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京
都
部
落
問
題
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
は
、
前
身
の
京
都
部
落
史
研
究
所
が
部
落
史
編
纂
の
た
め
に
収
集
し
た
図
書
・
資
料
を
生
か

し
な
が
ら
、
部
落
問
題
・
部
落
史
に
つ
い
て
の
情
報
発
信
を
主
な
業
務
と
す
る
セ
ン
タ
ー
と
し
て
二
〇
〇
〇
年
七
月
に
発
足
し
ま
し
た
。

　
一
九
九
五
年
に
完
結
し
た
『
京
都
の
部
落
史
』（
全
十
巻
、
京
都
部
落
史
研
究
所
刊
）
の
成
果
を
広
く
生
か
し
て
い
く
こ
と
を
目

的
と
し
て
二
〇
〇
二
年
度
か
ら
部
落
史
連
続
講
座
を
開
催
し
て
き
ま
し
た
。
尚
、
二
〇
一
六
年
度
か
ら
は
「
差
別
の
歴
史
を
考
え
る

連
続
講
座
」
と
改
称
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
講
演
録
は
、
二
〇
一
七
年
に
京
都
府
部
落
解
放
セ
ン
タ
ー
で
開
催
し
た
連
続
講
座
の
講
演
記
録
を
も
と
に
各
講
師
に
加
筆
訂

正
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。
講
演
の
行
わ
れ
た
月
日
と
テ
ー
マ
は
次
の
と
お
り
で
す
。
尚
、
所
属
は
講
演
当
時
の
も
の
で
す
。

６
月
16
日

　
戦
時
下
、
盲
学
校
と
視
覚
障
害
児
・
者
が
体
験
し
た
こ
と
は
―
排
除
と
動
員
な
ど
の
角
度
か
ら
― 

 

関
西
学
院
大
学
非
常
勤
講
師

　
　
　
　
　
　
　
岸

　
　
博
実

６
月
30
日

　
幕
末
の
宇
治
郷
―
御
茶
師
、
村
役
、
山
の
者
― 

 

宇
治
市
歴
史
資
料
館
前
館
長

　
　
　
　
　
　
　
坂
本

　
博
司

７
月
28
日

　
平
安
初
期
に
お
け
る
俘
囚
の
姓
に
つ
い
て
―
平
安
新
京
・
新
時
代
と
蝦
夷
― 

 

世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
嘱
託
研
究
員

　
菅
澤

　
庸
子

10
月
６
日

　『
職
人
歌
合
』
に
み
る
職
人
へ
の
眼
差
し
の
変
遷 

 
宇
治
市
源
氏
物
語
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
学
芸
員

　
　
家
塚

　
智
子

10
月
27
日

　
自
死
者
た
ち
の
江
戸
時
代
―
京
都
東
山
の
寺
院
日
記
か
ら
読
み
解
く
― 

 

大
津
市
歴
史
博
物
館
学
芸
員

　
　
　
　
　
　
　
高
橋

　
大
樹

11
月
10
日

　
１
９
２
０
年
代
、
水
平
社
・
衡
平
社
と
の
交
流
を
進
め
た
在
日
朝
鮮
人 

　
　
　
　
　
　
―
全
国
水
平
社
の
姉
妹
団
体
・
関
西
朝
鮮
人
聯
盟
を
中
心
に
― 

 

佛
教
大
学
・
大
阪
大
谷
大
学
非
常
勤
講
師

　
　
塚
﨑

　
昌
之



2

戦
時
下
、
盲
学
校
と
視
覚
障
害
児
・
者
が
体
験
し
た
こ
と
は   

  

岸
　
　
博
実

　
３

　
　

― 

排
除
と
動
員
な
ど
の
角
度
か
ら 

―

幕
末
の
宇
治
郷 

― 

御
茶
師
、
村
役
、
山
の
者 

―   
  

坂
本

　
博
司

　
21

平
安
初
期
に
お
け
る
俘
囚
の
姓
に
つ
い
て   

  

菅
澤

　
庸
子

　
35

　
　

― 

平
安
新
京
・
新
時
代
と
蝦
夷 

―

『
職
人
歌
合
』
に
み
る
職
人
へ
の
眼
差
し
の
変
遷   

  

家
塚

　
智
子

　
55

自
死
者
た
ち
の
江
戸
時
代   

  

高
橋

　
大
樹

　
75

　
　 

― 

京
都
東
山
の
寺
院
日
記
か
ら
読
み
解
く 

―

１
９
２
０
年
代
、
水
平
社
・
衡
平
社
と
の
交
流
を
進
め
た
在
日
朝
鮮
人   

  

塚
﨑

　
昌
之

　
111

　
　

― 

全
国
水
平
社
の
姉
妹
団
体
・
関
西
朝
鮮
人
聯
盟
を
中
心
に 

―

目
　
　
次



3

戦
時
下
、
盲
学
校
と
視
覚
障
害
児
・
者
が
体
験
し
た
こ
と
は

― 

排
除
と
動
員
な
ど
の
角
度
か
ら 

―

岸
　
　
　
博

　
実



4

　
タ
イ
ト
ル
は
「
戦
時
下
、
盲
学
校
と
視
覚
障
害
児
・
者
が
体
験
し

た
こ
と
は
―
排
除
と
動
員
な
ど
の
角
度
か
ら
―
」
と
し
て
い
ま
す
が
、

排
除
と
動
員
と
い
う
二
つ
の
面
だ
け
で
は
な
く
て
、
も
う
一
つ
の
柱

と
し
て
被
害
と
い
う
こ
と
に
も
目
を
そ
そ
ぎ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

実
は
、
数
年
前
ま
で
は
、
視
覚
障
害
者
と
戦
争
の
関
係
を
捉
え
る
と

き
に
、
排
除
・
差
別
と
動
員
・
参
加
、
被
害
と
い
う
こ
の
三
つ
の
側

面
で
考
え
て
い
た
の
で
す
が
、
最
近
、
そ
れ
で
は
足
り
な
い
と
い
う

気
も
し
て
い
ま
す
。
ま
だ
わ
ず
か
の
例
し
か
つ
か
め
て
い
ま
せ
ん
が
、

戦
時
中
に
厭
戦
の
言
葉
を
残
し
た
盲
学
校
の
生
徒
た
ち
、
反
戦
・
反

軍
の
取
り
組
み
に
参
加
し
た
成
人
の
視
覚
障
害
者
が
実
在
す
る
と
い

う
側
面
が
見
え
だ
し
て
い
ま
す
。
四
つ
目
の
側
面
・
観
点
と
し
て 

「
厭
戦
・
反
戦
」
と
い
う
角
度
か
ら
視
覚
障
害
者
の
体
験
を
見
る
こ

と
も
こ
れ
か
ら
は
ま
す
ま
す
大
事
に
な
っ
て
く
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

以
上
が
タ
イ
ト
ル
に
関
わ
っ
て
の
前
置
き
で
す
。

　
少
し
自
己
紹
介
を
い
た
し
ま
す
。
一
九
七
四
年
に
京
都
府
立
盲
学

校
に
新
規
採
用
の
教
員
と
し
て
着
任
い
た
し
ま
し
た
。
七
年
ほ
ど
前

に
退
職
を
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
後
も
週
何
時
間
か
の
非
常
勤
を
勤

め
て
い
ま
す
。
国
語
科
を
担
当
し
て
お
り
ま
し
て
生
徒
た
ち
の
点
字

の
指
導
を
す
る
と
い
う
経
験
も
し
ま
し
た
の
で
、
点
字
教
育
の
歴
史

な
ど
に
つ
い
て
論
文
を
発
表
し
た
こ
と
な
ど
も
あ
り
ま
す
が
、
研
究

者
で
は
な
く
、
現
場
の
一
教
員
で
す
。

は
じ
め
に

　
こ
の
部
落
解
放
セ
ン
タ
ー
と
盲
学
校
の
あ
る
千
本
北
大
路
は
決
し

て
遠
い
距
離
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
盲
学
校
に
つ
い
て
も
ご
案
内

を
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
、
元
々
は
、
日
本
最
初
盲
唖
院
と
し

て
、
一
八
七
八
年
（
明
治
一
一
）
に
御
池
東
洞
院
を
少
し
上
が
っ
た

所
、
後
に
大
丸
と
な
る
大
文
字
呉
服
店
の
建
物
を
借
り
て
ス
タ
ー
ト

し
ま
し
た
。
そ
の
場
所
に
記
念
の
石
碑
が
あ
り
ま
す
。
翌
年
に
府
庁

前
の
現
・
日
赤
病
院
の
所
に
校
舎
が
置
か
れ
ま
し
た
。
盲
唖
院
を 

創
っ
た
の
は
古
河
太
四
郎
と
い
う
人
物
で
す
。
一
九
三
七
年
（
昭
和

一
二
）
ま
で
こ
の
地
に
盲
唖
院
（
盲
学
校
な
ど
）
が
あ
り
ま
し
た
。

　
京
都
府
立
盲
学
校
は
一
九
三
七
年
（
昭
和
一
二
）
に
千
本
北
大
路

の
西
南
に
移
り
ま
す
。
そ
れ
に
は
特
筆
す
べ
き
経
緯
が
あ
り
ま
し
た
。

一
九
三
四
年
（
昭
和
九
）
の
室
戸
台
風
で
盲
学
校
の
校
舎
が
大
き
な

被
害
を
受
け
ま
し
た
。
隣
の
梅
屋
小
学
校
も
大
変
な
被
害
を
受
け
た

関
係
が
あ
っ
て
、
一
九
三
五
年
（
昭
和
一
〇
）、
府
議
会
で
盲
学
校

を
松
ヶ
崎
に
移
転
・
新
築
し
よ
う
と
決
定
さ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

関
係
者
に
と
っ
て
は
当
時
の
松
ヶ
崎
は
と
て
も
田
舎
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
で
し
た
。
盲
唖
院
の
子
ど
も
た
ち
の
通
学
が
困
難
に
な
る
と
い
う
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こ
と
が
問
題
に
な
り
ま
し
た
。
松
ヶ
崎
移
転
は
府
議
会
で
き
ま
っ
た

け
れ
ど
承
諾
で
き
な
い
と
し
て
、
同
窓
会
を
中
心
に
松
ヶ
崎
移
転
反

対
闘
争
が
沸
き
起
こ
り
ま
し
た
。
府
の
刑
事
課
の
刑
事
数
名
が
移
転

反
対
の
同
窓
生
の
家
宅
捜
索
ま
で
行
い
ま
し
た
。
激
烈
な
闘
い
の
結

果
、
愛
国
婦
人
会
な
ど
も
味
方
に
つ
け
、
文
部
省
に
も
陳
情
し
て
い

く
な
か
で
、
一
九
三
七
年
（
昭
和
一
二
）
に
現
在
地
に
移
転
を
い
た

し
ま
し
た
。
決
定
的
な
要
素
と
な
っ
た
の
は
、
千
本
北
大
路
に
市
電

の
停
留
所
が
出
来
る
予
定
だ
と
い
う
こ
と
で
、
見
え
な
い
子
の
通
学

に
は
停
留
所
か
ら
近
い
方
が
良
い
と
い
う
明
確
な
主
張
を
関
係
者
が

ず
い
ぶ
ん
支
援
し
て
く
れ
た
こ
と
で
す
。
盲
学
校
に
今
も
残
っ
て
い

る
明
治
期
の
資
料
の
中
に
、
益
井
さ
ん
親
子
の
名
刺
が
何
枚
も
あ
り

ま
す
。
生
徒
の
目
の
検
査
を
し
て
下
さ
っ
た
り
、
盲
唖
院
に
寄
付
を

し
て
く
だ
さ
っ
た
り
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
以
上
、前
史
的
な
こ
と
を
ざ
っ
と
ご
紹
介
い
た
し
ま
し
た
。レ
ジ
ュ

メ
に
入
り
ま
す
。

　
一
九
八
〇
年
代
半
ば
、
中
曽
根
康
弘
さ
ん
が
首
相
を
し
て
い
た
頃
、

「
不
沈
空
母
」
と
い
う
言
葉
が
浮
上
し
ま
し
た
。
そ
の
頃
、
戦
時
中

の
盲
学
校
は
ど
の
よ
う
な
姿
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と

に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
い
く
つ
か
の
史
料
と
の
出
会

い
が
あ
っ
て
、
そ
の
出
会
い
の
度
に
関
心
が
深
ま
っ
て
行
き
ま
し
た
。

　
「
シ
ナ
ニ

　
ヰ
ラ
レ
ル

　
ヘ
イ
タ
イ
サ
ン
ニ
」
と
い
う
一
九
三
七

年
（
昭
和
一
二
）
の
生
徒
の
作
品
、
こ
れ
は
盲
学
校
の
移
転
・
新
築

を
記
念
す
る
『
塔
影
』
と
い
う
文
集
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
初
等

部
一
年
生
の
男
子
生
徒
が
書
い
た
文
章
で
す
。

　
　
シ
ナ
ニ

　
ヰ
ラ
レ
ル

　
ヘ
イ
タ
イ
サ
ン
ニ

　
シ
ナ
ニ

　
ヰ
ラ
ッ
シ
ャ
ル

　
ヘ
イ
タ
イ
サ
ン
、
オ
ク
ニ
ノ

　
タ
メ

ニ
、
ワ
タ
ク
シ
タ
チ
ノ

　
タ
メ
ニ
、
ハ
タ
ラ
イ
テ

　
ク
ダ
サ
ル

　
コ

ト
ヲ

　
ヨ
ロ
コ
ン
デ

　
ヰ
マ
ス
。
マ
イ
ア
サ
、
テ
ウ
ク
ワ
イ
デ
、
カ

ウ
チ
ャ
ウ
セ
ン
セ
イ
、
ニ
、
セ
ン
ソ
ウ
ノ

　
オ
ハ
ナ
シ
ヲ

　
キ
キ
マ

行
い
、
そ
れ
が
受
入
れ
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
今
は
佛
教
大
学

の
東
側
に
も
校
地
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
戦
後
校
地
を
増
や
し
た
も

の
で
、
一
九
三
七
年
に
は
千
本
北

大
路
の
西
南
、
現
在
は
高
等
部
の

生
徒
が
通
っ
て
い
る
場
所
に
移
転

を
し
て
き
ま
し
た
。

　
も
う
一
つ
触
れ
て
お
き
た
い
こ

と
は
、
府
庁
前
の
京
都
盲
唖
院
を

益
井
茂
平
た
ち
千
本
の
眼
科
医
が
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ス
。
カ
ヘ
ル
ト

　
オ
ト
ウ
サ
ン
ニ
モ
、
キ
キ
マ
ス
。
ド
ウ
ゾ
、
シ
ナ

ジ
ン
ヲ

　
タ
ク
サ
ン

　
コ
ロ
シ
テ
、
ヨ
イ
ヒ
ト
ニ

　
シ
テ
ア
ゲ
テ
、

ク
ダ
サ
イ
。
ヘ
イ
タ
イ
サ
ン
ガ

　
タ
ッ
シ
ャ
デ
、
ヰ
テ
ク
ダ
サ
ル

　

ヤ
ウ
、
オ
イ
ノ
リ

　
シ
テ

　
ヰ
マ
ス
。

　
後
で
社
会
問
題
に
な
る
オ
ウ
ム
が
「
ポ
ア
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ

て
、
殺
す
の
は
そ
の
人
に
と
っ
て
い
い
こ
と
だ
と
い
う
論
理
を
押
し

出
し
ま
し
た
。
そ
れ
と
そ
っ
く
り
の
こ
と
を
国
家
が
し
て
い
た
時
代
、

初
等
部
一
年
生
の
子
が
、
こ
れ
は
一
二
月
に
出
た
文
集
で
す
か
ら
、

入
学
か
ら
半
年
の
時
点
で
こ
う
い
う
文
章
を
書
く
よ
う
に
「
育
っ
て

い
く
」
教
育
が
存
在
し
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。
日
本

軍
が
南
京
に
入
っ
て
行
く
そ
の
同
じ
時
に
発
行
さ
れ
た
も
の
で
す
。

京
都
府
立
盲
学
校
に
は
、
私
が
勤
め
て
数
年
の
時
に
出
来
た
、
百
周

年
を
記
念
す
る
「
京
都
府
盲
聾
教
育
百
年
史
」
と
い
う
三
〇
〇
頁
を

超
え
る
学
校
史
が
あ
る
の
で
す
が
、
戦
時
中
に
つ
い
て
は
一
〇
頁
余

り
し
か
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
史
実
が
あ
っ
た
こ
と
に
は

触
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
学
校
史
全
体
を
見
直
す
と
い
う
こ
と
も
必

要
だ
と
痛
感
し
ま
し
た
。

　
次
は
『
戦
争
と
眼
』
と
い
う
東
大
の
医
学
博
士
庄
司
義
治
と
い
う

人
が
書
い
た
本
で
す
。
次
の
よ
う
な
文
章
が
で
て
き
ま
す
。

　
「
一
億
の
国
民
が
火
の
玉
と
な
っ
て
勝
ち
抜
く
為
め
に
、
先
づ
大

切
な
の
は
眼
で
あ
る
。
眼
が
悪
く
て
は
銃
は
う
て
な
い
。
飛
行
機
に

は
乗
れ
な
い
。
日
本
に
は
七
万
の
盲
人
が
あ
る
。
十
二
月
八
日
宣
戦

の
大
詔
を
拝
し
た
時
、
こ
の
七
万
の
盲
人
ほ
ど
残
念
に
思
っ
た
も
の

は
な
か
ろ
う
。」

　
あ
る
意
味
で
は
、
当
時
の
視
覚
障
害
者
の
心
を
正
確
に
書
き
取
っ

た
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
「
眼
が
悪
く
て
は
銃
は

う
て
な
い
。
飛
行
機
に
は
乗
れ
な
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
着
目
し
ま

す
。
つ
ま
り
、
人
間
の
体
を
武
器
の
一
部
と
位
置
付
け
る
考
え
方
、

そ
う
い
う
考
え
方
を
東
大
の
、
後
に
日
本
眼
科
学
会
の
会
長
に
な
る

医
師
が
書
い
た
時
代
を
ど
う
捉
え
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
考

え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
レ
ジ
ュ
メ
に
「
失
明
軍
人
杖
」
と
書
き
ま
し
た
。
実
物
を
二
種
類

持
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
元
々
見
え
な
い
人
の
戦
時
体
験
と
は
性

格
が
違
う
話
に
な
り
ま
す
。
軍
人
と
し
て
前
線
に
赴
い
た
兵
士
の
中

で
負
傷
し
た
傷
痍
軍
人
が
た
く
さ
ん
生
ま
れ
ま
し
た
。
陸
軍
大
臣
、

海
軍
大
臣
の
名
で
失
明
し
た
兵
士
に
贈
ら
れ
た
杖
で
す
。
眼
の
代
償

で
す
。

　
戦
争
体
験
の
掘
り
起
し
と
い
う
角
度
か
ら
考
え
た
と
き
に
、
私
は

ひ
と
つ
の
課
題
意
識
を
も
っ
て
い
ま
す
。
戦
場
で
は
な
く
内
地
の
戦

況
が
悪
化
し
て
か
ら
の
空
襲
に
関
わ
っ
て
大
都
市
を
中
心
に
空
襲
の
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掘
り
起
し
、
記
録
活
動
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
中
に
障
害

者
の
姿
は
登
場
し
ま
せ
ん
。
戦
後
の
空
襲
体
験
掘
り
起
し
活
動
の
一

つ
の
不
十
分
さ
、
観
点
自
体
の
乏
し
さ
を
表
し
て
は
い
な
い
か
と
気

に
な
っ
て
い
ま
す
。
静
岡
の
空
襲
の
記
録
の
中
に
は
、
視
覚
障
害
の

人
に
触
れ
た
部
分
が
あ
っ
て
そ
う
い
う
問
題
意
識
を
も
っ
て
取
り
組

ん
だ
人
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
だ
と
思
い
ま
し
た
が
。

　
次
に
音
を
聴
い
て
い
た
だ
き
ま
す
。「
敵
機
爆
音
集
」
と
い
う
レ 

コ
ー
ド
で
す
。
杖
も
レ
コ
ー
ド
も
ヤ
フ
ー
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で
入
手
し

ま
し
た
。
戦
争
も
の
と
し
て
商
品
に
な
る
と
い
う
理
不
尽
さ
も
感
じ

ま
す
が
、
も
う
一
面
で
は
、
生
き
た
体
験
者
か
ら
聞
く
と
い
う
こ
と

が
難
し
く
な
っ
て
い
る
局
面
で
戦
争
を
物
に
語
ら
せ
る
、
物
を
通
じ

て
戦
時
中
を
復
元
し
て
み
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
が
出
始
め
て
い
ま

す
。
そ
う
い
う
文
脈
の
な
か
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
か
な
と
思
っ
て

い
ま
す
。
南
方
の
戦
地
で
大
き
く
破
損
す
る
こ
と
な
く
捕
獲
し
た
米

軍
の
戦
闘
機
な
ど
を
日
本
の
兵
士
が
国
内
ま
で
運
搬
し
て
戻
っ
て
き

て
、
千
葉
県
の
上
空
を
高
度
一
〇
〇
〇
、
三
〇
〇
〇
、
五
〇
〇
〇
メ
ー

ト
ル
と
い
っ
た
高
さ
で
実
際
に
飛
ば
し
て
そ
の
音
を
録
音
し
た
そ
う

で
す
。
ロ
ッ
キ
ー
ド
、
グ
ラ
マ
ン
な
ど
四
機
種
で
す
。
見
え
な
い
子

ど
も
た
ち
が
こ
れ
を
聞
い
て
、
敵
機
を
識
別
す
る
訓
練
を
受
け
た
話

に
繋
が
り
ま
す
。

　
「「
見
え
な
い
人
」
が
「
監
視
」
を
？
ど
う
や
っ
て
？
」
と
思
わ

せ
る
記
事
が
戦
時
中
の
『
点
字
毎
日
』
新
聞
に
載
っ
て
い
ま
し
た
。 

「
能
登
半
島
の
一
角
に
立
っ
て
耳
を
澄
ま
し
敵
機
来
襲
に
備
へ
て
ゐ

る
我
ら
の
友
、
盲
人
防
空
監
視
哨
員
を
知
っ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
／
磨

ぎ
澄
ま
さ
れ
た
我
ら
の
耳
、
晴
眼
者
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
聴
覚
、
十

万
盲
人
は
こ
の
有
力
な
る
武
器
で
本
土
を
狙
う
敵
機
を
一
機
も
皇
国

の
空
に
入
れ
て
は
な
ら
な
い
／
忘
れ
ら
れ
が
ち
な
盲
人
に
も
斯
う
し

た
御
奉
公
の
道
の
あ
る
こ
と
を
記
憶
せ
よ
。」
盲
人
が
監
視
す
る
？

ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
こ
れ
を
調
べ
よ
う
と
い
う
気
が
た
か
ま
り

ま
し
た
。
お
よ
そ
一
〇
年
か
か
り
ま
し
た
が
、
能
登
半
島
の
付
け
根
、

七
尾
と
い
う
町
で
実
際
に
防
空
監
視
に
従
事
し
た
体
験
を
お
も
ち
の

盲
人
に
お
会
い
し
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
後

ほ
ど
お
話
し
ま
す
。

１
　
民
衆
に
と
っ
て
の
戦
時
体
験

　
視
覚
障
害
者
を
中
心
に
障
害
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
人
た
ち
の
戦
時

中
の
様
子
を
調
べ
て
い
く
中
で
思
っ
て
い
る
こ
と
と
し
て
、
先
程
、

大
空
襲
の
掘
り
起
し
な
ど
の
中
で
障
害
者
を
置
き
去
り
に
し
て
い
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
申
し
ま
し
た
が
、
ま
だ
ま
だ
掘
り
起
こ
せ
て
い
な

い
障
害
者
の
体
験
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
は
、
あ
の
時
代
と
戦
争
の
本
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質
を
も
う
一
度
深
く
見
直
す
と
い
う
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
健
常
と
言
わ
れ
る
人
た
ち
の
あ
り
方
、
戦

争
の
振
り
返
り
方
、
生
き
方
の
問
い
返
し
に
も
つ
な
が
る
の
で
は
な

い
か
、
障
害
者
の
戦
争
体
験
を
深
め
る
こ
と
は
障
害
が
な
い
と
言
わ

れ
て
い
る
人
た
ち
の
人
生
、
生
き
方
を
問
い
直
す
こ
と
に
つ
な
が
る

の
で
は
な
い
か
、
そ
こ
を
問
わ
ず
に
、
た
だ
一
部
の
人
た
ち
の
経
験
、

マ
イ
ナ
ー
な
経
験
と
位
置
付
け
て
し
ま
う
と
大
切
な
こ
と
が
失
わ
れ

は
し
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
徴
兵
・
忌
避
に
つ
い
て
で
す
。
東
京
の
秋
葉
原
で
見
つ
け
た
の
が

こ
の
二
冊
で
す
。『
耳
官
能
検
査
方
法
』
と
『
視
機
検
査
方
法
』
で
す
。

徴
兵
検
査
の
時
に
軍
医
が
ポ
ケ
ッ
ト
に
忍
ば
せ
て
お
く
本
で
す
。
陸

軍
省
発
行
、
マ
ル
秘
。
部
外
秘
と
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
当
時
最
先

端
の
視
力
・
聴
力
の
検
査
方
法
が
縷
々
述
べ
て
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け

に
と
ど
ま
ら
ず
、
大
き
く
章
を
割
い
て
、
聴
覚
障
害
の
場
合
で
す
と

「
偽
聾
及
誇
大
難
聴
看
破
法
」、
視
覚
障
害
で
す
と
「
視
力
障
害
の

詐
欺
看
破
法
」
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
自
ら
耳
の
詐
病

や
目
を
傷
つ
け
て
検
査
に
臨
ん
で
く
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
の
で
見
抜
き

な
さ
い
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
う
い
う
行
為
を
す
る
人
が
い
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
戦
場
に
行
き
た
く
な
い
、
殺
し
た
く
な
い
、
殺
さ
れ

た
く
な
い
と
い
う
思
い
が
素
朴
に
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。「
一

兵
た
り
と
も
逃
さ
な
い
」
と
い
う
徴
兵
側
と
そ
れ
を
か
い
く
ぐ
り
た

い
と
い
う
激
し
い
攻
防
が
あ
り
ま
し
た
。
自
ら
の
目
に
傷
を
つ
け
て

で
も
と
い
う
晴
眼
者
の
行
為
と
、
視
覚
に
障
害
の
あ
る
人
の
体
験
と

に
は
ク
ロ
ス
す
る
部
分
が
あ
の
時
代
に
あ
っ
た
の
だ
と
感
じ
ま
す
。

　
私
は
障
害
者
の
「
害
」
と
い
う
字
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
ま
す
。

行
政
等
で
字
の
書
き
か
え
を
す
る
こ
と
を
と
が
め
る
つ
も
り
は
な
い

の
で
す
が
、
自
分
自
身
は
、
戦
争
で
被
害
を
受
け
て
障
害
を
負
っ
た

人
た
ち
の
こ
と
、
社
会
モ
デ
ル
で
見
た
と
き
の
観
点
か
ら
、「
害
」

と
い
う
字
を
あ
え
て
残
し
た
い
、
そ
う
し
な
い
と
被
害
の
面
が
薄
く

な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
考
え
方
を
も
っ
て
い
ま
す
。

　
空
襲
に
つ
い
て
、
同
じ
障
害
者
で
も
障
害
種
別
に
よ
っ
て
空
襲
へ

の
対
処
の
上
で
の
困
難
に
違
い
が
生
じ
ま
し
た
。
共
通
性
も
あ
り
ま

し
た
が
、
状
況
が
緊
迫
す
る
空
襲
・
地
上
戦
で
の
体
験
で
は
、
障
害

種
別
の
特
色
が
あ
っ
た
と
感
じ
ま
す
。
視
覚
障
害
の
場
合
に
は
、
空

襲
で
町
の
あ
ち
こ
ち
に
火
災
が
起
き
て
い
る
と
感
じ
た
と
し
て
も
、

ど
ち
ら
に
逃
げ
れ
ば
安
全
か
を
見
出
す
の
が
困
難
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

聴
覚
障
害
者
に
と
っ
て
は
、
爆
撃
が
聞
こ
え
な
い
。
典
型
的
に
は
広

島
・
長
崎
の
原
爆
。
聴
覚
障
害
の
人
た
ち
の
体
験
が
掘
り
起
さ
れ
た

本
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
『
ド
ン
が
聞
こ
え
な
か
っ
た

人
々
』
で
し
た
。
沖
縄
で
は
、
発
語
の
不
明
朗
さ
を
日
本
軍
か
ら
問
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わ
れ
て
ス
パ
イ
視
を
さ
れ
た
と
い
う
話
も
し
ば
し
ば
聞
か
れ
ま
す
。

肢
体
障
害
者
は
ど
ち
ら
に
火
の
手
が
上
が
っ
て
い
る
か
を
見
る
こ
と

は
で
き
て
も
周
囲
に
瓦
礫
が
埋
ま
っ
て
い
れ
ば
そ
れ
に
阻
ま
れ
て
避

難
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
辛
さ
、
知
的
障
害
の
人
の
場
合
は
、

自
分
の
眼
前
に
起
き
て
い
る
事
態
を
ど
う
と
ら
え
る
か
に
つ
い
て
の

困
難
が
指
摘
で
き
ま
す
。
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
や
病
弱
の
方
は
隔
離
政

策
の
も
と
で
命
そ
の
も
の
を
切
り
縮
め
ら
れ
た
、
或
い
は
事
実
上
殺

さ
れ
た
と
い
う
激
し
い
体
験
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま

す
。

　
以
上
を
前
提
と
し
て
、
障
害
者
と
戦
争
、
特
に
視
覚
障
害
者
と
戦

争
を
四
つ
の
側
面
か
ら
考
え
る
と
い
う
中
身
に
入
っ
て
行
き
ま
す
。

２
　「
偏
見
」「
差
別
」「
排
除
」
の
側
面

　
偏
見
・
差
別
・
排
除
の
側
面
に
つ
い
て
で
す
。
私
が
四
三
年
前
に

着
任
し
た
時
は
、
ま
だ
国
際
障
害
者
年
も
訪
れ
て
い
ま
せ
ん
し
、
養

護
学
校
義
務
化
も
ま
だ
と
い
う
時
期
で
し
た
の
で
、
保
護
者
の
中
に

も
、
障
害
観
と
い
う
角
度
か
ら
み
る
と
古
い
考
え
方
の
人
、
自
分
自

身
の
お
子
さ
ん
の
障
害
に
つ
い
て
恥
ず
か
し
い
と
い
う
思
い
を
抱
い

て
い
る
人
た
ち
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
大
き
な
背
景
と
し
て
は
、

江
戸
時
代
ま
で
の
歪
ん
だ
因
果
応
報
説
の
残
り
か
す
が
あ
り
ま
し
た
。

明
治
に
入
っ
て
徴
兵
制
度
が
し
か
れ
る
な
か
で
昔
か
ら
の
蔑
視
に
加

え
て
、
御
国
の
為
の
兵
士
に
な
れ
な
い
と
い
う
あ
ら
た
な
価
値
づ
け
、

レ
ッ
テ
ル
が
加
わ
る
こ
と
で
障
害
者
は
肩
身
が
狭
く
な
っ
て
い
き
ま

す
。
社
会
的
な
制
度
の
面
で
み
て
も
、
盲
聾
教
育
は
一
八
七
八
年
（
明

治
一
一
）
に
京
都
か
ら
始
ま
っ
た
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
が
義
務
制
度

に
な
る
の
は
敗
戦
後
の
こ
と
で
す
。
一
九
〇
六
年
（
明
治
三
九
）
に

全
国
の
盲
唖
学
校
、
聾
学
校
の
教
員
が
東
京
に
集
ま
っ
て
研
究
会
を

開
い
て
決
議
を
行
い
、
そ
れ
を
携
え
て
、
東
京
・
京
都
・
大
阪
の
盲

唖
院
・
盲
唖
学
校
長
が
文
部
大
臣
の
と
こ
ろ
に
出
向
い
て
建
議
を
し

ま
し
た
。
盲
唖
教
育
の
義
務
化
を
実
施
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
と
、

盲
唖
院
、
盲
唖
学
校
型
が
多
い
け
れ
ど
そ
れ
は
便
宜
上
や
っ
て
い
る

事
で
あ
っ
て
、
障
害
の
種
類
も
指
導
目
標
も
教
育
方
法
も
違
う
ん
だ

か
ら
、
そ
の
専
門
性
を
ふ
ま
え
て
別
々
の
学
校
に
分
け
て
ほ
し
い
、 

盲
・
聾
の
分
離
と
い
う
こ
と
を
要
望
し
ま
す
。
時
の
文
部
大
臣
牧
野

氏
は
賛
意
を
表
し
ま
す
が
、
実
際
に
は
ず
る
ず
る
引
き
の
ば
し
て
、

敗
戦
後
に
現
在
の
憲
法
が
生
ま
れ
、
教
育
基
本
法
、
学
校
教
育
法
と

い
う
制
度
体
制
に
な
っ
て
初
め
て
義
務
化
が
実
現
し
ま
す
。
そ
の
間
、

「
ご
く
つ
ぶ
し
・
役
た
た
ず
・
非
国
民
」
と
い
っ
た
言
葉
の
礫
を
浴

び
た
視
覚
障
害
者
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
非
国
民
と
い
わ

れ
た
と
い
う
視
覚
障
害
者
は
あ
ま
り
見
聞
き
し
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
か
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と
い
う
と
「
ご
く
つ
ぶ
し
・
役
た
た
ず
」
と
扱
わ
れ
た
と
い
う
報
告

が
多
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
親
戚
の
お
ば
さ
ん
の
家
に
養
わ
れ
て
い

る
見
え
な
い
少
女
が
書
い
た
回
想
文
の
な
か
に
、
親
戚
の
お
ば
ち
ゃ

ん
さ
え
、
訪
れ
た
人
に
対
し
て
「
う
ち
に
は
役
立
た
ず
、
足
手
ま
と

い
に
な
る
子
が
い
る
か
ら
ね
」
と
説
明
を
し
て
い
る
、
隣
組
な
ど
か

ら
の
米
の
配
給
の
場
面
で
、「
あ
ん
た
と
こ
ろ
に
は
役
立
た
ず
、
ご

く
つ
ぶ
し
が
い
る
け
れ
ど
」
と
い
う
心
無
い
言
葉
を
い
わ
れ
る
。
だ

か
ら
と
い
っ
て
お
米
が
も
ら
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

け
れ
ど
も
、
辛
い
言
葉
が
つ
い
て
き
た
と
い
っ
た
体
験
な
ど
が
活
字

に
な
っ
て
い
ま
す
。

３
　「
被
害
」「
被
災
」
の
側
面

　
次
に
、
被
害
・
被
災
の
側
面
に
入
り
ま
す
。
こ
の
一
覧
表
は
一
九

四
四
・
四
五
年
の
二
年
間
に
全
国
の
盲
学
校
、
盲
唖
学
校
が
受
け
た

空
襲
被
害
を
日
を
追
っ
て
列
挙
し
た
も
の
の
ご
く
一
部
で
す
。
太
平

洋
側
を
中
心
に
た
く
さ
ん
の
学
校
が
被
害
を
う
け
て
い
ま
す
。
一
九

四
五
年
七
月
四
日
に
は
、「
香
川
盲
聾
学
校
、
爆
風
に
よ
り
大
破
」「
徳

島
県
立
盲
聾
唖
学
校
、
校
舎
等
全
焼
」「
高
知
県
立
盲
唖
学
校
、
校

舎
等
を
全
焼
」
と
、
四
国
四
県
の
う
ち
三
県
が
一
昼
夜
の
う
ち
に
全

焼
と
い
う
大
き
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。
長
崎
に
つ
い
て
は
現
職
校
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長
が
原
爆
の
た
め
亡
く
な
り
人
的
な
被
害
が
あ
り
ま
し
た
。
多
分
あ

と
一
年
か
か
る
の
で
す
が
、『
障
害
者
と
戦
争
』
と
い
う
本
の
出
版

を
準
備
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
共
同
研
究
者
が
全
国
の
盲
学
校
、

ろ
う
学
校
の
空
襲
被
害
に
つ
い
て
の
悉
皆
調
査
の
一
覧
化
と
分
析
に

向
け
て
作
業
を
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
も
っ
と
克
明
な
も
の
を
み
て

い
た
だ
け
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
中
に
は
、
こ
の
空
襲
被
害
の
結

果
、
戦
後
再
開
で
き
な
か
っ
た
盲
学
校
も
あ
り
ま
す
。
学
校
の
歴
史

自
体
が
そ
こ
で
ス
ト
ッ
プ
し
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
被
害
を
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
見
つ
め
て
み
ま
す
と
、
生

徒
に
む
け
た
校
長
訓
話
の
な
か
で
戦
局
が
語
ら
れ
、
軍
人
へ
の
感
謝

と
か
少
国
民
と
し
て
の
自
覚
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
し
ば
し
ば
授
業

が
つ
ぶ
さ
れ
神
社
参
拝
、
慰
問
治
療
、
慰
問
演
奏
が
行
事
と
し
て
行

わ
れ
ま
し
た
。
盲
学
校
で
す
と
鍼
灸
の
コ
ー
ス
の
生
徒
は
軍
需
工
場

で
働
く
人
の
疲
労
回
復
、
戦
場
で
傷
つ
い
た
人
の
体
力
回
復
の
た
め

に
工
場
や
病
院
を
訪
問
し
て
、
あ
る
い
は
幟
旗
を
掲
げ
て
農
村
地
帯

を
歩
い
て
回
っ
て
農
家
の
人
た
ち
の
疲
労
回
復
に
つ
と
め
る
な
ど
、

間
接
的
に
増
産
や
戦
力
の
回
復
に
役
立
と
う
と
し
ま
し
た
。
慰
問
演

奏
と
い
う
の
は
、
盲
学
校
で
は
お
琴
な
ど
が
盛
ん
で
し
た
か
ら
、
音

楽
科
の
生
徒
た
ち
が
病
院
に
で
か
け
て
慰
問
し
た
こ
と
を
さ
し
ま
す
。

京
都
府
立
盲
学
校
の
場
合
は
、
府
庁
前
に
あ
っ
た
一
九
三
七
年
（
昭

和
一
二
）
ま
で
は
ご
く
近
い
御
所
に
し
ば
し
ば
行
き
ま
し
た
し
、
千

本
北
大
路
に
移
っ
て
か
ら
は
今
宮
神
社
参
拝
が
毎
月
の
よ
う
に
行
事

と
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
防
空
壕
掘
り
も
授
業
の
一
環
と
し
て

造
営
作
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
創
立
者
の
銅
像
も
供
出
さ
せ
ら
れ
ま

し
た
。
い
ろ
ん
な
角
度
で
、
豊
か
な
時
間
を
過
ご
す
は
ず
の
学
校
生

活
が
傷
つ
け
ら
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
次
は
学
童
疎
開
で
す
。去
年
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で「
戦
力
と
み
な
さ
れ
な
か
っ

た
障
害
児
た
ち
の
学
童
疎
開
」
と
い
う
主
題
で
の
一
時
間
番
組
が
放

送
さ
れ
ま
し
た
。
通
常
の
国
民
学
校
の
生
徒
の
疎
開
先
は
都
道
府
県

が
責
任
を
持
っ
て
探
し
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
障
害
が
あ
る
と
戦

力
と
し
て
み
な
さ
れ
な
い
の
で
、
全
国
の
盲
学
校
、
聾
学
校
、
或
い

は
肢
体
不
自
由
児
の
学
校
で
あ
る
東
京
の
光
明
学
校
で
は
、
現
場
の

校
長
・
教
職
員
が
疎
開
先
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

タ
イ
ミ
ン
グ
も
遅
れ
て
、「
今
更
来
て
も
遅
い
」
と
け
ん
も
ほ
ろ
ろ

な
憂
き
目
も
み
て
い
ま
す
し
、
大
変
な
困
難
が
あ
り
ま
し
た
。
疎
開

の
開
始
が
遅
れ
る
、
そ
し
て
戦
後
、
授
業
の
再
開
が
遅
れ
る
と
い
う

こ
と
が
戦
力
外
の
扱
い
の
中
で
生
じ
ま
し
た
。
大
阪
市
立
盲
学
校
を

卒
業
し
た
佐
野
晃
さ
ん
は
、
今
も
ご
健
在
で
老
人
施
設
に
入
所
し
て

お
ら
れ
ま
す
。
佐
野
さ
ん
の
証
言
で
は
、
や
は
り
疎
開
の
開
始
が
遅

か
っ
た
そ
う
で
す
。
し
か
も
行
っ
た
先
は
高
槻
で
し
た
。
お
父
さ
ん



12

の
運
転
す
る
自
転
車
の
荷
台
に
生
活
用
品
を
積
ん
で
疎
開
し
ま
し
た
。

普
通
で
し
た
ら
列
車
、
ト
ラ
ッ
ク
、
バ
ス
な
ど
で
行
く
、
都
会
か
ら

遠
い
地
が
疎
開
場
所
だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
が
、「
ほ
ん
そ
こ
や
っ

た
ん
で
す
」
と
い
う
の
が
佐
野
さ
ん
の
言
い
方
で
し
た
。「
危
な
い

危
な
い
。
私
ら
の
疎
開
は
ほ
ん
そ
こ
や
っ
た
ん
で
す
わ
」。
案
の
定
、

疎
開
先
が
空
襲
を
う
け
ま
す
。
す
ぐ
に
職
員
会
議
が
開
か
れ
て
こ
こ

に
い
て
は
危
な
い
か
ら
疎
開
を
や
め
よ
う
と
、
中
止
し
て
み
ん
な
逃

げ
帰
っ
た
。「
子
ど
も
や
か
ら
、
お
父
ち
ゃ
ん
お
母
ち
ゃ
ん
の
い
る

家
に
帰
れ
る
こ
と
は
喜
ん
だ
け
ど
な
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

危
な
い
危
な
い
疎
開
と
い
う
の
が
盲
学
校
の
疎
開
の
一
面
と
し
て
あ

り
ま
し
た
。

　
盲
聾
教
育
の
義
務
化
が
遅
延
し
て
い
っ
た
こ
と
、
養
護
学
校
は
設

置
も
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ど
、
教
育
を
受
け
る
権
利
が
奪

わ
れ
た
と
い
う
時
代
と
く
く
っ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

４
　「
翼
賛
」「
動
員
」「
加
担
」
の
側
面

　
次
に
、
翼
賛
・
動
員
・
加
担
の
側
面
で
す
。
役
に
立
た
な
い
と
言

わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
様
々
な
形
で
盲
人
な
ど
も
力
を
出
せ
と
求
め

ら
れ
ま
し
た
。
ま
ず
、
点
字
毎
日
新
聞
の
、
戦
争
へ
の
協
力
を
強
く

訴
え
る
檄
文
で
す
。
一
九
四
五
年
（
昭
和
二
〇
）
で
す
。

　
「
大
東
亜
戦
争
第
四
年
、
苛
烈
な
る
新
春
で
あ
る
。
た
だ
の
春
で

は
な
い
の
だ
。
同
胞
の
血
に
染
ま
っ
た
新
年
で
あ
る
。
屠
蘇
を
酌
ん

で
心
ゆ
た
か
に
祝
ふ
正
月
で
は
な
い
。
た
だ
ひ
た
む
き
に
神
前
に
心

を
聖
め
静
か
に
決
勝
を
祈
念
す
べ
き
新
年
で
あ
る
。
我
々
は
過
去
に

於
て
陸
海
軍
へ
の
『
航
空
機
献
納
』
に
、
直
接
『
兵
器
増
産
』
に
、

将
又
第
一
線
の
神
鷲
た
ち
の
疲
労
回
復
の
た
め
『
航
空
あ
ん
ま
』
に
、

産
業
戦
士
の
た
め
の
『
産
報
あ
ん
ま
』
に
、
戦
病
勇
士
の
『
慰
問
治

療
』
に
、
ま
た
『
音
楽
報
国
』
に
『
食
糧
増
産
』
に
、
盲
人
と
し
て

な
し
得
る
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
挺
身
し
て
来
た
。」
決
起
を

促
す
言
葉
が
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
航
空
機
献
納
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
一
九
四
二
年
（
昭
和
一
七
）

三
月
に
大
阪
歌
舞
伎
座
で
報
国
号
献
納
飛
行
機
命
名
式
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
海
軍
省
と
し
て
だ
し
た
絵
葉
書
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
写
真

の
飛
行
機
の
翼
の
下
に
日
本
盲
人
号
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
一
九
四

〇
年
（
昭
和
一
五
）、
紀
元
二
六
〇
〇
年
に
戦
時
熱
を
あ
お
る
よ
う

な
様
々
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
全
国
の
盲
人
が
奈
良

の
橿
原
に
集
ま
っ
て
会
議
を
お
こ
な
い
ま
す
。
そ
の
時
決
議
さ
れ
た

の
は
、
盲
聾
教
育
の
義
務
化
、
盲
・
聾
の
分
離
、
国
立
の
点
字
出
版

所
の
新
設
と
い
っ
た
切
実
な
ま
と
も
な
要
求
が
な
ら
ん
で
い
ま
す
。

最
後
に
参
加
者
か
ら
の
動
議
と
し
て
加
え
ら
れ
た
決
議
が
あ
り
ま
し
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た
。
そ
れ
は
全
国
の
盲
人
の
力
で
海
軍
に
ゼ
ロ
戦
を
献
納
し
よ
う
と

い
う
内
容
で
、
満
場
一
致
採
択
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
二
年
間
、
全
国

で
募
金
活
動
を
し
ま
す
。
こ
う
い
う
形
で
、
目
の
見
え
な
い
私
た
ち

で
も
で
き
る
こ
と
は
な
い
か
と
考
え
た
裏
に
、
役
立
た
な
い
も
の
と

し
て
見
ら
れ
た
日
々
の
辛
さ
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
軍
用
機
や
戦
車
を
献
納
す
る
運
動
は
各
地
で
行
わ
れ
ま

し
た
。
職
場
・
団
体
・
町
内
・
自
治
体
、
い
ろ
ん
な
例
が
あ
り
、
祇

園
の
舞
妓
さ
ん
た
ち
も
ゼ
ロ
戦
を
贈
っ
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

