的
に
遡
っ
て
史
料
を
求
め
て
い
く
と
い
う
や
り
方
で
は
、
中
世

に
被
差
別
部
落
の
起
源
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

本
質
的
に
社
会
構
造
の
中
て
被
差
別
民
が
ど
う
い
う
意
味
を
も
っ
た

存
在
で
あ
る
か
、
具
体
的
機
能
は
何
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
ら
の
比
較

研
究
が
な
け
れ
ば
中
世
と
近
世
の
真
の
比
較
は
容
易
で
は
な
い
と
思

中
世
の
研
究
は
ほ
ぼ
十
一
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
に
集
中
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
都
市
の
場
合
で
す
。
し
か
し
中
世
後
期
に

は
、
農
村
に
も
被
差
別
民
が
明
確
に
現
わ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
人
々

が
実
際
に
生
活
し
て
い
る
基
盤
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
領
主
支
配
と

は
別
に
彼
ら
が
小
さ
な
村
に
存
在
し
て
い
け
る
理
由
は
何
で
あ
っ
た

の
か
、
こ
う
し
た
疑
問
が
中
世
に
は
未
消
化
の
ま
ま
残
っ
て
い
ま

す
。
太
閤
検
地
で
出
て
く
る
「
か
わ
た
」
の
問
題
と
中
世
後
期
に
散

見
さ
れ
る
被
差
別
民
の
存
在
と
が
、
本
当
に
重
な
り
あ
う
の
か
ど
う

か
、
実
証
的
な
研
究
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
理
論
的
要
請
と
し
て
は
、
同
じ
名
称
で
あ
っ
た
ら

そ
れ
を
追
っ
か
け
て
い
く
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
的
機
能

を
捉
え
て
迫
る
と
い
う
方
法
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
や
り

方
を
す
れ
ば
、
近
世
の
部
落
の
問
題
は
当
然
「
か
わ
た
」
の
問
題
だ

け
で
は
な
く
な
る
わ
け
で
す
。
寺
木
さ
ん
が
い
ろ
い
ろ
な
学
説
を
整

理
し
て
く
れ
ま
し
た
が
、
こ
こ
十
年
間
で
中
世
の
研
究
は
非
常
に
広

が
っ
て
い
ま
す
。
最
近
の
研
究
で
は
、
中
世
の
被
差
別
民
が
ど
ん
な

す
。
し
か
し
、
実
際
に
は
む
し
ろ
中
世
の
状
況
を
史
料
に
表
わ
し
た

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
部
分
が
多
い
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
太
閤
検
地
帳
に
「
か
わ
た
」
と
い
う
肩
書
き
が
あ
る

か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
時
期
に
「
か
わ
た
」
と
い
う
身
分
が
確
立
さ

れ
た
と
短
絡
的
に
み
る
の
で
は
な
く
て
、
「
か
わ
た
」
と
い
う
肩
書

を
も
っ
た
百
姓
が
、
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
村
内
に
居
住
し
、
そ
れ

が
検
地
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
方
が
い
い
わ
け
で
す
。
ま

た
、
朝
尾
直
弘
氏
は
そ
の
著
作
の
中
で
、
一
五
九
四
年
（
文
禄
三
）

当
時
の
更
池
村
の
地
図
を
復
元
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
見
る

と
、
本
村
と
「
か
わ
た
村
」
と
が
分
か
れ
て
位
置
づ
い
て
い
る
の
で

す
が
、
周
辺
の
田
は
本
村
の
百
姓
が
持
っ
て
お
り
、
そ
の
田
の
中
に

「
わ
か
た
」
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
、
更
池
村
に
入
っ
て
き
た

定
着
の
時
期
が
か
な
り
遅
れ
て
い
る
と
い
う
中
世
末
ご
ろ
の
状
況
を

示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

次
に
、
役
人
村
と
の
関
わ
り
で
す
が
、
役
人
村
の
成
立
と
い
う
こ

と
を
考
え
る
場
合
『
職
業
的
背
景
も
考
え
た
い
と
理
解
で
き
な
い
点

が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
牢
番
役
を
し
て
い
る
仕
事
に

は
、
全
国
的
に
い
く
つ
か
の
共
通
項
が
あ
り
ま
す
。
江
戸
で
も
大
阪

で
も
阿
波
藩
で
も
「
髪
結
」
が
し
て
い
る
の
で
す
。
な
ぜ
こ
の
職
業

に
従
事
し
た
人
々
が
牢
番
役
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と

で
す
ｐ
ま
た
、
役
人
村
に
設
定
さ
れ
て
い
る
職
人
村
に
は
、
皮
革
職

や
青
屋
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
一
体
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
背