仏
教
会
が
贈
っ
た
ゼ
ロ
戦
に
つ
い
て
ほ
り
お
こ
し
た
本
が
で
て
い
ま

す
。

　
次
は
、
盲
人
防
空
監
視
哨
員
に
つ
い
て
で
す
。
点
字
毎
日
新
聞
の

内
容
を
点
字
か
ら
平
が
な
に
直
し
ま
し
た
。

　
「
な
な
お
し
で

　
も
う
じ
ん
が

　
か
ん
し
し
ょ
に

　
１
２
に
ち
か

ら
　
と
お
か
か
ん

　
ぜ
ん
こ
く
て
き
に

　
お
こ
な
わ
れ
た

　
だ
い
２

じ
　
ぼ
ー
く
ー

　
く
ん
れ
ん
に

　
い
し
か
わ
け
ん

　
け
い
ぼ
ー
か
わ 

ぜ
ん
こ
く

　
さ
い
し
ょ
の

　
こ
こ
ろ
み
と

　
し
て

　
な
な
お
し
の

　

も
ー
じ
ん

　
こ
ば
や
し

　
と
し
お
（
３
２
）

　
お
お
み
や

　
つ
と
む

（
２
７
）

　
た
か
ぎ

　
か
ん
じ
（
２
３
）
の

　
３
く
ん
が

　
し
な
い 

３
か
し
ょ
の

　
か
ん
し
し
ょ
に

　
そ
れ
ぞ
れ

　
は
い
ち
。

　
ば
く
お

ん
と

　
そ
の

　
ほ
ー
こ
ー

　
そ
く
て
い
に

　
あ
た
り

　
せ
い
が
ん
し
ゃ

よ
り

　
す
ー
び
ょ
ー

　
は
や
く

　
ば
く
お
ん
を

　
ち
ょ
ー
し
ゅ
し

　

か
つ

　
そ
の

　
ほ
ー
こ
ー
も

　
せ
い
か
く
に

　
は
ん
て
い
」

　
こ
の
記
事
を
み
つ
け
る
ま
で
に
相
当
年
月
を
要
し
ま
し
た
。
大
き

な
勘
違
い
を
し
ま
し
た
。
二
人
め
の
名
前
に
「
お
お
み
や
」
と
出
て

き
ま
す
が
、
私
は
て
っ
き
り
「
大
宮
」
と
思
っ
て
時
間
を
空
費
し
ま

し
た
。
実
際
に
は
「
近
江
谷
」
さ
ん
で
し
た
。
や
っ
と
石
川
県
立
盲

学
校
の
卒
業
生
名
簿
の
中
に
近
江
谷
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
が

わ
か
り
、
調
べ
て
い
く
中
で
ご
本
人
に
会
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

主
に
夜
活
動
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
双
眼
鏡
で
敵
機
来
襲
を
見
張
っ
て

い
る
晴
眼
の
監
視
員
に
交
じ
っ
て
当
番
制
で
役
割
を
果
た
し
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
記
事
で
は
「
数
秒
速
く
」
と
あ
り
ま
す
が
、
近
江
谷

さ
ん
は
「
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し

た
。
七
尾
は
軍
港
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
そ
こ
へ
の
機
銃
掃
射
な
ど
は

聞
か
れ
た
そ
う
で
す
が
、「
多
少
早
く
聴
き
つ
け
て
警
察
本
部
に
電

話
し
て
、
空
襲
警
報
発
令
の
情
報
を
流
し
た
と
し
て
も
そ
ん
な
に
大

し
た
決
定
的
な
差
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
た
ち
が
や
っ
て
い
て

一
番
役
に
た
っ
た
の
は
、
七
尾
の
町
に
起
き
た
火
事
を
消
防
署
よ
り

先
に
見
つ
け
た
こ
と
で
し
た
か
ね
ぇ
」
と
笑
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

お
会
い
し
た
時
近
江
谷
さ
ん
は
九
〇
歳
で
寝
た
き
り
で
し
た
が
、
と

て
も
ク
レ
バ
ー
な
方
で
、
正
確
な
証
言
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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そ
の
監
視
哨
員
に
従
事
す
る
と
き
の
気
持
ち
は
「
わ
た
し
の
よ
う
な

も
の
で
も
役
に
た
て
る
と
思
う
と
嬉
し
か
っ
た
」。「
で
も
今
か
ら
ふ

り
か
え
る
と
も
う
二
度
と
あ
ん
な
体
験
は
し
た
く
な
い
。」
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
実
は
冒
頭
で
紹
介
し
た
「
シ
ナ
ジ
ン
ヲ

　
タ

ク
サ
ン

　
コ
ロ
シ
テ
」
と
書
い
た
少
年
に
も
一
九
八
四
年
に
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
し
ま
し
た
。「
あ
ぁ
、
私
は
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
て
い
ま
し

た
か
。
忘
れ
て
い
ま
し
た
。」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ

の
方
は
「
も
し
も
ま
た
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
も
う
そ
れ

ま
で
に
私
は
死
ん
で
し
ま
い
た
い
」
と
、
思
い
を
吐
露
な
さ
い
ま
し

た
。
近
江
谷
さ
ん
か
ら
も
同
じ
よ
う
な
言
葉
を
伺
い
ま
し
た
。

　
「
海
軍
技
療
手
」
の
こ
と
を
こ
の
三
年
ほ
ど
、
集
中
的
に
調
べ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
そ
う
い
う
職
が
戦
争
末
期
の
海
軍
に
あ
っ
た

ら
し
い
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
で
し
た
。
海
軍
技
療
手
の
歌
が
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
そ
の
歌
詞
を
拾
い
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

　
「
四

　
戦
ひ
終
へ
て
帰
り
来
る

　
嗚
呼
海
鷲
よ
安
か
れ
と

　
良
心

こ
め
し
技
療
も
て

　
微
笑
み
か
は
す
顔
と
顔

　
明
日
の
戦
果
を
祈
ら

ま
し

　
五

　
敵
を
倒
し
て
の
ち
に
や
む

　
海
国
男
児
の
血
を
う
け
て 

尽
忠
報
国
誓
ひ
て
ぞ

　
海
軍
技
療
手
今
ぞ
起
つ

　
嗚
呼
光
栄
の
技
療

手
や
」

　
体
験
者
に
よ
る
と
「
ぎ
り
ょ
う
て
」
と
読
む
の
が
正
し
い
そ
う
で

す
。（「
ぎ
り
ょ
う
し
ゅ
」
と
記
憶
し
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。）
こ
れ
ま
で
は
、
若
干
の
文
字
資
料
と
福
岡
の
盲
学
校
を
卒
業

し
て
海
軍
技
療
手
に
な
っ
た
と
い
う
人
に
関
す
る
当
時
の
同
級
生
の

証
言
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
去
年
あ
る
方
の
協
力
で
、
明
石
市

に
ご
健
在
の
弱
視
の
方
で
海
軍
技
療
手
を
経
験
し
た
と
い
う
人
に
お

会
い
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
方
も
、「
お
国
の
為
に
役
に

た
て
る
」
と
喜
ん
で
応
募
し
て
訓
練
を
受
け
ま
し
た
。
東
京
水
道
橋

の
訓
練
所
に
集
め
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
主
と
な
っ
た
の
は
健
常
の 

マ
ッ
サ
ー
ジ
師
で
す
。
盲
学
校
卒
で
全
く
目
の
見
え
な
い
人
は
最
初

か
ら
資
格
と
し
て
除
外
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
弱
視
の
人
に
つ

い
て
は
合
格
の
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
応
募
し
て
合
格
し
た
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
東
京
二
子
玉
川

に
あ
っ
た
読
売
ラ
ン
ド
と
い
う
遊
園
地
に
連
れ
て
行
か
れ
て
、
落
下

傘
塔
と
い
う
の
で
高
さ
五
〇
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
ま
で
持
ち
上
げ
て
そ

こ
か
ら
落
下
傘
を
背
負
っ
て
飛
び
降
り
る
と
い
う
体
験
。
弱
視
の
自

分
た
ち
も
落
下
傘
を
背
負
わ
さ
れ
て
飛
び
降
り
ろ
と
言
わ
れ
た
。
怪

我
を
し
た
、
足
を
挫
い
た
と
い
う
仲
間
も
い
た
そ
う
で
す
。
こ
れ
ま

で
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
徐
々
に
実
態
に
迫
れ
そ
う
で
す
し
、

明
石
の
方
は
自
分
の
手
書
き
ノ
ー
ト
に
、
海
軍
技
量
手
養
成
の
対
象
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と
な
っ
た
人
々
の
名
簿
を
つ
く
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
を
頂
戴
で

き
ま
し
た
の
で
、
全
国
調
査
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。
亡
く
な
っ
た

方
が
多
い
の
で
難
し
い
で
す
が
。

５
　
視
覚
障
害
者
と
盲
学
校
を
「
戦
争
」
に
組
み
込
ん
で
い
っ
た
の
は

　
こ
う
い
う
形
で
半
分
追
い
詰
め
ら
れ
な
が
ら
戦
争
に
組
み
込
ま
れ

て
い
っ
た
障
害
者
た
ち
の
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
戦
争
参
加

に
導
い
た
の
は
国
で
あ
り
、
軍
部
で
あ
り
、
学
校
で
あ
れ
ば
文
部
省
、

自
治
体
と
あ
げ
て
行
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
国
に
情
報
の
公
開
を
求

め
て
も
な
か
な
か
で
て
き
ま
せ
ん
。
東
京
目
黒
の
戦
史
資
料
室
に
も

足
を
運
び
ま
し
た
が
、
盲
人
の
防
空
監
視
な
ど
の
資
料
は
全
く
あ
り

ま
せ
ん
。
各
自
治
体
に
つ
い
て
も
資
料
が
埋
も
れ
て
い
な
い
か
調
査

が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　
陸
軍
大
臣
だ
っ
た
荒
木
貞
夫
は
、
文
部
大
臣
と
し
て
参
列
し
た
全

国
の
盲
唖
学
校
長
会
議
で
、
し
っ
か
り
と
盲
聾
唖
の
生
徒
を
育
て
て

職
業
自
立
を
さ
せ
て
お
国
の
役
に
た
て
さ
せ
ろ
、
と
い
う
趣
旨
の
訓

示
を
行
っ
て
い
ま
す
。
メ
デ
ィ
ア
、
一
般
の
新
聞
も
点
字
毎
日
新
聞
、

点
字
読
売
新
聞
も
戦
争
へ
と
視
覚
障
害
者
た
ち
を
鼓
舞
し
て
い
く
記

事
で
う
め
つ
く
さ
れ
て
い
ま
す
。
あ
ん
ま
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
と
お
し
て

お
国
の
た
め
献
身
す
る
盲
人
を
報
道
す
る
時
の「
盲
人
で
さ
へ
挺
身
」

と
い
う
記
事
の
見
出
し
が
象
徴
的
だ
と
思
い
ま
す
。
晴
眼
者
を
鼓
舞

す
る
材
料
と
し
て
視
覚
障
害
者
が
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
盲
人
団
体
の
幹
部
も
「
報
国
号
」
の
献
納
運
動
を
先
頭
に
立
っ
て

展
開
し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
報
国
号
と
は
別
に
も
う
一
機
を
大
日

本
鍼
灸
あ
ん
ま
マ
ッ
サ
ー
ジ
報
国
献
納
運
動
と
し
て
起
こ
し
た
時
の

呼
び
か
け
ビ
ラ
に
は
、
呼
び
か
け
人
の
中
に
、
私
に
と
っ
て
は
あ
ま

り
見
た
く
な
い
名
前
が
載
っ
て
い
ま
す
。
京
都
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
を
つ

く
っ
た
鳥
居
篤
治
郎
で
す
。
戦
争
体
系
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ

た
一
人
で
し
た
。
全
国
の
盲
学
校
に
は
御
多
分
に
洩
れ
ず
奉
安
殿
が

あ
り
ま
し
た
。

　
今
日
、
最
も
ご
紹
介
し
た
い
の
が
、
一
九
四
三
年
に
京
都
府
立
盲

学
校
で
生
徒
向
け
に
行
わ
れ
た
訓
話
で
す
。
訓
話
を
行
っ
た
の
は
、

満
州
建
国
大
学
の
森
信
三
で
す
。
森
信
三
は
戦
後
、
神
戸
大
学
を
主

た
る
場
と
し
て
研
究
者
と
し
て
活
動
し
ま
し
た
。
近
年
、
道
徳
教
育

の
推
進
論
者
の
中
に
森
信
三
を
評
価
し
押
し
出
そ
う
と
す
る
動
き
が

目
立
ち
ま
す
。
そ
の
森
信
三
の
訓
話
が
全
文
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
直
接
銃
剣
を
取
っ
て
大
君
の
た
め
に
つ
く
す
こ
と
の
で
き
な
い

み
な
さ
ん
方
は
、
ま
ず
第
一
に
ご
両
親
の
安
心
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た

喜
ば
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
と
お
し
て
か
す
か
な
が
ら
も
お
国
の
た
め

に
つ
く
す
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
態
度
は
皆
さ
ん
方
の
つ
と



16

め
に
お
い
て
一
度
自
分
が
し
よ
う
と
思
い
立
っ
た
こ
と
は
た
と
え
い

か
な
る
妨
げ
が
起
き
よ
う
と
も
断
じ
て
や
り
と
げ
る
と
い
う
こ
と
で

も
あ
り
ま
す
。
我
が
国
で
は
ど
ん
な
非
常
時
局
に
な
っ
た
か
ら
と
て
、

目
の
不
自
由
な
あ
な
た
方
に
工
場
へ
出
よ
と
は
言
わ
な
い
の
で
あ
り

ま
す
。
今
日
国
家
非
常
の
時
に
際
し
て
あ
な
た
方
は
少
年
航
空
兵
に

も
な
れ
ず
潜
水
艦
に
も
乗
れ
ず
直
接
召
に
応
じ
て
出
征
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
身
の
上
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
、
あ
な
た
方
と
義
勇
隊
の

人
と
は
全
く
正
反
対
の
極
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
す
な

わ
ち
国
家
の
か
つ
て
な
き
重
大
な
こ
の
時
に
お
い
て
目
の
不
自
由
な

あ
な
た
方
は
一
体
ど
う
い
う
態
度
で
生
活
さ
れ
た
ら
お
国
の
た
め
に

な
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
義
勇
隊
の
少
年
た
ち
と
か
又
は
飛
行

機
上
に
敵
と
体
当
た
り
を
し
て
散
っ
て
ゆ
く
同
年
輩
の
青
年
、
さ
う

し
た
人
々
と
自
分
と
を
ひ
き
く
ら
べ
て
み
て
、
目
の
不
自
由
か
ら
来

る
身
の
至
ら
な
さ
に
思
ひ
を
致
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
と
思
ひ
ま

す
。
そ
う
し
な
い
と
日
本
国
民
の
一
員
と
し
て
生
を
こ
の
国
土
の
上

に
受
け
て
い
る
意
義
を
果
た
さ
ぬ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま

す
。
で
す
か
ら
た
と
え
ば
食
物
、
食
べ
物
な
ど
に
し
ま
し
て
も
好
き

嫌
い
が
い
え
な
く
な
る
、
食
べ
物
に
対
し
て
絶
対
に
不
平
を
い
わ
な

い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
目
の
不
自
由
な
あ
な
た
方
と
し
て
ま
ず

第
一
に
心
が
け
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
次
に
は
自
分
の
身

の
周
り
の
こ
と
に
対
し
て
な
る
べ
く
人
手
を
煩
わ
さ
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
と
も
す
れ
ば
癇
癪
を
お
こ
し
が
ち
だ
っ
た
人
が
次

第
に
そ
れ
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
な
る
」。（
抄
出
）

　
朝
起
き
て
夜
具
を
自
分
で
片
づ
け
る
。
そ
れ
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
の
負
担
を
減
ら
す
、
そ
う
い
う
こ
と
を
通
し

て
あ
な
た
方
も
お
国
の
た
め
に
役
立
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
訳
で

す
。
確
か
に
身
辺
の
こ
と
を
自
分
で
や
る
力
、
自
立
と
い
う
こ
と
は

求
め
ら
れ
る
側
面
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
国
家
へ
と
押
し

流
し
て
い
く
、
追
い
込
ん
で
い
く
教
育
が
行
わ
れ
て
い
た
時
代
、
だ

か
ら
こ
そ
初
等
部
一
年
生
は
あ
の
作
文
を
書
い
た
ん
だ
な
と
思
い
ま

し
た
。

６
　「
厭
戦
」「
非
協
力
」「
反
戦
」
の
側
面

　
で
は
、
最
後
の
柱
に
う
つ
り
ま
す
。
厭
戦
・
非
協
力
・
反
戦
の
側

面
で
す
。

　
こ
の
側
面
に
つ
い
て
考
え
始
め
た
の
は
、
あ
る
講
演
会
で
お
話
し

し
た
こ
と
に
対
す
る
参
加
者
の
感
想
に
「
大
変
な
時
代
だ
っ
た
。
初

め
て
知
っ
た
。
だ
け
ど
な
ん
だ
か
救
い
が
な
い
」「
あ
の
時
代
の
中

で
も
私
た
ち
が
前
向
き
な
意
味
で
参
考
に
出
来
る
言
動
、資
料
は
残
っ

て
い
な
い
の
」
と
い
う
問
い
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
及
ば
な
い
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の
で
す
が
、
で
き
る
だ
け
集
め
よ
う
と
思
い
厭
戦
・
非
協
力
・
反
戦

の
側
面
、
ま
た
も
う
少
し
ひ
ろ
げ
て
「
支
え
合
っ
て
生
き
た
人
々
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
見
つ
け
出
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　
ま
ず
紹
介
し
た
い
の
が
岩
波
新
書
の
『
あ
る
盲
学
校
教
師
の
三
十

年
』
で
す
。
戦
時
中
、
東
京
盲
学
校
の
教
員
を
し
、
戦
後
山
形
盲
学

校
の
校
長
を
し
た
鈴
木
栄
助
と
い
う
方
が
か
い
た
本
に
次
の
一
節
が

あ
り
ま
す
。

　
「
昭
和
十
八
年
、
初
夏
の
頃
だ
っ
た
ろ
う
か
。
連
合
艦
隊
司
令
長

官
山
本
五
十
六
の
国
葬
を
九
段
坂
近
く
で
弔
っ
た
こ
ろ
。
盲
学
校
生

徒
を
防
空
監
視
哨
に
立
て
て
は
ど
う
か
と
い
う
さ
さ
や
き
が
ま
こ
と

し
や
か
に
取
沙
汰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。（
中
略
）
聴
覚
に
鋭
敏

な
彼
ら
は
百
発
百
中
と
は
い
か
な
く
て
も
的
中
率
は
高
か
っ
た
。
聴

音
訓
練
の
成
果
が
確
認
さ
れ
て
、
い
け
る
ぞ
と
い
う
予
測
が
立
っ
た

た
め
だ
っ
た
ろ
う
か
、
今
度
は
鉄
筋
建
て
の
図
書
館
屋
上
で
防
空
監

視
哨
の
実
験
が
は
じ
ま
っ
た
。
こ
の
実
験
は
学
校
の
意
図
で
行
わ
れ

た
も
の
だ
っ
た
が
、
都
心
部
の
雑
音
の
中
で
飛
行
機
の
爆
音
を
識
別

す
る
た
め
に
耳
を
そ
ば
だ
て
て
い
る
姿
は
痛
々
し
く
思
わ
れ
た
。
夜
、

宿
舎
で
監
視
哨
は
音
楽
科
が
本
命
か
な
な
ど
と
冗
談
半
分
に
け
し
か

け
る
と
、「
音
楽
っ
て
純
音
に
よ
る
も
の
よ
。
爆
音
の
よ
う
な
雑
音

に
も
鋭
い
の
か
と
、
ご
っ
ち
ゃ
に
さ
れ
ち
ゃ
困
る
よ
」
と
や
り
か
え

す
生
徒
の
笑
い
声
の
中
に
も
何
か
し
ら
淋
し
い
響
き
が
あ
っ
た
。」

　
決
し
て
声
高
に
拳
を
振
り
上
げ
る
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
か
ざ
す
と
い

う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
言
葉
は
真
実
を
言
い
当
て
て
い

る
な
と
い
う
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。
多
く
の
人
に
知
っ
て
い
た
だ

き
た
い
言
葉
で
す
。

　
次
は
、
要
求
し
て
も
要
求
し
て
も
実
現
し
な
い
盲
・
聾
分
離
、
盲

唖
教
育
義
務
制
実
施
に
関
わ
っ
て
、
一
九
三
四
年
（
昭
和
九
）、
帝

国
盲
教
育
会
会
長
の
森
清
克
が
放
っ
た
言
葉
で
す
。「
国
家
財
政
ノ

上
ヨ
リ
考
察
ス
レ
バ
吾
人
ノ
要
求
ス
ル
盲
唖
教
育
費
ハ
実
ニ
僅
少
ナ

ル
ヲ
以
テ
」
と
鋭
く
要
求
し
て
い
た
の
で
す
。
分
離
と
義
務
化
を
求

め
る
運
動
は
、
昭
和
一
〇
年
代
に
は
な
し
崩
し
的
に
消
え
て
い
っ
て

し
ま
い
ま
す
が
、
一
九
三
四
年
（
昭
和
九
）、
日
中
の
間
で
は
戦
火

も
ひ
ら
か
れ
て
い
る
状
況
の
中
で
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
会
長
が
い
ま

し
た
。
森
清
克
は
日
露
戦
争
で
失
明
し
た
軍
人
で
、
後
に
大
分
盲
学

校
の
校
長
に
な
っ
た
人
物
で
す
。
決
し
て
戦
争
反
対
と
は
主
張
し
て

い
ま
せ
ん
が
、
目
の
見
え
な
い
教
え
子
た
ち
の
教
育
を
受
け
る
権
利

に
つ
い
て
は
譲
れ
な
い
主
張
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　
大
正
時
代
で
す
が
、
も
っ
と
積
極
的
に
反
戦
ビ
ラ
ま
き
に
参
加
し
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た
小
野
兼
次
郎
と
い
う
人
が
い
た
こ
と
が
次
第
に
わ
か
り
つ
つ
あ
り

ま
す
。
こ
の
人
物
は
、
京
都
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
創
立
者
鳥
居
篤
治
郎

の
一
歳
後
輩
に
あ
た
り
ま
す
。
京
都
盲
唖
院
を
大
正
の
初
め
に
卒
業

し
て
立
命
館
中
学
で
統
合
教
育
を
経
験
し
た
あ
と
で
大
学
入
試
を
う

け
る
資
格
を
得
ま
し
た
。
当
時
は
盲
唖
院
を
出
て
も
大
学
入
試
を
う

け
る
資
格
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
立
命
に
在
学
し
た
こ
と
を
も
っ

て
立
教
大
学
を
受
け
て
合
格
し
ま
す
。
早
稲
田
大
学
の
反
軍
運
動
に

取
り
組
む
学
生
と
つ
な
が
っ
て
一
九
二
一
年
（
大
正
一
〇
）
頃
に
東

京
で
ビ
ラ
ま
き
な
ど
に
参
加
し
ま
す
。
暁
民
会
と
い
う
団
体
に
も
属

し
ま
す
が
、
治
安
維
持
法
に
問
わ
れ
て
一
旦
上
海
に
逃
げ
ま
す
。
上

海
で
つ
か
ま
っ
て
内
地
に
連
れ
戻
さ
れ
裁
判
に
付
さ
れ
ま
す
。
そ
の

後
再
び
国
外
に
逃
亡
し
ま
す
。
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
に
逃
げ
た
と
い

う
と
こ
ろ
で
足
取
り
は
ピ
タ
ッ
と
消
え
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
今
私
は
エ
ス
ペ
ラ
ン
テ
ィ
ス
ト
の
知
り
合
い
に
お
願
い
を
し
て
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
彼
を
知
り
ま
せ
ん
か
と
い
う
問
い
合
わ
せ
を
し

て
い
ま
す
が
な
か
な
か
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
ス
タ
ー
リ
ン
体
制
の
も

と
で
粛
清
を
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
兼

次
郎
を
通
じ
て
あ
の
時
代
の
反
戦
運
動
に
参
加
を
し
た
目
の
見
え
な

い
青
年
が
い
た
と
い
う
側
面
と
世
界
史
の
根
っ
こ
を
問
う
よ
う
な
テ
ー

マ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
小
野
と
共
に
エ
ス
ペ
ラ
ン
テ
ィ
ス
ト
で
反

戦
運
動
に
参
加
し
た
と
い
う
視
覚
障
害
関
係
者
、
大
阪
市
立
盲
学
校

の
非
常
勤
講
師
が
い
た
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。

伊
東
三
郎
と
い
う
名
前
で
す
。
大
阪
の
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
を
つ
く
っ
た

岩
橋
武
夫
も
京
都
の
鳥
居
篤
治
郎
も
エ
ス
ペ
ラ
ン
テ
ィ
ス
ト
で
す
。

鳥
居
篤
治
郎
は
治
安
維
持
法
違
反
で
追
わ
れ
て
い
る
小
野
兼
次
郎
を

一
晩
だ
け
で
す
が
我
が
家
に
か
く
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
て

来
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
先
人
た
ち
の
思
い
を
私
た
ち
は
ど
う
受
け

止
め
て
進
ん
で
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら

れ
ま
す
。

　
障
害
者
た
ち
は
い
ま
、
障
害
者
制
度
を
め
ぐ
っ
て
、「
わ
た
し
た

ち
抜
き
に
、
わ
た
し
た
ち
の
こ
と
を
決
め
な
い
で
」
と
声
を
大
き
く

集
め
始
め
て
い
ま
す
。
そ
の
輪
の
中
に
私
も
入
っ
て
、
憲
法
九
条
を

守
る
と
い
う
立
場
で
調
査
や
実
践
に
取
り
組
み
続
け
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
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2017年度差別の歴史を考える連続講座第1回 2017年6月16日  

 
戦時下、盲学校と視覚障害児・者が体験したことは 

 
－排除と動員などの角度から－ 

 
関西学院大学非常勤講師 岸 博実 

 

はじめに  

１．京都府立盲学校のこと 1878年 日本最初盲唖院創立 

           1937年 京都府庁前から千本北大路に移転 

 ２．史料との出会い    文集『塔影』・医学書『戦争と目』・失明軍人杖 

              （参考.『敵機爆音集』レコードの音） 

 

１ 民衆にとっての戦時体験 

１． 戦争は最も大量にイノチを傷つけ、《障害》をうみだす 

① 徴兵・忌避 

② 傷痍軍人・戦災傷害者  

２． 空襲  障害児・者としての共通点 ＆ 障害別の特徴 

   

２ 「被害」「被災」の側面 

１． 教育内容 校長訓話・式辞 

２． 行事 神社参拝、防空壕造り、慰問、銅像の供出 

３． 空襲による校舎の焼失・損壊・廃校、生徒・教職員の死傷 

４． 盲・聾分離や義務化の遅延 

５． 学童疎開 
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４ 「偏見」「差別」「排除」の側面 

１． 障害観 

２． 教育制度 廃疾 

３． 「役立たず」「非国民」扱い 

 

５ 「翼賛」「動員」「加担」の側面   

 １．点字毎日新聞『新春譜』  

 ２．零戦・日本盲人号の献納 

 ３．盲人防空監視哨員 近江谷勤さんの証言 

 ４．治療奉仕（報国按摩）・海軍技療手（戦死） 

  

６ 視覚障害者と盲学校を「戦争」に組み込んでいったのは 

１． 国家・自治体、報道、盲人団体幹部  

２． 盲学校の教育（例．森信三訓話）  

 

７ 「厭戦」「非協力」「反戦」の側面 

１． 東京盲学校の生徒「雑音にも強いと思われるのは・・・」 

２． 帝国盲教育会会長・森清克   

３． 反軍ビラをまいた小野兼次郎＆エスペラントを学んだ盲学生たち 

 

８ 《都市空襲の記録》類でも、光が当たってこなかった 

 → 今・自立自助論  ←→ 憲法９条など  

 わたしたち抜きに、わたしたちのことを決めないで 
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師
、
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役
、
山
の
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―

坂
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司
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勤
務
先
は
宇
治
市
歴
史
資
料
館
で
し
て
、
そ
こ
で
歴
史
的
な
こ
と

を
扱
っ
て
き
ま
し
た
。
中
で
も
お
茶
に
関
し
て
調
べ
て
き
ま
し
た
。

今
回
は
、
た
ま
た
ま
番
非
人
に
関
わ
る
記
録
を
目
に
し
ま
し
た
の
で

「
奈
良
史
学
」
で
紹
介
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
こ
こ
で
お
話
を
さ
せ
て

い
た
だ
く
機
会
を
得
ま
し
た
。
地
域
史
的
な
視
点
か
ら
お
話
を
進
め

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

は
じ
め
に

　
宇
治
に
つ
い
て
場
所
的
に
言
い
ま
す
と
、
南
北
で
は
京
都
と
奈
良

の
間
、
北
東
か
ら
南
西
に
か
け
て
は
瀬
田
川
・
淀
川
・
宇
治
川
と
い

う
淀
川
水
系
の
中
心
に
な
り
ま
す
。
今
日
の
お
話
の
舞
台
に
な
り
ま

す
の
は
、
宇
治
の
中
心
地
で
宇
治
郷
と
呼
ば
れ
て
き
た
地
域
で
す
。

宇
治
郷
と
い
う
の
は
新
町
通
り
（
大
和
街
道
）
を
中
心
と
し
た
集
落

と
そ
の
周
り
の
園
畑
、
南
部
に
多
く
を
占
め
る
山
地
か
ら
な
り
ま
す
。

人
が
住
ん
で
い
る
の
は
新
町
通
り
、
県
通
り
、
本
町
通
り
の
あ
た
り

で
す
。
集
落
は
町
名
を
名
乗
り
ま
す
。
約
三
〇
ヶ
町
近
く
あ
り
ま
す
。

橋
本
町
・
さ
ぎ
の
は
し
町
・
新
町
・
六
番
町
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
六

番
町
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
あ
と
で
触
れ
ま
す
が
、
郷
会
所
と
い
う
郷

自
治
の
中
心
と
な
る
会
所
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
三
角
形
の

町
場
の
細
い
筋
に
沿
っ
て
人
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の
周
り
に
園

集落と園畑（茶園）

畑
と
い
う
文
字
が
見
え
ま
す
。
こ
れ
は
茶
園
、
茶
畑
の
こ
と
で
す
。

こ
の
宇
治
茶
業
と
い
う
の
は
、
高
級
茶
で
す
の
で
独
特
な
作
り
方
を

し
ま
す
。
地
形
は
南
西
に
行
く
ほ
ど
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
宇
治
市
歴
史
資
料
館
の
前
身
は
宇
治
市
史
と
い
う
本
の
編
纂
所
で

し
た
。
で
す
か
ら
、
資
料
館
の
目
的
は
、
地
域
史
を
立
体
的
に
資
料
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館
と
い
う
器
の
な
か
で
展
開
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
な
か
な

か
文
献
史
料
で
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
し
た
。
資

料
で
語
る
と
い
う
の
は
難
し
い
で
す
。

１
　
御
用
茶
師
と
宇
治
茶
業
の
実
態

　
今
は
大
分
開
発
さ
れ
て
し
ま
い
、
茶
畑
の
雰
囲
気
は
な
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
さ
き
ほ
ど
地
図
で
ご
覧
い
た
だ
い
た
よ
う

に
集
落
の
周
り
は
ほ
と
ん
ど
茶
園
で
し
た
。
そ
こ
で
つ
く
る
お
茶
は

高
級
茶
で
す
。
抹
茶
に
な
る
碾
茶
が
中
心
に
な
り
ま
す
。
そ
の
栽
培
、

加
工
は
徹
底
し
た
手
作
業
で
、
選
別
に
選
別
を
重
ね
て
い
く
と
い
う

特
異
な
生
産
加
工
の
方
式
を
と
っ
て
い
ま
す
。
栽
培
の
面
で
い
い
ま

す
と
、
覆
下
茶
園
と
い
っ
て
茶
畑
を
覆
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
年
中
覆

う
の
で
は
な
く
て
、
茶
摘
み
の
一
か
月
前
く
ら
い
で
す
。
本
来
植
物

は
光
合
成
を
し
て
成
長
す
る
の
で
す
が
、
あ
え
て
茶
葉
の
成
長
を
抑

え
て
そ
こ
に
う
ま
み
成
分
や
栄
養
分
を
閉
じ
込
め
る
と
い
う
こ
と
を

古
く
か
ら
知
っ
て
お
り
ま
し
て
そ
う
い
う
や
り
方
を
と
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
お
茶
は
摘
採
し
て
、
蒸
し
て
そ
し
て
炉
の
上
で
乾
燥
さ
せ
ま
す
。

そ
の
後
し
ば
ら
く
寝
か
せ
て
徹
底
し
た
選
別
、
軸
や
葉
脈
は
除
け
て

葉
肉
の
部
分
だ
け
を
選
別
し
ま
す
。
そ
れ
が
碾
茶
に
な
り
ま
す
。
で

す
の
で
大
変
人
手
が
い
る
作
業
で
す
。
製
茶
の
時
期
は
大
量
に
人
が

必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
作
っ
て
そ
れ
を
全
部
ど
こ
か
に
出
す
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
高
級
茶
の
流
通
は
独
特
で
す
。
江
戸
時
代
で
す

と
高
級
茶
の
消
費
者
は
大
名
・
公
家
た
ち
、
財
を
な
し
た
商
人
た
ち

で
す
。
最
高
級
品
は
江
戸
幕
府
へ
送
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
武
家

達
の
御
用
を
承
る
御
用
茶
師
と
い
う
人
た
ち
が
い
ま
し
た
。
そ
れ
と

は
別
に
仲
買
、
問

屋
と
い
う
人
た
ち

も
い
ま
す
。
そ
の

辺
の
仕
組
み
は
、

実
の
所
そ
ん
な
に

わ
か
っ
て
お
り
ま

せ
ん
。
大
変
錯
綜

し
た
関
係
に
あ
り

ま
す
。

　
宇
治
郷
の
人
口

と
家
数
を
レ
ジ
ュ

メ
に
あ
げ
て
い
ま

す
。
江
戸
時
代
の

初
め
の
元
禄
期
に

は
五
〇
〇
〇
人
以
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上
い
ま
し
た
が
一
九
世
紀
初
め
、
文
化
一
三
年
に
は
一
六
三
二
人
に

か
な
り
減
少
し
て
い
ま
す
。
特
徴
的
な
こ
と
は
、
正
徳
五
年
に
は
家

数
一
〇
一
六
に
対
し
て
家
持
が
七
〇
二
軒
、
借
家
が
三
一
四
軒
と
圧

倒
的
に
家
持
ち
の
方
が
多
い
で
す
。
延
享
一
年
の
記
録
で
は
高
持
が

四
三
八
軒
と
多
く
、
そ
の
傾
向
は
文
化
一
〇
年
で
も
家
持
が
四
六
五
、

借
家
が
三
二
と
い
う
よ
う
に
家
持
・
高
持
の
率
が
高
い
と
い
う
傾
向

が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
住
ん
で
い
た
茶
業
に
関
わ
る
人
た
ち
の
中
心

と
な
っ
た
の
が
、
御
用
茶
師
で
そ
こ
に
は
三
つ
の
仲
間
が
あ
り
ま
し

た
。
宇
治
茶
師
三
仲
間
と
い
い
ま
す
。
御
物
（
ご
も
つ
）・
御
袋
（
お

ふ
く
ろ
）・
御
通
（
お
と
お
り
）
で
す
。
そ
の
ほ
か
に
平
茶
師
と
言

わ
れ
る
者
が
い
ま
す
。
御
物
が
一
〇
軒
あ
ま
り
、
御
袋
も
一
〇
軒
前

後
、
御
通
は
五
〇
数
軒
、
平
茶
師
そ
の
他
は
三
〇
軒
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
が
苗
字
を
も
っ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
中
ご
ろ
の
申
し
合

わ
せ
の
史
料
か
ら
そ
う
し
た
人
た
ち
の
構
成
が
よ
く
わ
か
っ
て
き
ま

す
。
宇
治
郷
の
中
に
、
三
仲
間
の
茶
師
た
ち
、
そ
の
茶
師
た
ち
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
会
詰
（
あ
い
づ
め
）
の
茶
師
た
ち
が
い
ま
す
。
こ
の
御

用
茶
師
プ
ラ
ス
α
で
町
組
を
構
成
し
ま
す
。
そ
れ
以
外
に
も
茶
業
に

関
わ
る
人
た
ち
が
い
ま
す
が
、
宇
治
郷
内
で
は
御
用
茶
師
中
心
の
ま

と
ま
り
で
す
。
一
方
で
郷
外
で
は
、
北
接
す
る
村
に
大
鳳
寺
村
と
い

う
村
が
あ
り
ま
す
が
そ
こ
に
大
変
有
力
な
宮
林
と
い
う
家
が
あ
り
ま
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し
て
、
宇
治
郷
以
外
は
宮
林
が
所
管
す
る
と
い
う
こ
と
を
自
分
た
ち

で
決
め
て
い
ま
す
。
宇
治
郷
は
御
用
茶
師
仲
間
を
軸
に
す
る
。
そ
れ

以
外
で
は
、
宮
林
を
軸
に
ま
と
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
宇
治

茶
師
と
し
て
は
自
分
た
ち
の
利
権
を
守
る
体
制
を
と
っ
て
い
ま
す
。

一
方
で
周
辺
の
茶
業
家
た
ち
も
認
め
ま
す
。
こ
れ
が
茶
業
家
た
ち
の

相
関
図
で
す
。
特
異
な
地
場
産
業
に
関
わ
っ
て
相
当
多
く
の
家
が
林

立
し
て
い
ま
し
た
。
宇
治
郷
で
茶
業
に
関
わ
っ
て
苗
字
を
持
つ
と
い

う
家
々
は
一
割
を
超
え
る
と
思
い
ま
す
。

２
　
郷
自
治
の
混
乱

　
宇
治
郷
と
い
う
村
の
自
治
に
関
し
て
は
ど
う
か
と
い
い
ま
す
と
、

江
戸
時
代
の
初
め
か
ら
中
ご
ろ
ま
で
は
、
二
つ
の
上
林
家
が
代
官
格

で
し
た
。
幕
府
成
立
当
初
で
す
と
上
林
久
重
か
ら
続
い
て
い
く
わ
け

で
す
が
、
こ
の
上
林
両
家
が
御
用
茶
師
十
家
の
ト
ッ
プ
で
も
あ
り
ま

す
。
宇
治
郷
の
中
に
多
く
の
茶
師
が
い
て
そ
の
上
層
部
の
茶
師
の
更

に
そ
の
上
に
茶
師
代
官
的
に
二
つ
の
家
が
乗
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ

で
、
行
政
も
茶
業
も
並
行
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
状
態
で

推
移
し
ま
す
と
、
馴
れ
合
い
と
い
う
か
、
代
官
と
茶
師
と
の
間
で
の

関
係
性
が
緩
や
か
す
ぎ
て
し
ま
い
ま
す
。
最
も
顕
著
な
例
が
財
政
的

な
問
題
で
す
。
何
か
と
い
え
ば
す
ぐ
に
幕
府
に
援
助
を
求
め
て
助
成
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つ
な
い
だ
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
時
期
も
長

く
は
続
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
寛
政
一
二
年
か
ら
天
保
一
四
年
ま
で
で

し
た
。
そ
こ
か
ら
ま
た
代
官
が
こ
ろ
こ
ろ
替
わ
っ
て
い
く
と
い
う
形

に
な
り
ま
す
。上
林
で
う
ま
く
い
か
な
い
の
で
京
都
代
官
が
フ
ォ
ロ
ー

す
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
で
も
う
ま
く
い
か
な
く
て
、
信
楽
の
多
羅
尾

が
所
管
す
る
と
い
う
歩
み
を
と
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
次
は
村
の
自
治
に
つ
い
て
で
す
。
こ
れ
も
史
料
的
に
は
多
く
な
い

の
で
す
が
、
各
町
々
に
は
町
の
代
表
が
い
ま
す
。
町
年
寄
で
す
。
そ

金
を
借
り
、
そ
れ
を
何
度
も
繰
り
返
し
、

そ
れ
が
返
済
で
き
な
い
状
態
に
陥
る
。

そ
う
な
る
と
自
治
そ
の
も
の
も
混
乱
を

し
て
い
き
ま
す
。
債
務
超
過
の
状
態
で

す
。
こ
の
上
林
家
は
代
官
職
を
召
し
上

げ
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
一
八
世
紀
半

ば
、
代
官
が
替
わ
っ
て
行
き
ま
す
。
主

に
京
都
代
官
と
そ
の
周
辺
の
行
政
官
が

受
け
持
ち
ま
す
。
こ
ろ
こ
ろ
替
わ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
長
く
は
続
き
ま
せ
ん
。
こ
う

い
う
状
態
で
一
九
世
紀
ま
で
及
び
ま
す
。

こ
の
あ
た
り
の
こ
と
は
地
元
の
史
料
が

あ
り
ま
せ
ん
の
で
実
際
に
は
よ
く
わ
か

り
ま
せ
ん
。
お
よ
そ
五
〇
年
ほ
ど
、
上

林
家
は
行
政
職
か
ら
離
れ
た
の
で
す
が
、

一
八
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
一
旦
上

林
代
官
の
時
代
が
復
活
し
ま
す
。
多
分

地
元
で
は
待
ち
に
待
っ
た
状
況
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
茶
師
連
中
と
し
て
は
、

か
つ
て
の
上
林
体
制
に
戻
ろ
う
と
夢
を

の
下
に
は
月
行
事
が

い
ま
し
た
。
そ
れ
と

は
別
に
郷
全
体
と
し

て
名
主
が
置
か
れ
そ

の
も
と
に
百
姓
代
と

い
っ
た
職
が
お
か
れ

ま
す
。
そ
の
郷
全
体

の
拠
点
が
郷
会
所
で

す
。
郷
会
所
に
は
記

録
を
残
す
こ
と
が
慣

習
と
し
て
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
宇
治
郷
の
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状
況
を
記
録
し
た
史
料
「
宇
治

郷
留
日
記
」
は
こ
れ
だ
け
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。
上
の
三
冊
が
明

治
、
ま
ん
中
二
段
が
万
延
・
文

久
・
元
治
・
慶
應
、
左
下
二
冊

が
弘
化
二
年
と
四
年
、
右
下
二

冊
が
宝
暦
と
文
政
で
す
。

　
レ
ジ
ュ
メ
の
史
料
①
に
、「
宇

治
郷
の
儀
、
去
る
丑
年
（
文
政

一
二
）
よ
り
惑
乱
に
及
び
候
と

こ
ろ
、
当
春
双
方
和
融
相
整
候

寄
壱
人
古
方
会
所
へ
入

込
み
て
」
と
新
方
・
古

方
と
い
う
村
役
た
ち
も

相
当
な
借
財
を
し
な
が

ら
、
こ
れ
も
馴
れ
合
い

の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た

と
思
う
の
で
す
が
、
新

方
の
方
が
古
方
に
乗
り

込
ん
で
郷
の
自
治
を
進

め
て
行
っ
た
と
い
う
こ

と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
こ
れ
も
実
態
と
し

宇
治
郷
留
日
記

に
つ
き
」
と
あ
り
、
話
が
う
ま
く
ま
と
ま
っ
た
と
か
い
て
あ
り
ま
す
。

「
当
郷
名
主
年
寄
共
御
用
向
並
び
に
郷
用
勤
方
等
閑
の
取
斗
」、
郷

の
ト
ッ
プ
た
ち
が
大
変
混
乱
し
た
状
態
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
い
ま
す
と
、
史
料
②
の
上
林
牛
加

と
い
う
当
時
の
茶
師
が
書
き
ま
し
た
も
の
の
中
に
、「
別
に
新
規
の

会
所
を
建
、
夫
よ
り
古
方
・
新
方
と
、
両
会
所
に
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。

で
す
の
で
、
先
程
、
郷
会
所
で
郷
の
自
治
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
い

ま
し
た
が
、
文
化
・
文
政
期
に
分
裂
を
し
て
い
る
の
で
す
。「
新
会

所
も
借
財
多
持
が
た
く
、
遂
に
古
方
と
一
所
に
成
り
、
其
時
新
方
年

弘
化
二
年(

一
八
四
五)

て
ど
う
な
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い

の
で
す
が
、
文
書
の
中
に
た
ま
た
ま

こ
の
よ
う
な
文
書
が
あ
り
ま
し
た
。

差
出
人
は
新
方
で
受
取
人
が
古
方
で

す
。
内
容
は
、
字
金
井
戸
の
雑
木
二

〇
〇
本
を
伐
り
取
り
ま
す
よ
と
い
う

も
の
で
す
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と

を
届
け
で
る
か
と
い
う
と
、
雑
木
を
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年
貢
不
足
分
に
あ
て
る
ん
で
す
。
雑
木
の
伐
採
に
つ
い
て
は
淀
の
土

砂
方
が
許
認
可
権
を
も
っ
て
い
る
の
で
そ
こ
へ
照
会
を
し
て
お
い
て

く
れ
と
い
う
内
容
で
す
。
行
政
文
書
は
古
方
か
ら
出
す
け
れ
ど
も
、

実
際
に
は
新
方
を
通
し
て
古
方
に
リ
レ
ー
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。

郷
の
内
部
が
大
き
く
二
分
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　
代
官
は
交
代
が
続
く
。
郷
の
村
役
た
ち
が
大
き
な
借
財
を
つ
く
っ

て
い
く
。
村
役
た
ち
も
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
か
な
り
混

乱
し
た
状
態
に
あ
る
と
い
え

ま
す
。
そ
ん
な
中
で
、
茶
師

仲
間
に
属
す
る
人
た
ち
は
村

役
は
し
ま
せ
ん
。
何
故
か
と

い
う
と
、
御
用
茶
師
た
ち
は

自
分
た
ち
の
身
分
は
武
士
だ

と
ず
っ
と
主
張
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
文
久
三
年
に
覆
さ

れ
ま
す
。
こ
の
御
茶
師
た
ち

も
借
財
を
抱
え
て
火
の
車
状

態
で
す
。
も
う
あ
な
た
た
ち

の
い
う
よ
う
に
武
士
身
分
で

は
な
い
の
で
す
よ
と
い
わ
れ

て
も
、
あ
く
ま
で
も
武
士
身
分
だ
と
主
張
し
続
け
ま
す
。
代
官
、
御

茶
師
、
村
役
そ
れ
ぞ
れ
入
り
組
ん
で
い
た
状
況
が
幕
末
に
は
見
ら
れ

ま
す
。

３
　
記
録
の
な
か
の
山
の
者

　
今
日
の
話
の
中
心
は
、
代
官
や
御
茶
師
、
村
役
と
は
違
っ
て
一
番

下
に
い
る
人
た
ち
の
記
録
で
す
。
断
片
的
な
記
録
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

最
初
に
目
に
し
ま
し
た
の
は
、
単
独
で
浮
い
た
よ
う
な
記
録
で
し
た
。

箱
に
も
冊
子
の
表
紙

に
も
「
無
尽
蔵
」
と

い
う
タ
イ
ト
ル
が
つ

け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

成
立
し
た
の
が
文
化

一
三
年
で
す
。
こ
の

中
の
文
政
三
年
の
と

こ
ろ
に
唐
突
に
つ
ぎ

の
よ
う
な
記
事
が
で

て
き
ま
す
。「
正
月

十
日

　
山
ノ
者
合
力

願
三
仲
ヶ
間
示
談
之
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上
銭
三
貫
文
差
し
遣
わ
す
」
山
の
者
と
は
番
非
人
の
こ
と
で
す
。
こ

ん
な
形
で
で
て
く
る
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
す
。
西
町
は
宇
治
郷
の

集
落
の
最
西
端
で
す
。「
右
訳
は
西
町
垣
外
に
茶
山
と
し
て
集
ま
り

小
屋
あ
り
き
た
り
候
」、
西
町
の
は
ず
れ
に
茶
山
と
い
う
小
屋
が
あ 

り
、
そ
こ
に
人
が
集
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。「
去
卯
年
冬
、
御
代
官

よ
り
博
奕
勝
負
場
と
あ
い
な
り
宜
し
か
ら
ざ
る
間
、
取
り
払
い
仰
せ

付
け
ら
れ
所
替
え
」、
茶
山
と
い
う
場
所
が
博
奕
場
に
な
り
良
く
な

い
の
で
場
所
を
替
え
る
事
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
場
所
は
「
御
役
所

近
辺
か
山
ノ
者
辺
に
取
り
繕
い
申
す
べ
く
由
仰
せ
つ
け
ら
れ
。
よ
っ

て
此
度
奥
ノ
山
に
取
り
繕
い
候
旨
、
困
窮
の
よ
じ
ろ
力
及
ば
ず
、
茶

山
の
義
故
三
仲
間
に
合
力
願
に
来
る
」、
奥
の
山
は
平
等
院
の
裏
手

に
な
り
ま
す
。「
右
は
茶
山
と
言
い
習
い
御
茶
師
に
拘
わ
り
候
場
、

取
り
払
い
の
節
に
沙
汰
に
及
ば
ず
、
此
度
嘆
願
の
義
不
都
合
に
候
え

ど
も
、
段
々
相
詫
び
候
に
つ
き
、
畢
竟
よ
じ
ろ
の
義
許
容
遣
わ
し
、

三
仲
間
よ
り
願
人
へ
三
貫
文
呼
び
寄
せ
相
渡
す
」、
本
来
は
関
り
の

な
い
こ
と
だ
け
れ
ど
、
此
度
願
っ
て
き
た
の
で
、
三
仲
間
よ
り
三
貫

文
、
小
屋
移
転
の
費
用
と
し
て
遣
わ
し
た
と
い
う
記
事
で
す
。
宇
治

の
は
ず
れ
に
茶
山
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
そ
こ
に
山
の
者
た
ち
が

い
た
。
冬
に
な
っ
て
そ
こ
が
博
奕
場
に
な
り
問
題
に
な
っ
た
の
で
移

転
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
奥
の
山
に
移
っ
た
と
い
う
も
の
で
す
。

　
そ
れ
か
ら
意
識
し
て
「
宇

治
郷
留
日
記
」
を
み
て
い
ま

す
と
、
弘
化
四
年
に
次
の
よ

う
な
記
録
が
あ
り
ま
し
た
。

「
三
月
二
六
日

　
一
伊
丹
酒 

銘
玉
川

　
壱
斗
樽
壱
つ

　
右

近
衛
殿
御
殿
よ
り
郷
役
人
へ

下
さ
れ
候
」。
こ
れ
に
は
前

段
が
あ
り
ま
し
て
、
宇
治
の

上
林
が
近
衛
家
に
借
財
を
し
ま
し
て
そ
の
か
た
と
し
て
宇
治
郷
の
山

林
を
あ
て
ま
し
た
。
結
局
払
え
な
く
な
っ
て
そ
の
山
が
近
衛
家
の
も

の
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
山
は
近
衛
家
名
義
で
運
営
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
の
で
す
が
、
そ
の
時
に
近
衛
家
が
出
し
た
条
件
は
、
木
々
に
手

を
入
れ
な
い
で
ほ
し
い
と
い
う
も
の
で
し
た
。
で
も
日
常
の
管
理
そ

の
も
の
は
必
要
な
の
で
そ
れ
は
郷
内
の
山
の
者
に
さ
せ
ま
す
と
郷
の

役
人
が
近
衛
家
と
話
を
つ
け
ま
す
。
こ
れ
は
近
衛
家
と
直
接
や
り
取

り
を
す
る
訳
で
は
な
く
て
、
近
衛
家
に
出
入
り
を
し
て
い
る
菱
木
直

太
郎
が
間
に
立
ち
、
抵
当
に
入
っ
て
近
衛
家
の
持
ち
物
に
な
っ
た
山

の
日
常
の
管
理
を
宇
治
郷
で
う
け
て
そ
れ
を
山
の
者
に
さ
せ
る
と
い

う
約
束
を
し
ま
す
。
話
が
ま
と
ま
っ
て
そ
の
お
礼
と
し
て
近
衛
か
ら
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て
い
ま
し
た
。
二
度
夜
に
廻
る
ら
し
い
の
で
す
が
、
一
度
廻
っ
た
あ

と
雨
が
強
く
て
二
度
目
は
と
り
や
め
に
な
り
ま
す
。
山
の
者
が
台
所

に
腰
を
掛
け
て
お
り
ま
し
た
。
正
次
郎
、
次
郎
介
、
庄
三
郎
、
伝
蔵

と
い
う
の
は
村
役
で
す
。
郷
会
所
に
山
の
者
も
お
り
、
そ
の
奥
に
は

村
役
も
い
て
酒
を
飲
む
こ
と
に
な
っ
た
。
山
の
者
に
も
酒
が
ふ
る
ま

わ
れ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
伝
蔵
は
そ
ん
な
こ
と
は
言
っ
て
い
な

い
と
言
う
。
次
郎
介
と
二
人
の
時
に
次
郎
介
が
山
の
者
に
も
飲
ま
せ

よ
う
か
と
い
っ
た
ら
、
そ
れ
は
ダ
メ
だ
と
伝
蔵
は
言
っ
た
が
、
そ
の

あ
と
人
数
が
増
え
て
い
つ
の
ま
に
か
う
や
む
や
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

山
の
者
と
一
緒
に
飲
む
の
は
良
く
な
い
。も
し
酒
を
出
す
こ
と
が
あ
っ

て
も
徳
利
は
一
緒
で
も
、
猪
口
は
別
の
も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と
が

書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
毎
年
将
軍
家
の
茶
壺
を
迎
え
入
れ
、
送
り
出
す
と
い
う
宇
治
郷
の

独
特
の
「
御
用
」
に
も
、
少
な
か
ら
ず
山
の
者
が
関
わ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
こ
の
証
文
は
記
録
の
中
に
挟
み
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。「
当
所
山
」

伊
丹
の
酒
が
も
た
ら
さ
れ

た
と
い
う
記
事
で
す
。

　
こ
れ
も
弘
化
四
年
の
記

録
で
す
。
こ
の
御
壷
と
い

う
の
は
江
戸
に
も
っ
て
い

く
茶
壺
の
こ
と
で
す
。
御

茶
壺
道
中
の
役
人
が
や
っ

て
き
て
セ
レ
モ
ニ
ー
が
あ

り
、
そ
れ
が
宇
治
か
ら
出

て
行
く
と
い
う
こ
と
を
毎

年
繰
り
返
す
の
で
す
。
出

立
前
に
夜
廻
り
が
行
わ
れ
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と
い
う
肩
書
を
も
っ
て
い
ま
す
。
三
人
の
連
名
で
す
。
こ
の
人
た
ち

が
宇
治
郷
に
対
し
て
芝
居
・
狂
言
・
浄
瑠
璃
・
軍
書
講
釈
と
い
っ
た

も
の
を
催
し
た
い
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
ま
す
。
山
の
者
と
言
わ

れ
る
人
た
ち
の
や
っ
て
い
た
こ
と
の
一
端
な
ん
で
し
ょ
う
が
、
芸
能

に
も
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
急
い
で
秋
の
取
り
入
れ

の
あ
と
に
催
し
た
い
の
で
早
く
決
め
て
ほ
し
い
と
い
う
主
張
で
す
。

こ
れ
だ
け
の
こ
と
し
か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
当
所
山
と
い
う
肩

書
で
こ
う
し
た
こ
と
を
宇
治
郷
に
対
し
て
願
い
出
る
と
い
う
こ
と
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
こ
れ
も
弘
化
四
年
で
す
。
郷
会
所
に
山
の
者
が
二
人
や
っ
て
き
た
。

先
日
よ
り
酒
波
様（
宇
治
郷
の
氏
神
で
あ
る
宇
治
離
宮
下
社
の
神
主
）

の
と
こ
ろ
に
居
つ
い
た
無
宿
者
を
追
い
払
う
は
ず
だ
っ
た
が
、
病
人

し
ま
う
の
で
す
が
、
大
変

健
気
な
働
き
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
、
ご
褒
美
を
も

ら
い
ま
す
。
一
方
の
野
荒

し
を
し
て
い
た
も
の
は
京

都
町
奉
行
の
獄
中
で
亡
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
宇

治
郷
の
野
非
人
の
徳
次
郎

本
人
、
息
子
、
山
の
者
治

兵
衛
・
勘
次
郎
四
名
へ
ご

褒
美
が
与
え
ら
れ
ま
す
。

役
所
か
ら
百
十
枚
、
銭
七

百
文
で
す
。
考
え
た
ら
当

然
の
こ
と
な
ん
で
す
が
、

そ
れ
に
わ
ざ
わ
ざ
ご
褒
美

の
記
事
が
で
て
き
て
い
ま

す
。

な
の
で
し
ば
ら
く
置
い
て
い

た
。
米
坂
（
神
社
の
御
旅
所
）

に
置
い
て
い
た
が
、
今
朝
死

去
し
た
。
非
人
で
行
き
倒
れ

て
亡
く
な
っ
た
の
で
、
そ
の

後
は
山
の
者
に
片
づ
け
さ
せ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う

し
た
こ
と
も
山
の
者
の
仕
事

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
次
は
山
の
者
で
は
な
く
て
野
非
人
が
畑
を
荒
ら
す
者
を
見
つ
け
て

格
闘
し
、
そ
の
結
果
相
手
に
傷
つ
け
ら
れ
て
腕
が
動
か
な
く
な
っ
て
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人
為
的
な
開
発
や
災
害
に
よ
っ
て
生
じ
る
突
発
的
あ
る
い
は
経
年

的
な
変
化
を
除
く
と
、
地
域
そ
の
も
の
は
基
本
的
に
変
わ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
生
活
に
関
わ
る
要
素
と
人
を
含
む
多
様
化
と
拡
大
と
い
っ

た
一
つ
ひ
と
つ
の
出
来
事
の
積
み
重
ね
が
、
や
が
て
社
会
そ
れ
自
体

の
構
造
の
変
化
を
促
進
し
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
中
で
、
た
ま
た
ま
記

録
さ
れ
た
「
非
人
」
を
め
ぐ
る
断
片
的
な
う
ご
き
を
、
今
回
は
ご
紹

介
い
た
し
ま
し
た
。

　
今
度
は
無
宿
非
人
の
ト
ラ

ブ
ル
の
記
事
で
す
。
無
宿
非

人
が
住
み
着
い
て
い
ろ
ん
な

事
件
を
お
こ
し
ま
し
て
罰
せ

ら
れ
ま
す
。
そ
の
時
に
主
犯

格
の
者
を
連
行
す
る
の
は
郷

の
中
の
非
人
で
し
た
。
こ
の

非
人
は
山
の
者
に
な
る
の
だ

と
思
い
ま
す
。
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2017.6.30
 

京
都
部

落
問
題

研
究
資

料
セ

ン
タ

ー
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
幕
末
の
宇
治
郷

 
―

 
御
茶
師
、
村
役
、
山
の
者

 
―
 

       
坂
本
博
司
（
宇
治
市
歴
史
資
料
館
）

 

はじめに

  

地域史を資料館で

 

 

１．御用茶師と宇治茶業の実態

 

   

製造＝栽培・製茶・加工

 

   

流通＝御用・仲買（問屋）・直販

 

   

江戸・大坂

 
「御茶所」の価格表

 

   

宇治茶師三仲間

 
御物・御袋・御通

  

表１・２
 

   

元文二年の申し合わせ

 

苗字を名乗る住人たち

 

   

大鳳寺の茶師

 

表３

 

 

２．郷自治の混乱

 

   

代官

 

   

村役

 

   

古方・新方

 

   

「茶師は百姓身分」

 

 

３．記録のなかの山の者

 

   

「茶山」の移転

 

   

「挨拶」は伊丹の銘酒玉川

 

   

御壷出立前夜の郷会所

 

   

軽演劇のプロデュース

 

   

死亡した浮浪者の処理

 

   

野荒らしと格闘した野非人へのご褒美

 

   

無宿非人と非人頭

 

 

むすび

  

  

宇治の祝い歌

 

投げ節
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2017.6.30
 

京
都
部

落
問
題

研
究
資

料
セ

ン
タ

ー
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
幕
末
の
宇
治
郷

 
―

 
御
茶
師
、
村
役
、
山
の
者

 
―
 

       
坂
本
博
司
（
宇
治
市
歴
史
資
料
館
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①差上申御請証文之事  （天保三年八月七日

 

『宇治上神社文書』）  

一当郷名主年寄共御用向并郷用勤方等閑之取斗等有之、今般一同願

之通退役被仰付、其外高持共同様心得方相違之儀も有之候付、右之

もの共御呼出、左之通被仰渡之趣、私共一同御召出猶又被仰渡候 

一宇治郷之儀、去ル丑年（文政12）より及惑乱候処、当春双方和融

相整候付 
 

②「宇治窮記

 

茶の実噺」（嘉永年間

 

『上林牛加家文書』） 

別に新規の会所を建、夫より古方・新方と、両会所になり、上納取

集め致せ共、取締も崩れ、段々不極りニなり、新会所も借財多持が

たく、遂に古方と一所ニ成り、其時新方年寄壱人古方会所へ入込て、

新方斗の役人なれ共、いつの間にやら此者か、口がしらへて上へ取

入、借屋をかしておも屋を取られ、此者壱人の会所となり、新方の

者ハ勝手よく、古方は益々困窮し、   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③差上申一札之事（文久三年七月二十日

 

宇治郷留日記

 

） 

御茶御用ニ付罷出候節者別段盗難火災喧花口論等何事ニよら須諸願

届身分御取斗之儀者都而百姓同様（中略）御茶御用之外身分御取扱

方之儀者都而先前御支配御仕来之通御心得可有之 
 

④「無尽蔵」（文政三年正月十日

 

『上林春松家文書』）

  

一

 

山ノ者合力願三仲ケ間示談之上銭三貫文差遣ス

 

右訳ハ西町垣外ニ為茶山ト集り小屋有来り候処、昨卯年冬御代官よ

り博奕勝負場と相成不宣間、取払被仰付所替へ御役所近辺か山ノ者

辺ニ取繕ヒ可申由被仰付、依而此度奥ノ山ニ取繕ヒ候旨、困窮之よ

じろ不及力、茶山之義故三仲ケ間ニ合力願ニ来ル

 

右ハ茶山ト云習ヒ御茶師中に拘り候場、取払之節ニ沙汰ニ不及、此

度歎願之義不都合ニ候得共、段々相詫候ニ付、畢竟よじろ之義許容

遣シ、三仲ケ間より願人へ三貫文呼寄相渡ス

 
 

表
１

 
御

物
・

御
袋

茶
師

 

表
２

 
御

通
茶

師
 

表
３

「
平

茶
師

」
そ

の
他
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１
　
日
本
律
令
に
お
け
る
「
帰
化
」「
夷い

て
き狄

」
と
蝦え

み
し夷

　
蝦
夷
が
ど
う
い
う
存
在
だ
っ
た
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
お
話
を

し
て
お
こ
う
と
思
い
ま
す
。
帰
化
と
い
う
言
葉
を
お
聞
き
に
な
っ
た

こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
現
在
、
日
本
の
法
律
用
語
と
し
て
、
国

籍
が
変
わ
る
こ
と
を
帰
化
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
歴
史
用
語
と

し
て
の
帰
化
と
い
う
の
は
少
し
違
い
ま
し
て
、「
王
化
（
王
の
徳
に

よ
る
教
化
）
に
帰
す
（
従
う
）
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
す
。
王
の
偉

大
な
る
徳
に
教
化
さ
れ
て
、
あ
な
た
に
喜
ん
で
従
い
ま
す
と
王
の
徳

化
に
従
っ
て
そ
の
中
に
入
っ
た
人
を
帰
化
し
た
人
、
或
い
は
化け

な
い
じ
ん

内
人

と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
元
々
日
本
が
も
っ
て
い
た
思
想
で
は
な
く
て

中
国
か
ら
取
り
入
れ
た
思
想
で
す
。

　
日
本
で
は
古
代
国
家
を
つ
く
る
時
に
、
律
令
と
い
う
法
律
を
も
と

に
し
て
国
づ
く
り
を
し
ま
し
た
。
中
国
の
法
律
を
元
に
し
て
日
本
風

に
ア
レ
ン
ジ
し
、
取
り
入
れ
る
も
の
は
取
り
入
れ
、
合
わ
な
い
も
の

は
切
り
捨
て
て
、
中
国
の
律
令
を
ベ
ー
ス
に
し
て
日
本
に
あ
っ
た
律

令
を
編
纂
し
そ
れ
を
元
に
国
づ
く
り
を
し
ま
し
た
。
日
本
の
律
令
の

中
に
は
、
中
国
の
思
想
が
色
濃
く
入
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
中
に

は
化
内
の
人
と
か
化
外
の
人
に
つ
い
て
法
的
な
区
別
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
区
別
は
国
が
戸
籍
で
そ
の
人
を
支
配
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
が

基
本
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
具
体
的
に
い
い
ま
す
と
、
人
間
を
国
が
支
配
す
る
、
把
握
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
人
間
の
台
帳
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
間
の

台
帳
と
い
う
の
は
戸
籍
で
す
。
一
人
一
人
を
区
別
し
て
そ
の
人
が
個

人
と
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
下
の
名
前
だ
け
だ
と
た
く
さ
ん
い
ま
す

の
で
、
上
の
名
前
も
つ
け
て
一
人
を
確
定
す
る
よ
う
に
し
て
、
ど
こ

ど
こ
に
住
ん
で
い
る
だ
れ
だ
れ
さ
ん
で
歳
は
い
く
つ
で
、
そ
の
人
の

身
体
的
な
特
徴
ま
で
書
い
て
い
る
と
い
う
も
の
で
す
。
戸
籍
に
記
録

を
し
て
、
戸
籍
に
記
録
さ
れ
た
人
に
国
が
土
地
台
帳
を
元
に
し
て
、

田
地
を
分
け
与
え
ま
す
。
そ
れ
を
班
田
と
い
い
ま
す
。
班
は
分
け
る

と
い
う
意
味
で
す
。
そ
の
班
田
か
ら
税
を
と
り
ま
す
。
ま
た
、
調
と

か
庸
と
い
う
の
は
、
各
個
人
に
か
か
る
税
で
人
頭
税
で
す
。
戸
籍
を

元
に
し
て
一
人
ひ
と
り
に
課
し
ま
す
。
土
地
は
戸
籍
に
従
っ
て
六
歳

以
上
の
全
て
の
人
に
与
え
ま
す
。成
人
の
男
性
に
は
、調
や
庸
と
い
っ

た
税
も
か
け
ま
す
。
戸
籍
に
し
た
が
っ
て
徴
兵
も
行
い
ま
す
。
こ
う

い
っ
た
行
政
措
置
が
行
え
る
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
自
分
か
ら
進
ん
で

王
に
従
い
た
い
と
い
う
意
思
を
も
っ
て
自
ら
帰
降
し
た
人
が
帰
化
し

た
人
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
日
本
が
お
手
本
に
し
た
唐
の
律
令
の
場
合
は
、
唐
は
世
界
帝
国
で

す
か
ら
、
唐
に
住
み
た
い
人
、
唐
に
帰
降
し
た
人
、
あ
る
い
は
唐
に

侵
略
さ
れ
て
統
治
に
従
う
人
と
か
唐
の
領
域
内
に
入
る
人
が
た
く
さ
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ん
で
て
き
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
人
が
唐
の
支
配
に
入
る
場
合
は
、
化

内
人
に
成
り
得
る
者
、
成
り
得
な
い
者
の
区
別
が
唐
の
律
令
に
は
あ

り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
日
本
の
律
令
に
は
成
り
得
る
者
と
成
り
得
な

い
者
の
区
別
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
成
り
得
る
者

に
は
、
朝
鮮
半
島
諸
国
お
よ
び
唐
か
ら
や
っ
て
き
た
人
々
で
す
。
成

り
得
な
い
者
、
想
定
外
の
者
は
日
本
列
島
内
で
当
時
の
政
権
の
統
治

の
力
が
及
ば
な
い
地
域
に
住
ん
で
い
る
人
々
、
東
北
の
方
に
住
ん
で

い
た
蝦
夷
、
種
子
島
の
あ
た
り
の
南
の
島
に
住
ん
で
い
る
人
々
、
隼

人
と
呼
ば
れ
る
南
九
州
の
人
々
が
当
初
の
律
令
で
は
成
り
得
な
い
者
、

想
定
外
の
者
と
し
て
「
夷い

て
き狄

」
と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
夷
狄
へ
の
対

応
に
変
化
が
現
れ
た
の
が
平
安
初
期
の
桓
武
天
皇
の
治
世
下
で
す
。

桓
武
天
皇
の
治
世
が
始
ま
っ
た
平
安
時
代
の
初
期
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ

て
て
考
え
て
い
き
ま
す
。

　
桓
武
天
皇
は
ご
存
知
の
通
り
平
安
京
を
つ
く
っ
た
天
皇
で
す
。
そ

れ
ま
で
は
、
百
年
近
く
奈
良
の
平
城
京
に
都
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、

隣
の
山や

ま
し
ろ背

（
の
ち
山
城
）
の
国
に
都
を
移
し
ま
し
た
。
新
し
い
体
制

を
敷
い
て
様
々
な
改
革
を
や
り
や
す
く
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
桓
武
天
皇
は
新
し
い
政
治
を
す
る
た
め
に
い

ろ
い
ろ
な
改
革
を
し
て
い
っ
た
天
皇
で
す
。
そ
の
中
で
、
そ
れ
ま
で

の
支
配
す
る
側
と
支
配
さ
れ
る
側
が
ど
う
い
う
ふ
う
な
秩
序
に
も
と

づ
い
て
い
る
か
と
い
う
把
握
を
改
め
て
お
こ
な
う
と
い
う
こ
と
を
し

て
い
ま
す
。

　
こ
の
当
時
は
良
と
い
う
身
分
と
賤
と
い
う
身
分
が
あ
り
ま
し
た
。

良
は
一
般
的
な
民
衆
で
す
。
賤
は
人
間
扱
い
が
さ
れ
ず
売
買
の
対
象

に
な
っ
た
人
々
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
律
令
で
は
良
と
賤
の
間
で
は
結

婚
は
禁
止
で
し
た
。
子
ど
も
が
出
来
て
し
ま
っ
た
場
合
は
子
ど
も
は

賤
民
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
桓
武
天
皇
の
時
代
で
は
、
こ
の
子

ど
も
は
良
と
さ
れ
て
良
と
賤
の
区
別
を
廃
止
し
て
い
く
方
向
に
な
っ

て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
い
ろ
い
ろ
な
階
層
の
カ
バ
ネ
姓
の
再
編
や
氏

族
ご
と
の
本
系
帳
を
提
出
さ
せ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
氏
族
が
ど
う
い
う
立

場
の
氏
族
で
あ
る
か
を
明
確
に
さ
せ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
よ
う

な
ど
ん
な
階
層
の
人
が
い
る
の
か
と
い
う
、
人
の
把
握
を
し
て
い
き

ま
す
。

　
そ
の
な
か
で
、
夷
狄
視
さ
れ
て
い
た
隼は

や
と人

は
、
奈
良
時
代
の
途
中

か
ら
す
で
に
戸
籍
に
は
付
さ
れ
て
い
て
中
途
半
端
な
存
在
だ
っ
た
の

で
す
が
、
桓
武
天
皇
の
時
代
に
、
化
内
人
、
公
民
で
あ
る
と
い
う
よ

う
な
公
民
化
が
完
了
し
て
夷
狄
で
は
な
い
と
い
う
身
分
が
確
定
し
ま

す
。
公
民
と
い
う
の
は
、
帰
化
と
い
う
概
念
か
ら
い
う
と
化
内
に
な

る
の
で
す
が
、
律
令
の
法
制
度
の
中
で
い
う
と
、
百

ひ
ゃ
く
せ
い姓

と
い
わ
れ

て
い
る
人
た
ち
で
す
。
日
本
の
場
合
は
、
百
姓
と
は
あ
ま
り
言
わ
れ
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な
く
て
公
民
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
戸
籍
に
付
し
て
班
田
を
給
付
さ

れ
て
租
、
庸
、
調
な
ど
の
税
を
課
さ
れ
る
よ
う
な
人
々
で
す
。
隼
人

は
奈
良
時
代
の
早
い
段
階
で
戸
籍
に
は
付
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、

班
田
の
給
付
は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
従
っ
て
班
田
を
元
に
課

さ
れ
る
租
は
課
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
調
や
庸
も
課
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
桓
武
天
皇
の
時
代
に
班
田
が
給
付
さ
れ
ま
す
。

外
の
民
が
日
本
の
天
皇
に
挨
拶
に
伺
う
こ
と
を
朝
貢
と
い
い
ま
す
が
、

そ
れ
ま
で
は
化
外
の
民
と
い
う
こ
と
で
朝
貢
を
儀
式
と
し
て
六
年
に

一
回
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
朝
貢
も
停
止
し
ま
し
た
。
こ
れ
で
隼

人
の
公
民
化
が
完
了
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
延
暦
二
十
年
で
す
。

　
ほ
ぼ
同
時
期
に
同
じ
夷
狄
と
さ
れ
て
い
た
蝦
夷
に
対
す
る
「
公
民

化
政
策
」
も
始
め
ら
れ
ま
し
た
。
桓
武
天
皇
の
頃
か
ら
始
め
ら
れ
て

息
子
の
嵯
峨
天
皇
が
亡
く
な
る
ま
で
の
平
安
初
期
の
段
階
ま
で
公
民

化
政
策
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
東
北
と
の
間
で
戦
争
が
何
回
か
行

わ
れ
て
い
て
、
桓
武
天
皇
時
代
に
大
規
模
な
戦
争
が
起
こ
る
の
で
す

が
、
そ
の
戦
争
に
伴
っ
て
帰
降
し
て
き
た
人
を
全
国
的
に
移
住
さ
せ

ま
す
。
こ
の
強
制
的
に
移
住
さ
せ
た
蝦
夷
の
人
が
公
民
化
政
策
の
主

な
対
象
と
な
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
結
果
と
し
て
は
こ
の
公
民
化

政
策
は
失
敗
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
公
民
に
な
っ
た
人
は

い
る
に
は
い
ま
す
が
、
史
料
に
よ
る
と
本
当
に
少
な
く
て
結
果
的
に

は
宙
ぶ
ら
り
ん
で
半
分
公
民
だ
け
れ
ど
、
半
分
夷
狄
視
さ
れ
る
と
い

う
よ
う
な
、「
俘ふ

し
ゅ
う囚

」
と
い
わ
れ
る
身
分
に
平
安
時
代
を
通
じ
て
固

定
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
俘
囚
と
い
う
の
は
帰
化
し
た
民
で
あ
り
な
が
ら
、
戸
籍
同
様
の
俘

囚
計
帳
に
記
録
さ
れ
な
が
ら
も
租
、
調
、
庸
が
課
せ
ら
れ
な
い
と
い

う
公
民
と
し
て
の
条
件
が
そ
ろ
っ
て
い
な
い
状
況
で
し
た
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
戦
争
の
結
果
強
制
移
住
さ
せ
ら
れ
た
人
々
が
移
住
先
で

地
元
の
人
々
と
う
ま
く
で
き
ず
に
い
ろ
ん
な
問
題
や
反
乱
を
起
こ
し

た
り
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
今
回

は
、
そ
れ
と
は
別
の
視
点
で
、
平
安
初
期
、
公
民
化
政
策
が
試
み
ら

れ
て
い
た
時
代
の
蝦
夷
が
日
本
の
社
会
で
ど
う
い
う
立
場
で
あ
っ
た

の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
名
前
に
着
目
し
て
探
っ
て
い
こ
う
と

思
い
ま
す
。

２
　
古
代
律
令
制
下
の
姓

　
律
令
制
下
の
姓
と
い
う
の
は
、
今
の
姓
と
は
違
い
ま
す
。
と
て
も

社
会
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
律
令
制
下
の
姓
名
の
構
造
に
つ

い
て
「
藤
原
朝
臣
道
長
」
を
例
に
あ
げ
ま
す
。「
藤
原
」
が
ウ
ジ
ナ 

「
朝
臣
」
が
カ
バ
ネ
で
「
道
長
」
が
個
人
名
で
す
。
ウ
ジ
ナ
と
カ
バ

ネ
で
「
姓
」
と
な
り
ま
す
。
カ
バ
ネ
は
漢
字
で
書
く
と
「
姓
」
で
、
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ど
ち
ら
の
こ
と
な
の
か
わ
か
ら
な
く
な
る
の
で
、
こ
こ
で
は
カ
タ
カ

ナ
で
カ
バ
ネ
と
し
ま
す
。
ウ
ジ
ナ
は
血
統
を
表
す
血
の
符
号
で
一
族

を
あ
ら
わ
し
ま
す
。
カ
バ
ネ
は
、
そ
の
一
族
が
社
会
的
に
ど
ん
な
階

層
に
あ
る
の
か
を
示
す
記
号
で
す
。
天
武
天
皇
の
時
に
八や

く
さ色

の
姓

か
ば
ね

、

八
種
類
の
カ
バ
ネ
が
制
定
さ
れ
て
い
て
そ
れ
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い

ま
す
。
真ま

ひ
と人

、
朝あ

そ
ん臣

、
宿す

く
ね祢

、
忌い

み
き寸

、
道み

ち
の
し師

、
臣お

み

、
連

む
ら
じ

、
稲い

な
ぎ置

と

あ
り
、
八
つ
の
ラ
ン
ク
で
す
。
真
人
は
天
皇
の
親
族
に
な
り
ま
す
。

名
前
を
名
乗
っ
た
だ
け
で
社
会
的
ラ
ン
ク
が
わ
か
り
ま
す
。
カ
バ
ネ

は
固
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
社
会
的
地
位
が
上
が
る
と
カ
バ
ネ
も
あ
が

り
ま
す
。
カ
バ
ネ
は
付
け
ら
れ
る
場
合
と
無
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
場
合
、
カ
バ
ネ
を
持
っ
て
い
る
方
が
社
会
的
ラ
ン
ク
は
上
で
す
。

姓
が
無
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
一
番
上
と
一
番
下
で
す
。
天

皇
は
姓
を
持
ち
ま
せ
ん
。
ま
た
、
奴
婢
も
持
ち
ま
せ
ん
。
古
代
の
律

令
下
で
は
姓
で
そ
の
人
の
社
会
的
地
位
が
一
目
瞭
然
で
し
た
。
だ
か

ら
こ
そ
桓
武
天
皇
は
、
新
し
い
体
制
を
築
く
た
め
に
カ
バ
ネ
の
再
編

を
行
い
ま
し
た
。
姓
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
天
皇
だ
け
で
す
。

姓
に
関
し
て
は
政
権
の
主
体
で
あ
る
天
皇
が
与
え
ま
す
。
で
す
か
ら

姓
と
い
う
の
は
そ
の
当
時
の
政
権
に
と
っ
て
そ
の
人
が
ど
ん
な
立
場

な
の
か
、
政
権
か
ら
見
て
ど
ん
な
対
象
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
表
す

も
の
だ
と
い
え
ま
す
。

　
社
会
的
地
位
が
変
わ
る
と
カ
バ
ネ
の
ラ
ン
ク
が
上
が
っ
て
行
く
と

い
う
の
は
先
程
説
明
し
ま
し
た
が
、
ウ
ジ
ナ
が
変
わ
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。
ウ
ジ
ナ
も
併
せ
て
姓
が
変
わ
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
レ 

ジ
ュ
メ
に
三
つ
の
場
合
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
身
分
が
変
わ
っ

た
場
合
で
す
。
賤
し
い
身
分
で
あ
っ
た
の
が
解
放
さ
れ
改
姓
を
願
い

出
て
新
た
な
姓
を
賜
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
例
と
し
て
、「
河か

わ
ち
の
て

内
手

人ひ
と
と
う
す
づ
く
り

刀
子
作
」
が
養
老
四
年
に
願
い
出
て
「
下し

も
の
す
ぐ
り

村
主
」
と
い
う
姓
を
与

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
人
の
祖
先
は
大
化
の
前
代
に
軍
事
関
連
の

職
能
に
従
事
し
て
代
々
職
を
世
襲
し
て
い
た
雑
戸
の
身
分
だ
っ
た
人

で
す
。
こ
の
養
老
四
年
の
段
階
で
は
こ
の
人
は
雑
戸
と
い
う
身
分
か

ら
解
放
さ
れ
て
い
て
、
新
し
い
姓
を
も
ら
い
た
い
と
願
い
出
ま
し
た
。

こ
の
姓
で
は
私
が
雑
戸
の
血
を
引
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
人
の

恥
と
す
る
姓
な
の
で
新
し
い
姓
を
ほ
し
い
と
い
う
の
で
す
。

　
次
は
功
績
を
賞
す
る
場
合
で
す
。
良
い
こ
と
を
し
た
の
で
そ
の
功

績
に
ち
な
む
姓
が
与
え
ら
れ
た
例
で
す
。「
猶

な
お
は
ら
の
み
や
つ
こ

原
造
」
が
「
勤

い
そ
し
み
の
お
み

臣
」

と
い
う
姓
を
与
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
人
は
駿
河
国
の
国
司
な
の
で
す

が
、
領
国
内
で
黄
金
を
発
見
し
て
そ
れ
を
献
上
し
た
功
績
か
ら
勤
勉

に
働
い
た
臣
下
と
い
う
こ
と
で
「
勤
臣
」
と
い
う
姓
を
与
え
ら
れ
ま

し
た
。
ま
た
、「
造
」
と
い
う
カ
バ
ネ
か
ら
「
臣
」
と
い
う
カ
バ
ネ

に
上
昇
し
て
い
ま
す
。



40

　
次
は
、
本
姓
を
持
っ
て
い
た
外
国
の
人
が
日
本
に
や
っ
て
き
て
帰

化
し
、
日
本
に
な
じ
ん
だ
た
め
に
日
本
風
の
姓
を
申
請
し
て
賜
っ
た

と
い
う
例
で
す
。
日
本
の
本
拠
地
に
ち
な
む
姓
で
あ
っ
た
り
、
出
自

が
高
貴
な
場
合
は
出
自
国
の
名
に
ち
な
む
姓
が
与
え
ら
れ
た
り
、
抽

象
的
な
美
称
が
与
え
ら
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
例
と
し
て
は
百
済
の

人
の
「
王
」
と
い
う
姓
か
ら
「
楊

や
な
ぎ
つ
の
む
ら
じ

津
連
」
と
い
う
姓
を
与
え
ら
れ

た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
楊
津
は
日
本
の
地
名
で
す
。
カ
バ
ネ
も
無
し

か
ら
連
を
賜
っ
て
い
ま
す
。
百
済
の
王
族
の
姓
で
あ
る
「
余よ

」
か
ら

「
百く

だ
ら
き
み

済
公
」
と
い
う
姓
を
も
ら
っ
た
例
も
あ
り
ま
す
。
高
貴
な
人
な

の
で
出
自
国
の
名
前
「
百
済
」
と
カ
バ
ネ
の
「
公
」
を
も
ら
い
ま
し

た
。
高
句
麗
の
行
政
区
分
で
あ
る
「
上

じ
ょ
う
ほ
う部

」
が
出
自
の
、「
王
」
と

い
う
姓
を
も
っ
た
「
上
部
王
」
は
、「
豊

と
よ
は
ら
の
む
ら
じ

原
連
」
と
い
う
姓
を
も

ら
い
ま
し
た
。
豊
原
と
い
う
の
は
地
名
で
は
な
く
美
称
だ
と
思
わ
れ
、

連
と
い
う
カ
バ
ネ
も
も
ら
っ
て
い
ま
す
。「
晏あ

ん

」
と
「
徐じ

ょ

」
と
い
う

姓
の
二
人
は
、「
栄さ

か
や
ま
の
い
み
き

山
忌
寸
」
と
い
う
同
じ
姓
を
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

栄
山
と
い
う
の
は
美
称
で
栄
え
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
、
忌
寸

は
カ
バ
ネ
で
す
。「
晏
」
も
「
徐
」
も
全
く
違
う
一
族
な
の
で
す
が
、

同
じ
姓
を
も
ら
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
の
律
令
下
で
も
ら

う
姓
と
い
う
の
は
血
の
符
号
よ
り
も
社
会
的
な
地
位
を
表
す
意
味
の

方
が
強
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
蝦
夷
と
い
わ
れ
た
人
の
社
会
的
な
地
位
は

姓
を
と
お
し
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ど
の
よ
う
な
姓
が
与
え
ら
れ
た
の
か
。
姓
が
改
ま
っ
た
場
合
は
ど
ん

な
姓
に
変
わ
っ
た
の
か
。
そ
れ
ら
か
ら
そ
の
人
が
社
会
か
ら
み
て
ど

ん
な
立
場
に
あ
り
、
ど
う
見
ら
れ
て
い
た
の
か
。
申
請
し
て
変
わ
る

こ
と
が
あ
る
の
で
、
ど
う
見
ら
れ
た
い
と
考
え
た
の
か
―
と
い
う
こ

と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

　
さ
て
、
蝦
夷
の
姓
に
は
ど
う
い
っ
た
も
の
が
あ
る
か
と
い
う
と
、

支
配
す
る
形
態
に
よ
っ
て
大
き
く
二
つ
に
分
類
さ
れ
ま
す
。
集
住
し

て
部
族
的
な
も
の
を
残
し
た
ま
ま
帰
降
し
た
人
は
「
蝦
夷
」
と
呼
ば

れ
ま
す
。
そ
れ
と
は
別
に
、
個
々
に
帰
降
し
て
個
別
に
把
握
さ
れ
た

人
は
「
俘
囚
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。「
蝦
夷
」
と
判
別
さ
れ
て
「
蝦
夷
・

そ
こ
の
地
名
・
公き

み

・
個
人
名
」
と
い
う
名
乗
り
に
な
り
ま
す
。
姓
と

し
て
は
「
地
名
＋
公
」
が
与
え
ら
れ
ま
す
。
身
分
は
蝦
夷
で
す
。 

別
々
に
把
握
さ
れ
た
人
は
俘
囚
と
い
う
身
分
表
示
を
し
た
う
え
で
、 

「
吉き

み

こ

べ

弥
侯
部
」
と
い
う
姓
が
与
え
ら
れ
ま
す
。
他
の
例
も
あ
り
ま
す

が
、
圧
倒
的
に
「
吉
弥
侯
部
」
と
い
う
姓
が
多
く
与
え
ら
れ
て
い
ま

す
。「
俘
囚
・
吉
弥
侯
部
・
個
人
名
」
と
い
う
名
乗
り
に
な
り
ま
す
。 

「
吉
弥
侯
部
」
と
い
う
の
は
、
王
の
臣
下
と
い
う
意
味
で
す
。
九
世

紀
段
階
で
「
吉
弥
侯
部
」
と
で
て
く
る
の
は
ほ
ぼ
俘
囚
で
す
。
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今
回
は
全
国
に
移
配
さ
れ
た
蝦
夷
の
姓
を
取
り
上
げ
ま
す
。
律
令

政
府
と
東
北
と
の
軍
事
衝
突
は
奈
良
時
代
か
ら
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

結
果
帰
降
し
て
き
た
人
々
を
俘
囚
と
呼
び
、
帰
降
し
て
き
た
そ
の
人

た
ち
を
内
地
に
強
制
移
住
さ
せ
る
と
い
う
政
策
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

奈
良
時
代
の
頃
は
九
州
の
軍
事
関
係
の
場
所
に
配
置
さ
れ
た
り
、
貴

人
の
賤
民
に
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
平
安
時
代

に
大
規
模
な
東
北
戦
争
が
お
こ
り
ま
す
。
三
八
年
戦
争
と
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。
桓
武
天
皇
の
お
父
さ
ん
の
時
代
か
ら
子
ど
も
の
嵯
峨
天
皇

の
時
代
ま
で
三
八
年
間
東
北
と
戦
い
ま
し
た
。
奈
良
時
代
の
小
競
り

合
い
の
戦
闘
と
は
規
模
が
全
く
違
い
大
規
模
に
な
っ
た
の
で
帰
降
し

て
き
た
人
も
た
く
さ
ん
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
と
は
較
べ
物
に
な

ら
な
い
く
ら
い
で
す
。
桓
武
天
皇
の
代
の
時
に
な
さ
れ
た
戦
争
が
三

八
年
戦
争
の
中
で
も
中
心
的
な
戦
争
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
時
に

帰
降
し
て
き
た
人
た
ち
は
大
変
多
く
な
り
ま
す
。
そ
の
人
た
ち
は
、

こ
れ
ま
で
は
西
の
方
の
あ
る
限
ら
れ
た
地
に
強
制
移
住
さ
せ
ら
れ
て

い
た
の
で
す
が
、
こ
の
平
安
初
期
に
な
り
ま
す
と
、
全
国
的
に
移
配

を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。そ
れ
が
こ
の
図
に
な
り
ま
す
。こ
う
い
っ

た
生
ま
れ
故
郷
か
ら
遠
く
に
強
制
移
住
さ
せ
ら
れ
た
人
々
が
い
た
と

い
う
こ
と
が
、
平
安
初
期
の
蝦
夷
対
策
の
大
き
な
特
色
で
も
あ
り
ま

す
。
公
民
化
政
策
も
、
全
国
に
散
ら
ば
っ
た
蝦
夷
を
公
民
化
す
る
と

い
う
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
ま
す
。
公
民
化
政
策
は
途
中
で
と

ん
挫
し
ま
す
が
、
そ
の
人
た
ち
が
ど
ん
な
社
会
的
な
地
位
に
い
た
の

か
を
、
戦
争
や
反
乱
と
か
い
っ
た
事
跡
か
ら
で
は
な
く
、
姓
と
い
う

も
の
か
ら
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

３
　
全
国
移
配
蝦
夷
の
改
姓
例

　
全
国
に
移
配
さ
れ
た
蝦
夷
が
改
姓
し
た
例
が
少
数
な
が
ら
存
在
し

て
い
ま
す
。
改
姓
は
身
分
か
ら
の
解
放
や
功
績
に
と
も
な
っ
て
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
全
国
移
配
さ
れ
た
蝦
夷
の

改
姓
例
を
み
て
み
ま
す
と
、
こ
の
時
期
、
蝦
夷
と
い
う
夷
狄
の
身
分

か
ら
公
民
化
へ
の
政
策
が
と
ら
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
姓
が
変
わ
っ

た
と
き
に
そ
れ
に
伴
っ
て
の
公
民
へ
の
身
分
移
行
は
見
受
け
ら
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
改
姓
例
は
五
つ
あ
り
ま
す
。

　
史
料
①
「
摂
津
国
俘
囚
勲
六
等
吉
弥
侯
部
子こ

な
り成

等
男
女
八
人

　
陸

奥
国
勲
六
等
吉
弥
侯
部
押お

し
ひ
と人

等
男
女
八
人
に
雄お

た
に谷

を
賜
姓
す
。」
こ

こ
で
は
「
吉
弥
侯
部
」
が
「
雄
谷
」
と
い
う
姓
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。

カ
バ
ネ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
雄
谷
と
い
う
地
名
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な

ウ
ジ
ナ
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
史
料
②
「
伊
予
国
人
勲
六
等
吉
弥
侯
部
勝か

つ

ま

ろ

麻
呂

　
吉
弥
侯
部
佐さ

奈な

布ふ

留る

　
二
人
に
姓
野の

は
ら原

を
賜
う
。」
こ
こ
で
は
「
野
原
」
と
い
う
姓
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が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
カ
バ
ネ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
野
原
は
地
名
を

想
起
さ
せ
る
ウ
ジ
ナ
で
す
。
こ
の
人
は
「
伊
予
国
人
」
と
あ
り
ま
す

の
で
俘
囚
で
し
た
ら
「
伊
予
国
俘
囚
」
と
書
か
れ
る
は
ず
で
す
。
俘

囚
と
い
う
身
分
か
ら
は
解
放
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
俘

囚
か
ら
公
民
に
か
わ
っ
て
い
ま
す
。「
伊
予
国
人
勲
六
等
吉
弥
侯
部
」

と
あ
り
ま
す
の
で
、
身
分
が
変
わ
っ
た
時
に
吉
弥
侯
部
と
い
う
姓
が

変
わ
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
い
つ
身
分
が
変
わ
っ

た
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
身
分
が
変
わ
っ
た
あ
と
で
「
野
原
」
と

い
う
姓
に
な
っ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
そ
の
土
地
に
な
じ
ん
で
地
名

を
想
起
す
る
よ
う
な
ウ
ジ
ナ
が
与
え
ら
れ
た
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い

よ
う
な
人
と
社
会
的
に
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　
史
料
③
「
俘
囚
勲
五
等
吉
弥
侯
宇う

か

ぬ

加
奴

　
勲
五
等
吉
弥
侯
志し

波わ

宇う

志し

　
勲
五
等
吉
弥
侯
億お

く

か

た

可
太

　
等
に
物も

の
の
べ
の
し
ば
の
む
ら
じ

部
斯
波
連
を
賜
姓
す
。」
こ

こ
で
は
「
吉
弥
侯
」
か
ら
「
物
部
斯
波
連
」
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。「
物

部
＋
斯
波
（
地
名
）
＋
連
」、
物
部
と
い
う
の
は
名
家
で
す
。
そ
の

地
域
に
大
き
な
勢
力
を
持
っ
て
い
る
名
家
に
従
っ
て
い
る
人
は
そ
の

人
の
姓
を
冠
し
た
名
乗
り
を
す
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
う
い
っ
た
名
前

は
、
地
域
に
良
く
見
受
け
ら
れ
る
名
前
で
す
。
こ
の
改
姓
し
た
人
は
、

そ
の
後
承
和
七
年
に
外
従
五
位
下
を
叙
位
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

結
構
高
い
位
で
す
。
地
方
に
住
ん
で
い
る
人
で
五
位
を
貰
う
の
は
名

誉
な
こ
と
で
す
。
承
和
三
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
東
北
地
方
で
戦
争