い
ま
す
。
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生
き
ざ
ま
で
あ
っ
た
か
、
具
体
的
に
は
ど
ん
な
服
を
着
て
い
た
の

か
、
ま
た
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
実

像
を
探
っ
て
い
く
や
り
方
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
近
世
で
も
必
要
な

視
点
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
近
世
部
落

史
も
豊
か
な
も
の
に
は
た
り
え
な
い
と
思
い
ま
す
。

発
言
②
ｌ
中
尾
健
次

中
世
と
近
世
の
つ
な
が
り
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
一
番
抜
け
て
い

る
の
は
村
の
連
続
あ
る
い
は
不
連
続
と
い
う
点
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
「
ム
ラ
の
歴
史
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
「
集
落
」
の
歴
史

の
な
か
の
「
被
差
別
部
落
」
の
歴
史
な
の
か
、
は
っ
き
り
し
た
い
面

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
「
つ
な
が
っ
て
い
る
」
こ
と
を
強
調
す
る
と

中
世
起
源
説
と
み
た
さ
れ
て
し
ま
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。
「
集
落
」

と
し
て
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
れ
が
「
被
差
別
」
の
状
況
に

お
か
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
必
ず
し
も
同
じ
次
元
の
問
題
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

大
阪
の
場
合
、
奈
良
や
京
都
と
違
っ
て
中
世
の
史
料
が
非
常
に
少

な
い
わ
け
で
す
。
た
だ
、
中
世
の
状
況
が
わ
か
ら
な
い
か
と
い
う
と

必
ず
し
も
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
太
閤
検
地
を
例
に

と
る
と
、
検
地
は
、
近
世
の
政
治
権
力
が
お
こ
な
っ
た
わ
け
で
す
か

ら
、
検
地
帳
に
は
権
力
の
意
図
が
働
い
て
い
る
と
み
な
さ
れ
が
ち
で

景
は
、
当
時
の
民
衆
意
識
の
中
に
一
定
の
職
業
観
が
で
き
あ
が
っ
て

お
り
、
こ
れ
を
権
力
が
利
用
し
て
い
る
と
考
え
な
い
と
解
釈
で
き
ま

せ
ん
。

で
は
、
な
ぜ
そ
う
い
う
職
業
が
役
人
村
に
設
定
さ
れ
た
の
か
と
考

え
る
と
、
職
業
分
化
の
過
程
も
そ
う
で
す
し
、
社
会
的
な
意
識
の
変

化
と
い
う
も
の
も
み
な
い
と
本
当
の
意
味
で
の
解
釈
は
で
き
な
い
わ

け
で
す
。
よ
く
被
差
別
部
落
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
い
く
際
の
問
題
意

識
、
な
ぜ
自
分
た
ち
は
差
別
さ
れ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
あ
り
ま

す
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
の
部
落
史
研
究
は
、
そ
う
し
た
疑
問
に
答
え

た
い
で
、
い
つ
部
落
が
つ
く
ら
れ
た
の
か
と
か
、
そ
の
起
源
は
何
か

と
い
っ
た
、
い
わ
ば
外
堀
だ
け
を
埋
め
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
部
落

を
差
別
す
る
社
会
意
識
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
き
た

の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
の
か
、
こ
う
し
た
こ

と
を
研
究
し
た
い
こ
と
に
は
、
そ
う
し
た
疑
問
に
は
答
え
ら
れ
な
い

の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
さ
き
ほ
ど
寺
木
さ
ん
か
ら
、
私
の
「
包
胸
」
に
関
す

る
論
文
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
こ
の
場
合
は
政
治
的
意

図
が
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
身
分
設
定
を
し
よ
う
と
い
う
時
期
が

き
わ
め
て
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
す
。
近
世
の
雑
種
賎
民
の
一
つ

と
し
て
こ
れ
を
と
り
あ
げ
た
と
い
う
以
上
に
、
身
分
設
定
の
一
つ
の

や
り
口
と
い
う
か
、
権
力
の
や
り
方
と
い
う
も
の
が
、
ど
の
よ
う
に

行
な
わ
れ
て
い
る
の
か
を
み
た
か
っ
た
わ
け
で
す
。
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