が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
時
に
軍
功
を
示
し
た
人
物
で
す
。
斯
波
と

い
う
地
名
を
冠
す
る
姓
に
改
姓
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
斯
波
と
い
う
の

は
陸
奥
の
国
に
斯
波
郡
と
い
う
地
名
が
あ
り
ま
す
の
で
そ
こ
の
地
縁

を
示
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
成
長
し
て
い
っ
た
新
興
層
の
出
身
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
地
図
の
Ⅴ
の
あ
た
り
で
す
。
無
カ
バ
ネ

か
ら
連
姓
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
社
会
的
階
層
が
上
昇
し
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
連
は
こ
の
時
期
勢
力
の
あ
る
層
の
カ
バ
ネ
で
新
興
豪

族
と
し
て
の
勢
い
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
史
料
④
「
豊
後
国
人
外げ

じ

ゅ

ご

い

の

げ

従
五
位
下
吉
弥
侯
部
龍た

つ

ま

ろ

麻
呂
に
貞さ

だ
み
ち
の
む
ら
じ

道

連

を
賜
姓
す
。」
は
「
吉
弥
侯
部
」
か
ら
「
貞
道
連
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。

無
カ
バ
ネ
か
ら
連
の
カ
バ
ネ
を
も
っ
て
い
る
姓
に
な
り
ま
し
た
。
社

会
的
階
層
が
上
昇
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
人
は
移
配
さ
れ

た
豊
後
の
国
で
勢
力
を
も
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ウ
ジ

ナ
の
「
貞
道
」
は
他
に
は
み
え
な
い
の
で
す
が
、
抽
象
的
な
儒
教
的

な
徳
目
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
も
の
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
見

合
っ
た
よ
う
な
存
在
と
思
わ
れ
ま
す
。
姓
は
自
分
か
ら
申
請
し
許
可

さ
れ
て
天
皇
か
ら
も
ら
う
と
い
う
形
か
、
天
皇
か
ら
こ
う
い
う
姓
を

与
え
る
と
い
う
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
の
で
す
が
、
大
概
の
場
合

は
自
分
か
ら
申
請
し
て
天
皇
か
ら
賜
る
と
い
う
形
に
な
り
ま
す
。
そ
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う
い
う
場
合
で
も
社
会
的
に
認
め
ら
れ
な
い
と
許
可
は
さ
れ
ま
せ
ん
。

こ
う
い
っ
た
ウ
ジ
ナ
を
名
乗
る
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
存
在
に
な
っ

た
と
い
う
お
墨
付
き
を
天
皇
か
ら
も
ら
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
し
か
も
こ
の
人
は
「
豊
後
国
人
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
身
分

的
に
も
公
民
に
既
に
上
昇
し
て
い
ま
す
。
吉
弥
侯
部
姓
で
は
あ
り
ま

す
が
、
俘
囚
で
あ
り
ま
せ
ん
。
更
に
「
貞
道
連
」
と
い
う
姓
を
も
ら

う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
史
料
⑤
「
播
磨
国
飾し

か
ま磨

郡
散さ

ん
み
し
ょ
う
し
ち
い
の
げ

位
正
七
位
下
叫さ

け
び
の
わ
た
ま
ろ

綿
麻
呂
に
春は

る
な
が
の
む
ら
じ

永

連

を
賜
姓
す
。
元も

と

夷
種
な
り
。」
こ
こ
で
は
「
叫
」
か
ら
「
春
永
連
」

に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
無
カ
バ
ネ
か
ら
連
と
い
う
カ
バ
ネ
を
も
ら
っ

て
い
ま
す
の
で
社
会
的
階
層
が
上
昇
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
移

配
先
の
播
磨
国
で
勢
力
を
有
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。「
元
夷
種
な
り
」

と
あ
り
ま
す
の
で
、
蝦
夷
か
ら
公
民
へ
と
身
分
上
昇
し
て
い
ま
す
。

ウ
ジ
ナ
の
「
叫
」
は
「
梟
」（
つ
よ
い
、
た
け
し
い
）
に
通
じ
ま
す
。

勇
猛
な
蝦
夷
の
首
長
と
い
う
意
味
で
つ
け
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と

思
わ
れ
ま
す
。
も
と
も
と
部
族
性
を
保
っ
た
蝦
夷
で
あ
れ
ば
普
通
は

地
名
が
姓
に
つ
く
の
が
通
常
の
パ
タ
ー
ン
な
ん
で
す
が
、
こ
の
「
叫
」

と
い
う
字
を
つ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
地
名
に
は
見
つ
か
ら
な
い
の

で
漢
字
表
記
の
誤
り
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
蝦

夷
が
住
ん
で
い
た
地
名
は
現
在
の
ア
イ
ヌ
語
で
通
じ
る
よ
う
な
地
名

が
あ
り
ま
す
の
で
、
ア
イ
ヌ
語
表
記
の
音
を
漢
字
で
当
て
字
を
し
て

地
名
で
書
く
と
い
う
こ
と
が
東
北
地
方
で
み
ら
れ
、
こ
れ
も
そ
の
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。「
春
永
」
と
い
う
の
は
地
名
に
は
み
え
ま
せ
ん
。

ウ
ジ
ナ
で
春
と
い
う
字
が
つ
く
の
は
い
く
つ
か
あ
る
の
で
す
が
、
そ

う
い
っ
た
ウ
ジ
ナ
は
大
概
抽
象
的
な
美
称
と
し
て
つ
け
ら
れ
た
ウ
ジ

ナ
が
多
い
で
す
。
こ
れ
も
美
称
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。「
春
が

永
く
世
に
と
き
め
き
永
く
栄
え
る
」
と
い
う
よ
う
な
抽
象
的
な
良
い

意
味
を
も
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
い
ま
す
。
地
名
に
よ
ら
ず
抽
象

的
な
ウ
ジ
ナ
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
教
養
・
文
化
の
浸
透
度
を
思
わ

せ
ま
す
。

　
こ
こ
ま
で
が
改
姓
し
た
例
で
す
。
公
民
化
政
策
が
集
中
し
て
行
わ

れ
る
の
は
延
暦
の
終
わ
り
こ
ろ
か
ら
天
長
年
間
く
ら
い
ま
で
で
、
以

降
は
蝦
夷
の
反
乱
が
各
地
で
続
き
混
乱
の
時
代
に
な
り
ま
す
。
そ
れ

が
史
料
④
や
史
料
⑤
の
よ
う
に
天
長
以
後
の
承
和
年
間
に
、
即
ち
公

民
化
が
集
中
し
て
行
わ
れ
た
時
期
以
後
に
社
会
階
層
の
上
昇
を
示
す

カ
バ
ネ
を
も
ら
っ
た
り
、
日
本
的
な
文
化
教
養
が
表
わ
れ
た
り
、
在

地
と
の
共
生
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
ウ
ジ
ナ
の
改
姓
の
例
が
み
ら
れ
る

と
い
う
の
は
注
目
さ
れ
ま
す
。
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４
　
身
分
移
行
例
と
姓
の
関
連

　
次
に
身
分
移
行
と
姓
の
関
連
を
み
る
と
、
平
安
初
期
の
俘
囚
の
公

民
化
政
策
の
時
期
、
俘
囚
の
身
分
が
移
行
し
た
と
か
過
去
に
移
行
し

た
こ
と
が
わ
か
る
記
事
は
少
な
く
、
レ
ジ
ュ
メ
に
あ
げ
て
い
る
五
件

し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
一
件
目
は
前
出
史
料
②
の
吉
弥
侯
部
勝
麻
呂
ら
で
「
伊
予
国
人
」、

「
人
」
と
あ
る
の
で
、
す
で
に
公
民
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

二
件
目
の
天
長
元
年
の
史
料
の
公
子
部
八
代
麻
呂
ら
は
「
課
民
」
に

な
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
調
庸
を
課
す
こ
と
の
で
き
る
人
を
課
民
と
い

い
ま
す
。
公
民
と
同
じ
意
味
で
す
。
三
件
目
の
天
長
五
年
の
史
料
の

吉
弥
侯
部
奥
家
は
、「
既
に
皇
風
に
染
ま
り
」「
志
平
民
に
同
じ
」「
野

心
既
に
忘
れ
る
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
も
と
俘
囚
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
官
舎
や
池
溝
や
道
橋
の
修
造
な
ど
の
労
役
に
励
ん
で

い
て
国
司
が
地
域
に
監
察
を
す
る
た
め
に
入
っ
て
く
る
と
き
に
は
送

迎
の
礼
が
大
変
優
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
特
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
人
は
俘
囚
身
分
か
ら
白
丁
と
い
う
身
分
に
な
り
ま
し
た
。
白
丁

と
は
無
位
官
職
な
し
の
公
民
の
こ
と
で
す
。
四
件
目
の
承
和
四
年
の

史
料
の
吉
弥
侯
部
龍
麻
呂
は
前
出
の
人
で
、「
豊
後
国
人
」
と
あ
り

ま
す
の
で
、
す
で
に
俘
囚
身
分
か
ら
公
民
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
五
件
目
の
承
和
一
〇
年
の
史
料
の
叫
綿
麻
呂
も
前
出
の
人
で
、

「
元
夷
種
な
り
」
と
あ
り
ま
す
の
で
蝦
夷
か
ら
公
民
、
し
か
も
有
位

者
、
連
と
い
う
カ
バ
ネ
を
持
ち
ウ
ジ
ナ
も
美
称
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
て
み
て
い
き
ま
す
と
、
身
分
は
変
わ
っ
た
の
で
す
が
「
吉

弥
侯
部
」
姓
の
四
例
と
も
姓
は
改
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
以
前
に
見

た
よ
う
に
、
雑
戸
と
い
う
姓
を
嫌
っ
て
、
雑
戸
と
思
わ
せ
る
よ
う
な

姓
を
変
え
て
ほ
し
い
と
改
姓
を
願
出
る
な
ど
、
奈
良
時
代
に
は
人
か

ら
卑
下
さ
れ
る
よ
う
な
身
分
か
ら
解
放
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
が
わ

か
る
よ
う
な
姓
は
改
め
て
ほ
し
い
と
申
請
し
て
許
可
さ
れ
る
例
が
い

く
つ
か
見
ら
れ
ま
す
。
俘
囚
の
場
合
は
「
吉
弥
侯
部
」
と
あ
れ
ば
わ

か
り
ま
す
。
で
も
身
分
が
移
行
し
た
際
に
「
吉
弥
侯
部
」
と
い
う
姓

を
変
え
て
い
ま
せ
ん
。
公
民
に
な
っ
て
か
ら
、
大
分
た
っ
て
か
ら
「
吉

弥
侯
部
」
姓
か
ら
変
わ
る
例
も
あ
り
ま
す
が
、
身
分
移
行
に
伴
っ
て

変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
な
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　
史
料
⑥
は
、
公
民
の
「
伴
部
」
と
い
う
姓
か
ら
「
吉き

み

こ

弥
侯
」
に
変

え
た
い
と
い
っ
て
許
可
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
す
。「
吉
弥
侯
」「
吉

弥
侯
部
」
も
俘
囚
に
圧
倒
的
に
多
い
姓
な
の
で
す
が
、
こ
の
人
は
そ

の
「
吉
弥
侯
」
に
改
姓
し
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
「
吉
弥
侯
」

「
吉
弥
侯
部
」
は
恥
ず
か
し
い
姓
と
い
う
認
識
は
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
史
料
⑦
は
、「
夷い

ふ俘
」
を
個
人
の
呼
称
と
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
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と
い
う
史
料
で
す
。
こ
こ
で
は
、
役
人
や
百
姓
（
一
般
の
人
々
の
こ

と
で
す
）
が
、
全
国
に
移
配
さ
れ
た
夷
俘
に
対
し
て
、
姓
を
持
っ
て

い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
い
つ
も
「
夷
俘
」
と
呼
ん
で
い
る
。
官
位
や

姓
で
呼
ば
ず
に
「
夷
俘
」
と
よ
ぶ
こ
と
は
い
け
な
い
。
官
位
を
持
っ

て
い
れ
ば
官
位
に
従
っ
て
呼
び
な
さ
い
。
官
位
が
な
け
れ
ば
姓
名
で

も
っ
て
呼
び
な
さ
い
と
い
う
命
令
が
弘
仁
五
年
に
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

姓
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
天
皇
の
臣
下
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、

同
じ
統
治
下
の
民
で
あ
る
こ
と
を
示
す
姓
を
呼
ば
な
い
で
外
の
民
で

あ
る
「
夷
俘
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
当
時
の
差
別
認
識
が
み
ら
れ
る
と
い

え
ま
す
。「
吉
弥
侯
部
」
と
い
う
姓
は
全
く
悪
い
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。

君
臣
と
い
う
意
味
で
す
の
で
。
俘
囚
は
み
な
持
っ
て
い
る
姓
な
の
で

す
が
、「
吉
弥
侯
部
」
と
い
う
姓
を
恥
じ
る
姓
だ
と
蔑
視
す
る
と
い

う
と
こ
ろ
ま
で
も
行
か
な
い
よ
う
な
状
況
で
す
。
姓
を
も
っ
て
い
る

こ
と
を
認
め
な
い
と
い
う
よ
う
な
差
別
認
識
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

さ
い
ご
に

　
東
北
戦
争
以
降
に
全
国
移
配
さ
れ
た
蝦
夷
の
社
会
的
地
位
を
姓
を

通
し
て
考
え
る
と
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
見
え
た
の
か
。
俘
囚
を
示
す

「
吉
弥
侯
部
」
と
い
う
姓
は
俘
囚
身
分
か
ら
脱
し
た
場
合
で
も
身
分

移
行
と
共
に
「
改
姓
」
の
例
は
み
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
恥
じ
る
姓

と
は
さ
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
姓
そ
の
も
の
で
呼
ば
れ
な
い
と
い

う
も
う
一
つ
上
の
差
別
意
識
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
一
方
で
公
民
化
に
む
け
て
政
権
の
積
極
的
施

策
が
途
切
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
承
和
年
間
に
、
先
程
見
た
よ
う
に
、

在
地
と
の
関
係
を
深
め
勢
力
を
も
っ
た
こ
と
を
示
す
カ
バ
ネ
姓
の
上

昇
や
内
地
と
の
文
化
共
生
が
う
か
が
え
る
ウ
ジ
ナ
に
改
姓
す
る
と
い

う
よ
う
な
移
配
蝦
夷
の
存
在
は
、
例
は
少
な
い
で
す
が
注
目
し
て
い

い
と
思
い
ま
す
。

　
反
乱
や
争
い
か
ら
も
蝦
夷
の
存
在
の
あ
り
よ
う
を
知
る
こ
と
が
で

き
ま
す
が
、
そ
れ
と
は
別
に
そ
の
人
た
ち
が
社
会
的
に
ど
の
よ
う
な

存
在
と
し
て
み
ら
れ
て
い
た
か
を
姓
を
通
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
、

彼
ら
が
社
会
的
認
知
を
受
け
て
い
た
可
能
性
も
見
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
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１
　
職
人
歌
合
に
つ
い
て

　
「
職
人
歌
合
」
は
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
作
成
さ
れ
た
も
の

で
す
。
貴
族
た
ち
が
職
人
に
仮
託
し
て
和
歌
を
詠
み
優
劣
を
論
じ
た

も
の
で
、
現
在
四
種
五
作
品
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
鎌
倉
時
代
に
作

ら
れ
た
も
の
が
『
東
北
院
職
人
歌
合
』『
鶴
岡
放
生
会
職
人
歌
合
』

で
す
。
室
町
時
代
に
は
『
三
十
二
番
職
人
歌
合
』『
七
十
一
番
職
人

歌
合
』
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。『
東
北
院
職
人
歌
合
』
に
つ
き
ま
し

て
は
、
二
種
類
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、「
職
人
歌
合
」
と
い
う
呼
び

方
に
つ
き
ま
し
て
は
後
世
に
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。
初
め
か
ら
そ

う
呼
ば
れ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
こ
こ
に
描
か
れ

た
人
々
を
「
職
人
」
と
総
称
し
た
の
も
後
世
の
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、

い
わ
ゆ
る
「
職
人
歌
合
」
に
登
場
す
る
人
た
ち
を
何
と
呼
ぶ
の
か
と

い
う
こ
と
が
大
き
な
問
題
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
便
宜
上
こ
こ
で
は

「
職
人
」「
職
人
歌
合
」
と
使
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
「
職
人
歌
合
」
に
つ
き
ま
し
て
は
一
九
八
〇
年
代
に
歴
史
学
、

美
術
史
、
日
本
文
学
の
各
分
野
で
注
目
さ
れ
急
速
に
学
際
的
に
研
究

が
進
め
ら
れ
た
テ
ー
マ
で
す
。
そ
の
中
心
と
な
り
ま
し
た
の
が
網
野

善
彦
さ
ん
で
す
。
網
野
善
彦
さ
ん
は
中
世
社
会
に
お
け
る
非
農
業
民

の
存
在
に
着
目
し
多
く
の
研
究
成
果
を
発
表
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ

の
過
程
に
お
い
て
中
世
の
職
人
、
職
能
人
に
つ
い
て
の
概
念
を
打
ち

出
さ
れ
検
討
さ
れ
ま
し
た
。
網
野
さ
ん
自
身
も
、
職
人
、
職
能
人
と

ご
論
文
、
ご
著
書
に
よ
っ
て
使
い
分
け
て
お
ら
れ
、
網
野
さ
ん
も
何

と
呼
ぶ
の
か
熟
考
さ
れ
て
い
た
の
か
と
思
い
ま
す
。
網
野
さ
ん
の
牽

引
力
に
よ
っ
て
こ
の
「
職
人
」
に
関
す
る
研
究
、「
職
人
歌
合
」
に

関
す
る
研
究
が
大
き
く
飛
躍
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
一
方
で
そ
の
影
響
力
が
大
き
い
が
故
に
混
乱
を
来
た
し
た
面
も

否
め
ま
せ
ん
。
そ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
は
後
で
お
話
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
「
職
人
歌
合
」
を
め
ぐ
る
研
究
で
、
網
野
善
彦
さ
ん
よ
り
も

早
く
「
職
人
歌
合
」
に
注
目
さ
れ
体
系
的
に
研
究
を
な
さ
れ
た
の
は
、

美
術
史
の
石
田
尚
豊
さ
ん
で
す
。『
日
本
の
美
術
』
と
い
う
文
化
庁

が
毎
月
出
し
て
い
る
本
の
な
か
で
、「
職
人
尽
絵
」
と
し
て
ま
と
め

ら
れ
ま
し
た
。
個
々
の
職
人
歌
合
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
さ
れ
る
と

と
も
に
、
職
人
歌
合
に
つ
い
て
、
歌
仙
絵
か
ら
洛
中
洛
外
図
、
そ
し

て
近
世
の
職
人
尽
絵
に
至
る
ま
で
の
変
遷
を
日
本
美
術
史
の
な
か
に

位
置
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。『
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集
』
に
も
「
職
人

歌
合
」
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
文
学
の
分
野
で
は
、
岩
崎
佳

枝
さ
ん
が
「
職
人
歌
合
」
を
は
じ
め
と
す
る
中
世
の
歌
合
の
研
究
か

ら
「
職
人
歌
合
」
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
岩
崎
さ
ん

は
「
職
人
歌
合
」
の
序
文
、
和
歌
、
判
詞
、
画
中
詞
な
ど
を
丹
念
に
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分
析
さ
れ
、
制
作
年
代
に
至
る
ま
で
割
り
出
さ
れ
ま
し
た
。
一
九
八

二
年
に
は
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
三
十
巻
の
中
に
「
諸
職

風
俗
図
絵
」
と
し
て
刊
行
さ
れ
、「
職
人
歌
合
」「
職
人
尽
絵
」
の
画

像
が
網
羅
的
に
公
刊
さ
れ
ま
し
た
。「
職
人
歌
合
」
に
関
す
る
研
究

の
基
礎
文
献
が
整
っ
た
と
い
え
ま
す
。
そ
し
て
、
岩
波
書
店
の
「
新

日
本
古
典
文
学
大
系
」
に
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
が
取
り
上
げ
ら

れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
一
九
八
〇
年
代
に
「
職
人
歌
合
」
が
注
目

さ
れ
、
美
術
史
、
文
学
史
の
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
共
に
、
図
像

や
詞
書
も
含
め
、
基
礎
と
な
る
研
究
書
籍
が
相
次
ぎ
出
版
さ
れ
ま
し

た
。
一
九
九
〇
年
代
に
入
り
、
考
古
学
、
民
俗
学
も
巻
き
込
ん
で
、 

個
々
の
職
人
に
関
す
る
研
究
も
活
発
に
進
ん
で
い
ま
す
。
そ
う
し
た

中
で
、
世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
二

〇
一
三
年
の
間
に
共
同
研
究
と
し
て
「
前
近
代
に
お
け
る
職
人
の
賤

視
・
差
別
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
設
け
ま
し
て
検
討
し
ま
し
た
。
こ
の

共
同
研
究
会
の
課
題
の
根
底
に
は
、
網
野
さ
ん
の
職
人
論
、
職
能
人

論
の
再
検
討
と
見
直
し
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
成
果
と
し
て
、「
職

人
歌
合
」
な
ど
の
分
析
を
通
じ
て
、
中
世
前
期
と
中
世
後
期
、
鎌
倉

時
代
と
室
町
時
代
で
職
人
を
め
ぐ
る
認
識
の
変
容
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
、
こ
の
よ
う
な
こ

と
を
踏
ま
え
ま
し
て
、
そ
も
そ
も
中
世
に
お
い
て
職
人
は
ど
の
よ
う

な
存
在
と
し
て
は
把
握
、
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
は
ど
の
よ

う
な
変
遷
を
と
げ
て
い
た
の
か
検
討
し
ま
す
。「
職
人
歌
合
」
に
登

場
す
る
職
人
の
描
か
れ
方
、
詞
書
な
ど
を
紹
介
し
な
が
ら
当
時
の
公

家
社
会
に
お
け
る
職
人
に
対
す
る
眼
差
し
の
変
化
、
そ
れ
は
単
な
る

変
化
だ
け
で
は
な
く
、
差
別
や
賤
視
と
い
っ
た
認
識
の
変
化
に
つ
い

て
も
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

２
　
職
人
歌
合
の
系
譜

　
先
程
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
「
職
人
歌
合
」
は
四
種
五
作
品
が
伝

わ
っ
て
お
り
ま
す
。「
職
人
歌
合
」
の
系
譜
を
考
え
て
い
き
た
い
の

で
す
が
、
そ
も
そ
も
何
故
職
人
を
歌
合
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考

え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
ず
、
歌
合
と
い
う
の
は
平
安
時
代
以
来
、
貴
族
社
会
の
中
で
行

わ
れ
て
い
ま
し
た
。
平
安
時
代
に
は
、
左
右
に
分
か
れ
、
な
ん
で
も

物
と
物
を
合
わ
せ
て
ど
っ
ち
が
良
い
か
、
優
劣
を
競
い
ま
し
た
。
歌

を
詠
ん
で
優
劣
を
競
う
の
が
歌
合
で
す
。
た
だ
し
、
詠
み
手
が
そ
の

場
に
い
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
引
き
分
け
と

い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
優
劣
を
決
め
る
の
は
歌
壇
の
重
鎮
が
務

め
ま
し
た
。
時
代
が
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
場
で
衆
議
に
よ
っ

て
参
加
者
に
よ
っ
て
優
劣
が
決
ま
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
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す
。
院
政
期
に
な
る
と
、
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
題
に
よ
っ
て
歌

を
詠
む
こ
と
が
中
心
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
単
に
詠
む
の
で
は
な

く
て
、
い
ろ
い
ろ
趣
向
を
凝
ら
し
て
い
き
ま
す
。
建
久
三
年
（
一
一

九
二
）、『
六
百
番
歌
合
』
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
六
百
番
、
歌
合
を
し

ま
す
。
詠
み
手
は
藤
原
定
家
な
ど
当
時
の
歌
壇
で
有
名
な
十
二
人
で
、

百
首
ず
つ
詠
み
ま
し
た
。
千
二
百
首
の
歌
を
左
右
に
分
か
れ
て
歌
合

を
し
た
の
で
、『
六
百
番
歌
合
』
と
呼
ば
れ
ま
す
。
そ
の
後
、
後
鳥

羽
院
に
よ
っ
て
三
十
人
の
歌
人
か
ら
百
首
ず
つ
詠
ま
せ
る
『
一
千
五

百
番
歌
合
』
な
ど
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
数
も
増
え
て
来
る
と
、
お
題

も
増
え
て
き
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
珍
し
い
も
の
と
か
、
新
し
い
も
の
な

ど
も
増
え
て
き
ま
す
。
そ
し
て
い
ろ
い
ろ
な
歌
集
が
つ
く
ら
れ
て
い

き
ま
す
。『
夫
木
和
歌
抄
』
と
い
う
類
題
集
、
ネ
タ
を
集
め
た
よ
う

な
歌
集
も
作
ら
れ
、
そ
れ
が
お
手
本
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
特

徴
と
し
て
、
今
ま
で
歌
題
に
な
ら
な
か
っ
た
物
を
対
象
に
歌
を
詠
み

ま
す
。
そ
し
て
、
動
物
や
鳥
や
魚
を
は
じ
め
人
間
以
外
の
も
の
ま
で

歌
を
詠
み
だ
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
て
、
室
町
物
語
な

ど
の
な
か
で
動
物
を
主
人
公
と
し
た
話
が
で
て
く
る
わ
け
で
す
。
ま

た
人
間
以
外
の
動
物
や
花
ま
で
も
歌
を
詠
む
と
い
う
流
れ
の
一
方
で
、

す
ぐ
れ
た
歌
人
は
崇
敬
の
対
象
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
万
葉
の
歌
人

の
柿
本
人
麻
呂
、
山
部
赤
人
は
歌
聖
と
呼
ば
れ
、
六
歌
仙
、
三
十
六

歌
仙
と
い
う
よ
う
に
平
安
時
代
の
優
れ
た
歌
人
た
ち
は
歌
仙
と
呼
ば

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
似
絵
の
流
行
と
あ
い
ま
っ
て
、『
佐
竹
本
三
十

六
歌
仙
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
歌
仙
絵
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の

歌
仙
絵
で
は
、
た
と
え
ば
『
時
代
不
同
歌
合
』
と
い
う
よ
う
な
、
時

代
が
合
わ
な
い
人
た
ち
も
時
代
を
超
え
て
、
左
右
に
分
か
れ
歌
合
を

す
る
と
い
う
よ
う
な
趣
向
も
な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
多
種
多

様
な
歌
題
、
膨
大
な
量
の
和
歌
が
詠
ま
れ
、
競
い
合
い
、
さ
ら
に
歌

仙
絵
と
い
っ
て
詠
み
手
を
絵
画
化
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
行
わ
れ
た

の
が
院
政
期
、
鎌
倉
時
代
で
す
。
そ
う
し
た
背
景
の
中
で
「
職
人
歌

合
」
が
登
場
い
た
し
ま
す
。

　
一
番
早
い
も
の
が
建
保
二
年
（
一
二
一
四
）
の
『
東
北
院
職
人
歌

合
』
で
す
。
こ
こ
で
注
意
し
な
い
と
い
け
な
い
の
は
、
こ
れ
は
歌
合

の
趣
向
で
あ
り
ま
し
て
、
職
人
の
生
態
を
主
体
と
し
た
和
歌
を
職
人

に
仮
託
し
て
詠
ま
せ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
詠
ん
で
い
る
の
は
貴
族
た

ち
で
す
。
そ
し
て
歌
合
の
形
式
に
し
て
そ
の
優
劣
を
論
じ
て
い
ま
す
。

和
歌
や
歌
合
に
お
け
る
珍
し
い
も
の
、
あ
る
い
は
網
羅
的
に
い
ろ
い

ろ
な
も
の
を
集
め
る
と
い
う
時
代
背
景
の
な
か
で
職
人
歌
合
が
登
場

し
た
と
い
う
こ
と
も
注
目
す
べ
き
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
職
人
に
仮

託
し
て
詠
む
と
い
う
趣
向
、
実
際
に
歌
を
詠
ん
で
い
る
の
は
職
人
た

ち
自
身
で
は
な
く
様
々
な
貴
族
た
ち
が
詠
ん
で
い
ま
す
。
貴
族
た
ち
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が
職
人
と
し
て
詠
ん
で
お
り
、
そ
の
対
象
は
、
天
皇
、
貴
族
、
農
民

以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
職
を
も
っ
た
人
た
ち
で
す
。
で
す
の
で
、
貴
族

た
ち
が
、
天
皇
と
貴
族
、
農
民
を
除
く
人
た
ち
に
対
す
る
眼
差
し
が

反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
網
野
さ
ん
が
職
人
歌

合
に
注
目
し
た
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
ま
す
。

　
具
体
的
に
紹
介
い
た
し
ま
す
。『
東
北
院
職
人
歌
合
』
の
序
文
に
よ

り
ま
す
と
、
建
保
二
年
（
一
二
一
四
）
に
行
わ
れ
た
歌
合
と
あ
り
ま

す
。
序
文
に
は
「
建
保
第
二
の
秋
の
比
、
東
北
院
の
念
仏
に
、
九
重

の
人
々
、
男
女
、
た
か
き
も
い
や
し
き
も
こ
ぞ
り
侍
し
に
、
み
ち



の
も
の
ど
も
、
人
な
み
な
み
に
参
り
て
、
聴
聞
し
侍
け
る
に
、
時
し

も
九
月
十
三
夜
の
月
く
ま
な
か
り
け
る
に
、
こ
ゝ
ろ
あ
る
人
は
、
歌

を
よ
み
連
歌
な
ど
し
て
、
こ
こ
ろ
を
し
ま
し
つ
ゝ
遊
び
け
る
を
…
」

と
あ
り
ま
す
。
建
保
二
年
の
秋
の
頃
、
九
月
一
三
日
の
十
三
夜
に
、

東
北
院
の
念
仏
会
が
あ
り
、
多
く
の
人
が
集
ま
っ
て
き
た
。
集
ま
っ

て
き
た
人
た
ち
を
「
み
ち


の
も
の
ど
も
」
と
称
し
て
い
ま
す
。

建
保
二
年
と
い
う
の
は
後
鳥
羽
院
政
期
、
順
徳
天
皇
在
期
で
、『
新

古
今
和
歌
集
』
の
編
纂
に
も
重
な
る
時
期
で
す
。
た
く
さ
ん
の
和
歌

が
詠
ま
れ
、
編
纂
に
も
関
わ
っ
て
い
る
後
鳥
羽
院
の
影
響
が
、
歌
壇

に
強
か
っ
た
時
期
で
す
。
そ
う
し
た
時
期
に
『
東
北
院
職
人
歌
合
』

が
作
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
虫
と

か
鳥
な
ど
に
も
仮
託
し
て
歌
合
が
行
わ
れ
た
時
期
で
、
職
人
に
も
注

目
し
て
歌
合
を
行
っ
た
の
で
す
。
次
に
職
人
の
姿
に
注
目
し
ま
す
と
、

『
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
』
や
『
時
代
不
同
歌
合
』
な
ど
の
よ
う
に
歌

仙
絵
の
系
譜
を
ひ
い
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
人
物
は

三
角
形
を
基
準
と
し
た
安
定
し
た
構
図
で
描
か
れ
て
い
る
と
言
わ
れ

ま
す
。
五
番
本
と
十
二
番
本
が
あ
り
ま
す
。
十
二
番
本
に
は
、
医
師  

陰
陽
師
／
仏
師  

経
師
／
鍛
冶  

番
匠
／
刀
磨  

鋳
物
師
／
巫
女  

盲
目
／
深
草  

壁
塗
／
紺
掻  

筵
打
／
塗
師  

檜
物
師
／
博
打  

船

人
／
針
磨  

数
珠
引
／
桂
女  

大
原
人
／
商
人  

海
人
が
あ
げ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
次
に
、『
鶴
岡
放
生
会
職
人
歌
合
』
を
紹
介
し
ま
す
。
弘
長
元
年 

（
一
二
六
一
）
に
鎌
倉
の
鶴
岡
放
生
会
で
行
わ
れ
た
職
人
歌
合
と
設

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
判
者
は
鶴
岡
八
幡
宮
の
神
主
で
、
月
と
恋
に
つ

い
て
詠
み
ま
す
。
一
二
番
、
二
四
種
の
職
種
が
で
て
き
て
四
八
首
の

歌
が
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。
序
文
に
は
、「
い
づ
れ
の
年
に
か
、
鶴
岡

の
放
生
会
こ
と
に
事
と
ゝ
の
ほ
り
、
菟
園
の
御
行
粧
い
と
ゞ
め
づ
ら

か
に
て
、
一
日
の
見
物
な
れ
ば
、
万
人
き
を
ひ
こ
ぞ
る
、
道
々
の
輩

ど
も
、
あ
る
は
役
に
し
た
が
ひ
、
あ
る
は
友
に
さ
そ
は
れ
て
、
や
す

ら
ひ
く
ら
す
…
」
と
あ
り
ま
す
。
鶴
岡
放
生
会
が
あ
り
、
そ
の
時
に
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道
々
の
輩
ど
も
が
集
ま
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。「
む
か
し
宮

こ
に
て
、
東
北
院
の
念
仏
、
九
月
十
三
夜
に
あ
た
り
て
、
諸
道
の
歌

合
あ
り
け
り
、
い
ま
あ
づ
ま
に
し
て
…
」
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
昔
、

都
で
東
北
院
の
念
仏
に
あ
わ
せ
て
九
月
一
三
日
に
歌
合
が
あ
り
、
そ

れ
に
な
ぞ
ら
え
て
鶴
岡
八
幡
宮
で
も
職
人
歌
合
を
や
る
と
い
う
こ
と

が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
判
者
は
鶴
岡
八
幡
宮
の
神
主
で
、
詠
み
手
は

鶴
岡
八
幡
宮
に
関
係
す
る
職
人
で
あ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
道
々
の
輩
ど
も
、
あ
る
は
役
に
し
た
が
ひ
、
あ
る
は
友
に
さ
そ
は

れ
て
」
集
ま
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。『
鶴
岡
放
生
会
職
人
歌 

合
』
に
集
ま
っ
て
き
た
人
の
こ
と
を
「
道
々
の
輩
ど
も
」
と
呼
び
、

昔
あ
っ
た
『
東
北
院
職
人
歌
合
』
に
つ
い
て
は
「
諸
道
の
歌
合
」
と

呼
ん
で
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
す
。
こ
の
「
道
々
の
輩
」、 

「
諸
道
」
と
い
っ
た
「
道
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に

注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
以
上
、
こ
の
二
点
が
鎌
倉
時
代
に
描
か

れ
た
職
人
歌
合
で
す
。

　
『
三
十
二
番
職
人
歌
合
』『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
は
、
室
町
時
代
、

応
仁
・
文
明
の
乱
以
降
に
作
ら
れ
た
職
人
歌
合
で
す
。『
三
十
二
番

職
人
歌
合
』
は
、
明
応
三
年
（
一
四
九
四
）
に
成
立
し
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
特
徴
は
、
芸
能
者
や
宗
教
者
が
多
く
、
職
人
に
は

農
人
は
含
ま
れ
な
い
と
い
う
定
義
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
農
人

が
登
場
し
ま
す
。
題
も
、
こ
れ
ま
で
は
月
と
恋
だ
っ
た
の
で
す
が
、

花
と
述
懐
に
な
っ
て
い
ま
す
。
一
番
か
ら
一
六
番
ま
で
は
花
、
一
七

番
か
ら
三
二
番
ま
で
は
述
懐
に
つ
い
て
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で

注
目
し
た
い
の
は
序
文
で
す
。「
や
ま
と
歌
の
道
、
都
人
士
女
の
家
、

こ
れ
を
も
ち
て
花
鳥
の
な
さ
け
を
そ
へ
、
山
林
乞
食
の
客
、
な
を
活

計
の
謀
と
す
る
に
た
れ
り
、
し
か
あ
れ
ば
、
よ
き
き
ぬ
を
き
ざ
る
あ

き
人
も
、
あ
じ
か
を
に
な
へ
る
わ
ら
は
べ
も
、
各
月
に
よ
せ
恋
に
な

ず
ら
へ
て
歌
を
あ
わ
せ
、
心
ざ
し
を
あ
ら
は
す
た
ぐ
ひ
、
た
び
か
さ

な
れ
り
、
こ
ゝ
に
我
等
卅
余
人
、
い
や
し
き
身
、
し
な
同
じ
き
も
の

か
ら
、
そ
の
む
し
ろ
に
の
ぞ
み
て
、
そ
の
名
を
か
け
ざ
る
こ
と
、
将

来
多
生
の
恨
な
り
」
と
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
序
文
は
、『
古
今

和
歌
集
』
の
真
名
序
を
ふ
ま
え
て
お
り
ま
す
。『
古
今
和
歌
集
』
に
は
、

仮
名
で
書
か
れ
た
仮
名
序
と
漢
文
で
書
か
れ
た
真
名
序
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
部
分
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
真
名
序
を
ふ
ま
え
て
い
ま
す
。
鎌

倉
時
代
の
二
作
品
に
関
し
ま
し
て
は
、「
み
ち


の
も
の
ど
も
」、

「
道
々
の
輩
ど
も
」
と
呼
ん
で
い
る
の
に
対
し
ま
し
て
、
こ
の
『
三

十
二
番
職
人
歌
合
』
で
は
「
い
や
し
き
身
、
し
な
同
じ
き
も
の
か
ら
」

と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
違
い
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

一
番
勝
負
は
「
千
秋
万
歳
と
絵
解
」
で
す
。
こ
れ
に
関
す
る
判
詞
に

は
「
左
歌
、
千
秋
万
歳
の
能
作
は
毎
年
正
月
の
佳
曲
な
れ
ば
、
諸
職
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諸
道
の
最
初
に
い
で
て
、
歌
合
の
一
番
に
す
ゝ
め
り
」
と
あ
り
ま
す
。

千
秋
万
歳
と
い
う
の
は
正
月
を
寿
ぐ
芸
能
だ
か
ら
最
初
に
す
る
の
が

ふ
さ
わ
し
い
。
何
の
最
初
か
と
い
い
ま
す
と
「
諸
職
諸
道
の
最
初
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
こ
こ
に
登
場
す
る
人
々
の
こ
と
を
「
諸

職
諸
道
」
と
総
称
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
鎌

倉
時
代
の
二
作
品
は
歌
仙
絵
と
同
じ
よ
う
に
姿
勢
を
正
し
て
坐
っ
て

い
る
、
或
い
は
そ
ば
に
そ
の
職
業
が
わ
か
る
よ
う
な
道
具
の
様
な
物

を
お
い
て
い
る
の
で
す
が
、
室
町
時
代
の
も
の
に
な
っ
て
き
ま
す
と
、

座
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
実
際
に
何
か
作
業
を
し
た
り
、
何

か
動
作
を
し
た
り
す
る
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
と
は
い
う
も
の
の
、

歌
仙
絵
同
様
、
三
角
形
を
基
準
と
し
た
安
定
し
た
構
図
で
ま
と
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
次
に
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
を
紹
介
し
ま
す
。『
七
十
一
番
職

人
歌
合
』
の
特
徴
は
、
和
歌
の
ほ
か
に
画
中
詞
が
あ
り
、
職
業
を
象

徴
す
る
よ
う
な
口
上
、
日
常
会
話
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
他
の
も
の

と
比
べ
て
動
き
も
あ
り
ま
す
。
月
と
恋
に
つ
い
て
詠
み
ま
す
。
七
一

番
勝
負
が
な
さ
れ
、
職
業
と
し
て
は
一
四
二
職
種
、
二
八
四
首
の
歌

が
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
描
か
れ
た
の
が
、
岩
崎
佳
枝
さ
ん
の

ご
研
究
に
よ
り
ま
す
と
、
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
末
で
遅
く
と
も

翌
年
の
初
め
頃
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
明
応
九
年
は

祇
園
会
が
再
興
さ
れ
た
年
に
な
り
ま
す
。
六
月
に
祇
園
会
が
再
興
さ

れ
、
七
月
に
大
き
な
火
事
が
あ
り
、
九
月
に
後
土
御
門
天
皇
が
崩
御

し
、
一
二
月
に
近
衛
家
の
新
し
い
家
が
建
て
ら
れ
る
、
と
い
う
よ
う

な
様
々
な
こ
と
が
起
き
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
出
来
事
が
こ
の
歌
合

に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
た
め
、
明
応
九
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
作
ら

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
序
文
に
は
「
天
地
ひ
ら

け
し
時
、
さ
か
ぼ
こ
の
く
だ
れ
け
る
よ
り
、
道
を
玉
ぼ
こ
な
づ
け
て
、

よ
ろ
づ
の
道
を
た
て
り
、
こ
と
に
歌
を
や
ま
と
と
名
づ
け
て
、
わ
が

く
に
の
こ
と
わ
ざ
な
り
け
れ
ば
、
神
の
道
に
も
か
よ
ひ
、
人
の
心
を

も
や
は
ら
げ
け
れ
ば
、
金
殿
の
光
こ
と
な
る
み
ぎ
り
、
を
ろ
か
な
る

草
の
む
し
ろ
に
も
心
を
の
べ
け
る
あ
ま
り
、
そ
の
道
を
か
た
ど
り
て
、

を
の


左
右
を
わ
か
ち
て
歌
を
合
侍
け
り
、
題
を
月
と
恋
を
出
し

て
、
衆
議
に
て
判
け
る
な
る
べ
し
、
い
と
興
あ
り
け
る
に
や
」
と
あ

り
ま
す
。『
三
十
二
番
職
人
歌
合
』
に
比
べ
て
直
接
的
な
引
用
で
は

な
い
の
で
す
が
、『
古
今
和
歌
集
』
の
仮
名
序
を
ふ
ま
え
て
い
ま
す
。 

「
を
ろ
か
な
る
草
の
む
し
ろ
」
と
自
分
た
ち
の
こ
と
を
称
し
て
い
る

こ
と
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
判
者
が
お
ら
ず
衆
議
に
て
判
定
し

た
と
い
う
こ
と
で
、
先
行
す
る
職
人
歌
合
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い

ま
す
。
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３
　
道
々
の
輩
を
め
ぐ
っ
て

　
も
う
少
し
細
か
く
見
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。「
道
々
の
輩
」

と
い
う
言
葉
が
で
て
き
ま
す
。
或
い
は
「
よ
ろ
づ
の
道
」
と
か
「
道
」

が
こ
の
職
人
歌
合
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　
便
宜
上
、
職
人
と
い
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
歌
合
の
中
で
は 

「
道
々
の
輩
」
と
称
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。「
職
人
歌
合
」

と
い
う
呼
称
に
つ
き
ま
し
て
は
後
世
に
つ
け
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う

こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
も
そ
も
原
本
は
ど
れ
な
の
か
と

い
う
こ
と
も
問
題
に
な
る
の
で
す
が
、
江
戸
時
代
に
塙
保
己
一
が
編

纂
い
た
し
ま
し
た
『
群
書
類
従
』
に
「
職
人
歌
合
」
は
収
録
さ
れ
て

お
り
ま
す
。
そ
の
奥
書
に
は
「
職
人
づ
く
し
」
の
歌
合
絵
と
い
う
記

載
が
あ
り
ま
す
の
で
、
江
戸
時
代
に
は
「
職
人
尽
歌
合
」
な
ど
と
呼

ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
作
成
さ
れ
た
中
世
の
呼
称
で
は

な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
網
野
善
彦
さ
ん
の

功
績
に
よ
り
、「
職
人
歌
合
」
の
研
究
は
飛
躍
的
に
進
化
し
た
わ
け

で
す
が
、
網
野
さ
ん
は
数
多
く
の
非
農
業
者
の
こ
と
を
職
能
人
と
し

て
注
目
し
て
強
調
さ
れ
ま
し
た
。
た
だ
、「
職
人
歌
合
」
が
中
世
に

用
い
ら
れ
た
言
葉
で
は
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
人

た
ち
は
何
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
「
道
々
の
輩
」
で
す
。

　
「
道
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
律
令
体
制
下
の
「
道
」

と
い
う
の
は
中
国
か
ら
伝
来
し
た
学
問
体
系
の
こ
と
で
す
。
大
学
寮

で
は
、「
四
道
」
と
申
し
ま
し
て
、
明
経
道
・
明
法
道
・
算
道
・
紀

伝
道
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
ず
『
源
氏
物

語
』
少
女
巻
で
は
、
光
源
氏
が
元
服
し
た
息
子
の
夕
霧
を
あ
え
て
大

学
寮
に
進
学
さ
せ
て
勉
強
さ
せ
る
く
だ
り
が
あ
り
ま
す
。「
才
を
も

と
と
し
て
こ
そ
、
大
和
魂
の
世
に
用
ゐ
ら
る
る
方
…
」
と
あ
り
、
大

学
寮
へ
の
進
学
に
あ
た
り
、
才
、
即
ち
学
問
を
基
礎
と
し
て
大
和
魂
、

即
ち
政
治
家
と
し
て
の
心
の
動
き
が
認
め
ら
れ
る
の
だ
と
書
か
れ
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
道
々
の
才
、
才
と
い
う
も
の
が
平
安
時
代
に
重

要
視
さ
れ
て
き
た
考
え
方
、
学
問
を
さ
し
て
い
ま
す
。

　
網
野
善
彦
氏
が
一
連
の
職
人
歌
合
の
研
究
の
中
で
注
目
さ
れ
た
の

が
、
佐
藤
厚
子
さ
ん
の
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
描
か
れ
る
「
才
な
の
り
」

に
つ
い
て
の
指
摘
で
す
。『
う
つ
ほ
物
語
』
の
学
問
に
つ
い
て
論
じ

た
佐
藤
厚
子
さ
ん
は
、
貴
族
の
若
者
に
求
め
ら
れ
た
も
の
は
「
学
問
」

に
も
「
遊
び
の
道
」
に
も
秀
で
た
「
身
の
才
」
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ

れ
て
い
ま
す
。『
う
つ
ほ
物
語
』
に
描
か
れ
る
「
才
名
の
り
」
の
形

式
を
借
り
た
座
興
は
、「
職
人
歌
合
」
が
登
場
す
る
土
壌
を
考
察
す

る
上
で
興
味
深
い
で
す
。
宮
廷
の
御
神
楽
に
お
い
て
、
採
物
と
前
張

の
間
に
、「
才
な
の
り
」
と
い
う
物
真
似
の
よ
う
な
余
興
が
は
さ
ま
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れ
ま
す
。『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
、
宴
に
集
ま
っ
た
貴
族
た
ち
が
、

渡
守
の
ほ
か
に
、
山
伏
、
筆
結
、
和
歌
、
鍛
冶
、
渡
聖
、
樵
夫
、
藁

盗
人
の
「
才
」
を
演
じ
興
じ
ま
す
。
機
知
に
富
ん
だ
即
興
性
が
必
要

と
さ
れ
る
と
同
時
に
、
身
を
や
つ
し
た
即
興
芸
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

　
時
代
が
下
っ
て
鎌
倉
時
代
に
な
り
ま
す
と
、「
よ
ろ
づ
の
道
」
と

か
い
う
よ
う
な
言
葉
も
で
て
き
ま
す
し
、『
鶴
岡
放
生
会
職
人
歌
合
』

の
中
で
は
「
諸
道
の
歌
合
」
と
あ
り
ま
す
。
平
安
時
代
は
「
道
」
と

い
っ
た
場
合
は
、
四
道
を
中
心
と
す
る
学
問
で
し
た
が
、
鎌
倉
時
代

に
な
る
と
少
し
意
味
が
広
が
り
、「
よ
ろ
づ
の
道
」「
諸
道
」
と
い
っ

た
全
体
を
通
し
た
言
い
方
も
登
場
し
ま
す
。
ま
た
、
室
町
時
代
の
な

か
で
非
常
に
興
味
深
い
の
は
、
世
阿
弥
の
『
風
姿
花
伝
』
の
な
か
の

一
文
で
す
。「
此
道
に
至
ら
ん
と
思
は
ん
者
は
、
非
道
を
行
ず
べ
か

ら
ず
、
但
、
歌
道
は
風
月
延
年
の
か
ざ
り
な
れ
ば
、
尤
こ
れ
を
用
ふ

べ
し
」
と
あ
り
ま
す
。
世
阿
弥
は
、
猿
楽
の
道
を
究
め
よ
う
と
思
っ

た
ら
他
の
道
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
猿
楽
に
専
念
し
な
さ

い
、
と
説
い
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
歌
の
道
は
良
い
と
言
っ
て
い
ま

す
。
道
と
い
う
も
の
が
、
あ
る
特
定
の
分
野
を
指
す
使
わ
れ
方
を
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
江
戸
時
代
に
入
り
ま
す
と
、「
道
」
は
、「
茶
道
」「
花
道
」「
芸
道
」

と
い
う
よ
う
に
用
い
ら
れ
ま
す
。「
道
」
と
は
、
学
問
体
系
か
ら
芸

能
に
至
る
ま
で
幅
を
持
ち
な
が
ら
変
遷
を
遂
げ
た
概
念
だ
と
言
え
ま

す
。
時
代
ご
と
に
変
遷
を
遂
げ
て
い
き
ま
し
た
。

　
で
は
、「
道
々
の
輩
」
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
一
九
九
二
年
に
出

版
さ
れ
ま
し
た
『
国
史
大
辞
典
』
に
は
立
項
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
と

こ
ろ
が
、
一
九
九
七
年
に
出
版
さ
れ
ま
し
た
山
川
出
版
社
の
『
日
本

史
広
辞
典
』
に
は
「
道
々
の
者
」、
二
〇
〇
一
年
に
出
版
さ
れ
ま
し

た
小
学
館
の
『
日
本
歴
史
大
事
典
』
に
は
「
道
々
の
輩
」
と
立
項
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
網
野
さ
ん
の
職
人
論
の
影
響
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
ま
す
。

　
「
道
々
の
輩
」
に
つ
い
て
は
当
時
の
い
ろ
い
ろ
な
史
料
に
で
て
き

ま
す
。『
太
平
記
』
に
佐
々
木
道
誉
が
大
原
野
の
勝
持
寺
で
花
見
を

す
る
と
い
う
く
だ
り
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
に
佐
々
木
道
誉
は
「
京

中
ノ
道
々
ノ
上
手
ど
も
」
を
一
人
も
残
さ
ず
引
き
連
れ
て
大
原
野
で

花
見
を
し
た
と
い
う
話
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。「
京
中
の
道
々
の

上
手
ど
も
」
と
は
、
ど
ん
な
芸
能
者
を
連
れ
て
行
っ
た
の
か
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
具
体
的
に
は
猿
楽
や
白
拍
子
、
あ
る
い
は
曲
舞
で
は

な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、『
北
山
殿
行
幸
記
』
応
永
一

五
年
（
一
四
〇
八
）
三
月
一
五
日
条
に
は
、
後
小
松
天
皇
が
足
利
義

満
の
北
山
殿
、
つ
ま
り
現
在
の
金
閣
寺
に
行
幸
し
た
時
の
記
録
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
と
き
、「
み
ち
の
も
の
ど
も
」
が
「
さ
る
が
く
」
を
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演
じ
た
と
あ
り
ま
す
。
世
阿
弥
が
活
躍
し
て
い
る
時
代
で
は
あ
る
の

で
す
が
、
世
阿
弥
で
は
な
く
て
近
江
猿
楽
の
道
阿
弥
が
演
じ
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
南
北
朝
期
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
「
道
」「
道
々
の
者
」

と
い
う
の
は
狭
義
の
芸
能
・
芸
能
者
を
さ
す
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。『
日
葡
辞
書
』
や
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
文
化
と
日
本
文
化
』
な
ど
を
見
て
み
ま
す
と
、『
日
葡
辞
書
』
で

は
「
道
の
者
」
と
し
て
「
演
劇
と
か
笑
劇
を
演
ず
る
人
」
と
あ
り
、 

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
と
日
本
文
化
』
で
は
「
演
劇
」「
笑
劇
」、
能
・

狂
言
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
も
う
少
し
時
代
が
下
り
ま
し
て
注
目
し
た
い
の
は
、
一
七
世
紀
後

半
に
書
か
れ
ま
し
た
『
後
水
尾
院
当
時
年
中
行
事
』
の
中
か
ら
の
文

章
で
す
。「
猿
楽
は
宮
中
に
入
す
、
但
道
の
者
に
あ
ら
さ
る
は
参
る

こ
と
常
の
事
也
、
幸
若
・
大
か
く
ら
等
の
ま
ひ


、
ま
た
く
る
し

か
ら
す
、
是
も
道
の
者
に
て
ま
い
ら
ぬ
事
の
や
う
に
申
衆
も
あ
り
し

を
、
故
白
河
二
位
ま
ひ


は
根
本
唱
聞
師
也
、
千
秋
万
歳
も
唱
聞

師
也
正
親
町
院
の
御
時
幸
若
度
々
し
こ
う
申
た
る
由
申
て
、
其
後
弥

不
審
な
く
参
る
也
」
と
あ
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
芸
能
者
が
で
て
き

ま
す
。
猿
楽
は
宮
中
に
入
っ
て
は
い
け
な
い
。
た
だ
し
、
猿
楽
で
も

道
の
者
で
は
な
い
な
ら
ば
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う

こ
と
か
と
い
い
ま
す
と
、大
和
四
座
の
猿
楽
、観
世
・
宝
生
・
金
剛
・

金
春
の
猿
楽
は
宮
中
に
入
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
手
猿
楽
と
い
っ
て

京
都
の
町
衆
が
や
っ
て
い
た
猿
楽
は
道
の
者
で
は
な
い
の
で
宮
中
に

は
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
幸
若
や
大
か
し
ら
や
舞
々
は
問
題
な
い
。

幸
若
、
大
か
し
ら
と
い
う
の
は
曲
舞
の
一
つ
で
す
。
舞
々
も
道
の
者

だ
か
ら
入
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
人
が
い
る
け
れ
ど
も
、
昔
の
白

河
二
位
の
舞
々
は
唱
聞
師
で
あ
る
。
千
秋
万
歳
も
唱
聞
師
で
あ
る
。

だ
か
ら
問
題
な
い
。
つ
ま
り
、
舞
々
も
千
秋
万
歳
も
唱
聞
師
だ
か
ら

入
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
道
の
者
と

道
の
者
で
は
な
い
と
い
う
区
別
が
あ
り
、
そ
の
区
別
の
結
果
、
宮
中

に
出
入
り
で
き
る
か
、
で
き
な
い
の
か
の
判
断
基
準
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
が
芸
能
者
に
対
す
る
賤
視
の
表
わ
れ
と
い
え
ま
す
。
道
の
者
は

宮
中
に
入
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
す
。
同
じ
よ
う
な
状
況
を
紹
介

し
ま
す
。
万
里
小
路
時
房
と
い
う
公
家
が
書
い
た
日
記
『
建
内
記
』

正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
六
月
一
〇
日
条
で
す
。「（
禁
中
）
川
原
者

〈
穢
多
之
事
也
、〉
参
入
、
於
御
庭
事
被
召
仕
之
、
為
不
浄
之
者
、

不
可
然
処
、
自
去
石
木
年
被
停
止
、
被
召
散
所
者
〈
声
聞
師
／
事
也
、〉

珍
重
□
□
、」
と
あ
り
ま
す
。
穢
多
で
あ
る
河
原
者
が
参
内
し
た
。

禁
中
の
庭
の
石
木
な
ど
の
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

不
浄
の
者
な
の
で
こ
れ
を
し
て
は
い
け
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
禁
中

で
の
作
業
は
や
め
さ
せ
た
。
し
か
し
誰
か
が
や
ら
な
く
て
は
な
ら
な
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い
の
で
、
ど
う
し
た
か
と
い
う
と
、
声
聞
師
で
あ
る
散
所
の
者
を
召

し
抱
え
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
に
前
近
代
社
会
に
お
け
る
大

き
な
区
別
・
差
別
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。
整
理
し
ま
す
と
、「
道
の 

者
」
と
「
道
の
者
で
は
な
い
も
の
」
と
が
、
宮
中
に
出
入
り
の
有
無

に
つ
い
て
区
別
さ
れ
て
い
ま
す
。
猿
楽
者
は
「
道
の
芸
能
者
」
と
認

識
さ
れ
、
宮
中
に
は
入
る
こ
と
を
忌
避
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し

て
、
手
猿
楽
、
舞
々
、
千
秋
万
歳
は
、
声
聞
師
で
あ
り
、「
道
の
芸

能
者
」
で
は
な
い
た
め
、
内
裏
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。「
道
の
者
」
へ
の
明
確
な
差
別
の
存
在
が
窺
え
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
一
方
で
、
茶
道
と
か
華
道
に
代
表
さ
れ
る
芸
道
と
か
家

元
制
度
が
、
江
戸
時
代
に
成
立
し
て
い
き
ま
す
。
で
す
の
で
、
道
、 

道
々
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
二
分
化
さ
れ
て
い
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

４
　『
三
十
二
番
職
人
歌
合
』
を
め
ぐ
っ
て

　
『
三
十
二
番
職
人
歌
合
』
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
行

き
ま
す
。
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
『
三
十
二
番
職
人
歌

合
』
の
序
文
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
真
名
序
に
関
係
が
あ
り
ま
す
。

具
体
的
に
い
い
ま
す
と
、「
や
ま
と
歌
の
道
、
即
ち
和
歌
の
道
は
、

都
に
家
を
構
え
る
人
だ
け
で
は
な
く
、
山
林
乞
食
も
活
計
も
は
か
り

ご
と
、
即
ち
生
活
の
糧
に
し
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
に
も
良
き
き
ぬ
を

き
ざ
る
あ
き
人
も
あ
じ
か
に
に
な
へ
る
わ
ら
は
べ
も
、
各
々
が
月
に

よ
せ
恋
に
な
ず
ら
へ
て
歌
合
を
し
た
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
こ
こ

で
我
ら
三
十
余
人
、
い
や
し
き
身
、
し
な
同
じ
き
も
の
か
ら
も
歌
合

を
し
よ
う
、
だ
け
れ
ど
も
後
世
に
名
を
か
け
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ

た
ら
何
度
生
ま
れ
変
わ
っ
て
も
後
悔
す
る
か
ら
。
し
か
し
猿
引
き
大

夫
が
言
う
に
は
、
同
じ
よ
う
に
月
や
恋
で
は
先
人
た
ち
と
比
べ
ら
れ

て
良
く
も
悪
く
も
心
労
が
絶
え
な
い
。
そ
こ
で
田
夫
が
花
の
前
に
や

す
む
の
は
我
々
の
姿
な
の
で
題
を
花
と
し
て
思
っ
た
こ
と
を
詠
む
、

と
い
う
こ
と
で
花
と
述
懐
が
題
に
な
っ
た
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、『
古
今
和
歌
集
』
の
真
名
序
を
踏
ま
え
て
い
ま
す
。

　
レ
ジ
ュ
メ
に
三
点
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
い
ま
す
。「
都
人
士
女
の 

家
、
こ
れ
を
も
ち
て
花
鳥
の
な
さ
け
を
そ
へ
、
山
林
乞
食
の
客
、
な

を
活
計
の
媒
と
す
る
に
た
れ
り
」
と
い
う
の
は
真
名
序
の
部
分
に
あ

た
り
ま
す
。
そ
し
て
、「
よ
き
き
ぬ
を
き
ざ
る
あ
き
人
」
と
い
う
の
は
、

六
歌
仙
の
一
人
、
文
屋
康
秀
に
つ
い
て
で
す
。
そ
の
歌
風
に
つ
い
て

例
え
る
な
ら
ば
、
歌
は
巧
み
だ
け
れ
ど
も
身
の
丈
に
あ
っ
て
い
な
い
、

商
売
人
が
良
い
衣
を
着
て
い
る
よ
う
だ
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
通
常

良
い
衣
を
着
な
い
商
人
が
良
い
衣
を
き
て
い
る
よ
う
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。
ま
た
、「
い
は
ゆ
る
田
夫
の
花
の
前
に
や
す
む
」
と
い
う
の
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は
大
伴
黒
主
の
評
価
を
踏
ま
え
て
い
ま
す
。「
大
伴
黒
主
の
歌
、
古

の
猿
丸
大
夫
の
次
な
り
。
頗
る
逸
興
あ
り
。
た
だ
し
そ
の
体
甚
だ
鄙
。

田
夫
の
花
の
前
に
休
む
が
如
し
」
と
あ
り
ま
す
。
仮
名
序
で
は
「
大

伴
黒
主
は
、
そ
の
さ
ま
い
や
し
、
い
は
ば
、
薪
負
へ
る
山
人
の
花
の

陰
に
休
め
る
が
ご
と
し
」
と
あ
り
ま
す
。
大
伴
黒
主
が
薪
を
背
負
っ

て
花
の
陰
に
休
む
と
い
う
様
は
、
今
日
の
祇
園
祭
の
黒
主
山
の
趣
向

で
す
。
猿
引
大
夫
と
い
う
の
は
猿
丸
を
も
じ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
歌
人
を
も
じ
っ
て
『
三
十
二
番
職
人
歌
合
』

の
序
文
は
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
仮
名
序
で
「
い
や
し
」
と
か
「
鄙
」

と
あ
り
、
同
義
語
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
身
分
的
に
賤
し
い
と
い

う
わ
け
で
は
な
く
て
、
歌
語
に
お
け
る
「
賤し

づ

」
が
第
一
義
で
あ
る
こ

と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
鎌
倉
時
代
の
「
職
人
歌
合
」

に
は
職
人
に
仮
託
し
て
歌
を
詠
む
と
い
う
趣
向
が
と
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
こ
に
賤
し
い
と
い
う
概
念
は
う
か
が
わ
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、

『
三
十
二
番
職
人
歌
合
』
に
な
り
ま
す
と
「
賤
」
が
ひ
と
び
と
に
、

身
を
や
つ
し
て
和
歌
を
詠
む
と
い
う
趣
向
が
採
ら
れ
て
い
ま
す
。 

『
三
十
二
番
職
人
歌
合
』
は
先
行
す
る
『
東
北
院
職
人
歌
合
』『
鶴

岡
放
生
会
職
人
歌
合
』
を
意
識
し
て
歌
合
を
し
た
こ
と
が
伺
え
ま
す

が
、「
我
等
卅
余
人
、
い
や
し
き
身
、
し
な
同
じ
き
も
の
か
ら
」
と

自
ら
を
賤
し
き
身
と
卑
下
し
て
い
る
点
は
先
行
す
る
二
作
品
と
大
き

く
異
な
る
点
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
自
分
た
ち
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
、

題
を
花
と
述
懐
に
あ
え
て
し
た
と
い
う
こ
と
も
読
み
取
れ
ま
す
。
で

は
、
い
っ
た
い
誰
が
詠
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。「「
賤
」
が
ひ
と
び
と

に
、
身
を
や
つ
し
て
和
歌
を
詠
む
」
と
い
う
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る

わ
け
で
す
が
、
こ
う
し
た
「
も
ど
く
」
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
和
歌

に
精
通
し
た
人
物
に
関
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
岩
崎
佳
枝
さ
ん

は
、
三
条
西
実
隆
、
近
衛
政
家
、
近
衛
尚
通
と
い
っ
た
当
時
の
政
治

家
・
上
層
貴
族
た
ち
の
関
わ
り
を
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
網
野
さ
ん
の
説
で
は
職
人
に
は
農
人
は
は
い
ら
な
い
の
で

す
が
、
こ
こ
で
は
農
人
が
で
て
き
ま
す
。
序
文
に
田
夫
と
あ
り
、
す

で
に
農
人
が
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。
二
七
番
の
述
懐
で
農
人
と
庭
掃

が
番
い
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
判
定
で
「
農
耕
之
土
民  

対
地
頭
乞
損
亡
」
と
い
う
の
は
、
文
明
一
七
年
（
一
四
八
五
）
に
蜂

起
し
、
明
応
二
年
に
崩
壊
し
た
山
城
国
一
揆
を
、
岩
崎
さ
ん
は
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
。「
百
姓
閉
口
乎
」
は
、
こ
の
歌
合
に
お
い
て
「
庭
掃
」

の
勝
ち
、「
農
人
」
の
負
け
と
い
う
判
定
と
と
も
に
、
明
応
二
年
に

山
城
国
一
揆
が
崩
壊
し
た
こ
と
も
意
図
し
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、

農
人
と
い
う
の
は
不
特
定
多
数
の
農
人
で
は
な
く
て
、
山
城
国
一
揆

の
一
揆
衆
た
ち
、
一
揆
に
加
わ
る
国
人
層
も
含
む
人
々
、
各
地
で
勃

発
し
た
国
一
揆
に
関
わ
る
人
び
と
、
惣
村
を
形
成
す
る
有
力
農
民
層
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を
想
定
し
て
い
ま
す
。
歌
を
詠
ん
で
い
る
の
は
、
三
条
西
実
隆
、
近

衛
政
家
、
近
衛
尚
通
と
申
し
ま
し
た
が
、
彼
ら
は
荘
園
領
主
で
も
あ

り
ま
し
た
。
荘
園
領
主
に
と
っ
て
最
も
気
に
な
る
頭
の
痛
い
農
人
、

そ
れ
は
一
揆
を
構
成
す
る
有
力
農
人
層
で
し
た
。
武
装
す
る
農
人
達

を
職
人
と
し
て
詠
ん
だ
も
の
だ
と
い
え
ま
す
。
で
す
の
で
、
序
文
か

ら
農
人
が
登
場
す
る
必
要
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
詠
み
手
に
と
っ

て
、
不
特
定
多
数
の
農
人
で
は
な
く
て
有
力
農
人
層
を
想
定
し
て
い

た
と
い
え
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
職
人
歌
合
の
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
像
は
大
変
魅
力
的

で
す
し
、
画
像
ば
か
り
に
目
を
奪
わ
れ
が
ち
で
す
。
ま
た
、
こ
こ
に

描
か
れ
て
い
る
職
人
の
特
徴
、
分
類
な
ど
に
と
ら
わ
れ
が
ち
で
す
。

し
か
し
、「
職
人
歌
合
」
は
職
人
一
覧
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の

で
は
な
く
、「
職
人
歌
合
」
で
あ
る
以
上
、
序
文
や
和
歌
・
判
詞
を

踏
ま
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
う
し
た
意
図
の
も
と
、『
三
十
二

番
職
人
歌
合
』
の
序
文
に
こ
だ
わ
っ
て
み
ま
し
た
。

ま
と
め
に
か
え
て

　
も
う
一
度
整
理
し
ま
す
。
職
人
歌
合
に
登
場
す
る
職
人
の
描
か
れ

方
、
詞
書
な
ど
を
紹
介
し
ま
し
た
。
貴
族
社
会
に
お
け
る
職
人
に
対

す
る
眼
差
し
の
変
化
と
い
う
も
の
が
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　
『
東
北
院
職
人
歌
合
』
は
建
保
二
年
と
い
う
年
が
象
徴
す
る
よ
う

に
、
新
奇
性
の
富
ん
だ
、
趣
向
を
凝
ら
し
た
歌
合
の
と
し
て
登
場
し

た
も
の
で
す
。
そ
の
趣
向
は
、
本
来
な
ら
和
歌
と
は
無
縁
の
人
び
と

に
仮
託
し
て
歌
合
を
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
賤
視
の
意
識
が

あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　
『
鶴
岡
放
生
会
職
人
歌
合
』
も
先
行
す
る
『
東
北
院
職
人
歌
合
』

に
な
ぞ
ら
え
て
京
都
で
は
な
く
て
東
国
・
鎌
倉
の
鶴
岡
八
幡
宮
で
、

鶴
岡
八
幡
宮
に
関
わ
る
人
び
と
に
仮
託
し
て
歌
合
を
催
す
と
い
う
趣

向
で
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
二
〇
〇
年
余
り
の
月
日
を
経
て
、
室
町
時
代
に
作
ら
れ

た
職
人
歌
合
は
趣
が
異
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。『
三
十
二
番
職
人
歌 

合
』「
い
や
し
き
身
し
な
お
な
じ
き
も
の
か
ら
」、『
七
十
一
番
職
人

歌
合
』「
お
ろ
か
な
る
草
の
む
し
ろ
（
愚
か
な
る
草
の
筵
）」
と
あ
る

よ
う
に
、
登
場
す
る
人
々
に
対
し
て
賤
視
と
ま
で
は
い
き
ま
せ
ん
が

異
な
っ
た
価
値
観
で
見
る
眼
差
し
が
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
し
、
ま
た

『
三
十
二
番
職
人
歌
合
』
は
、「
賤
」
が
ひ
と
び
と
に
、
身
を
や
つ

し
て
、
和
歌
を
も
ど
く
と
い
う
よ
う
な
趣
向
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と

に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
三
十
二
番
、
七
十
一
番
は
と
い

う
よ
う
に
数
に
も
こ
だ
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
後
鳥
羽
院
政
期
に
、
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六
百
番
、
一
千
五
百
番
と
い
う
膨
大
な
数
の
歌
合
が
行
わ
れ
た
の
と

共
通
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』

で
は
、
判
者
を
立
て
ず
に
衆
議
で
判
定
す
る
よ
う
に
い
た
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
背
景
に
は
、
和
歌
が
広
く
読
ま
れ
、
さ
ら
に
は
、
そ
こ
か

ら
派
生
し
て
、
広
く
連
歌
も
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
の
世
相

も
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
然
る
べ
き
判
者
を
立
て
ず
と
も

職
人
同
士
で
判
定
で
き
る
ま
で
当
時
の
職
人
層
の
知
識
と
教
養
が
高

か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
も
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
の
作
者
た
ち
は
敏
感
に

感
じ
取
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
職
人
歌
合
と 

「
道
々
の
輩
」
を
ど
う
考
え
て
い
く
か
が
、
こ
の
職
人
歌
合
を
考
え

て
い
く
上
で
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　
今
回
は
職
人
歌
合
に
絞
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
人
の
絵

や
歌
も
分
析
し
た
り
、
あ
る
い
は
他
の
絵
画
史
料
な
ど
と
も
比
較
検

討
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
職
人
歌
合
が
描
く
世
界
、
そ

の
背
景
に
あ
る
社
会
状
況
を
読
み
解
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
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『職人歌合』にみる職人への眼差しの変遷
宇治市源氏物語ミュージアム 家塚智子

はじめに

１ 職人歌合について

□職人歌合とは

歌合の一種。「職人」の生態を主題とした和歌を、「職人」に仮託して詠ませ、歌合の

形式にして、その優劣を論じたもの。4 種 5 作品が伝わる。

① 『東北院職人歌合』（建保 2・1214）
② 『鶴岡放生会職人歌合』（弘長元・1261）
③ 『三十二番職人歌合』（明応 3・1494）
④ 『七十一番職人歌合』（明応 9・1500） →別紙参照

「職人歌合」という呼称については、後世に付けられたもので、当初より「職人歌合」

と呼ばれていたわけではない。また、ここに描かれている人びとを「職人」と総称したの

も後世のことであって、当時の呼び方ではない。

□職人歌合をめぐる研究史

1980 年代に、歴史学、美術史、日本文学の各分野で注目され、急速に学際的に研究が

進められた。主な作品の図像・詞書が公刊され、基礎となる研究、書籍が相次いで刊行さ

れた。1990 年代になると、考古学、民俗学も巻き込んで、個々の職人に関する研究も活

発に進んでいる。

①石田尚豊『職人尽絵』（日本の美術 132、至文堂、1977 年）

『新修日本絵巻物全集』二八（角川書店、1979 年）

②網野善彦

・『日本中世の非農業民と天皇』（岩波書店、1984 年）

→『網野善彦著作集第七巻 中世の非農業民と天皇』（岩波書店、2008 年）に再録

・『日本中世の民衆像ー平民と職人』（岩波新書、1980 年）、『日本の中世の百姓と職

能民』（平凡社選書、1998 年、のちに平凡社ライブラリー、2003 年）をはじめとす

る職人に関する著書、論文

→『網野善彦著作集第八巻 中世の民衆像』（2009 年、岩波書店）に再録

③岩崎佳枝『職人歌合』（平凡社選書、1987 年）

④『日本庶民生活史料集成 第三十巻 諸職風俗図絵』（三一書房、1982 年）

『七十一番職人歌合』(新日本古典文学大系、岩波書店、1993 年）

⑤公益財団法人世界人権問題研究センター編『職能民へのまなざし』（人権問題研究叢

書 12、2015 年）

２ 職人歌合の系譜

□歌合の趣向

・平安時代の歌合

・『六百番歌合』建久 3 年（1192）
→建久 3 年（1192）、藤原良経の主催、企画・出題され、翌四年秋に披講・評定さ

れ、加判が終了。判者は藤原俊成、詠者は藤原定家・藤原家隆ら 12 人。

さらに『一千五百番歌合』建仁元年（1201）
・『夫木和歌抄』延慶 3 年（1310）

→『十二類絵巻』をはじめ「異類物」と呼ばれる室町物語との関連

・「歌聖」「歌仙」の絵画化 →「歌仙絵」 ex『佐竹本三十六歌仙』
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□職人歌合の登場

・多種多様な歌題、膨大な量の和歌を詠み、競い合い、さらに「歌仙絵」といって、詠

み手を絵画化することが行われたころ、「職人歌合」が登場

・歌合の一種。職人の生業を主体とした和歌を、職人に仮託して詠ませ、歌合の形式で

その優劣を論じた。

・職人に仮託 →実際に歌を詠んでいるのは、職人自身ではなく貴族

貴族たちの目線、価値観が反映されている。ここに注目！

□職人歌合の概要 →別紙参照

３ 道々の輩をめぐって

□道とは？ 道の変遷

律令体制 「道」 中国から伝来した学問体系

大学寮 「四道」…明経道・明法道・算道・紀伝道

『源氏物語』桐壺巻

帝、かしこき御心に、倭相を仰せて、思しよりにける筋なれば、今までこの君を親王にもなさせたまは

ざりけるを、相人はまことにかしこかりけりと思して、無品の親王の外戚の寄せなきにては漂はさじ。わ

が御世もいと定めなきを、ただ人にて朝廷の御後見をするなむ、行く先も頼もしげなめること」と思し

定めて、いよいよ道々の才を習はさせたまふ。際ことに賢くて、ただ人にはいとあたらしけれど、親王と

なりたまひなば、世の疑ひ負ひたまひぬべくものしたまへば、宿曜の賢き道の人に勘へさせたまふに

も、同じさまに申せば、源氏になしたてまつるべく思しおきてたり。

『源氏物語』少女巻

なほ、才をもととしてこそ、大和魂の世に用ゐらるる方も強うはべらめ、

ほかに『うつほ物語』「才なのり」機知に富んだ、身をやつした即興芸

『徒然草』「よろづの道」

『鶴岡放生会職人歌合』「諸道の歌合」

『風姿花伝』世阿弥

此道に至らんと思はん者は、非道を行ずべからず、但、歌道は風月延年のかざりなれば、尤これを

用ふべし

江戸時代「茶道」「花道」「芸道」

＊「道」とは、学問体系から芸能に至るまで幅を持ちながら、変遷を遂げた概念

□道々の輩

『国史大辞典』十三巻まーも（吉川弘文館、1992） なし

『日本史広辞典』（山川出版社、1997） 「道々の者」

『日本歴史大事典』（小学館、2001） 「道々の輩」

網野善彦氏の「職人」論の影響が大きいか？
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・『太平記』「道誉大原野花会事」（貞治 5 ／正平 21 年（1366）年 3 月）

洛外の桜の名所・大原野勝持寺においての佐々木導誉の花見が活写される。

導誉は、「京中ノ道々ノ上手ども」を一人も残さず引き連れたとある。

具体的は「猿楽」や「白拍子」（曲舞か）を指す。

・『北山殿行幸記』応永 15 年（1408）3 月 15 日条

後小松天皇が、北山殿に行幸した際の記録

「みちのものども」が「さるがく」を演じる。

＊南北朝期から室町時代にかけて「道」「道々」は狭義の芸能・芸能者を指す語

・『日葡辞書』 「道の者」「演劇とか笑劇を演ずる人」

ルイス・フロイス『ヨーロッパ文化と日本文化』 「演劇」「笑劇」＝能・狂言

・『後水尾院当時年中行事』（17 世紀後半）

猿楽は宮中に入す、但道の者にあらさるは参ること常の事也、幸若・大かくら等のまひ／＼、またく

るしからす、是も道の者にてまいらぬ事のやうに申衆もありしを、故白河二位まひ／＼は根本唱聞

師也、千秋万歳も唱聞師也正親町院の御時幸若度々しこう申たる由申て、其後弥不審なく参

る也、

「道の者」／「道の者ではないもの」 宮中に出入りの有無 区別（差別）

参考

『建内記』正長元年（1428）6 月 10 日条

（禁中）川原者〈穢多之事也、〉参入、於御庭事被召仕之、為不浄之者、不可然処、自去
石木

年被停止、被召散所者〈声聞師／事也、〉珍重□□、

３『三十二番職人歌合』をめぐって

□『古今和歌集』真名序とのかかわり

①都人士女の家、これをもちて花鳥のなさけをそへ、山林乞食の客、なを活計の謀とするにたれり、

→真名序

至有好色之家、以此為花鳥之使。乞食之客、以此為活計之謀。

②よききぬをきざるあき人

→真名序

文琳巧詠物。然其躰近俗。如賈人之着鮮衣。

→仮名序

文屋康秀は、詞はたくみにて、そのさま身におはず、いはば、商人のよき衣着たらむがごとし

３ いはゆる田夫の花の前にやすむは、我等の風体なり

→真名序

大友黒主之歌、古猿丸大夫之次也。頗有逸興、而躰甚鄙。如田夫之息花前也。

→仮名序

大伴黒主は、そのさまいやし、いはば、薪負へる山人の花の陰に休めるがごとし

★『三十二番職人歌合』

「賤」がひとびとに、身をやつして、和歌をもどく

岩崎佳枝氏 作者として三条西実隆、近衛政家、近衛尚通の関わりを指摘
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□農人をめぐって

・「田夫の花の前にやすむは、我等の風体」のため、題を「花」にした。

「田夫」すなわち「農人」が登場する事が前提にある。

・「農人」と「庭掃」 十一番 花 二十七番 述懐

・二十七番 述懐

さしつどひ そんまうこはん あらましや 百姓ぐちの 名にもたつらむ（農人）

すてやらむ 世をばいかにか すべはゞき はらふも庭の ちりの身ながら（庭掃）

農耕之土民 対地頭乞損亡 掃除之庭掃 立庭上好綺麗 共先道理 又兼風情

雖然帚猶有千金之誉 百姓閉口乎

岩崎佳枝氏

判詞にある「農耕之土民 対地頭乞損亡」とは、文明 17 年（1485）に蜂起し、明応

2 年に崩壊した山城国一揆を想定。「百姓閉口乎」は、この歌合において「庭掃」の

勝ち、「農人」の負けという判定とともに、明応 2 年に山城国一揆が崩壊したことも

意味する。→判詞と現実の二重構造

まとめにかえて

『東北院職人歌合』

建保二年という年が象徴するように、新奇性の富んだ、趣向を凝らした歌合のひとつと

して、作成。その趣向は、本来なら和歌とは無縁の人びとに仮託して歌合をするというも

のである。賤視の意識があったかどうか、明確ではない。

『鶴岡放生会職人歌合』

先行する『東北院職人歌合』になぞらえて、東国・鎌倉の鶴岡八幡宮で、鶴岡八幡宮に

関わる人びとに仮託して、歌合を催すという趣向が明確。

『三十二番職人歌合』「いやしき身しなおなじきものから」、『七十一番職人歌合』「おろ

かなる草のむしろ（愚かなる草の筵）」とあるように、賤視とまではいかないが、異なっ

た価値観で見る眼差しがあったといえる。『三十二番職人歌合』は、「賤」がひとびとに、

身をやつして、和歌をもどくというような趣向にも注意。三十二番、七十一番はというよ

うに、数にもこだわっている。後鳥羽院政期に、六百番、一千五百番という膨大な数の歌

合を行うという、数にこだわりをみせた流れとも共通する。『七十一番職人歌合』では、

判者を立てずに、衆議で判定するに至った。こうした背景には、和歌が広く読まれ、さら

には、そこから派生して、広く連歌も詠まれるようになった時代の世相も反映していると

いえる。

主な参考文献

石田尚豊『職人尽絵』（日本の美術 132、至文堂、1977 年）

岩崎佳枝『職人歌合』（平凡社選書、1987 年）

網野善彦『職人歌合』（岩波書店、1992 年）

網野善彦『網野善彦著作集第７巻中世の非農業民と天皇』（岩波書店、2008 年）

『網野善彦著作集第８巻中世の民衆像』（岩波書店、2009 年）

岩崎佳枝・網野善彦ほか校注『七十一番職人歌合・新撰狂歌集・古今夷曲集』

（新日本古典文学大系 61、岩波書店、1993 年）

公益財団法人世界人権問題研究センター編『職能民へのまなざし』（人権問題研究叢書 12、2015 年）

拙稿「中世茶屋考」（『立命館文学』605、2008 年）

拙稿「中世社会における職人へのまなざしの変遷―職人歌合を中心に―」（前掲『職能民へのまなざし』）
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別紙

職人歌合の概要・序文

① 『東北院職人歌合』（建保2・1214）

「みちみちのものども」

判者：経師 題：月・恋

5 番本 5 番、10 職種、20 首

12 番本 12 番、24 職種、48 首

建保第二の秋の比、東北院の念仏に、九重の人々、男女、たかきもいやしきもこぞり侍しに、みち／＼

のものども、人なみなみに参りて、聴聞し侍けるに、時しも九月十三夜の月くまなかりけるに、こゝろある人

は、歌をよみ連歌などして、こころをしましつゝ遊びけるを、うらやましとやおもひけむ、月やう／＼山のはに

入なむとするおりふし、各々今宵のなごりこそなぐさめがたく侍れ、かくて八雲の烟立はなれなば、何事を

かはおもひ出にせむ、我も人の心の色をあわはして、水茎のながき世のかたみにせんとて、歌合をすゝめけ

り、

十二番本（群書類従 28 雑部）

医師 陰陽師／仏師 経師／鍛冶 番匠／刀磨 鋳物師／巫女 盲目／深草 壁塗／

紺掻 筵打／塗師 檜物師／博打 船人／針磨 数珠引／桂女 大原人／商人 海人

② 『鶴岡放生会職人歌合』（弘長元・1261）

「道々の輩ども」

判者：八幡宮神主 題：月・恋

12 番、24 職種、48 首

いづれの年にか、鶴岡の放生会ことに事とゝのほり、菟園の御行粧いとゞめづらかにて、一日の見物なれ

ば、万人きをひこぞる、道々の輩ども、あるは役にしたがひ、あるは友にさそはれて、やすらひくらす、秋の

なかば月のさかりなれば、雲おさまり星まれにして、南にのぞめば海濱茫々たり、秦甸の一千余里おもひ

やられ、北にかへり見れば、社壇重々として漢家の三十六にことならず、爰によしづきたる翁二人いひけ

らく、むかし宮こにて、東北院の念仏、九月十三夜にあたりて、諸道の歌合ありけり、いまあづまにして楡

柳営の敬神、八月十五夜をてらして、衆生の化度をみそなはす、かかる法会にあひて、この良辰を得た

り、旧遊をしたひて、新詠を番はんといひければ、おの／＼しげき世つぎにあへりけんこゝちして、かづ／＼

題をおもひ筆をとるに、白露点じて苗■うつり、青嵐吹て簫瑟とかすかなり、さてやがて当社神主を判者

として勝負を定め、優劣をわきまへ侍りけるとなん、

（群書類従 28 雑部）

楽人 舞人／宿曜師 算道／持経 念仏者／遊君 白拍子／絵師 綾織／銅細工 蒔絵師／

畳差 御簾編／鏡磨 筆生／相撲 博労／猿楽 田楽／相人 持者／樵夫 漁夫
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③ 『三十二番職人歌合』（明応3・1494）

「いやしき身、しな同じきものから」

「諸職諸道」（一番判詞）

判者：勧進聖 題：花・述懐

32 番、32 職種、64 首

やまと歌の道、都人士女の家、これをもちて花鳥のなさけをそへ、山林乞食の客、なを活計の謀とする

にたれり、しかあれば、よききぬをきざるあき人も、あじかをになへるわらはべも、各月によせ恋になずらへて

歌をあわせ、心ざしをあらはすたぐひ、たびかさなれり、こゝに我等卅余人、いやしき身、しな同じきものか

ら、そのむしろにのぞみて、その名をかけざること、将来多生の恨なり、今たま／＼過ぬるあとををはんこと

をおもふに、猿牽の大夫のいはく、もし月と恋とを題とせば、すゝみては、をくれたるにむちうち、えすゝみがた

きをそりあり、しりぞきては、同類のしりじけがたきおもひあり、いはゆる田夫の花の前に前にやすむは、我等

の風体なり、まさに花を題として、又おもひをのぶる一首をくはふべきをやと、衆議これをくみす、すなはちつ

がひをさだめ、一巻にしるして、勧進のひじり弁説上人の庵室にいたりて、判のことばをもとむ、もしこれひ

さごのえのながくつたはり、ふみならすたゝらのこゑの遠くきこえば、世のあざけりをはづといへども、利口滑

稽のすがた、艶詞正道のたすけとならざらめかも、

左歌、千秋万歳の能作は毎年正月の佳曲なれば、諸職諸道の最初にいでて、歌合の一番にすゝめ

り、（一番判詞）

（群書類従 28 雑部）

千秋万歳法師 絵解／師子舞 猿牽／うぐひす飼 鳥さし／大かひき 石切／桂の女 鬘捻／

算をき こも僧／高野聖 巡礼／かね敲 胸たゝき／へうぼうゑ師 はり殿／渡もり 輿舁／

農人 庭掃／材木売 竹売／結おけし 火鉢うり／糠粽売 地黄煎うり／蓑つくり しきみ売／

菜うり 鳥売

④ 『七十一番職人歌合』（明応9・1500）

「をろかなる草のむしろ」

衆議にて判定題：月・恋

71 番、142 職種、284 首

天地ひらけし時、さかぼこのくだれけるより、道を玉ぼこなづけて、よろづの道をたてり、ことに歌をやまとと

名づけて、わがくにのことわざなりければ、神の道にもかよひ、人の心をもやはらげければ、金殿の光こと

なるみぎり、をろかなる草のむしろにも心をのべけるあまり、その道をかたどりて、をの／＼左右をわかちて

歌を合侍けり、題を月と恋を出して、衆議にて判けるなるべし、いと興ありけるにや、

（群書類従 28 雑部）

番匠 鍛冶／壁塗 檜皮葺／研 塗士／紺掻 機織／檜物し 車作／鍋売 酒作／

あぶらうり もちゐうり／筆ゆひ 筵うち／炭やき 小原女／むまかはふ かはかはふ／山人 浦人

木こり 草かり／えぼし折 扇うり／おびうり しろいものうり／蛤うり いをうり／

弓つくり つるうり／ひきれうり かはらけつくり／まむぢう売 ほうろみそ売／

かみすき さいすり／よろひざいく ろくろし／ざうりつくり 硫黄箒売／傘張 あしだづくり／

翠簾屋 から紙し／一服一銭 煎じ物売／琵琶法師 女盲／仏師 経師／蒔絵士 貝磨／絵師 冠師

鞠括 沓造／たち君 づし君／銀ざいく 薄うち／針磨 念珠挽／紅粉解 鏡磨／医師 陰陽師／

米売 まめ売／いたか 穢多／豆腐うり 素麺売／塩うり 麹うり／玉磨 硯士／燈心うり 葱うり

すあひ 蔵まはり／筏士 櫛挽／枕売 畳刺／瓦焼 笠縫／蛸巻きり 鞍細工／暮露 通事／

文者 弓取／白拍子 曲舞々／放下 鉢叩／でんがく 猿がく／ぬひ物し 組し／すりし 畳紙うり

葛籠造 皮籠造／矢細工 箙細工／蟇目くり むかばき造／金ほり 水ほり／

はうちやうし てうさい／白布売 直垂うり／苧売 綿うり／薫物うり 薬うり／山伏 地しや／

ねぎ かんなぎ／競馬組 相撲取／禅宗 律家／念仏宗 法花宗／連歌し 早歌うたひ／

びくに にしう／山法師 なら法師／華厳宗 倶舎しう／楽人 舞人／酢造 心太うり

2017 年度差別の歴史を考える連続講座 2017 年 10 月 6 日（金）

京都部落問題研究資料センター



75

自
死
者
た
ち
の
江
戸
時
代

― 

京
都
東
山
の
寺
院
日
記
か
ら
読
み
解
く 

―

高
　
橋

　
大

　
樹



76

　
皆
様
こ
ん
ば
ん
は
、
高
橋
と
申
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
頂

き
ま
し
た
よ
う
に
、
日
頃
は
大
津
市
歴
史
博
物
館
で
学
芸
員
と
し
て

勤
務
し
て
お
り
ま
す
が
、
二
年
程
前
か
ら
清
水
寺
史
編
纂
委
員
を
、

一
年
程
前
か
ら
知
恩
院
史
料
編
纂
所
員
を
務
め
て
お
り
ま
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
寺
院
史
料
の
編
纂
や
整
理
の
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。

　
本
日
の
講
座
は
、
そ
れ
ら
二
つ
の
寺
院
の
日
記
史
料
を
読
み
な
が

ら
、
テ
ー
マ
で
あ
る
「
江
戸
時
代
の
自
死
」
に
つ
い
て
、
つ
ま
り
、

二
六
五
年
と
い
う
長
い
江
戸
時
代
の
中
で
、
自
ら
死
を
選
ん
だ
人
た

ち
が
歴
史
上
ど
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
き
た
の
か
考
え
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。
本
当
は
日
記
の
原
文
（
く
ず
し
字
）
を
ご
一
緒
に
読
み

進
め
た
い
の
で
す
が
、
時
間
も
限
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
レ
ジ
ュ

メ
に
は
解
読
し
て
読
み
下
し
た
も
の
を
用
意
し
ま
し
た
。
よ
ろ
し
く

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

は
じ
め
に

　
さ
て
、
皆
さ
ん
は
「
自
死
」・「
自
殺
」
と
い
え
ば
、
例
え
ば
テ
レ

ビ
な
ど
で
毎
年
の
自
殺
者
数
に
つ
い
て
報
道
さ
れ
、
年
間
ど
の
位
の

方
が
自
死
を
選
ん
で
亡
く
な
ら
れ
る
か
ご
存
じ
の
方
も
お
ら
れ
る
と

思
い
ま
す
。
昨
年
度
（
平
成
二
八
年
度
）
は
、
二
一
、
八
九
七
人
で
、

平
成
一
〇
年
か
ら
三
万
人
を
越
え
る
と
い
う
状
況
か
ら
減
少
し
て
き

た
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
二
万
人
を
超
え
て
い
る
と
い
う
状
況
が
数
年

報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
デ
ー
タ
は
、
厚
生
労
働
省
が
毎
年
公
開

し
て
い
ま
す
の
で
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
私
も
今
後
そ
れ
を
参
照
し
な
が
ら
、
現
代
と
江
戸
時
代
を
比
較
し

て
考
え
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
自
身
、
現
代
の
自
死
者
の

分
析
と
い
う
の
は
な
か
な
か
で
き
な
い
の
で
す
が
、
男
性
が
圧
倒
的

に
多
く
、
か
つ
年
齢
的
に
は
三
〇
歳
か
ら
七
〇
歳
の
間
の
方
が
多
く
、

圧
倒
的
に
無
職
者
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
厚
生
労
働
省
の
分
析
で
書

か
れ
て
い
ま
す
。
様
々
な
社
会
学
の
本
な
ど
を
読
み
な
が
ら
勉
強
を

し
て
い
る
の
で
す
が
、
実
際
の
自
死
者
数
は
も
っ
と
多
い
だ
ろ
う
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
は
「
自
殺
予
防
」
と
い
う
形
で
様
々
な
方
が

取
り
組
ま
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
私
も
含
め
て
歴
史
を
勉
強
し
て
い

る
人
た
ち
が
「
自
死
」
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
き
た
か
を
調
べ

て
み
た
と
こ
ろ
、
自
死
・
自
殺
の
問
題
は
、
社
会
学
と
か
法
律
、
法

医
学
、
精
神
医
学
と
い
っ
た
分
野
で
研
究
が
進
ん
で
い
る
の
で
す
が
、

歴
史
の
分
野
で
は
ど
う
か
と
見
た
と
こ
ろ
、
図
書
館
の
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ 

（
オ
ン
ラ
イ
ン
蔵
書
目
録
）
な
ど
で
調
べ
て
み
る
と
わ
か
る
の
で
す

が
、
ほ
と
ん
ど
参
考
資
料
が
で
て
き
ま
せ
ん
。
研
究
は
非
常
に
少
な
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い
状
況
で
す
。
む
し
ろ
、
人
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
の
研
究
は
多
い
で

す
。
つ
ま
り
、
人
が
亡
く
な
っ
て
ど
う
葬
ら
れ
て
、
お
墓
を
ど
う
い

う
ふ
う
に
建
て
た
と
か
、
民
俗
学
や
考
古
学
の
分
野
の
研
究
は
非
常

に
多
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
自
分
の
命
を
絶
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
人
の
歴
史
が
ど
の
よ
う
に
研
究
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、

非
常
に
少
な
い
の
が
現
状
で
す
。
た
だ
、
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
様
に
、

江
戸
時
代
の
武
士
の
切
腹
の
文
化
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
す

が
、
庶
民
や
武
士
以
外
の
身
分
の
人
た
ち
は
ど
う
い
っ
た
状
況
だ
っ

た
の
か
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
唯
一
、
通
史
的

に
日
本
の
自
死
に
つ
い
て
取
扱
っ
て
い
る
の
は
、
モ
ー
リ
ス
・
パ
ン

ゲ
氏
の
『
自
死
の
日
本
史
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
一
年
）

で
す
。
た
だ
、
武
士
の
切
腹
を
中
心
に
、
心
中
も
含
め
た
文
化
史
と

な
っ
て
い
ま
し
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
を
中

心
に
し
た
分
析
を
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
日
本
中
世
史
研
究
で
は
、
例
え
ば
勝
田
至
氏
が
自
殺
者
に

つ
い
て
取
り
上
げ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
が
、
そ
こ
で
は
庶
民
と
い
う

よ
り
は
、
寺
院
の
僧
侶
の
焼
身
自
殺
や
入
水
往
生
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
ま
す
。
史
料
の
残
存
状
況
に
よ
る
の
で
す
が
、
数
と
し
て
も
多

く
な
い
よ
う
で
す
。
た
だ
し
、
亡
く
な
っ
た
人
が
現
れ
て
来
て
憑
依

し
た
と
い
う
よ
う
な
心
性
が
確
認
で
き
、「
自
殺
を
「
異
常
死
」
と
み

な
す
民
俗
的
心
意
」
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
世
史
研
究

に
お
け
る
自
殺
に
関
す
る
文
献
の
一
つ
と
な
る
か
と
思
い
ま
す
（
勝

田
至
「
さ
ま
ざ
ま
な
死
」『
日
本
中
世
の
墓
と
葬
送
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
六
年
〈
初
出
一
九
九
四
年
〉）。

　
こ
う
し
た
研
究
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
今
回
は
江
戸
時
代
の
自

死
を
改
め
て
考
え
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
死
を
自
ら

選
ぶ
と
い
う
こ
と
を
個
人
の
問
題
の
み
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
て
、

江
戸
時
代
の
社
会
と
か
環
境
、あ
る
い
は
死
を
選
ば
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
状
況
で
あ
る
と
か
、
そ
の
あ
た
り
を
史
料
か
ら
皆
さ
ん
と
一
緒
に

考
え
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の
自
死
の
問
題
を
考
え
よ
う
と
す

る
時
、
ど
う
し
て
も
自
死
者
を
注
目
し
が
ち
で
す
が
、
自
死
者
の
家

族
や
周
辺
の
人
た
ち
が
ど
う
い
う
環
境
に
お
か
れ
て
い
た
の
か
と
い

う
こ
と
も
史
料
か
ら
読
み
取
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　
そ
こ
で
、
今
回
の
講
座
で
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
自
死
の
様
相

と
し
て
、
よ
く
知
ら
れ
る
心
中
や
首
つ
り
、
そ
し
て
自
害
の
実
態
を

考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
少
し
武
士
の
事
例
も
出
し
ま
す
が
、

切
腹
や
精
神
文
化
の
話
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま
で
も
京
都
東
山
の
清

水
寺
や
知
恩
院
の
周
辺
で
起
こ
っ
た
自
死
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
つ

ま
り
、
浄
瑠
璃
や
文
学
資
料
で
は
な
く
、
日
常
生
活
の
史
料
（
寺
院
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日
記
）
の
中
に
自
死
が
ど
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
対
応

が
な
さ
れ
た
の
か
、
さ
ら
に
自
死
者
と
そ
の
家
族
や
周
辺
の
人
た
ち

が
ど
の
よ
う
な
眼
差
し
で
み
ら
れ
て
い
た
の
か
を
読
み
取
っ
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
と
い
う
わ
け
で
、
清
水
寺
と
知
恩
院
の
寺
院
日
記
に
焦
点
を
絞
っ

て
お
話
し
て
い
き
ま
す
。
史
料
編
の
一
枚
目
に
写
真
を
載
せ
て
い
ま

す
。
ま
ず
、
清
水
寺
で
す
。
江
戸
時
代
、
清
水
寺
の
寺
務
を
担
当
し

た
成
就
院
と
い
う
お
坊
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
こ
に
元
禄
七
年
（
一

六
九
四
）
か
ら
文
久
年
間
（
一
八
六
一
～
六
四
）
ま
で
の
日
記
が
残

さ
れ
て
い
ま
す
。二
〇
〇
冊
程
あ
り
ま
し
て
、清
水
寺
門
前
で
起
こ
っ

た
出
来
事
や
、
京
都
町
奉
行
と
の
や
り
取
り
な
ど
が
記
録
さ
れ
て
い

ま
す
。
現
在
、
こ
れ
ら
の
記
録
は
『
成
就
院
日
記
』
と
し
て
解
読
さ

れ
、
史
料
集
と
し
て
第
二
巻
ま
で
出
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
刊
行
が

終
了
す
る
の
は
、
一
〇
年
か
二
〇
年
後
、
も
っ
と
先
に
な
ろ
う
か
と

思
い
ま
す
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
知
恩
院
の
役
僧
に
よ
る
寺
務
日

記
『
日
鑑
』
で
す
。
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
か
ら
現
在
ま
で
記
録

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
史
料
集
と
し
て
、
約
四
〇
年
前
か
ら
編
纂

が
開
始
さ
れ
、
三
〇
巻
ま
で
出
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
寺
院
日
記
は
、
今
回
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
自
死
」
の
み

な
ら
ず
、
元
禄
年
間
か
ら
現
在
に
至
る
京
都
の
歴
史
を
考
え
て
い
く

う
え
で
欠
か
せ
な
い
史
料
で
す
。
江
戸
時
代
の
研
究
は
、
武
士
や
町

人
を
中
心
と
し
た
歴
史
が
多
い
の
で
す
が
、
江
戸
時
代
の
寺
院
の
歴

史
も
こ
う
し
た
記
録
類
か
ら
考
え
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
研
究
段

階
に
あ
る
と
い
え
ま
す
。
ま
た
、
京
都
東
山
に
は
清
水
寺
、
知
恩
院

の
ほ
か
、
例
え
ば
八
坂
神
社
や
建
仁
寺
、
妙
法
院
や
泉
涌
寺
な
ど
、

か
な
り
の
日
記
が
残
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
ら
を
読
ん
で
い
く

と
、
今
日
お
話
し
す
る
以
上
の
東
山
地
域
の
生
活
史
が
よ
く
わ
か
っ

て
き
ま
す
。
今
回
は
、
刊
行
さ
れ
た
史
料
集
の
清
水
寺
『
成
就
院
日

記
』、
知
恩
院
『
日
鑑
』
の
中
か
ら
、
自
死
に
関
す
る
記
録
を
取
り

出
し
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
は
じ
め
に
資
料

の
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
表
Ａ
は
清
水
寺
『
成
就
院
日
記
』
で
、
元

禄
七
年
か
ら
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
ま
で
九
〇
年
ほ
ど
の
記
録
の

中
で
自
死
や
心
中
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
記
録
を
一
覧
に
し
た
も

の
で
す
。
こ
の
後
、
記
録
の
続
く
幕
末
ま
で
関
係
記
事
は
お
そ
ら
く

出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
表
Ｂ
は
、
知
恩
院
『
日
鑑
』
に
出

て
く
る
自
死
の
記
録
で
す
。
こ
れ
も
明
和
三
年
（
一
七
六
五
）
ま
で

で
、
幕
末
ま
で
百
年
ほ
ど
の
未
刊
行
の
記
録
を
読
ん
で
い
く
と
ま
だ

ま
だ
事
例
と
し
て
出
て
く
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
両
者
の
違
い

で
す
が
、
日
記
の
性
格
上
、
清
水
寺
『
成
就
院
日
記
』
は
門
前
の
こ

と
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
が
、
知
恩
院
『
日
鑑
』
は
、
京
都
中
の
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末
寺
で
の
出
来
事
が
た
く
さ
ん
書
か
れ
て
い
ま
す
。
少
し
性
格
が
か

わ
っ
て
き
ま
す
が
、
ど
ち
ら
も
京
都
の
自
死
の
実
態
を
知
る
重
要
史

料
で
す
。
で
は
次
か
ら
具
体
的
に
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

１
　
清
水
寺
門
前
・
知
恩
院
門
前
と
心
中
・
相
対
死

（
１
）
清
水
寺
門
前
の
心
中
（
新
歌
舞
伎
の
題
材
か
ら
）

　
な
ぜ
最
初
に
心
中
を
取
り
上
げ
た
か
と
申
し
ま
す
と
、
こ
の
清
水

寺
・
知
恩
院
の
日
記
が
書
き
始
め
ら
れ
た
元
禄
時
代
と
い
う
の
は
、

心
中
が
流
行
し
た
時
代
で
す
。
流
行
し
、
規
制
さ
れ
て
い
く
過
程
が

実
際
に
史
料
か
ら
見
え
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
最
初
に
心
中

を
取
り
上
げ
ま
す
。

　
取
っ
掛
か
り
に
、
清
水
寺
門
前
の
心
中
を
取
り
上
げ
た
歌
舞
伎
の

題
材
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。「
ひ
と
り
来
て
、
ふ
た
り
連
れ
立
つ
極

楽
の
、
清
水
寺
の
鐘
の
声
、
九
つ
心
く
ら
き
夜
に
、
捨
つ
る
こ
の
身

は
い
ざ
鳥
辺
野
へ
」。
こ
れ
は
岡
本
綺
堂
の
「
鳥
辺
山
心
中
」
と
い

う
大
正
期
に
つ
く
ら
れ
た
新
歌
舞
伎
の
な
か
の
一
節
で
す
。
舞
台
は

江
戸
時
代
も
初
め
の
こ
ろ
、
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
の
京
都
で
す
。

後
水
尾
天
皇
が
御
所
か
ら
二
条
城
へ
行
幸
す
る
に
あ
た
っ
て
江
戸
か

ら
将
軍
徳
川
家
光
が
や
っ
て
く
る
の
で
す
が
、
そ
れ
に
随
行
し
た
旗

本
菊
地
半
九
郎
が
計
ら
ず
も
同
僚
の
弟
を
切
り
殺
し
て
し
ま
っ
た
こ

と
か
ら
、
身
の
置
き
所
が
な
く
、
京
都
の
遊
女
お
染
と
心
中
す
る
と

い
う
シ
ー
ン
で
す
。
こ
う
い
っ
た
心
中
が
元
禄
時
代
か
ら
増
え
つ
つ

あ
り
ま
し
た
。
皆
さ
ん
も
、
そ
れ
ら
心
中
を
題
材
と
し
た
人
形
浄
瑠

璃
で
近
松
門
左
衛
門
の
「
曽
根
崎
心
中
」
が
流
行
っ
た
こ
と
で
も
ご

存
じ
か
と
思
い
ま
す
。

　
で
は
、
こ
の
時
代
、
実
際
に
心
中
が
ど
れ
ほ
ど
あ
っ
た
の
か
と
い

う
こ
と
は
、
な
か
な
か
浄
瑠
璃
以
外
の
記
録
か
ら
は
見
え
て
き
ま
せ

ん
。
そ
の
中
で
、
谷
口
眞
子
氏
が
「
殉
死
・
仇
討
ち
・
心
中
」（
島

薗
進
他
編
『
シ
リ
ー
ズ
日
本
人
と
宗
教

　
近
世
か
ら
近
代
へ
３

　
生

と
死
』
春
秋
社
、
二
〇
一
五
年
）
と
い
う
論
考
の
中
で
、
京
都
町
奉

行
の
記
録
類
か
ら
、
一
年
半
の
間
に
心
中
事
件
が
九
〇
〇
件
起
こ
っ

て
い
た
と
分
析
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
の
す
ご
い
数
に
な
り
ま
す
。
そ

れ
だ
け
元
禄
時
代
に
心
中
が
流
行
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
た
め
に
幕

府
が
心
中
を
禁
止
す
る
法
令
を
出
す
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

実
際
の
記
録
類
か
ら
は
な
か
な
か
流
行
か
ら
禁
止
へ
の
流
れ
を
追
う

こ
と
が
難
し
い
の
で
す
。
た
だ
、
今
回
ご
紹
介
す
る
清
水
寺
『
成
就

院
日
記
』
を
見
て
い
く
と
、
そ
う
し
た
流
れ
と
と
も
に
、
お
寺
や
京

都
町
奉
行
が
ど
う
い
う
対
応
を
し
た
の
か
が
わ
か
り
ま
す
の
で
ご
紹

介
し
ま
す
。
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（
２
）
清
水
寺
門
前
に
お
け
る
心
中
事
件

　
表
Ａ
の
九
〇
年
の
中
で
心
中
事
件
は
五
件
あ
り
ま
す
。本
当
は
も
っ

と
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
ま
ず
元
禄
一
五
年
（
一
七
〇
二
）
五
月
二
一
日
に
起
こ
っ
た
事
件

か
ら
見
て
い
き
ま
す
。
史
料
編
の
二
頁
の
１
で
す
（
以
下
、
レ
ジ
ュ

メ
頁
・
番
号
省
略
）。「
今
二
十
一
日
昼
五
つ
時
分
、
三
町
目
笹
屋
権

右
衛
門
所
に
て
抱
え
の
茶
立
女
ち
や
う
（
ち
ょ
う
）
と
申
す
二
十
七

歳
に
罷
成
り
候
者
を
、
東
寺
内
相
（
間
）
之
町
通
り
五
条
下
ル
大
津

町
ゑ
び
す
屋
平
兵
衛
と
申
す
者
、
ち
や
う
を
突
き
殺
し
、
そ
の
身
も

自
害
仕
り
相
果
て
候
」
と
、
平
兵
衛
と
遊
女
ち
ょ
う
の
心
中
事
件
を
、

町
年
寄
が
京
都
奉
行
所
へ
報
告
を
し
ま
す
。
京
都
町
奉
行
は
検
使 

（
検
死
役
）
と
し
て
三
名
を
派
遣
し
ま
す
。
こ
こ
で
亡
く
な
っ
た
二

人
は
ど
う
な
る
か
と
い
う
と
、
平
兵
衛
の
死
骸
は
親
の
宗
林
が
預
か

り
、
ち
ょ
う
の
死
骸
は
小
兵
衛
へ
預
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
小
兵
衛

と
い
う
の
は
茶
立
女
、
つ
ま
り
遊
女
だ
っ
た
ち
ょ
う
の
身
元
引
受
人

で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
清
水
寺
の
『
成
就
院
日
記
』
に
は
誰
が
ど
こ

で
ど
の
様
に
亡
く
な
っ
て
検
使
が
行
わ
れ
て
、
亡
く
な
っ
た
人
が
ど

の
様
に
扱
わ
れ
た
か
が
か
な
り
細
か
く
書
い
て
い
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ

に
経
過
を
書
い
て
お
き
ま
し
た
。
①
平
兵
衛
が
ち
ょ
う
を
殺
害
し
そ

の
の
ち
自
害
す
る
。
②
町
年
寄
か
ら
公
儀
（
京
都
町
奉
行
）
へ
報
告
。

検
使
（
寺
田
・
脇
山
・
雑
色
）
派
遣
。
③
現
場
と
な
っ
た
権
右
衛
門

の
家
内
・
町
人
、
心
中
者
の
親
、
請
人
、
妻
子
へ
聞
き
取
り
。
④
ち
ょ

う
の
死
骸
は
請
人
の
小
兵
衛
、
遺
留
品
は
兄
長
九
郎
（
勢
州
中
川
原

村
）
が
来
る
ま
で
年
寄
ら
が
預
か
る
。
平
兵
衛
は
親
の
宗
林
が
預
か

る
。
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
心
中
者
の
死
骸
は
、
検
使

の
後
、
親
や
関
係
者
へ
引
き
取
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ち
な
み

に
、
平
兵
衛
は
妻
子
が
い
な
が
ら
に
し
て
心
中
を
図
っ
た
こ
と
に
な

り
ま
す
。
こ
れ
が
合
意
の
上
で
な
の
か
、
無
理
心
中
で
あ
っ
た
の
か

に
わ
か
に
判
断
で
き
ま
せ
ん
。

　
次
に
、
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
閏
正
月
一
四
日
に
起
こ
っ
た
事

例
で
す
。
半
兵
衛
と
茶
立
女
の
ち
よ
が
共
に
亡
く
な
っ
た
事
件
で
す
。

経
過
を
ま
と
め
ま
す
と
、
①
半
兵
衛
が
脇
指
で
ち
よ
を
殺
害
、
そ
の

後
、
自
害
を
試
み
る
も
果
て
ず
（
未
遂
に
終
わ
る
）。
②
公
儀
（
京

都
町
奉
行
）
へ
報
告
。
検
使
（
岡
村
・
脇
山
・
雑
色
）
派
遣
。
③
手

疵
を
改
め
、
親
・
請
人
へ
の
聞
き
取
り
。
④
ち
よ
の
死
骸
は
親
・
請

人
へ
引
き
渡
す
。
半
兵
衛
は
、
町
へ
預
け
る
よ
う
指
示
。
と
こ
ろ
が

半
兵
衛
死
亡
。
半
兵
衛
も
請
人
に
渡
す
と
の
通
達
。
こ
の
よ
う
に
、

心
中
は
果
た
せ
な
か
っ
た
も
の
の
、
直
後
に
死
亡
し
、
死
骸
は
そ
れ

ぞ
れ
の
親
・
請
人
に
引
き
取
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
先
ほ
ど
の
元
禄
一

五
年
の
事
例
と
似
た
よ
う
な
事
例
で
す
。
ど
ち
ら
も
親
や
関
係
者
に
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引
き
取
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　
次
に
、
享
保
一
九
年
（
一
七
三
四
）
七
月
一
五
日
の
事
例
で
す
。

男
女
の
名
前
は
不
明
で
す
が
、
①
四
町
目
六
波
羅
道
一
丁
程
南
で
心

中
が
発
生
し
昼
時
に
発
見
さ
れ
る
。
四
町
目
か
ら
二
条
（
京
都
町
奉

行
所
）
へ
通
報
。
②
検
使
（
中
村
）
が
来
て
検
死
し
、
親
類
が
呼
び

出
さ
れ
て
吟
味
。
夜
丑
刻
に
済
み
。
と
あ
り
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
は

書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　
続
け
て
、
明
和
七
年
（
一
七
七
一
）
五
月
六
日
の
事
例
で
す
。
こ

の
時
か
ら
、
事
情
が
少
し
変
わ
り
ま
す
。
心
中
者
の
男
は
素
教
（
二

条
東
法
皇
寺
の
僧
ヵ
、
二
〇
歳
？
）、
女
は
お
の
（
弁
天
町
久
米
屋

元
右
衛
門
娘
、
一
六
～
一
七
歳
）。
経
過
は
次
の
通
り
で
す
。
①
清

水
寺
仁
王
門
南
の
端
に
て
、
素
教
が
お
の
を
殺
害
し
、
自
害
。
②
京

都
東
町
奉
行
へ
通
報
。
検
使
（
浅
賀
・
芝
田
・
雑
色
等
）
派
遣
。
③

法
皇
寺
役
者
納
所
役
人
（
村
上
）・
弁
天
町
年
寄
を
呼
出
し
て
吟
味
。

④
死
骸
は
取
り
捨
て
る
様
に
指
示
。
つ
ま
り
、
心
中
が
発
生
し
て
身

元
が
判
明
し
、
そ
の
あ
と
ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の

死
骸
が
関
係
者
に
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
な
く
捨
て
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
あ
と
二
人
が

亡
く
な
っ
た
現
場
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

事
件
発
生
か
ら
三
日
後
の
日
記
に
は
「
仁
王
門
変
死
場
所
土
三
尺
堀
、

土
に
お
い
て
は
入
替
え
、
敷
石
等
も
取
替
え
お
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
石

屋
穢
れ
の
分
を
け
づ
り
取
り
、
板
柱
等
洗
浄
め
塩
水
に
て
相
改
め
、 

も
っ
と
も
板
柱
も
け
つ
り
改
め
塗
直
し
申
し
」
と
書
か
れ
お
り
、
亡

く
な
っ
た
現
場
を
浄
め
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
も

う
一
つ
の
事
例
を
見
た
後
に
考
え
て
み
た
い
の
で
す
が
、
元
禄
年
間

か
ら
享
保
年
間
の
あ
い
だ
に
心
中
に
対
し
て
何
か
対
応
の
変
化
が
あ
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
続
け
て
次
の
事
例
を
み
て
い
き
ま
す
。
明
和
八
年
（
一
七
七
二
）

六
月
二
二
日
の
心
中
事
件
で
す
。
男
が
宇
兵
衛
（
室
町
六
角
下
ル
所

平
野
屋
忠
兵
衛
甥
、
二
四
歳
）、
女
が
と
み
（
祇
園
町
木
屋
平
次
郎

抱
茶
立
奉
公
人
、
二
二
歳
）
で
す
。
経
過
は
、
①
樫
木
坂
の
茶
見
世

裏
の
桜
木
に
首
縊
の
男
と
、
道
端
に
倒
れ
て
死
亡
し
て
い
る
女
を
水

汲
み
人
が
発
見
。
②
五
郎
兵
衛
・
年
寄
ら
が
出
て
、
死
骸
警
固
。
町

奉
行
へ
通
報
し
、
検
使
（
早
沢
・
山
内
・
雑
色
）
派
遣
。
③
各
通
り

の
年
寄
・
五
人
組
を
呼
出
し
て
吟
味
。
死
骸
は
取
り
捨
て
る
。

　
さ
て
、
こ
の
事
例
で
は
二
人
が
ど
の
よ
う
に
心
中
に
至
っ
た
の
か
、

そ
の
過
程
が
少
し
だ
け
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
記
録
で
は
、「
と 

み
・
宇
兵
衛
両
人
二
二
日
の
夜
四
ツ
時
過
同
道
に
て
罷
越
し
、
酒
を

給
い
、
裏
よ
り
河
原
へ
涼
み
に
出
候
故
、
跡
よ
り
人
を
付
け
候
と
こ
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ろ
、
見
失
い
行
衛
相
知
れ
申
さ
ず
故
、
方
々
相
尋
ね
候
と
こ
ろ
、
今

朝
清
水
瀧
下
道
に
男
女
相
果
て
居
り
候
由
風
聞
承
り
、
見
届
け
候
と

こ
ろ
、
右
両
人
に
相
違
こ
れ
無
き
由
に
つ
き
」
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま

り
二
人
は
お
店
で
お
酒
を
飲
ん
だ
後
、
涼
み
に
出
た
ま
ま
行
方
不
明

と
な
り
、
翌
朝
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
ま
す
。
こ
こ
で
、

酒
を
飲
ん
で
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
あ
と
に
見
て
い
く
自
死
の
事
例

で
も
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
き
ま
す
。
ち
な
み
に
、
こ
の
事
件
は
記
録

を
見
る
と
「
変
死
」
と
い
う
扱
い
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
こ
ま
で
が
、
清
水
寺
の
門
前
で
起
こ
っ
た
九
〇
年
の
う
ち
の
五

件
に
な
り
ま
す
。
本
当
は
も
っ
と
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
記
録
上

は
五
件
で
す
。
続
い
て
知
恩
院
『
日
鑑
』
の
記
録
を
見
て
行
き
ま
す
。

（
３
）
知
恩
院
『
日
鑑
』
に
み
る
心
中

　
ま
ず
は
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
二
月
一
八
日
の
事
件
で
す
。
男

は
西
寺
町
善
想
寺
同
宿
（
僧
ヵ
）、
女
は
茶
屋
抱
女
（
石
垣
町
灰
屋

四
郎
兵
衛
方
）
で
す
。
詳
し
い
経
緯
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
こ

の
お
坊
さ
ん
は
学
問
の
た
め
に
関
東
に
下
向
す
る
と
い
う
書
置
き
を

残
し
て
善
想
寺
か
ら
い
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
数
日
後
に
心
中
し

て
い
る
と
こ
ろ
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
関
東
に
下
る
と
い
う
の
は
、

当
時
浄
土
宗
の
お
坊
さ
ん
は
関
東
の
浄
土
宗
寺
院
で
勉
強
す
る
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
お
そ
ら
く
そ
の
た
め
に
行
く
と

い
っ
て
お
き
な
が
ら
、
四
日
後
に
心
中
し
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

　
次
に
、
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
七
月
七
日
に
起
こ
っ
た
事
件
で

す
。
男
は
田
村
権
八
（
家
臣
）、
女
は
し
け
（
佐
野
屋
儀
右
衛
門
養

子
娘
）
で
す
。
経
過
を
ま
と
め
る
と
、
①
祇
園
新
地
末
広
町
八
幡
屋

市
三
郎
借
屋
に
て
、
田
村
権
八
が
し
け
を
刺
し
殺
し
、
自
分
も
剃
刀

に
て
自
害
を
図
る
。
た
だ
し
権
八
は
死
な
ず
。
②
検
使
（
平
川
・
萩

野
）
派
遣
、
知
恩
院
か
ら
は
加
藤
・
道
円
と
い
う
僧
が
派
遣
。
③
し

け
死
骸
は
、
親
に
下
し
置
か
れ
「
勝
手
次
第
」。
こ
の
「
勝
手
次
第
」

と
い
う
の
は
、
自
由
に
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
お
そ
ら
く
田

村
は
請
人
へ
預
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
こ
ま
で
し

か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　
続
け
て
、
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
七
月
一
八
日
の
事
例
で
す
。

西
園
寺
・
同
塔
頭
が
知
恩
院
へ
登
山
し
て
報
告
し
た
内
容
で
す
。
近

所
で
男
女
が
「
相
死
」
し
た
。
い
ず
れ
も
西
園
寺
の
旦
那
で
あ
っ
た

の
で
す
で
に
葬
っ
た
あ
と
だ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、「
公
儀
か
ら
の
仰 

せ
」
に
よ
り
わ
ざ
わ
ざ
そ
れ
を
「
取
り
出
し
て
捨
て
」
た
こ
と
が
報

告
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
、
明
ら
か
に
、
享
保
六
年
と
同
九
年
の

あ
い
だ
に
、
心
中
に
対
し
て
何
か
し
ら
の
対
応
の
変
化
が
あ
っ
た
こ
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と
に
お
気
づ
き
の
方
も
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
続
け
て
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
九
月
一
〇
日
の
事
例

を
見
ま
す
。
こ
れ
は
、
源
七
と
い
う
芝
居
役
者
の
山
本
彦
五
郎
下
人

と
、
し
の
と
い
う
宮
川
筋
四
丁
目
湯
屋
弥
兵
衛
の
妻
の
「
相
死
」
事

件
で
す
。
し
の
は
死
亡
し
ま
す
が
、
源
七
は
生
き
な
が
ら
え
て
非
人

身
分
に
落
と
さ
れ
て
小
屋
へ
送
ら
れ
ま
し
た
。
な
お
、
し
の
死
骸
は
、

親
元
に
引
き
取
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
六
波
羅
野
に
「
取
捨
て
」
ら

れ
ま
す
。

　
最
後
に
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
三
月
二
一
日
の
記
事
で
す
。
記

録
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、「
西
寺
町
西
方
寺
登
山
、
去
年
、
祇
園
林

に
お
い
て
心
中
い
た
し
生
残
り
候
男
、
愚
寺
旦
那
故
、
除
命
相
願
い

候
付
、
江
戸
伺
い
に
相
成
り
、
こ
の
間
死
罪
に
仰
付
け
ら
れ
候
、
こ

れ
に
依
り
御
届
申
上
げ
候
旨
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
当
初
、
西
方
寺

が
心
中
を
図
っ
た
旦
那
の
男
の
助
命
嘆
願
を
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
が

叶
わ
ず
死
罪
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
段
階
で
は
、
心

中
は
罪
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
や
は
り
こ
こ
で
も
明
ら
か
に

享
保
年
間
の
あ
い
だ
に
、
心
中
に
対
す
る
考
え
や
対
応
が
が
ら
り
と

変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
で
は
、
そ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
幕
府
に
よ
る
心
中
者
の
取
り
締

ま
り
で
す
。
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）、
幕
府
は
流
行
す
る
「
心
中
」

を
「
相
対
死
」
と
改
称
し
、
厳
し
い
取
り
締
ま
り
を
は
じ
め
ま
す
。

そ
の
内
容
は
「
公
事
方
御
定
書
」（
五
〇
番
）
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

ど
う
い
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
そ
れ
は
全

三
ヶ
条
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、
①
不
義
で
「
相
対
死
」
し
た
者
の
死

骸
は
「
取
捨
」
て
弔
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
一
方
が
存
命
の
場
合

「
下
手
人
」（
殺
人
犯
）
と
す
る
。
②
双
方
が
存
命
の
場
合
は
、
三

日
間
晒
し
て
、「
非
人
手
下
」（
非
人
身
分
）
と
す
る
。
③
主
人
と
下

女
が
「
相
対
死
」
を
し
損
じ
、
主
人
が
存
命
の
場
合
は
「
非
人
手
下
」

と
す
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
後
、
享
保
八
年
以
降
も
断
続
的

に
こ
の
定
書
が
出
て
く
る
の
で
す
が
、
享
保
八
年
の
分
に
は
付
帯
条

項
が
あ
り
ま
し
て
、
片
方
が
存
命
し
た
場
合
、
絵
草
子
や
歌
舞
伎
、

狂
言
に
し
な
い
よ
う
に
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
初
め
て
心
中
物
と
呼

ば
れ
て
流
行
に
な
り
そ
う
な
心
中
行
為
を
防
ぐ
た
め
、
幕
府
は
そ
れ

ら
を
題
材
に
し
な
い
よ
う
に
と
規
制
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
元
禄
以

降
、「
心
中
」
を
美
化
し
、
流
行
さ
せ
ま
い
と
す
る
幕
府
側
の
意
図

が
見
え
て
き
ま
す
。
清
水
寺
や
知
恩
院
の
ま
わ
り
で
起
こ
っ
た
心
中

事
件
も
こ
の
法
令
に
従
っ
て
厳
密
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
先
ほ
ど
ま
で
み
た
記
録
の
中
の
心
中
事
件
を
並
べ
て
み
る
と

よ
く
わ
か
る
か
と
思
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
こ
こ
ま
で
処
罰
の
対
象
に
な
っ
た
心
中
行
為
で
す
が
、
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そ
れ
で
も
な
く
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
死
を
選
ぶ
人
が
江
戸
時
代

も
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
享
保
以
降
の
史
料
は
ま
だ
全
て
確

認
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
心
中
と
い
う
言
葉
は
「
相
死
」
と
か
「
相
対

死
」
と
い
う
言
葉
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
言
葉
の
レ
ベ
ル
で
も
心

中
を
使
わ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
き
ま
す
が
、
実
態
と
し

て
は
発
生
し
続
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

２
　
寺
院
日
記
に
み
る
自
死
者
と
そ
の
周
辺

　
さ
て
、
心
中
は
男
女
が
結
ば
れ
な
い
か
ら
死
を
選
ぶ
と
い
う
目
的

が
明
確
な
の
で
す
が
、
記
録
上
で
は
そ
れ
が
詳
し
く
は
書
か
れ
て
い

ま
せ
ん
。
淡
々
と
事
件
の
対
応
が
記
さ
れ
る
だ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

心
中
と
比
べ
て
自
死
の
場
合
は
、
少
し
事
情
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
心
中
を
除
く
、
江
戸

時
代
の
自
死
を
扱
っ
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
中
で
、

菅
原
憲
二
氏
の
「
老
人
と
子
供
」（『
岩
波
講
座
日
本
通
史

　
近
世
３
』

第
十
三
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）
と
い
う
論
考
が
注
目
さ
れ

ま
す
。
こ
れ
は
、
元
禄
期
の
京
都
に
子
ど
も
、
老
人
が
ど
の
位
い
て
、

ど
の
位
の
人
が
死
を
選
ん
で
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
研
究
さ
れ
た

も
の
で
す
。
菅
原
氏
は
、
京
都
町
奉
行
の
町
代
の
記
録
史
料
か
ら
貞

享
四
年
（
一
六
八
七
）
か
ら
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
ま
で
の
自
殺

や
変
死
者
の
統
計
を
と
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
レ
ジ
ュ
メ
に
引
用

し
ま
し
た
。
表
２
は
、
左
が
自
殺
等
変
死
の
数
で
、
中
央
が
行
方
不

明
、
右
が
欠
落
で
す
。
貞
享
四
年
、
元
禄
八
年
、
元
禄
一
三
年
、
正

徳
元
年
そ
れ
ぞ
れ
の
数
が
載
っ
て
い
ま
す
。
貞
享
四
年
の
自
殺
者
数

は
四
五
人
で
す
。
こ
れ
は
上
京
か
下
京
か
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、

ど
ち
ら
か
で
す
。
そ
の
中
で
、
一
五
歳
か
ら
五
〇
歳
の
人
が
二
五
人

で
す
。
か
な
り
狭
い
地
域
で
四
五
人
と
い
う
の
は
多
い
と
思
う
の
で

す
が
、
元
禄
八
年
が
七
人
、
元
禄
一
三
年
が
二
二
人
、
正
徳
元
年
が

二
一
人
と
数
に
ば
ら
つ
き
は
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
江
戸
時
代
の
京

都
の
都
市
部
で
自
死
を
選
ぶ
人
が
多
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

表
３
は
、
老
人
の
自
殺
の
要
因
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
貞
享
四
年
は
四

五
件
の
う
ち
老
人
自
殺
は
一
三
人
い
た
ら
し
く
、
そ
の
中
で
理
由
を

探
る
と
経
済
的
貧
困
と
病
気
が
多
い
で
す
。
こ
の
傾
向
は
清
水
寺
と

知
恩
院
の
記
録
を
見
て
い
く
中
で
も
近
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
、
表
Ａ
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、
清
水
寺
『
成
就
院
日
記
』

で
の
自
死
事
件
は
、
九
〇
年
間
に
五
九
件
発
生
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
心
中
・
相
対
死
を
含
め
た
数
で
す
。
知
恩
院
『
日
鑑
』
の
方
は
八

〇
年
位
の
あ
い
だ
に
四
五
件
で
す
。
実
態
の
数
は
も
っ
と
多
い
と
思

い
ま
す
。
あ
く
ま
で
も
記
録
に
残
っ
て
い
る
数
と
い
う
こ
と
を
ご
承
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知
く
だ
さ
い
。
年
齢
を
見
ま
す
と
、
二
〇
代
か
ら
五
〇
代
、
た
ま
に

六
〇
代
で
す
。
や
は
り
働
き
盛
り
の
人
が
死
を
選
ん
で
い
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
発
見
さ
れ
て
い
る
場
所
で
多
い
の
は
、
清
水
寺
の
山
中

や
門
前
の
六
波
羅
野
周
辺
で
あ
っ
た
り
、
山
中
の
道
筋
か
ら
少
し
外

れ
た
所
で
あ
っ
た
り
で
す
。

　
で
は
、こ
こ
か
ら
自
死
者
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
亡
く
な
っ
て
い
っ

た
の
か
に
つ
い
て
史
料
を
読
み
な
が
ら
み
て
い
き
ま
す
。

（
１
）
清
水
寺
『
成
就
院
日
記
』
に
み
る
自
死
（
表
Ａ
）

　
ま
ず
、
清
水
寺
『
成
就
院
日
記
』
の
場
合
で
す
。
史
料
の
六
頁
下

段
の
史
料
で
、
元
禄
一
〇
年
（
一
六
九
七
）
一
二
月
五
日
の
事
例
で

す
。「
一
、
四
町
目
津
国
屋
九
郎
三
郎
儀
、
当
十
月
よ
り
相
煩
（
患
）

い
居
申
し
候
、
そ
の
上
両
親
も
こ
れ
あ
り
、
子
共
（
供
）
多
く
、
身

上
成
り
申
さ
ず
候
に
つ
き
、
そ
の
儀
を
苦
労
に
致
し
、
今
朝
六
ツ
時

分
自
害
致
し
候
得
共
、
相
果
て
申
さ
ず
候
」
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

こ
の
津
国
屋
九
郎
三
郎
は
自
殺
を
試
み
ま
す
が
、
未
遂
に
終
わ
っ
た

よ
う
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
記
述
は
、
九
郎
三
郎
に
事
情
聴
取
し

た
内
容
を
含
ん
だ
記
録
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
自
死

に
至
っ
た
状
況
を
読
み
解
け
ば
、
病
気
を
患
っ
て
い
た
、
そ
の
上
両

親
、
子
ど
も
も
い
て
こ
れ
以
上
暮
ら
し
て
い
け
な
い
の
で
死
を
選
ん

だ
が
死
に
き
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
連
の
自
死

者
の
記
録
を
見
て
い
て
、
こ
こ
ま
で
理
由
を
書
い
て
あ
る
の
は
な
か

な
か
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
史
料
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
後
の
経
過
も
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。「
九
郎
三
郎
身
上
苦
労
に

存
知
し
、
自
害
致
し
候
段
御
聞
届
け
遊
ば
さ
れ
候
条
」
と
あ
る
よ
う

に
京
都
町
奉
行
に
報
告
さ
れ
、
そ
の
後
「
疵
養
生
致
し
、
快
気
仕
り

候
は
ば
重
て
申
来
り
候
様
に
と
仰
付
け
れ
候
」と
、も
し
元
気
に
な
っ

た
の
で
あ
れ
ば
ま
た
報
告
す
る
よ
う
に
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
一
二

月
五
日
条
な
の
で
す
が
、
そ
れ
か
ら
一
六
日
後
の
一
二
月
二
一
日
の

記
事
に
は
、「
四
町
目
津
国
屋
九
郎
三
郎
、
手
疵
快
気
仕
り
候
に
つ
き
、

今
日
御
公
儀
へ
御
断
り
申
上
げ
候
処
に
御
聞
届
け
遊
ば
さ
れ
、
手
疵

快
気
の
上
は
、
御
構
こ
れ
無
し
」
と
あ
り
、
傷
が
癒
え
た
の
だ
っ
た

ら
お
咎
め
も
す
る
こ
と
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
事
例
か
ら

は
、
病
気
に
な
っ
て
両
親
も
い
て
子
ど
も
も
い
て
と
い
う
状
況
で
生

活
し
て
い
く
こ
と
が
苦
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
見
て

取
れ
ま
す
。
こ
う
し
て
み
て
い
く
と
、
現
代
と
容
易
に
比
較
は
で
き

な
い
の
で
す
が
、
江
戸
時
代
も
現
代
に
近
い
状
況
が
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。

　
続
い
て
、
元
禄
一
二
年
（
一
六
九
九
）
の
事
例
で
す
。
こ
れ
は
武

士
の
事
例
で
す
。「
昨
十
八
日
昼
七
ツ
過
ニ
大
仏
渋
谷
町
と
清
水
寺
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領
と
の
境
谷
間
に
、
年
来
三
十
才
計
男
自
害
致
し
未
だ
相
果
て
申
さ

ず
候
」
と
あ
り
ま
す
。
清
水
寺
領
と
大
仏
渋
谷
町
（
史
料
編
三
頁
の

地
図
参
照
）で
三
〇
歳
く
ら
い
の
男
が
自
害
し
た
け
れ
ど
も
生
き
残
っ

て
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。「
渋
谷
町
九
郎
兵
衛
と
申
す
者

見
付
け
、
清
水
寺
門
前
へ
も
知
ら
せ
申
す
に
つ
き
、
早
速
欠
（
駆
）
付
、

両
町
立
会
様
子
見
届
け
、
所
を
相
尋
ね
候
へ
ば
、
大
津
御
蔵
奉
行
衆

の
家
来
の
由
申
す
に
つ
き
」
と
あ
り
ま
す
。
大
津
か
ら
や
っ
て
き
て

渋
谷
町
の
と
こ
ろ
で
自
殺
を
図
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、 

「
そ
の
趣
口
上
書
致
し
、
大
仏
渋
谷
町
と
清
水
寺
当
三
町
目
立
会
い
、

御
公
儀
へ
御
訴
え
申
上
げ
候
と
こ
ろ
に
、
御
検
使
と
し
て
大
嶋
弥
助

殿
・
寺
田
利
左
衛
門
殿
御
出
、
雑
色
沢
与
右
衛
門
立
会
い
、
手
疵
御

改
め
、
自
害
人
文
右
衛
門
口
上
御
聞
成
さ
れ
候
と
こ
ろ
に
、
大
津
御

蔵
奉
行
藤
浪
猪
之
助
家
来
に
て
、
生
国
は
江
州
志
賀
（
野
洲
ヵ
）
郡

立
花
村
の
者
に
て
御
座
候
」
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
ま
す
。
こ
の
大

津
御
蔵
奉
行
と
い
う
の
は
、
幕
府
領
の
近
江
国
大
津
に
は
代
官
所
が

置
か
れ
て
い
ま
し
て
、
そ
の
隣
に
近
江
等
の
幕
府
領
か
ら
納
め
ら
れ

る
年
貢
を
集
約
す
る
蔵
が
あ
る
の
で
す
が
、
文
右
衛
門
は
そ
の
蔵
を

管
理
し
て
い
る
奉
行
の
藤
波
の
家
来
で
あ
っ
た
の
で
す
。
記
録
の
続

き
に
は
、「
す
な
わ
ち
奉
公
請
人
は
大
津
松
本
か
ご
か
き
善
兵
衛
と

申
す
者
に
て
こ
れ
あ
る
由
、
す
な
わ
ち
今
朝
六
ツ
時
分
相
果
て
申
し

候
」
と
、
身
元
引
受
人
の
こ
と
や
、
発
見
さ
れ
た
時
、
文
右
衛
門
は

ま
だ
亡
く
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
翌
日
亡
く
な
っ
た
と
い

う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
後
死
骸
は
、
請
人
の
善
兵
衛
・
自
害

人
の
兄
平
兵
衛
の
元
に
送
り
届
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
さ
て
、
こ
れ
ら
の
記
述
だ
け
で
は
、
文
右
衛
門
が
な
ぜ
自
死
を
選

ん
だ
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
実
は
渋
谷
町
の
領
主
で
あ
っ
た
妙

法
院
門
跡
の
役
人
の
日
次
記
に
同
じ
事
件
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
の
経
過
を
ま
と
め
ま
す
と
次
の
通
り
で
す
。
渋
谷
町
九
郎
兵

衛
が
、
脇
差
で
切
腹
し
て
い
た
文
右
衛
門
を
発
見
。
ま
だ
こ
の
時
、

文
右
衛
門
は
生
存
し
、
本
人
が
供
述
。
瘧
を
患
っ
て
い
た
文
右
衛
門

は
、
主
人
の
江
戸
下
り
に
際
し
て
、
暇
願
い
を
出
し
た
も
の
の
認
め

ら
れ
ず
、
七
月
九
日
の
江
戸
下
り
に
同
行
す
る
べ
き
と
こ
ろ
、
道
中

に
て
欠
落
（
逃
走
）。
そ
し
て
、
一
六
日
の
晩
に
請
人
の
大
津
松
本

の
善
兵
衛
方
へ
戻
っ
た
際
に
、
主
人
か
ら
「
文
右
衛
門
を
発
見
次
第

切
り
捨
て
る
よ
う
に
」
と
の
命
令
が
あ
っ
た
こ
と
を
聞
き
、「
身
の

置
く
と
こ
ろ
御
座
な
く
」
自
害
を
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
病
気
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
自
分
が
武
士
と
し

て
矜
持
が
あ
り
切
腹
を
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
、
清
水
寺
『
成
就
院

日
記
』
と
妙
法
院
の
記
録
を
あ
わ
せ
る
こ
と
で
判
明
す
る
わ
け
で
す
。

　
続
け
て
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
七
月
一
三
日
の
記
録
で
す
。
大
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津
海
道
恵
頓
坂
東
で
往
来
者
が
首
縊
を
し
て
い
る
長
左
衛
門
を
発
見

し
ま
す
。
検
使
が
派
遣
さ
れ
て
、
こ
の
と
き
「
書
置
等
」（
遺
書
）

が
見
つ
か
っ
た
こ
と
か
ら
身
元
が
判
明
し
、
長
左
衛
門
の
妹
婿
（
二

人
）
が
呼
び
出
さ
れ
て
吟
味
が
な
さ
れ
ま
す
。
そ
の
後
、
遺
留
品
を

受
け
取
っ
て
死
骸
は
清
水
寺
墓
地
へ
埋
葬
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

　
次
は
宝
永
五
年
か
ら
四
〇
年
後
の
延
享
五
年
（
一
七
四
八
）
で
す
。

読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。「
壱
丁
目
末
広
屋
才
次
郎
祖
母
、
今
朝
首
縊

り
相
果
て
候
由
、
鼠
屋
八
郎
兵
衛
注
進
申
し
候
故
、
早
速
左
伯
罷
越

し
見
分
致
し
」
と
あ
り
ま
す
。
左
伯
と
い
う
の
は
清
水
寺
側
の
役
人

で
す
。
続
け
て
、「
年
寄
権
兵
衛
な
ら
び
に
町
内
の
も
の
、
隣
家
才

次
郎
家
内
之
も
の
相
尋
ね
候
処
、
祖
母
尼
名
清
圓
と
申
し
七
十
一
に

成
り
候
」
と
、
亡
く
な
っ
た
の
は
七
一
歳
の
清
圓
と
い
う
老
女
で
し

た
。
事
情
聴
取
を
し
て
い
く
中
で
「
次
郎
兵
衛
病
気
前
よ
り
相
煩
い

罷
在
り
、
次
郎
兵
衛
病
死
以
後
、
弥
病
気
勝
、
常
に
病
人
長
々
の
事

に
御
座
候
」
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
ま
す
。
ど
う
も
息
子
で
あ
っ
た

次
郎
兵
衛
が
病
気
を
患
っ
て
い
て
亡
く
な
り
、
母
親
で
あ
る
清
圓
が

病
気
が
ち
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、「
昨
日
は
別
て

機
嫌
も
よ
く
酒
な
と
給
、
次
郎
兵
衛
後
家
ゆ
く
・
孫
才
次
郎
へ
も
盃

な
と
仕
り
心
よ
く
見
え
申
し
候
、
夜
中
も
処
よ
り
機
嫌
よ
く
、
常
よ

り
夜
更
ま
で
酒
給
罷
在
り
仕
廻
し
候
て
」
と
、
次
郎
兵
衛
後
家
と
孫

に
も
酒
を
進
め
る
な
ど
、
夜
遅
く
ま
で
酒
を
飲
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。

と
こ
ろ
が
、「
皆
臥
り
候
て
間
も
な
く
、
壬
生
辺
火
事
こ
れ
あ
り
、

い
よ
い
よ
夜
更
晩
に
至
り
家
内
臥
り
候
故
、
今
朝
は
少
し
寝
過
ぎ
候
、

五
時
過
に
皆
々
起
き
出
し
」、
そ
こ
で
発
見
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
す
。

こ
の
あ
と
検
使
を
ど
う
し
た
と
か
役
人
を
迎
え
入
れ
た
と
か
、
検
死

を
し
た
こ
と
な
ど
が
か
な
り
詳
し
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。
書
置
き
な

ど
も
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
や
は
り
息
子
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
病
気

が
ち
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
清
圓
が
か
か
っ

て
い
た
医
者
に
も
吟
味
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
も
病
気
と
い
う
こ
と

と
、
お
酒
と
い
う
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

（
２
）
知
恩
院
『
日
鑑
』
に
み
る
自
死
（
表
Ｂ
）

　
で
は
、
知
恩
院
の
『
日
鑑
』
に
は
自
死
記
録
が
ど
う
出
て
く
る
か

を
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
ま
ず
一
つ
目
の
事
例
で
す
。
ち
な
み
に
こ
れ
は
大
坂
の
事
例
で
す
。

宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
正
月
に
大
坂
の
生
玉
寺
町
一
乗
寺
念
誉
が

自
害
未
遂
を
起
こ
し
た
と
本
山
に
連
絡
が
あ
り
ま
し
た
。
疵
浅
く
て

相
果
て
る
様
子
に
な
く
養
生
し
て
元
気
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

自
害
の
事
件
が
発
生
し
た
と
い
う
本
山
知
恩
院
と
発
見
し
た
お
寺
の

や
り
と
り
で
は
、
こ
の
お
坊
さ
ん
が
乱
心
で
自
害
し
た
の
で
は
な
い
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か
と
書
い
て
い
ま
す
。
本
人
の
供
述
が
取
れ
な
い
場
合
は
「
乱
心
」

と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
実
際
は
ど
う

か
と
い
う
よ
り
、
役
人
が
そ
う
評
価
・
推
定
・
断
定
を
し
た
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
次
は
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
の
事
例
で
す
。
こ
れ
は
知
恩
院
門

前
で
亡
く
な
っ
た
事
例
で
す
。「
門
前
石
橋
町
森
岡
瀬
平
借
屋
沢
田

玄
碩
と
申
す
医
師
の
妻
、
昨
夜
中
何
時
共
知
ら
ず
、
自
害
致
し
候
に

つ
き
」
と
、
医
者
の
妻
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
経
過
を

み
ま
す
と
、「
検
使
両
人
八
ツ
時
参
り
、
詮
儀
の
上
、
早
速
相
済
み
候
、

公
儀
へ
死
骸
申
請
の
た
め
参
り
候
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
（
死
骸
を
）

下
さ
れ
、
刀
指
も
下
さ
れ
候
断
り
、
両
代
官
登
山
、
届
こ
れ
あ
り
」

と
、
検
使
が
や
っ
て
き
て
吟
味
が
終
っ
た
あ
と
、
町
奉
行
の
方
に
死

骸
が
置
か
れ
て
い
た
の
を
引
き
戻
す
た
め
に
参
っ
て
、
医
者
の
方
へ

渡
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
ま
で
で
話
が
終
わ
れ
ば
い
い
の

で
す
が
、
そ
の
後
、
自
死
に
い
た
る
理
由
が
見
え
隠
れ
し
ま
す
。
つ

ま
り
、「
右
ハ
手
前
貧
人
、
そ
の
上
夫
婦
中
に
不
和
の
様
子
も
こ
れ

あ
り
候
由
、
然
れ
ど
も
、
病
気
・
貧
人
故
と
玄
碩
申
し
立
て
、
相
済

み
候
由
」、
貧
し
く
夫
婦
仲
が
良
く
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ

け
れ
ど
、亡
く
な
っ
た
理
由
と
し
て
夫
の
玄
碩
は
、病
気
で
貧
し
か
っ

た
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
申
し
立
て
た
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い

ま
す
。
夫
玄
碩
が
夫
婦
不
和
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
な
い
こ
と

が
気
に
な
り
ま
す
が
、
自
死
に
至
っ
た
理
由
が
自
死
者
の
周
辺
で 

「
決
定
」
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
で
は
最
後
に
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
四
月
一
七
日
の
事
例
で

す
。
知
恩
院
の
山
内
に
僧
坊
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
中

に
常
称
院
と
い
う
お
坊
が
あ
り
、
そ
こ
で
入
水
が
あ
っ
た
と
い
う
報

告
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
養
心
と
い
う
人
物
が
病
気
で
、
縁
の
あ
る

知
恩
院
山
内
常
称
院
で
養
生
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
突
然
、
井
戸
へ
入

水
し
て
し
ま
い
ま
す
。
寝
所
に
い
な
く
て
、
普
段
は
軒
先
に
草
履
が

置
か
れ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
そ
の
日
は
井
戸
の
前
に
置
い
て
あ
っ
た
。

そ
こ
で
入
水
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
町
奉
行
に
通
報
し
た
よ
う
で
す
。

本
当
は
そ
こ
で
町
奉
行
が
出
動
す
る
の
で
す
が
、
町
奉
行
が
出
動
す

る
の
は
死
骸
が
発
見
さ
れ
て
か
ら
で
す
。
こ
の
時
、
ま
ず
死
骸
を
見

つ
け
て
、
井
戸
か
ら
引
き
揚
げ
な
さ
い
と
い
う
や
り
取
り
が
あ
っ
て
、

熊
手
で
引
き
揚
げ
ま
す
。
そ
こ
で
よ
う
や
く
検
使
役
が
や
っ
て
き
ま

す
。
最
終
的
に
知
恩
院
の
山
内
へ
土
葬
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

　
以
上
、
駆
け
足
で
事
例
を
み
て
い
き
ま
し
た
が
、
こ
う
し
た
記
録

類
を
み
て
い
く
と
、
自
死
が
起
こ
っ
た
記
録
以
上
に
、
そ
の
理
由
や

対
応
が
少
な
か
ら
ず
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ

れ
は
、
未
遂
者
で
あ
れ
ば
本
人
の
供
述
が
記
録
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
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も
あ
り
ま
す
し
、
遺
書
な
ど
の
書
置
き
が
残
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
も

記
録
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
何
も
証
拠
が
な

い
場
合
は
、
残
さ
れ
た
側
の
推
測
が
そ
の
ま
ま
記
録
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
当
然
、
検
使
は
事
件
で
な
い
か
を
吟
味
す
る
で
し
ょ
う

け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
に
、
自
死
者
が
死
を
選
ん
だ
直
接
的
あ
る
い

は
間
接
的
記
録
が
、
日
常
の
日
記
に
記
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
３
）
自
死
者
の
ゆ
く
え
―
晒
し
・
供
養
・
埋
葬
・
取
り
捨
て
―

　
さ
て
、
こ
こ
で
自
死
者
の
ゆ
く
え
、
つ
ま
り
自
死
者
が
自
死
の
あ

と
ど
う
扱
わ
れ
て
き
た
の
か
を
振
り
返
っ
て
み
て
お
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　
心
中
の
場
合
は
、
先
ほ
ど
み
ま
し
た
よ
う
に
、
享
保
七
年
・
八
年

を
境
に
し
て
当
人
た
ち
の
意
向
と
は
別
に
死
体
は
捨
て
ら
れ
ま
す
。

そ
こ
で
清
水
寺
門
前
・
山
内
お
よ
び
知
恩
院
・
末
寺
に
お
け
る
自
死

（
首
縊
・
自
害
）
の
場
合
の
対
応
を
改
め
て
考
え
た
い
の
で
す
が
、

身
元
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
や
未
遂
の
場
合
、
本
人
へ
の
事
情
聴

取
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
の
で
そ
の
様
子
が
記
録
さ
れ
ま
す
。
自
死
に

向
か
っ
た
経
緯
で
は
飲
酒
の
後
に
自
死
に
至
る
場
合
が
結
構
多
い
で

す
。
茶
屋
で
飲
酒
し
て
い
た
人
の
う
め
き
声
が
す
る
の
で
部
屋
ま
で

行
く
と
自
死
し
て
い
た
と
い
う
事
例
も
で
て
き
ま
す
の
で
、
こ
れ
も

ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
貧
困
・
病
気
な
ど

経
済
的
要
因
が
自
死
に
つ
な
が
っ
て
い
く
場
合
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
身
元
不
明
の
自
死
者
が
あ
っ
た
場
合
ど
う
す
る
か
と

い
う
と
、
三
日
間
門
前
に
晒
し
ま
す
。
そ
し
て
関
係
者
が
見
当
た
ら

な
け
れ
ば
墓
地
・
無
縁
塚
へ
埋
葬
さ
れ
ま
す
。
表
Ａ
・
Ｂ
に
死
者
の

名
前
を
書
い
て
い
ま
す
が
、
名
前
が
わ
か
ら
ず
何
歳
男
と
か
書
い
て

い
る
の
は
、
身
元
が
わ
か
ら
な
く
て
三
日
間
晒
し
た
後
、
埋
葬
さ
れ

た
人
た
ち
で
す
。
寺
院
の
近
く
で
自
死
を
選
ん
だ
人
は
、
最
後
に
寺

院
で
弔
っ
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
を
期
待
し
た
可
能
性
が
高
い
で
す
。

記
録
に
は
最
後
に
お
坊
さ
ん
が
読
経
を
あ
げ
る
と
い
う
こ
と
も
で
て

き
ま
す
の
で
、
京
都
の
人
た
ち
は
そ
の
対
応
を
日
々
み
て
い
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
こ
こ
で
ご
紹
介
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
清
水
寺

で
は
皆
さ
ん
も
ご
存
じ
の
と
お
り
、「
清
水
の
舞
台
か
ら
飛
び
降
り 

る
」
が
有
名
で
す
。『
成
就
院
日
記
』
は
「
飛
び
落
ち
」
と
い
う
表

現
で
、
願
掛
け
を
し
て
飛
び
降
り
る
人
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
「
飛
び
落
ち
」
で
運
悪
く
亡
く
な
っ
た
人
も
や
は
り
三
日
間
晒
し

ま
す
。
晒
し
て
身
元
が
わ
か
ら
な
い
場
合
は
無
縁
塚
に
埋
葬
し
ま
す
。

三
日
間
晒
す
と
い
う
の
は
、
見
せ
し
め
で
は
な
く
て
、
関
係
者
が
い
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な
い
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
先
ほ
ど
の
心
中
で

三
日
間
晒
す
と
い
う
の
と
は
意
味
が
違
っ
て
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
自

死
者
も
心
中
・
相
対
死
者
も
三
日
間
晒
す
と
い
う
点
で
対
応
は
同
じ

で
す
が
、
そ
こ
に
向
け
ら
れ
る
視
線
は
変
わ
り
ま
す
。
心
中
は
や
っ

て
は
い
け
な
い
死
に
方
と
い
う
こ
と
で
幕
府
か
ら
規
制
を
か
け
ら
れ

て
、
犯
罪
者
に
近
い
ま
な
ざ
し
で
見
ら
れ
る
、
死
体
の
対
処
の
仕
方

も
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
自
死
に
関
し
て
は
、

史
料
を
確
認
し
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
異
常
な
亡
く
な
り
方
と
い
う

よ
う
に
は
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
場
を
浄
め
る
と

い
う
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
確
認
し
た
通
り
で
す
が
。

　
最
近
の
自
殺
予
防
の
本
な
ど
を
見
て
い
ま
す
と
、「
今
と
昔
を
比

べ
て
い
く
と
現
代
に
お
い
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
自
殺
を
忌
み
嫌
う
の

は
お
そ
ら
く
生
産
的
で
な
い
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
」
で

す
が
、
そ
れ
は
現
代
の
こ
と
で
、「
近
代
以
前
は
こ
こ
ま
で
自
殺
に

つ
い
て
忌
み
嫌
う
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
書

か
れ
て
い
ま
す
（
清
水
康
之
・
上
田
紀
行
『「
自
殺
社
会
」
か
ら
「
生

き
心
地
の
良
い
社
会
」
へ
』
講
談
社
文
庫
、
二
〇
一
〇
年
）。
清
水

寺
な
ど
の
史
料
を
み
て
い
き
ま
す
と
そ
う
い
う
こ
と
は
確
か
に
い
え

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、
亡
く
な
っ
た
方
が
、
病
気
だ
っ
た
り
貧
困
だ
っ
た
り
す
る

場
合
は
史
料
上
で
も
割
に
記
述
さ
れ
る
の
で
す
が
、
死
因
・
要
因
が

全
く
分
か
ら
な
い
場
合
は
町
奉
行
や
周
辺
の
人
た
ち
が
「
狂
気
」
と

い
う
表
現
で
原
因
を
推
測
・
断
定
し
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
が
近
代
に

移
行
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
く
か
、
そ

れ
は
自
死
者
や
ま
わ
り
の
家
族
に
対
す
る
眼
差
し
と
関
係
し
て
い
く

と
思
わ
れ
ま
す
。
近
年
、
明
治
時
代
以
降
の
自
死
の
歴
史
的
研
究
が

進
み
つ
つ
あ
り
ま
す
が
（
貞
包
英
之
・
元
森
絵
里
子
・
野
上
元
『
自

殺
の
歴
史
社
会
学

　
「
意
志
」
の
ゆ
く
え
』
青
弓
社
、
二
〇
一
六
年
）、

も
う
少
し
江
戸
時
代
の
状
況
か
ら
詳
し
く
み
て
い
く
必
要
も
あ
り
そ

う
で
す
。
こ
れ
は
今
後
の
研
究
課
題
で
す
。

お
わ
り
に

　
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
江
戸
時
代
の
自
死
に
関
す
る
研
究
の

み
な
ら
ず
史
料
に
も
ほ
と
ん
ど
目
が
向
け
ら
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
回
、
清
水
寺
や
知
恩
院
の
史
料
を
見
て
行
く
中
で
、
そ
う
し
た
自

死
者
に
関
す
る
記
録
か
ら
そ
の
実
態
の
一
端
を
ご
確
認
い
た
だ
け
た

か
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
死
を
選
ん
だ
人
が

ど
う
い
う
状
況
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
丹
念
に
見
て
行
く
必

要
が
あ
る
と
痛
感
し
ま
し
た
。
残
さ
れ
て
い
る
断
片
的
な
古
文
書
や

記
録
で
は
な
く
て
、
日
常
の
事
務
記
録
を
見
て
い
く
と
、
そ
れ
が
見
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え
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
テ
ー
マ
を
調
べ
て
い
く

中
で
、
今
回
は
京
都
と
い
う
都
市
部
の
話
を
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、

例
え
ば
農
村
部
で
も
自
死
の
問
題
は
あ
り
ま
す
。
滋
賀
県
の
古
文
書

を
調
べ
て
い
ま
し
て
も
、
や
は
り
対
応
は
同
じ
で
、
村
で
亡
く
な
っ

た
場
合
も
、
役
人
が
来
て
検
使
を
し
ま
す
。
私
が
見
た
こ
と
の
あ
る

史
料
で
は
、
実
況
検
分
を
リ
ア
ル
な
絵
で
描
い
て
い
る
も
の
も
あ
り

ま
し
た
。
た
だ
、
都
市
社
会
と
村
社
会
、
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
の
違
い

が
自
死
を
選
ぶ
に
至
る
原
因
の
違
い
と
し
て
表
れ
る
可
能
性
も
あ
り

ま
す
。
今
後
、
都
市
と
農
村
を
比
較
し
な
が
ら
考
え
る
必
要
も
あ
る

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ま
た
そ
れ
が
近
代
に
な
っ
て
ど
の
よ
う
に
つ

な
が
っ
て
い
く
の
か
も
考
え
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　
ま
た
、
亡
く
な
っ
た
人
が
生
き
て
い
る
人
に
影
響
を
与
え
る
と
い

う
の
は
ど
の
歴
史
で
も
当
た
り
前
な
の
で
す
が
、
亡
く
な
っ
た
人
の

家
訓
を
大
事
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
深
谷
克
己
氏
の
『
死
者
の
は
た

ら
き
と
江
戸
時
代

　
遺
訓
・
家
訓
・
辞
世
』（
吉
川
弘
文
館
、
歴
史

文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
一
四
年
）
と
い
う
本
で
説
明
さ
れ
て
い

ま
す
。
清
水
寺
や
知
恩
院
の
中
で
亡
く
な
っ
た
人
た
ち
の
周
辺
の
人

た
ち
が
そ
の
後
、
門
前
で
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
っ
た
の
か
、
そ
う

い
う
視
点
で
「
死
者
の
は
た
ら
き
」、
亡
く
な
っ
た
人
が
生
き
て
い

る
人
に
、
つ
ま
り
自
死
お
よ
び
自
死
者
が
社
会
に
ど
う
い
う
影
響
を

与
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
み
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま

す
。
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番号 和暦 月日 死因 死者 場所

〔1〕 元禄9年 （1696） 12月29日 首縊 とめ（伏見屋ヵ源左衛門女房） 御牧屋小兵衛借家

〔2〕 元禄10年 （1697） 正月29日 自害未遂 八助（鳥部野実蔵院住持恵雲坊下男） 四丁目津国屋九郎右衛門所

〔3〕 元禄10年 （1697） 10月23日 首縊 某 延念寺の山

〔4〕 元禄10年 （1697） 10月28日 首縊 源兵衛（50才計の坊主、小川通本誓願寺下ル
町小間物屋）

中山大津道東

〔5〕 元禄10年 （1697） 12月5日 自害未遂 四丁目津国屋九郎三郎 （居宅）

〔6〕 元禄12年 （1699） 7月18日 自害未遂 文右衛門（大津御蔵奉行藤浪猪之助家来） 大仏渋谷町と清水寺領境

〔7〕 元禄12年 （1699） 閏9月23日 自害 長右衛門（椹木町通麩屋町東へ入ル町大和屋
源兵衛下人）

三町目木瓜屋平右衛門借屋長兵衛

〔8〕 元禄15年 （1702） 5月21日 心中 長（三丁目笹屋権右衛門茶立女、27歳）、ゑ
ひす屋平兵衛（東寺内相之町通り五条下ル大
津町）

三丁目笹屋権右衛門所

〔9〕 元禄16年 （1703） 3月1日 首縊 喜右衛門（40才計、大坂あしわけ橋弐丁目京
屋）

下山深谷

〔10〕 元禄16年 （1703） 7月15日 首縊 市兵衛（烏丸通姉小路上ル町伊勢屋嘉兵衛下
人）

中山道端松ノ木

〔11〕 宝永元年 （1704） 8月6日 自害 篠原市兵衛（24～5才、松平薩摩守殿家来村
田平右衛門若党）

清水寺領内、執行・目代持地霊山の南鐘撞田

〔12〕 宝永元年 （1704） 10月11日 首縊 40才計男 中山海道筋より三町計東の山檜

〔13〕 宝永2年 （1705） 2月22日 自害未遂 九兵衛（松原通宮川筋五町目北西角餅屋喜兵
衛下男）

六波羅筋北側建仁寺領茶の木畑

〔14〕 宝永2年 （1705） 4月19日 自害未遂 丸屋四郎兵衛（四町目山形屋治兵衛借屋） 居宅

〔15〕 宝永2年 （1705） 11月4日 自害 半介（河原町新三本木松平豊後守殿家来井川
宗休下人）

本堂大銭箱の脇

〔16〕 宝永4年 （1707） 2月19日 自害 70才余りの男 引地谷

〔17〕 宝永4年 （1707） 7月14日 首縊 24～5才 中山引地の南

〔18〕 宝永5年 （1708） 閏正月14日 心中（未遂） 半兵衛（六坊義乗院下人、28才）、ちよ（三
町目折屋清兵衛方茶立女、22才）

三町目折屋清兵衛方ヵ

〔19〕 宝永5年 （1708） 3月22日 首縊 50才計男 下山深谷の松木

〔20〕 宝永5年 （1708） 7月13日 首縊 長左衛門（54～5才） 大津海道筋恵頓坂の東の方

〔21〕 宝永6年 （1709） 7月27日 自害 備後三好の大工彦兵衛（35～6才） 大谷西赤土谷畑中

〔22〕 宝永7年 （1710） 6月9日 首縊 54～5才の男 引地ノ南藤ヶ谷

〔23〕 宝永7年 （1710） 9月7日 首縊 40歳計の男 山中之道筋より三拾間程東

〔24〕 正徳元年 （1711） 5月25日 自害未遂 四郎兵衛（丸太町通堀川西へ入ル町鎰屋半左
衛門手代）

六波羅野海道筋より20間計南畑中

〔25〕 正徳元年 （1711） 8月26日 自害 伊兵衛（寺町通五条上ル町本屋井上忠兵衛
甥）

六波羅野松原通より30間程南慈心院畑地

〔26〕 正徳2年 （1712） 正月21日 首縊 喜兵衛（四町目柏屋妙祐借屋） 居宅2階

〔27〕 正徳2年 （1712） 3月28日 首縊 60才余りの男 中山盗人水之谷往還筋より30間計西

〔28〕 正徳3年 （1713） 12月16日 首縊 半兵衛（30才計、三条通柳馬場西へ入町八幡
屋勘三郎手代）

中山道筋より一町西の松木

〔29〕 享保3年 （1718） 2月23日 自害未遂 嘉兵衛（新町通松原上ル町鴨屋半兵衛下人） 三町目海老屋文左衛門方

〔30〕 享保3年 （1718） 2月29日 首縊 22～3才男 下山引地谷の水木

〔31〕 享保3年 （1718） 4月12日 首縊 大工杢兵衛（37～8才、東洞院松原下ル町吉
野屋五兵衛借屋）

下山深谷の松木

〔32〕 享保3年 （1718） 12月9日 自害未遂 宇兵衛（奥州仙台南町百姓八之丞忰） （居宅）

〔33〕 享保5年 （1720） 2月6日 自害 弥兵衛（25～6才、江州彦根井伊掃部頭殿小
役人斎藤従右衛門忰）

六波羅野霊山道より壱町程北の方谷川筋岸際

〔34〕 享保7年 （1722） 8月12日 首縊 道心者（40歳計） 引地墓地の野机の覆

〔35〕 享保7年 （1722） 10月29日 首縊 休也（四丁目鎰屋彦兵衛借屋の清兵衛親） 悲田院（預け）

〔36〕 享保8年 （1723） 4月9日 首縊 田舎侍（30歳計） 四町目角屋庄次郎借屋妙円裏屋敷

〔37〕 享保8年 （1723） 5月17日 首縊 そめ（三町目坂本屋小三郎借屋働人六兵衛女
房、37歳）

居宅裏の竹縁欄干

〔38〕 享保9年 （1724） 6月18日 首縊 37～8才男 西門

表A　清水寺『成就院日記』にみる自死関係記事（元禄 7年（1 6 9 4）～天明3年（1 7 8 3））

表Ａ　清水寺『成就院日記』にみる自死関係記事

（元禄７年（1694）～天明３年（1783））
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〔39〕 享保12年 （1727） 5月11日 首縊 30才計の男 大津海道より7～8町程東の方字五信音の松木

〔40〕 享保19年 （1734） 7月15日 心中 （不明） 四丁目六波羅道1丁程南の方

〔41〕 享保21年 （1736） 11月23日 首縊 （不明） 引地（墓所）

〔42〕 元文5年 （1740） 4月2日 首縊 （不明） 舞台欄干

〔43〕 延享4年 （1747） 7月3日 首縊 五条坂乞食 大谷ゟ馬町へ抜候道筋じやしさい畑（当院御
領分）

〔44〕 延享4年 （1747） 9月27日 首縊 30才計の男（槌屋九兵衛手代喜六） 瀧之下ゟ三丁程南の方下山の内

〔45〕 延享5年 （1748） 10月6日 首縊 清圓（壱丁目末広屋才次郎祖母、尼） --

-- 寛延3年 （1750） 5月1日 遺棄 子供 門前四町目西光寺門脇

〔46〕 寛延4年 （1751） 10月3日 首縊 六兵衛（51才、頂妙寺裏小屋頭長七下治兵衛
召抱）

瀧の下三町程南の山内

-- 宝暦9年 （1759） 正月8日 変死（遺体遺
棄）

（不明） --

-- 宝暦9年 （1759） 4月24日 変死 男 山内瀧之南之方

〔47〕 宝暦9年 （1759） 5月21日 首縊 藤介（19才、堺町二条下ル丁松屋善七下人） 清水寺瀧の下ゟ三町程東の方領分山内

-- 宝暦9年 （1759） 9月15日 遺体遺棄 女子（出生2ヶ月） 本堂毘沙門堂下

〔48〕 宝暦9年 （1759） 12月29日 首縊 17～8才計の角前髪男 清水寺領内下山之内渋谷海道ゟ壱町西

〔49〕 宝暦14年 （1764） 6月4日 首縊 40才計の坊主 下山

〔50〕 明和5年 （1768） 7月28日 首縊 20才計の男 清水寺領瀧の下ゟ渋谷道筋南へ凡4丁計、道
ゟ東へ半丁程入込（大日山）

〔51〕 明和5年 （1768） 10月20日 首縊 58～9才計の男 清水寺瀧之下より弐丁程南之方（大日山入口
簀方）

〔52〕 明和5年 （1768） 12月5日 首縊 40才計の男 大日山の南山上

〔53〕 明和6年 （1769） 9月4日 首縊 30才計の男 樫木坂延命院薮の内

〔54〕 明和7年 （1770） 5月6日 殺人・自害
（心中？）

20才計の男、16～7才の女 仁王門南端の間

〔55〕 明和8年 （1771） 6月22日 心中（首縊） 宇兵衛（室町六角下処平野屋忠兵衛甥、24
歳）、とみ（祇園町木屋平次郎抱えの茶立奉
公人、24歳）

樫木坂の上の茶見世裏供料桜木、樫木坂道端

〔56〕 明和8年 （1771） 7月18日 首縊 長圓（四町目近江屋加兵衛借屋和泉屋孫兵衛
妻やつ親、67才）

家内

〔57〕 安永3年 （1774） 11月29日 首縊 不明 引地の墓所

〔58〕 安永8年 （1779） 12月4日 首縊 40才計の男 境内地主権現社後高欄

〔59〕 天明3年 （1783） 12月4日 首縊 40才計の男（困窮者の躰） 上山清閑寺境渋谷海道より5間程東の方の松
木
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番号 和暦 月日 死因 死者 場所

〔1〕 元禄2年 （1 6 8 9） 3月8日 自害 伊予国松源院（僧） 増田吉左衛門

〔2〕 元禄3年 （1 6 9 0） 1 2月9日 自害 浄福寺弟子空音（道心者） （浄福寺ヵ）

〔3〕 元禄1 6年 （1 7 0 3） 3月1 8日 自害 （大坂）本誓寺（僧） 但馬（入湯）

〔4〕 元禄1 7年 （1 7 0 4） 2月1 4日 自害・首縊 一心院衆中のうち称欣・浄西 （一心院ヵ）

〔5〕 元禄1 7年 （1 7 0 4） 7月9日 自害 如来寺旦那の内の者 - -

〔6〕 宝永2年 （1 7 0 5） 2月1 7日 心中 西寺町善想寺の同宿（人）・茶屋抱女 石垣町灰や四郎兵衛の茶屋

〔7〕 宝永4年 （1 7 0 7） 宝永4年正月 自害未遂 生玉寺町一乗寺念誉 - -

〔8〕 宝永4年 （1 7 0 7） 宝永4年1 2月 首縊 良欣（近江八幡西光寺） - -

〔9〕 宝永5年 （1 7 0 8） 7月2 2日 自害 北野浄福寺中玉林院長諾師匠伝長家来仁兵衛 （北野浄福寺中玉林院）

〔1 0〕 正徳2年 （1 7 1 2） 正月1 2日 身投 男子（寺中伝隆旦那之世倅、1 9才） 上善寺墓所の井戸

〔1 1〕 正徳2年 （1 7 1 2） 4月2 8日 自害 宇治新町八嶋徳庵の忰 （浄国寺）墓所

〔1 2〕 正徳3年 （1 7 1 3） 3月2 8日 首縊 道心者（無縁者） 浄教寺墓前

〔1 3〕 正徳3年 （1 7 1 3） 9月2日 自害 浄国寺旦那大仏馬町堺屋栄一（尼僧） - -

〔1 4〕 享保3年 （1 7 1 8） 7月1 2日 自害 沢田玄碩（医師）の妻 門前石橋町森岡瀬平借屋

〔1 5〕 享保4年 （1 7 1 9） 7月1 7日 自害 榊原弥平次（大坂御番松平志摩守殿組） 無量寺門（弥平次旦那寺）

〔1 6〕 享保5年 （1 7 2 0） 5月8日 自害 大光寺旦那 （大光寺ヵ）

〔1 7〕 享保5年 （1 7 2 0） 9月7日 首縊 とめ（教安寺旦那桔梗屋伝兵衛内） - -

〔1 8〕 享保6年 （1 7 2 1） 7月7日 心中未遂 田村権八、しけ（佐野屋儀右衛門養子娘） 町内八幡屋市三郎借屋

〔1 9〕 享保8年 （1 7 2 3） 3月1 5日 自害 檀方の下女 縄手三縁寺墓所

〔2 0〕 享保8年 （1 7 2 3） 6月2 6日 自害 栄順（江州沢山来迎寺弟子） - -

〔2 1〕 享保9年 （1 7 2 4） 7月1 3日 自殺 念仏結衆（一人） （上徳寺ヵ）

〔2 2〕 享保9年 （1 7 2 4） 7月1 8日 相死 伝兵衛（西園寺旦那）・女（光福寺旦那） - -

〔2 3〕 享保9年 （1 7 2 4） 9月1 0日 相死（未遂） 源七（芝居役者山本彦五郎下人）、しの（宮
川筋四丁目湯屋弥兵）
衛妻

三門前矢来門外石橋の上と下

〔2 4〕 享保1 0年 （1 7 2 5） 6月1 4日 自害 寺町通美濃屋惣助手代功三郎（当山寺内樹昌
庵旦那）

- -

〔2 5〕 享保1 1年 （1 7 2 6） 3月1 0日 自害 油小路松原下ル町市兵衛（悟真寺旦那） - -

〔2 6〕 享保1 1年 （1 7 2 6） 5月1 5日 自害 善想寺旦那 - -

〔2 7〕 享保1 1年 （1 7 2 6） 8月7日 自害 善想寺称誉 （善想寺）土蔵

〔2 8〕 享保1 3年 （1 7 2 8） 9月2 8日 自害 善想寺塔頭恵達檀那 - -

〔2 9〕 享保1 4年 （1 7 2 9） 正月1日 首縊 宗貞（祇園新地元吉町大和屋善兵衛父、7 0
才）

知恩院桜馬場並木

〔3 0〕 享保1 4年 （1 7 2 9） 3月1 4日 首縊 2 7～8才の男 鐘撞堂鐘（撞）木乗せ之枠木

〔3 1〕 享保1 4年 （1 7 2 9） 7月1 9日 自害 （身元不明） 本覚寺前墓場

〔3 2〕 享保1 4年 （1 7 2 9） 9月2 9日 殺人・自殺未遂 安田了宅（医師）、井筒屋重三郎 四条木屋町弐丁目吉文字屋さよ座敷

〔3 3〕 享保1 5年 （1 7 3 0） 7月2 1日 自害 市郎兵衛親（専念寺旦那） - -

〔3 4〕 享保1 7年 （1 7 3 2） 1 2月1 7日 殺人・自殺 摂刕北畑西光寺誓誉・弟子鸞光 - -

〔3 5〕 元文4年 （1 7 3 9） 6月2 7日 切腹・身投 摂州池田柴原村安楽寺毫誉 - -

〔3 6〕 元文5年 （1 7 4 0） 4月1 1日 自害 来迎寺看守智典 - -

〔3 7〕 元文5年 （1 7 4 0） 7月1 4日 自害 専念寺旦那 - -

〔3 8〕 寛保元年 （1 7 4 1） 4月1 7日 自害（入水） 養心（知恩院山内常称院肉縁） 常称院井戸

〔3 9〕 寛保元年 （1 7 4 1） 6月1 3日 自害 しろ（智恵光院寮舎智福院旦那・上立売堀川
西へ入町半兵
衛妹）

- -

〔4 0〕 延享3年 （1 7 4 6） 7月5日 自害未遂 芸州広嶋清岸寺弟子伝海 旅宿（紙屋吉兵衛方）

〔4 1〕 寛延3年 （1 7 5 0） 4月2 9日 自害 とよ（天性寺中弁了取次旦那・河原町蛸薬師
上丹波屋徳兵衛娘）

- -

〔4 2〕 宝暦3年 （1 7 5 3） 1 0月2 4日 身投 堺屋五兵衛母（7 9才） 四条河原

〔4 3〕 宝暦5年 （1 7 5 5） 1 1月2 9日 自害 清八（新門前中之町和泉屋庄兵衛手代、2 3
才）

和泉屋庄兵衛宅2階

〔4 4〕 宝暦6年 （1 7 5 6） 9月5日 入水 道心者野躰の者（6 0才計） 西園寺墓所井戸

〔4 5〕 明和2年 （1 7 6 5） 3月2 7日 入水 山内先求院凉運 山内先求院井戸

〔4 6〕 明和3年 （1 7 6 6） 3月2 1日 心中未遂 男（西方寺旦那）・女（不明） 祇園林

表B　知恩院『日鑑』にみる自死関係記事（元禄 2年（1 6 8 9）～明和3年（1 7 6 6））
表Ｂ　知恩院『日鑑』にみる自死関係記事（元禄２年（1689）～明和３年（1766））
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京都部落問題研究資料センター連続講座                      2017年10月27日（金） 
 
 

自死者たちの江戸時代 

―京都東山の寺院日記から読み解く― 

 
高橋大樹（大津市歴史博物館） 

 
 
はじめに（本講座の前提と見取り図） 
■自死（自殺）と現代社会 
平成28年（21897人）。平成10年来、14年連続3万人越え。ピーク：平成15年（34427人）。 
22年ぶりに22000人を下回る。男性＞女性：2.2倍。30～69才の各年代が割合的に多い。圧倒的に無職者。 
自殺の原因・背景について：「自殺の多くは多様かつ複合的な原因及び背景を有しており、様々な要因が連鎖」。 
厚生労働省自殺対策推進室公開情報（警察庁提供の自殺統計原票データをもとに） 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jisatsu/jisatsu_year.html 

 
■自死（自殺）と歴史学 
（１）現代社会における自死（自殺）への分析と対策（法律・社会学・医学〔法医学・精神医学〕など） 
⇒歴史学では、自死（自殺）をどうみてきたか：研究は非常に少ない。 
むしろ、民俗学、考古学など、葬送・葬法・墓制研究、いわば死後の「扱い」に関する研究が進む。 
近世史においては、武士層の切腹・精神文化に関する問題群へのアプローチ 

⇒自死を通史的に扱ったもの＝モーリス・パンゲ『自死の日本史』講談社学術文庫、2011年 
西欧における自死問題との切り分け 

（２）中世における「異常死者」としての「自殺」［勝田2006］ 
⇒経典に基づく僧侶の焼身・入水往生（但しそれほど多くない？）。 
死後の憑霊する死者、「自殺を「異常死」とみなす民俗的真意」。 

（勝田至「さまざまな死」『日本中世の墓と葬送』吉川弘文館、2006年〈初出1994年〉） 
※では江戸時代はどうか。死（意識的な死）を個人的な問題ではなく、社会環境や時代的な問題、死を選ばざ

るを得なかった命の歴史はどうか。また、その周辺（社会状況）や遺された家族や関係者。 
 
■今回の講座で考えたいこと 
（１）江戸時代における自死の様相（心中、首吊り、自害の実態。武士層における「切腹」の文化ではなく） 
（２）京都東山をフィールドに考えてみる。 
（３）自死をめぐる史料の問題（ポイントはどういった史料に自死は出てくるのか） 
（４）自死者とその周辺、またその眼差し。 

 
■考える材料＝寺院日記 
①清水寺『成就院日記』＝成就院による寺務・公用日記（門前での出来事、町触、門前町との往還文書） 
⇒成就院による門前支配（管理）の記録。元禄7年（1694）～文久4年（1864）まで170年分。210冊。 

②知恩院『日鑑』＝知恩院役者による寺務記録（行事・末寺との関係）。往復書簡の控も含む。 
⇒元禄年間～明治期（以降も） 

※門前管理のための寺院日記の存在。これは日常生活史料として欠かせない一級史料。その中での生と死。 
〔参考〕京都東山地域の寺院日記の存在。『妙法院日次記』 
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国土地理院25000分の1地形図より 
  



自死者たちの江戸時代

97

3 

１、清水寺門前・知恩院門前と心中・相対死 
（１）清水寺門前の心中（新歌舞伎の題材から） 
ひとり来て、ふたり連れ立つ極楽の、清水寺の鐘の声、九

ここの

つ心くらき夜
よ

に、捨
す

つるこの身はいざ鳥
とり

辺
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へ。 
（岡

おか

本
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べ

山
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心
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中
じゅう

」『明治大正文学全集』第四八、昭和二年、春陽堂） 
⇒大正年間の新歌舞伎。舞台は寛永3年（1626）の京都。後水尾天皇の二条城行幸のため、上洛した将軍徳川

家光に随行した旗本菊地半九郎と、京都の遊女お染の心中。 
■心中が流行した元禄時代（曾根崎心中とその流行） 
■谷口眞子「殉死・仇討ち・心中」島薗進他編『シリーズ日本人と宗教 近世から近代へ３生と死』春秋社2015年 
⇒京都町奉行の帳面に心中が900件（1年半の間で）。不義密通の男女。無理心中。（法令分析を踏まえた心

中分析） 
 
（２）清水寺門前における心中事件 
1 元禄15年（1702）5月21日（昼5つ時）（表A〔8〕） 
男：えびす屋平兵衛（東寺内相之町通り五条下ル大津町、年齢不明） 
女：茶立女ちょう（三町目笹屋権右衛門抱え、27歳） 
経過：①平兵衛がちょうを殺害、そののち自害。 

②町年寄から公儀（京都町奉行）へ報告。検使（寺田・脇山・雑色）派遣。 
③場所となった権右衛門家内・町人、心中者の親、請人、妻子へ聞き取り。 
④ちょうの死骸は請人の小兵衛、遺留品は兄長九郎（勢州中川原村）が来るまで年寄らが預かる。平兵

衛は親の宗林が預かる。 
※心中者の死骸は、検使の後、親や関係者へ引き取られる。 

 
2 宝永5年（1708）閏正月14日（昼7つ過）（表A〔18〕） 
男：半兵衛（六坊義乗院下人、28歳） 
女：茶立女ちよ（三町目折屋清兵衛方、22歳） 
経過：①半兵衛が脇指でちよを殺害、その後、自害を試みるも果てず（未遂に終わる）。 

②公儀（京都町奉行）へ報告。検使（岡村・脇山・雑色）派遣。 
③手疵を改め、親・請人への聞き取り。 
④ちよの死骸は親・請人へ引き渡す。半兵衛は、町へ預けるよう指示。ところが半兵衛死亡。半兵衛も

請人に渡すとの仰せ渡し。 
※心中果たせなかったものの、直後に死亡。死骸はそれぞれの親・請人に引き取られる。 

 
3 享保19年（1734）7月15日（表A〔40〕） 
男・女：不明 
経過：①四町目六波羅道1丁程南で心中発生。昼時に発見される。四町目から二条（京都町奉行所）へ通報。 

②検使（中村）が来て検死。親類が呼び出され、吟味。夜丑刻済み。※これ以上の詳しい経緯は不明 
 
4 明和7（1771）5月6日（表A〔44〕） 
男：素教（二条東法皇寺の僧ヵ、20歳？） 
女：おの（弁天町久米屋元右衛門娘、16～17歳） 
経過：①清水寺仁王門南の端にて、素教がおのを殺害し、自害。 

②京都東町奉行へ通報。検使（浅賀・芝田・雑色等）派遣。 
③法皇寺役者納所役人（村上）・弁天町年寄を呼出し吟味。 
④死骸は取り捨てる様に指示。 
⑤「変死場所」の土替え、敷石の削り取り、板柱の「浄メ」 

※心中者の死骸は取り捨て。その場所は「浄メ」。 
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5 明和8年（1772）6月22日（朝7つ時）（表A〔55〕） 
男：宇兵衛（室町六角下ル所平野屋忠兵衛甥、24歳） 
女：とみ（祇園町木屋平次郎抱茶立奉公人、22歳） 
経過：①樫木坂の茶見世裏の桜木に首縊の男と、道端に倒れて死亡している女を水汲みが発見。 

②五郎兵衛・年寄らが出て、死骸警固。町奉行へ通報し、検使（早沢・山内・雑色）派遣。 
③各通りの年寄・五人組を呼出して吟味。死骸は取り捨て。 

※死骸取り捨て。男女自死に到る経緯が発覚。夜4つ時に、宮川町二丁目糸屋次兵衛方へとみ・宇兵衛がや

ってきて、酒を飲み、裏から河原へ涼みに出る。後から人を付けさせたものの、見失う。翌朝、男女が相

果てるという「風聞」を聞く。 
 
〔参考〕知恩院『日鑑』にみる心中 
1 宝永2年（1705）2月18日（表B〔6〕） 
男：西寺町善想寺同宿（僧ヵ） 
女：茶屋抱女（石垣町灰屋四郎兵衛方） 
※詳しい経緯不明。ただし。同宿僧は「学問のために関東に下向」という置手紙を残す。 

 
2 享保6年（1721）7月7日（表B〔18〕） 
男：田村権八（御家来） 
女：しけ（佐野屋儀右衛門養子娘） 
経緯：①祇園新地末広町八幡屋市三郎借屋にて、田村権八がしけを指し殺し、自分も剃刀にて自害を図る。た

だし権八は死なず。 
②検使（平川・萩野）派遣、知恩院からは加藤・道円が立ち合い。 
③しけ死骸は、親に下し置かれ「勝手次第」となる。田村は請人へ預けヵ。 

 
3 享保9年（1724）7月18日（表B〔22〕） 
経緯：西園寺・同塔頭が知恩院へ登山して報告。近所で男女が「相死」。いずれも旦那。すでに葬ったあとで

あったが、「公儀からの仰せ」により「取り出して捨て」たことが報告された。 
 
4 享保9年（1724）9月10月（表B〔23〕） 
経緯：源七（芝居役者山本彦五郎下人）と、しの（宮川筋四丁目湯屋弥兵衛妻）の「相死」事件。しの死亡。 

源七は非人小屋へ渡され、しの死骸は六波羅野に「取捨て」。 
 
5 明和3年（1766）3月21日（表B〔46〕）→心中者の助命願い、叶わず。 
 
■心中を禁止する幕府と社会 
享保7年（1722）以降、流行する「心中」を「相対死」と改称し、厳しく取り締まる。 

（「公事方御定書」50 男女申合相果候者之事）（『徳川禁令考』後集第三） 
〔全3ヶ条〕 
①不義で「相対死」した者の死骸は「取捨」て弔ってはならない。また一方が存命の場合「下手人」（殺人

犯）。 
②双方が存命の場合は、3日間晒して、「非人手下」（非人身分）とする。 
③主人と下女の「相対死」をし損じ、主人が存命の場合は「非人手下」とする。 
※享保8年付の場合には、片方が存命した場合、絵草子や歌舞伎、狂言にしないという付帯条文がある。 
←明らかに、元禄以降の「心中」を美化し、流行させまいとする幕府側の意図。 

 
■寺院日記にみる心中から「相対死」の流れ 
清水寺『成就院日記』事例 1・2 と 3・4・5 および知恩院『日鑑』事例 1・2 と 3・4・5 以前以後に、享保

7年の定書の影響をみることができる。 
※連続した記録の中で通時的にみていく必要性。（裏を返せば、それでも心中行為はなくならない） 
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２、寺院日記にみる自死者とその周辺 
■近世社会と自死（総論的な研究は皆無） 
⇒菅原憲二「老人と子供」『岩波講座日本通史 近世3』第13巻、岩波書店、1994年 
元禄期京都における老人と子供が置かれていた環境についての分析。 

①貞享4年（1687）～正徳元年（1711）の自殺等変死者の統計数を古記録（京都町奉行町代日記）から抽出 
②自殺の要因分析（表3）：貧困と病気などが統計上みられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■寺院日記に見える自死者（表A） 
①『成就院日記』元禄7年（1694）～天明3年（1783）分の場合⇒59件（心中・相対死を含め） 
②知恩院『日鑑』元禄2年（1689）～明和3年（1766）分の場合⇒45件（心中・相対死を含め） 
※寺院日記における心中以外の自死。その状況および要因は？ 

 
（１）清水寺『成就院日記』に見る自死（表A） 
1 元禄10年（1697）12月5日、四丁目津国屋九郎三郎の場合（表A〔5〕）  
⇒10月より病気を患う。両親もいて子供も多い。「身上成らず」苦労に感じて自害（未遂）。 
九郎三郎自身の心情が吐露されている。養生して疵が癒え、公儀からは「構えこれ無し」。 

 
2 元禄12年（1699）7月18日、文右衛門（大津御蔵奉行藤浪猪之助家来）の場合（表A〔6〕） 
⇒大仏渋谷町と清水寺領境目に大津御蔵奉行家来であるという男が自害未遂で発見される。検使による吟味。 
藤浪猪之助家来の文右衛門だと判明。そのまま発見の翌日に死去。死骸は兄平兵衛の願いで大津へ。 

⇒渋谷町側（妙法院側の史料『妙法印日次記』）によれば、文右衛門自害（切腹）が明らかに。 
渋谷町九郎兵衛、脇差で切腹していた文右衛門を発見。まだこの時、文右衛門は生存し、本人が供述。 
瘧を患っていた文右衛門は、主人の江戸下りに際して、暇願いを出したものの認められず、7月9日の江戸

下りに同行するべきところ、道中にて欠落（逃走）。そして、16日の晩に請人の大津松本の善兵衛方へ戻っ

た際に、主人から「文右衛門を発見次第切り捨てるように」との命令があったことを聞き、「身の置くとこ

ろ御座なく」自害を選ぶ。⇒病気や武士としての矜持。複雑な要因が重なる切腹（自死）。 
 
3 宝永5年（1708）7月13日、長左衛門の場合（表A〔20〕） 
⇒大津海道恵頓坂東で往来者が首縊発見。検使派遣。「書置等」の存在＝明確な自死の意識あり？ 
死人長左衛門妹婿（2人）が呼び出され吟味。その後、雑物を受取り、死骸は清水寺墓地へ埋葬される。 

 
4 延享5年（1748）10月6日、清圓（壱丁目末広屋才次郎祖母）の場合（表〔45〕） 
⇒朝に首縊で発見される。吟味の過程で家庭事情が浮かび上がる。去年（延享4年）に、次郎兵衛（清圓息

子？）が病死。以後、清圓病気がちに。首縊直前（昨日）までは機嫌よく酒を飲んでいたが、翌日首縊。周

辺・関係者への吟味（清圓治療担当の藤本にも） 
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（２）知恩院『日鑑』にみる自死（表A）  
1 宝永4年（1707）正月、生玉寺町一乗寺念誉自害未遂の場合（表B〔7〕）（記事は宝永5年に記録される） 
⇒「乱心」にて自害（未遂）。疵浅く、相果てる様子になく養生。3月に隠居願。 

 
2 享保3年（1718）7月12日、沢田玄碩（医師）の妻自害の場合（表B〔14〕） 
⇒経過書のあとに、自害の理由が記される。「貧人」「夫婦中に不和の様子」。その不和の様子を隠す？ 

 
3 寛保元年（1741）4月17日、養心（知恩院山内常称院肉縁）自害（入水）の場合（表B〔38〕） 
⇒病気で知恩院山内常称院にて養生。井戸へ入水。その後、井戸水の掻き出し。熊手にて引き揚げ。 
最終的には山内へ土葬。 

 
（３）自死者のゆくえ―晒し・供養・埋葬・取り捨て― 
■清水寺門前・山内および知恩院・末寺における自死（首縊・自害） 

⇒身元が明らかとなった場合、あるいは未遂の場合、本人への事情聴取がおこなわれる。 
自死に向かった経緯。飲酒→自死。あるいは貧困・病気など経済的要因→自死 

⇒身元不明の場合、3日間晒し。関係者が見当たらなければ墓地・無縁塚へ埋葬。 
※清水寺舞台からの「飛び落ち」と同じ対応。 
※清水寺の対応と共通するのは、自死が行われた場所（清水寺墓地や、知恩院末寺墓地）へ埋葬。 
→寺院・境内空間における自死：弔いを期待？ 
↑心中・相対死者も3日間晒すという日数や対処は共通するもその眼差しは異なる？ 
不義密通・不名誉な死として。「辱められる生者、弔われない死者」（谷口2015）。 

■（身元不明者の）死因確定の過程：検使や周辺関係者による推測・確定⇒貧困・病気など以外は「狂気」 
⇒身体的・法的な死、それ以降の自死・自殺者、さらに遺族・周辺関係者への眼差し。 

 
おわりに 
■江戸時代の自死を紐解く史料は少ない（とされてきた。個別分散的）。 
■ただし、寺院日記（特に門前管理に関わる記録や日誌にはその「死」があふれている。 
■「死者のはたらき」という視点（深谷2014） 
■都市部と農村部における自死のあり様（統計と実態）。さらには近代との接続。 
 
 
【参考文献】 
清水寺史編纂委員会『清水寺史』（1～4巻）清水寺・法蔵館1995年～2011年 
斎藤貴男『強いられる死 自殺者三万人超の実相』河出文庫、2012年（初出2009年） 
貞包英之・元森絵里子・野上元『自殺の歴史社会学 「意志」のゆくえ』青弓社、2016年 
清水康之・上田紀行『「自殺社会」から「生き心地の良い社会」へ』講談社文庫、2010年 
瀬川正仁『自死－現場から見える日本の風景』晶文社、2016年 
総本山知恩院史料編纂所『知恩院史料集（日鑑）』知恩院1974年～ 
高橋大樹「江戸時代の清水寺門前の生と死 ―心中・自死の記録を読み解く―（『成就院日記』翻刻・刊行にあた

って⑩）」『清水』清水寺、2017年 
深谷克己『死者のはたらきと江戸時代 遺訓・家訓・辞世』吉川弘文館、歴史文化ライブラリー、2014年 
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１
、
清
水
寺
門
前
・
知
恩
院
門
前
と
心
中
・
相
対
死 

 

１
清
水
寺
門
前
の
心
中
〔
そ
の
１
〕 

■
『
成
就
院
日
記
』
元
禄
一
五
年
（
一
七
〇
二
）
五
月
二
一
日 

一
、
今
廿
一
日
昼
五
つ
時
分
、
三
町
目
笹
屋
権
右
衛
門
所
に
て
抱
え
の
茶
立
女
ち
や
う

と
申
す
廿
七
歳
に
罷
成
り
候
者
を
、
東
寺
内
相
之
町
通
り
五
条
下
ル
大
津
町
ゑ
び

す
屋
平
兵
衛
と
申
す
者
、
ち
や
う
を
突
き
殺
し
、
そ
の
身
も
自
害
仕
り
相
果
て
候

に
つ
き
、
右
の
趣
口
上
書
に
致
し
、
年
寄
平
兵
衛
御
公
儀
へ
御
訴
え
申
上
げ
候
、

御
検
使
と
し
て
寺
田
利
左
衛
門
殿
・
脇
山
治
左
衛
門
殿
御
出
、
雑
色
沢
与
右
衛
門

立
会
い
、
死
骸
御
改
め
の
上
、
権
右
衛
門
家
内
並
び
に
町
人
、
死
人
親
な
ら
び
に

妻
子
・
町
人
ど
も
、
死
人
ち
や
う
請
人
石
見
屋
小
兵
衛
、
右
何
れ
も
御
呼
出
し
色
々

御
吟
味
の
上
に
て
、
各
々
一
札
御
取
り
御
帰
り
候
、
後
よ
り
両
町
ど
も
に
御
屋
敷

参
り
候
と
こ
ろ
、
平
兵
衛
死
骸
は
親
宗
林
に
下
さ
れ
候
、
ち
や
う
死
骸
小
兵
衛
に

下
さ
れ
候
、
す
な
わ
ち
相
渡
し
、
権
右
衛
門
義
別
条
無
く
候
、
ち
や
う
衣
類
・
小

道
具
は
、
死
人
兄
長
九
郎
罷
り
登
り
候
ま
で
年
寄
・
五
人
組
・
請
人
小
兵
衛
に
お

預
け
成
さ
れ
候
由
仰
せ
渡
さ
れ
候
事
、
右
段
々
御
公
儀
へ
差
上
げ
候
一
札
と
も
留

こ
れ
有
り
候
、
以
上 

午
五
月
二
十
一
日 

 

２
清
水
寺
門
前
の
心
中
〔
そ
の
２
〕 

■
『
成
就
院
日
記
』
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
閏
正
月
一
五
日 

一
、
今
十
四
日
昼
七
つ
過
ぎ
、
六
坊
義
乗
院
下
人
半
兵
衛
と
申
す
二
十
八
歳
男
、
三
町

目
折
屋
清
兵
衛
方
茶
立
女
ち
よ
二
十
二
歳
に
成
り
候
者
、
右
半
兵
衛
脇
差
を
も
っ

て
突
き
殺
し
、
そ
の
身
自
害
致
し
候
え
ど
も
、
相
果
て
申
さ
ず
候
に
つ
き
、
御
公

儀
へ
御
訴
え
申
上
げ
候
と
こ
ろ
に
、
御
検
使
と
し
て
岡
村
長
兵
衛
殿
・
脇
山
治
左

衛
門
殿
御
出
、
雑
色
西
村
直
右
衛
門
立
会
い
、
手
疵
御
改
め
の
上
、
親
請
人
な
ら

び
に
所
の
者
ど
も
御
呼
出
し
、
段
々
御
吟
味
の
上
一
札
御
取
り
御
帰
る
、
す
な
わ

ち
夜
明
け
に
申
す
に
つ
き
、
右
の
者
ど
も
な
ら
び
に
年
寄
、
五
人
組
御
屋
敷
へ
参

り
候
と
こ
ろ
に
、
女
ち
よ
死
骸
親
請
人
方
へ
取
り
置
き
申
す
べ
き
旨
仰
せ
付
け
ら

れ
候
、
半
兵
衛
義
は
未
だ
相
果
て
申
さ
ず
候
故
、
町
へ
御
預
け
成
さ
れ
候
由
仰
せ

付
け
ら
れ
候
て
罷
り
帰
り
候
と
こ
ろ
、
半
兵
衛
相
果
て
申
し
候
故
、
又
々
年
寄
平

兵
衛
御
断
り
に
御
屋
敷
へ
参
り
候
、
請
人
三
郎
兵
衛
へ
相
渡
し
申
す
べ
き
旨
仰
せ

付
け
ら
れ
候
故
、
請
人
へ
相
渡
し
申
し
候
、
相
済
ま
し
申
し
候
事 

子
閏
正
月
十
五
日 

 

３
清
水
寺
門
前
の
心
中
〔
そ
の
３
〕 

■
『
成
就
院
日
記
』
享
保
一
九
年
（
一
七
三
四
）
七
月
一
五
日 

一
、
四
丁
目
六
波
羅
道
壱
丁
程
南
の
方
に
て
心
中
こ
れ
有
り
、
昼
時
分
に
見
付
け
申
し

来
り
候
故
、
当
町
よ
り
二
条
へ
御
断
り
申
し
候
処
、
検
使
酉
刻
参
ら
れ
安
祥
院
に

居
申
さ
れ
候
節
、
中
村
市
兵
衛
参
ら
れ
候
て
死
人
相
改
め
親
類
共
呼
出
さ
れ
口
書

等
取
、
夜
丑
刻
過
相
済
み
検
使
帰
ら
れ
候 

 

４
清
水
寺
門
前
の
心
中
〔
そ
の
４
〕 

■
『
成
就
院
日
記
』
明
和
七
年
（
一
七
七
一
）
五
月
六
日 

一
、
仁
王
門
南
端
の
間
に
て
、
二
十
才
計
の
旅
者
の
躰
に
相
見
え
候
男
、
十
六
、
七
才

の
女
突
殺
し
相
果
て
居
り
候
段
、
当
町
壱
町
め
ゟ
相
届
人
役
人
に
お
い
て
立
合
い

見
届
け
、
早
速
東 

御
役
所
へ
右
当
町
よ
り
御
訴
え
申
上
げ
候
、
御
検
使
朝
賀
卯

兵
衛
・
芝
田
清
七
・
方
内
・
松
尾
左
兵
衛
立
合
御
検
使
相
済
み
候
、
も
っ
と
も
役

人
罷
り
出
で
候
右
□
配
人
男
は
二
条
川
東
法
皇
寺
罷
り
在
り
候
素
教
と
申
す
出
家
、

女
は
同
所
弁
天
町
久
米
屋
元
右
衛
門
娘
お
の
と
申
者
に
て
、
双
方
と
も
御
召
し
出

し
御
吟
味
相
済
み
候
、
右
法
皇
寺
役
者
納
所
萬
首
座
役
人
村
上
貞
右
衛
門
、
そ
の

ほ
か
弁
天
町
年
寄
五
人
組
召
し
出
さ
れ
候
、
各
口
書
指
し
上
げ
候
、
当
町
役
人
口

書
弐
通
指
出
候
扣
こ
れ
有
り
候
、
死
骸
取
り
捨
て
仰
せ
付
け
ら
れ
候
、
夜
七
ツ
時

済
み 

■
『
成
就
院
日
記
』
明
和
七
年
（
一
七
七
一
）
五
月
九
日 

一
、
仁
王
門
変
死
場
所
土
三
尺
堀
、
土
に
お
い
て
は
入
替
、
敷
石
等
も
取
替
え
ざ
る
は
、

石
屋
穢
れ
の
分
け
つ
り
取
り
、
板
柱
等
洗
浄
め
塩
水
に
て
相
改
め
、
尤
板
柱
も
け
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つ
り
改
め
塗
直
し
申
し
候
、
役
人
見
分
平
瀬
主
税
・
当
町
五
人
組
利
兵
衛
利
右
衛

門
罷
り
出
で
世
話
仕
り
候 

 

５
清
水
寺
門
前
の
心
中
〔
そ
の
５
〕 

■
『
成
就
院
日
記
』
明
和
八
年
（
一
七
七
二
）
六
月
二
二
日 

一
、
今
朝
七
つ
時
、
樫
木
坂
の
上
茶
見
せ
裏
供
料
桜
木
に
、
廿
四
、
五
才
男
縊
死
仕
り

候
由
、
又
樫
木
坂
道
端
に
十
八
、
九
才
の
女
倒
れ
相
果
て
居
り
候
由
水
汲
み
共
見

付
け
候
由
、
伴
蔵
・
門
番
清
助
両
人
相
知
ら
せ
、
内
膳
早
速
罷
り
出
見
届
け
候
、

地
方
五
郎
兵
衛
・
当
町
組
年
寄
罷
り
出
、
死
骸
警
固
、
当
町
よ
り
御
訴
え
申
上
げ

候
処
、
御
検
使
早
沢
幸
太
郎
・
山
内
紋
右
衛
門
・
雑
色
津
田
友
之
進
役
人
立
合
い

検
使
相
済
み
、
人
主
相
知
れ
、
女
は
祇
園
町
に
て
木
屋
平
次
郎
抱
え
茶
立
奉
公
人

と
み
と
申
す
廿
弐
歳
に
候
も
の
、
男
は
室
町
六
角
下
処
平
野
屋
忠
兵
衛
甥
宇
兵
衛

と
申
す
廿
四
歳
に
成
り
候
も
の
に
つ
き
、
そ
の
通
の
年
寄
五
人
組
等
御
呼
び
出
し
、

も
っ
と
も
男
首
縊
場
所
執
行
内
代
通
に
つ
き
役
者
地
蔵
院
慈
心
院
役
者
圓
浄
御
召

し
一
札
御
取
り
成
さ
れ
候
、
当
町
四
丁
目
一
札
役
人
奥
書
に
て
指
し
上
げ
候
、
宮

川
町
弐
丁
目
糸
屋
次
兵
衛
方
へ
、
右
と
み
・
宇
兵
衛
両
人
廿
二
日
の
夜
四
ツ
時
過

同
道
に
て
罷
越
し
、
酒
給
裏
よ
り
河
原
へ
涼
み
に
出
候
故
、
跡
よ
り
人
付
け
候
処
、

見
失
い
行
衛
相
知
れ
申
さ
ず
故
、
方
々
相
尋
ね
候
処
、
今
朝
清
水
瀧
下
道
に
男
女

相
果
て
居
り
候
由
風
聞
承
り
見
届
け
候
処
、
右
両
人
に
相
違
こ
れ
無
き
由
に
つ
き
、

そ
の
趣
一
札
御
取
り
成
さ
れ
、
以
上
一
札
八
通
九
つ
時
相
済
み
申
し
候 

■
『
成
就
院
日
記
』
明
和
八
年
（
一
七
七
二
）
六
月
二
三
日 

一
、
昨
日
変
死
掛
合
い
の
者
共
、
東
御
役
所
へ
罷
り
出
候
処
、、
す
な
わ
ち
小
屋
頭
へ
相

渡
し
候
段
、
当
町
年
寄
吉
兵
衛
代
嘉
兵
衛
御
届
申
し
候
、
諸
事
滞
り
な
く
相
済
み

申
し
候 

     

       
 

「清水寺成就院山林字分之図」（清水寺文書） 
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１
知
恩
院
『
日
鑑
』
の
中
の
心
中
〔
そ
の
１
〕 

■
『
日
鑑
』
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
二
月
一
八
日
条 

一
、
西
寺
町
善
想
寺
の
同
宿
、
当
十
四
日
学
文
（
問
）
の
た
め
関
東
へ
罷
り
下
り
候
と

書
置
き
仕
り
罷
り
出
候
所
、
昨
晩
石
垣
町
灰
や
四
郎
兵
衛
と
申
す
茶
屋
へ
罷
り
越

し
、
自
害
仕
り
候
由
、
茶
屋
抱
女
も
相
果
て
候
由
、
今
日
検
使
御
座
候
、
善
想
寺

方
に
は
、
假
請
状
取
り
置
き
申
し
、
公
儀
へ
そ
の
断
り
申
し
上
ぐ
べ
き
と
申
さ
れ

候
、 

 

２
知
恩
院
『
日
鑑
』
の
中
の
心
中
〔
そ
の
２
〕 

■
『
日
鑑
』
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
七
月
七
日
条 

一
、
朝
飯
後
、
祇
園
新
地
末
吉
町
よ
り
使
来
た
る
、
申
し
候
は
御
家
来
田
村
権
八
、
町

内
八
幡
屋
市
三
郎
借
や
、
佐
野
や
儀
右
衛
門
養
子
娘
し
け
と
申
す
者
指
殺
し
、
自

分
も
剃
刀
に
て
自
害
致
さ
れ
候
得
共
、
い
ま
だ
権
八
は
死
申
さ
れ
ず
候
、
御
公
儀

へ
只
今
御
訴
え
申
上
げ
候
由
申
来
り
候
、
こ
れ
に
よ
り
東
福
寺
内
南
明
院
請
人
奥

田
平
左
衛
門
方
へ
、
右
の
段
、
新
介
申
遣
わ
し
候
事 

一
、
四
ツ
半
過
、
検
使
平
川
孫
左
衛
門
・
田
村
治
介
方
内
萩
野
七
郎
左
衛
門
来
た
る
、

こ
の
方
よ
り
は
加
藤
平
八
・
道
円
両
人
罷
り
出
、
段
々
様
子
尋
ね
こ
れ
あ
り
、
両

人
申
し
候
は
、
右
権
八
義
、
前
々
よ
り
相
勤
め
申
し
候
書
記
水
野
加
兵
衛
と
申
す

者
、
先
月
よ
り
病
気
に
て
居
申
し
候
に
つ
き
、
当
分
頼
候
て
指
置
き
候
由
、
申
入

候
所
、
一
日
に
て
も
召
置
か
れ
候
得
ば
、
御
家
来
に
て
候
は
申
さ
れ
候
、
達
て
右

の
段
申
分
け
致
し
候
由
、 

一
、
暮
六
ツ
過
、
検
使
退
出
已
後
、
口
上
書
致
し
、
諏
訪
肥
後
守
殿
御
屋
敷
へ
道
円
・

請
人
奥
田
平
左
衛
門
・
南
明
院
家
来
林
与
左
衛
門
参
上 

一
、
亥
刻
過
、
肥
後
守
殿
御
屋
敷
に
て
、
検
使
両
人
そ
の
外
役
人
中
立
合
い
に
て
、
権

八
義
、
平
左
衛
門
・
与
左
衛
門
願
い
の
通
り
、
両
人
へ
御
預
け
成
さ
れ
候
間
、
随

分
手
疵
養
生
致
し
候
様
仕
べ
く
候
、
し
け
死
骸
の
義
は
、
願
い
の
通
り
、
親
共
へ

下
さ
れ
候
間
、
勝
手
次
第
仕
廻
し
申
す
べ
き
由
に
て
相
済
ま
し
、
検
使
両
人
、
道

円
へ
申
さ
れ
候
は
、
役
者
中
よ
り
早
速
御
届
け
こ
れ
あ
る
べ
き
の
処
、
今
に
そ
の

儀
な
く
候
、
今
晩
の
義
は
、
夜
更
候
間
、
明
日
御
届
け
こ
れ
あ
り
候
様
、
御
申
し

『都名所図会』（知恩〔教〕院） 
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有
る
べ
き
由
申
さ
れ
候
、
こ
れ
に
よ
り
道
円
申
し
候
は
、
御
も
っ
と
も
に
存
じ
候
、

最
前
よ
り
申
上
げ
候
通
、
権
八
義
、
当
分
雇
の
者
の
義
、
殊
に
今
朝
よ
り
拙
者
新

地
へ
罷
出
、
何
角
様
子
共
、
役
者
中
へ
申
聞
か
せ
、［ 

 

］
御
座
な
く
候
故
、
そ

の
心
付
も
御
座
あ
る
間
敷
と
存
じ
候
、［ 

 

］
委
細
申
聞
く
べ
き
旨
申
入
れ
、
退

出 

■
『
日
鑑
』
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
七
月
八
日
条 

一
、
河
野
豊
前
守
殿
へ
、
権
八
義
御
届
け
と
し
て
、
崇
泰
院
参
上 

■
『
日
鑑
』
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
七
月
一
二
日
条 

一
、
昨
晩
、
南
明
院
よ
り
崇
泰
院
ま
で
、
林
与
左
衛
門
手
紙
持
参
に
て
入
来
た
る
、
田

村
権
八
義
、
手
疵
平
癒
仕
り
候
に
つ
き
、
今
日
御
願
い
に
罷
り
出
候
由
申
来
り
候

に
つ
き
、
す
な
わ
ち
道
円
、
萩
野
方
へ
差
遣
わ
し
、
彼
方
に
て
聞
き
合
わ
せ
、
罷

り
出
候
様
申
遣
わ
し
候
所
、
間
違
こ
れ
あ
り
、
道
円
義
は
罷
帰
り
、
与
左
衛
門
、

権
八
召
連
れ
、
河
野
豊
前
守
殿
御
屋
敷
に
て
御
断
り
申
入
れ
、
別
条
こ
れ
な
き
由
、

与
左
衛
門
参
申
し
候
事 

 

３
知
恩
院
『
日
鑑
』
の
中
の
心
中
〔
そ
の
３
〕 

■
『
日
鑑
』
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
七
月
一
八
日
条 

一
、
西
園
寺
・
同
塔
頭
同
道
登
山
、
近
所
男
女
相
死
、
男
伝
兵
衛
と
申
す
者
旦
那
ゆ
へ
、

死
骸
葬
り
候
処
、
公
儀
よ
り
仰
に
て
、
取
出
し
捨
て
候
由
こ
れ
を
届
く
、
口
上
書

来
翰
留
に
こ
れ
あ
り 

一
、
光
福
寺
登
山
、
近
所
男
女
相
死
に
つ
き
、
女
旦
那
ゆ
へ
、
葬
り
候
処
、
是
も
取
出

し
候
由
、
西
園
寺
ゟ
の
口
上
書
同
前
、
来
翰
留
に
こ
れ
を
記
置
く 

 

４
知
恩
院
『
日
鑑
』
の
中
の
心
中
〔
そ
の
４
〕 

■
『
日
鑑
』
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
九
月
一
〇
日
条 

一 

今
朝
山
廻
り
三
右
衛
門
、
毎
日
の
通
り
、
明
け
六
時
登
山
仕
り
候
処
に
、
三
門
前

矢
来
門
の
外
、
石
橋
の
上
に
倒
者
こ
れ
あ
る
に
つ
き
、
見
届
け
候
得
ば
、
男
壱
人

手
負
い
罷
在
り
候
、
同
所
石
橋
下
に
女
壱
人
、
是
も
手
負
い
倒
居
り
候
由
、
増
田

吉
左
衛
門
を
も
っ
て
訴
出
る
、
早
速
増
田
道
円
・
須
藤
武
右
衛
門
罷
越
し
、
見
分

を
遂
げ
る
の
処
、
弐
拾
五
、
六
歳
計
の
男
、
三
拾
歳
計
の
女
、
相
死
と
見
え
候
由

こ
れ
を
申
す
、
右
の
旨
訴
出
し
候
付
、
光
徳
寺
登
山
候
様
に
申
遣
わ
し
候
処
、
早

速
登
山
、
右
男
女
手
負
の
者
の
儀
書
付
、
二
条
両
御
奉
行
所
へ
御
届
け
と
し
て
、

増
田
道
円
罷
越
し
、
右
書
付
、
書
翰
留
に
こ
れ
を
記
す
、
追
付
け
検
と
し
て
、
筑

後
（
本
多
）
守
殿
道
心
目
付
山
田
伝
左
衛
門
、
下
雑
色
孫
右
衛
門
・
書
役
両
人
召

連
れ
来
た
る
、
道
円
・
武
右
衛
門
・
三
右
衛
門
罷
出
る
、
右
に
付
、
常
林
寺
・
源

光
院
罷
り
出
、
伝
左
衛
門
へ
対
面
、
常
林
寺
申
し
候
は
、
御
牌
前
の
儀
、
殊
更
勅

学
（
額
）
等
も
こ
れ
あ
る
儀
候
へ
ば
、
一
時
も
早
く
住
所
相
知
れ
候
は
ば
そ
の
方

へ
差
遣
わ
し
申
し
た
き
由
こ
れ
を
申
す
、
伝
左
衛
門
挨
拶
に
は
、
仰
さ
れ
候
趣
御

も
っ
と
も
に
は
存
候
へ
共
、
手
前
了
簡
に
も
致
し
が
た
く
候
間
、
そ
の
段
は
筑
後

守
へ
申
聞
き
、
そ
の
上
如
何
様
共
申
付
け
ら
れ
に
て
こ
れ
あ
る
べ
き
由
申
さ
れ
候
、

男
女
共
に
い
ま
だ
相
果
て
ず
罷
在
り
候
付
、
住
所
の
儀
詮
議
に
及
び
候
処
、
男
は

芝
居
役
者
山
本
彦
五
郎
下
人
源
七
と
申
す
者
候
由
、
す
な
わ
ち
主
人
彦
五
郎
罷
越

し
、
女
は
宮
川
筋
四
丁
目
湯
屋
弥
兵
衛
妻
し
の
と
申
す
者
候
由
こ
れ
を
申
す
、
こ

れ
に
よ
り
、
源
光
院
に
お
い
て
、
検
使
山
田
伝
左
衛
門
・
雑
色
孫
右
衛
門
、
夜
中

九
つ
時
迄
罷
在
り
、
段
々
吟
味
こ
れ
あ
り
、
も
っ
と
も
常
林
寺
も
源
光
院
ま
で
罷

越
し
、
又
候
伝
左
衛
門
へ
申
し
候
は
、
先
刻
も
御
意
を
得
候
通
り
、
御
牌
前
の
儀

候
へ
は
、
何
と
そ
住
所
へ
差
遣
わ
し
申
し
た
き
由
、
達
て
申
談
じ
候
儀
も
如
何
に

候
へ
共
、
又
々
御
意
を
得
候
由
こ
れ
を
申
す
、
伝
左
衛
門
挨
拶
に
は
、
両
人
居
所

も
相
知
候
へ
は
、
早
速
居
所
へ
相
渡
し
申
た
く
存
じ
候
へ
共
、
先
刻
も
申
談
じ
候

通
、
筑
後
守
へ
申
聞
き
、
吟
味
相
済
ま
せ
候
は
ば
早
速
相
渡
す
べ
き
由
申
さ
れ
候
、

外
と
相
違
い
御
寺
の
儀
、
殊
更
勅
学
（
額
）
等
も
こ
れ
あ
る
儀
御
座
候
へ
ば
、
右

手
負
の
男
女
、
場
所
を
違
い
差
置
き
候
様
に
も
仕
べ
く
候
、
ヶ
様
の
儀
は
、
外
に

て
は
か
つ
て
罷
成
な
ら
ざ
る
事
候
へ
共
、
御
寺
の
儀
は
格
別
の
事
候
間
、
私
了
簡

を
も
っ
て
、
ヶ
様
に
も
仕
べ
き
と
存
じ
候
由
申
さ
れ
候
、
右
手
負
の
男
女
療
治
と

し
て
医
師
沢
田
良
庵
・
外
科
橋
添
元
幸
、
右
両
人
当
山
よ
り
申
遣
わ
し
呼
寄
せ
、

療
治
こ
れ
あ
り
、
同
日
七
時
過
、
女
し
の
相
果
て
、
右
段
々
吟
味
相
済
ま
せ
、
又

候
源
光
院
ま
で
、
常
林
寺
罷
越
し
候
処
、
道
円
・
武
右
衛
門
・
常
林
寺
、
右
三
判

に
て
口
上
書
こ
れ
を
差
出
す
、
右
書
付
、
書
翰
こ
れ
を
留
記
す
、
右
の
一
件
吟
味

相
済
ま
せ
候
已
後
、
筑
前
守
殿
御
役
所
へ
増
田
道
円
罷
越
し
、
も
っ
と
も
山
田
伝
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左
衛
門
・
下
雑
色
孫
右
衛
門
一
例
（
列
）
に
罷
越
し
、
そ
の
外
自
害
の
男
女
掛
り

合
の
町
人
共
大
勢
、
二
条
御
役
所
へ
罷
出
る
、
夜
八
時
過
、
道
円
罷
帰
る
、
筑
後

守
殿
に
て
仰
渡
さ
れ
候
は
、
今
晩
は
夜
も
更
候
付
、
明
朝
御
落
着
仰
付
け
ら
る
べ

く
候
由
仰
渡
さ
れ
候 

 

５
知
恩
院
『
日
鑑
』
の
中
の
心
中
〔
そ
の
５
〕 

■
知
恩
院
『
日
鑑
』
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
三
月
二
一
日
条 

一
、
西
寺
町
西
方
寺
登
山
、
去
年
、
祇
園
林
に
お
い
て
心
中
い
た
し
生
残
り
候
男
、
愚

寺
旦
那
故
、
除
命
相
願
い
候
付
、
江
戸
伺
い
に
相
成
り
、
こ
の
間
死
罪
に
仰
付
け

ら
れ
候
、
こ
れ
に
依
り
御
届
申
上
げ
候
旨
な
り 

 

〔
参
考
〕「
公
事
方
御
定
書
」『
徳
川
禁
令
考
』（
原
文
ど
お
り
） 

〇
五
〇 

男
女
申
合
相
果
候
者
之
事 

■
享
保
七
年
極 

一
、
不
義
に
て
相
対
死
い
た
し
候
も
の 

死
骸
取
捨
、
為
弔
申
間
敷
候 

但
、
一
方
存
命
ニ
候
ハ
ヽ
下
手
人 

同
（
享
保
七
年
） 

一
、
双
方
存
命
ニ
候
ハ
ヽ
、
三
日
晒
非
人
手
下 

同
（
享
保
七
年
） 

一
、
主
人
と
下
女
相
対
死
致
損
、
主
人
存
命
ニ
候
ハ
ヽ
、
非
人
手
下 

■
享
保
八
卯
年
御
書
付 

男
女
申
合
相
果
候
も
の
之
事 

一
、
男
女
申
合
ニ
而
相
果
候
も
の
之
儀
、
双
方
共
ニ
、
自
今
ハ
死
骸
取
捨
ニ
可
申
付
候
、 

一
、
方
存
命
候
ハ
ヽ
、
下
手
人
ニ
申
付
、
且
又
此
類
絵
草
紙
又
ハ
か
ふ
き
狂
言
抔
ニ
も

不
為
致
、
尤
死
骸
弔
ひ
候
事
停
止
可
申
付
候 

一
、
双
方
共
ニ
存
命
候
ハ
ヽ
、
三
日
晒
、
非
人
手
下
ニ
可
申
付
候 

一
、
此
度
大
坂
ニ
而
主
人
と
下
女
申
合
相
果
候
も
の
之
儀
、
主
人
存
命
ニ
候
得
共
、
下

人
之
身
と
し
て
、
主
人
江
対
し
不
届
候
間
、
不
及
下
手
人
、
非
人
之
手
下
ニ
可
申

付
候
、
惣
而
此
類
ハ
向
後
右
之
通
可
申
付
候 

以
上 卯

二
月 

 

２
、
寺
院
日
記
に
み
る
自
死
者
と
そ
の
周
辺 

１
清
水
寺
門
前
で
の
自
死
〔
そ
の
１
〕 

■
『
成
就
院
日
記
』
元
禄
一
〇
年
（
一
六
九
七
）
一
二
月
五
日 

一
、
四
町
目
津
国
屋
九
郎
三
郎
儀
、
当
十
月
よ
り
相
煩
（
患
）
い
居
申
し
候
、
そ
の
上

両
親
も
こ
れ
あ
り
、
子
共
多
く
、
身
上
成
り
申
さ
ず
候
に
付
、
そ
の
儀
を
苦
労
に

致
し
、
今
朝
六
ツ
時
分
自
害
致
し
候
得
共
、
相
果
て
申
さ
ず
候
故
、
御
公
儀
へ
御

訴
え
申
上
げ
候
、
御
検
使
永
（
長
）
屋
助
右
衛
門
殿
・
草
川
源
左
衛
門
殿
御
出
、

雑
色
松
尾
左
兵
衛
立
会
い
、
手
疵
御
改
め
の
上
、
妻
子
な
ら
び
に
町
中
召
出
さ
れ
、

御
僉
儀
（
詮
議
）
の
上
、
手
形
御
取
り
成
さ
れ
候
、
す
な
わ
ち
御
公
儀
へ
召
連
ら

れ
候
処
に
、
九
郎
三
郎
身
上
苦
労
に
存
知
し
自
害
致
し
候
段
御
聞
届
け
遊
ば
さ
れ

候
条
、
疵
養
生
致
し
、
快
気
仕
り
候
は
ば
重
て
申
来
り
候
様
に
と
仰
付
け
れ
ら
候

旨
、
文
右
衛
門
罷
帰
り
相
届
け
候
、
す
な
わ
ち
右
の
一
巻
・
手
形
の
写
共
こ
れ
あ

り
候
、
以
上 

丑
十
二
月
五
日 

一
、
四
町
目
津
国
屋
九
郎
三
郎
、
手
疵
快
気
仕
り
候
に
付
、
今
日
御
公
儀
へ
御
断
り
申

上
げ
候
処
に
御
聞
届
け
遊
ば
さ
れ
、
手
疵
快
気
の
上
は
、
御
構
こ
れ
無
き
由
仰
付

け
ら
れ
候
事 

丑
十
二
月
廿
一
日 

 
２
清
水
寺
門
前
で
の
自
死
〔
そ
の
２
〕 

■
『
成
就
院
日
記
』
元
禄
一
二
年
（
一
六
九
九
）
七
月
一
八
日 

一
、
昨
十
八
日
昼
七
ツ
過
ニ
大
仏
渋
谷
町
と
清
水
寺
領
と
の
境
谷
間
に
、
年
来
三
拾
才

計
男
自
害
致
し
未
だ
相
果
て
申
さ
ず
候
を
、
渋
谷
町
九
郎
兵
衛
と
申
す
者
見
付
け
、
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清
水
寺
門
前
へ
も
知
ら
せ
申
す
に
つ
き
、
早
速
欠
（
駆
）
付
、
両
町
立
会
様
子
見

届
け
、
所
を
相
尋
ね
候
へ
ば
、
大
津
御
蔵
奉
行
衆
の
家
来
の
由
申
す
に
つ
き
、
そ

の
趣
口
上
書
致
し
、
大
仏
渋
谷
町
と
清
水
寺
当
三
町
目
立
会
い
、
御
公
儀
へ
御
訴

え
申
上
げ
候
と
こ
ろ
に
、
御
検
使
と
し
て
大
嶋
弥
助
殿
・
寺
田
利
左
衛
門
殿
御
出
、

雑
色
沢
与
右
衛
門
立
会
い
、
手
疵
御
改
め
、
自
害
人
文
右
衛
門
口
上
御
聞
成
さ
れ

候
と
こ
ろ
に
、
大
津
御
蔵
奉
行
藤
浪
猪
之
助
家
来
に
て
、
生
国
は
江
州
志
賀
（
野

洲
）
郡
立
花
村
の
者
に
て
御
座
候
、
す
な
わ
ち
奉
公
請
人
は
大
津
松
本
か
ご
か
き

善
兵
衛
と
申
す
者
に
て
こ
れ
あ
る
由
、
す
な
わ
ち
今
朝
六
ツ
時
分
相
果
て
申
し
候
、

そ
の
上
に
色
々
御
吟
味
成
さ
れ
、
大
仏
渋
谷
町
・
清
水
寺
当
町
三
町
目
立
会
い
の

手
形
御
取
り
、
な
ら
び
に
大
津
請
人
善
兵
衛
・
自
害
人
兄
平
兵
衛
、
右
何
も
一
札

御
取
成
さ
れ
候
こ
と
、
手
形
の
写
、
死
骸
の
儀
は
兄
平
兵
衛
・
請
人
善
兵
衛
願
い

の
通
に
仰
せ
付
け
さ
せ
ら
れ
候
、
す
な
わ
ち
今
日
大
津
へ
引
き
取
り
申
し
候
事 

卯
七
月
十
九
日 

 

３
清
水
寺
門
前
で
の
自
死
〔
そ
の
３
〕 

■
『
成
就
院
日
記
』
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
七
月
一
三
日 

一
、
今
朝
六
ツ
過
ぎ
、
大
津
海
道
筋
恵
頓
坂
の
東
の
方
に
、
年
来
五
拾
四
、
五
歳
男
首

縊
り
相
果
て
居
申
し
候
、
往
来
の
者
見
付
け
門
前
へ
知
ら
せ
申
す
に
付
、
御
公
儀

へ
御
訴
え
申
上
げ
候
処
に
、
御
検
使
と
し
て
脇
山
治
左
衛
門
殿
・
田
原
庄
太
夫
殿

御
出
、
雑
色
松
尾
左
兵
衛
立
会
い
、
死
骸
御
改
め
の
上
、
書
置
き
等
こ
れ
あ
り
候

に
付
、
死
人
長
左
衛
門
妹
聟
勘
兵
衛
、
同
妹
聟
与
兵
衛
御
呼
出
し
、
色
々
御
吟
味

の
上
、
手
形
御
取
り
御
帰
り
候
、
跡
（
後
）
よ
り
当
町
三
町
目
年
寄
平
兵
衛
、
な

ら
び
に
妹
聟
共
御
屋
敷
へ
参
り
候
処
に
、
親
類
共
願
い
の
通
り
死
骸
雑
物
下
さ
れ

候
由
、
す
な
わ
ち
雑
物
衣
類
の
書
付
に
判
形
致
さ
せ
相
渡
し
申
し
候
、
一
札
共
留

こ
れ
あ
り
候
、
死
骸
は
当
山
墓
地
引
地
へ
埋
申
し
候
事 

子
七
月
十
三
日 

   

４
清
水
寺
門
前
で
の
自
死
〔
そ
の
４
〕 

■
『
成
就
院
日
記
』
延
享
五
年
一
〇
月
六
日 

一
、
壱
丁
目
末
広
屋
才
次
郎
祖
母
、
今
朝
首
縊
り
相
果
て
候
由
、
鼠
屋
八
郎
兵
衛
注
進

申
し
候
故
、
早
速
左
伯
罷
越
し
見
分
致
し
、
年
寄
権
兵
衛
な
ら
び
に
町
内
の
も
の
、

隣
家
才
次
郎
家
内
之
も
の
相
尋
ね
候
処
、
祖
母
尼
名
清
圓
と
申
し
七
十
一
に
成
り

候
、
去
年
次
郎
兵
衛
病
気
前
よ
り
相
煩
い
罷
在
り
、
次
郎
兵
衛
病
死
以
後
、
弥
病

気
勝
、
常
に
病
人
長
々
の
事
に
御
座
候
、
家
内
は
申
す
に
及
ば
ず
、
一
家
町
内
と

も
何
の
申
分
け
が
間
敷
事
か
つ
て
御
座
な
く
、
昨
日
は
別
て
機
嫌
も
よ
く
酒
な
と

給
、
次
郎
兵
衛
後
家
ゆ
く
・
孫
才
次
郎
へ
も
盃
な
と
仕
り
心
よ
く
見
え
申
し
候
、

夜
中
も
処
よ
り
機
嫌
よ
く
、
常
よ
り
夜
更
ま
で
酒
給
罷
在
り
仕
廻
し
候
て
、
皆
臥

り
候
て
間
も
な
く
、
壬
生
辺
火
事
こ
れ
あ
り
、
い
よ
い
よ
夜
更
晩
に
至
り
家
内
臥

り
候
故
、
今
朝
は
少
し
寝
過
ぎ
候
、
五
時
過
に
皆
々
起
き
出
し
、
そ
の
節
見
付
け

驚
入
り
候
て
隣
家
等
へ
申
聞
き
候
故
、
丁
内
打
寄
せ
見
申
す
所
［ 

 

］
通
に
相

違
な
く
候
、
組
頭
勘
兵
衛
は
四
時
前
に
罷
り
出
、
二
条
へ
注
進
に
参
り
未
だ
帰
ら

ず
候
由
申
し
候
、
右
随
分
気
を
付
け
追
付
け
検
使
申
参
べ
く
候
間
、
何
日
の
用
意

間
違
な
く
仕
り
、
宝
徳
寺
休
息
所
□
筆
墨
紙
等
も
用
意
仕
る
べ
く
候
、
も
っ
と
も

検
使
候
節
、
い
ず
れ
も
口
上
等
相
違
な
き
様
に
仕
る
べ
き
旨
申
越
し
、
検
使
の
旨

を
見
遣
し
置
き
見
え
候
は
ば
早
々
申
渡
し
立
合
う
べ
く
候
由
申
渡
す 

一
、
首
縊
り
検
使
と
し
て
西
小
頭
朝
賀
条
右
衛
門
・
東
目
付
中
川
伴
右
衛
門
・
方
内
・

村
上
平
太
八
半
時
参
ら
れ
候
、
平
太
先
達
て
筆
構
竹
内
勘
三
郎
召
連
れ
、
宝
徳
寺

ま
で
参
ら
れ
候
段
、
早
速
権
兵
衛
ゟ
申
納
め
候
に
つ
き
、
池
上
左
伯
罷
り
出
挨
拶

致
し
、
御
検
使
を
待
請
け
、
程
な
く
両
使
三
年
坂
へ
見
え
候
の
由
遠
見
の
も
の
申

来
り
候
故
、
大
日
堂
の
前
ま
で
出
向
き
案
内
致
し
、
直
に
末
広
屋
へ
参
ら
れ
、
死

骸
見
分
の
上
、
縊
り
候
細
帯
を
と
き
下
へ
お
ろ
し
、
莚
の
上
に
置
き
、
頭
巾
着
物

を
ぬ
か
せ
丸
裸
に
し
て
細
に
見
分
、
前
後
打
返
さ
せ
見
申
さ
れ
、
衣
類
の
う
ち
書

付
等
有
無
改
め
申
さ
れ
、
書
付
も
疵
も
こ
れ
無
く
候
、
改
め
済
み
、
そ
れ
よ
り
寝

所
夜
着
ふ
と
ん
ふ
る
わ
せ
見
申
さ
れ
候
へ
と
も
書
付
な
と
こ
れ
無
し
、
居
間
戸
棚

等
は
丁
内
の
も
の
と
く
と
改
め
候
得
共
、
何
の
書
付
こ
れ
無
く
、
そ
れ
よ
り
皆
宝

徳
寺
へ
参
ら
れ
、
後
家
ゆ
く
孫
才
次
郎
・
末
広
屋
次
郎
右
衛
門
、
そ
の
外
然
る
べ
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き
隣
家
町
内
の
者
共
こ
と
ご
と
く
呼
出
し
、
委
細
吟
味
の
上
、
一
札
申
付
け
ら
れ

候
、
孫
娘
壱
人
膳
所
の
家
老
本
多
登
方
へ
奉
公
仕
り
、
呼
に
遣
し
候
へ
共
い
ま
だ

参
ら
ず
候
、
清
圓
病
気
療
治
致
さ
れ
候
三
丁
目
藤
本
快
翁
呼
出
さ
れ
、
病
気
の
様

子
尋
ね
一
札
取
り
申
さ
れ
候
、
右
見
分
に
つ
き
、
馳
走
が
間
敷
儀
仕
ら
ざ
る
段
丁

内
よ
り
一
札
取
り
申
さ
れ
候
、
筆
構
は
か
取
り
申
さ
ず
候
故
、
竹
内
平
次
を
呼
に

遣
し
、
彼
是
書
物
暮
六
時
過
ぎ
相
済
み
、
い
ず
れ
も
印
形
仕
り
候
、
書
物
出
来
候

間
、
時
刻
□
□
こ
れ
あ
る
う
ち
、
升
屋
喜
兵
衛
と
宜
し
く
申
し
袖
の
う
ち
に
徳
利

を
入
れ
、
酒
肴
忍
び
に
持
参
、
勝
手
へ
は
隠
密
に
致
し
、
三
人
衆
へ
座
敷
に
て
出

し
申
し
候
、
筆
構
へ
は
宝
徳
寺
に
て
夜
食
酒
勝
手
に
て
出
し
申
し
候
、
夜
五
ツ
時

相
済
ま
し
、
い
ず
れ
も
帰
ら
れ
候
、
死
骸
下
さ
れ
候
願
い
に
は
明
朝
六
時
参
り
候

様
に
申
付
け
置
か
れ
候
、
帰
ら
れ
候
時
左
伯
又
大
日
堂
の
前
ま
で
送
り
申
し
候
、

右
一
札
御
当
院
へ
は
明
日
指
出
し
候
は
ず
な
り
、
検
使
へ
御
使
僧
例
の
通
り
遣
さ

れ
候
義
海
房
相
勤
め
候
、
口
上
は
時
節
の
口
上
に
て
過
ざ
る
儀
に
つ
き
御
苦
労
御

挨
拶
と
し
て
御
使
僧
申
入
れ
ら
れ
候
趣
な
り
、
供
七
助
、
左
伯
供
藤
吉
、
町
内
火

の
元
等
念
入
り
候
様
に
申
付
け
、
夜
五
時
過
ぎ
左
伯
罷
帰
る 

一
、
変
死
の
様
子
左
伯
罷
帰
り
御
前
へ
申
上
げ
候 

 

１
知
恩
院
『
日
鑑
』
の
自
死
〔
そ
の
１
〕 

■
『
日
鑑
』
宝
永
五
年
二
月
二
三
日
書
状
〔
六
六
〕 

一
筆
啓
上
せ
し
め
候
、
然
ら
ば
そ
の
地
生
玉
寺
町
一
乗
寺
念
誉
、
去
年
正
月
頃
自
害

候
得
共
、
浅
疵
に
て
相
果
つ
べ
き
様
子
に
も
こ
れ
無
き
に
付
、
養
生
仕
り
罷
り
在
り
、

三
月
隠
居
の
願
い
、
各
々
迄
申
し
出
候
段
、
御
申
し
越
し
候
付
、
す
な
わ
ち
免
許
、

早
速
後
住
仰
せ
付
け
ら
る
べ
き
の
処
、
本
山
御
無
仁
、
御
住
持
御
入
院
の
後
も
、
御

存
知
の
如
く
、
段
々
打
ち
続
き
御
用
等
取
り
込
み
、
そ
の
上
念
誉
願
等
も
こ
れ
あ
り
、

方
々
以
て
只
今
ま
で
無
住
差
し
置
き
候
、
永
々
の
儀
候
条
、
そ
の
許
公
儀
へ
も
相
達

せ
ら
れ
、
差
し
置
か
れ
候
様
に
と
存
じ
候
、
近
々
後
住
も
仰
せ
付
け
ら
る
べ
く
候
、

そ
の
た
め
此
れ
の
ご
と
く
候
、
恐
々
謹
言
、 

二
月
廿
三
日 

大
坂
四
ヶ
所 

御
役
者
中 

■
『
日
鑑
』
宝
永
五
年
八
月
二
日
書
状
〔
一
七
〇
〕 

一
乗
寺
隠
居 

申
渡
覚 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

念
誉 

去
年
正
月
廿
七
日
、
乱
心
い
た
し
、
剃
刀
を
も
っ
て
自
害
仕
り
候
得
共
、
浅
疵
故
、

相
果
て
ず
候
付
、
即
刻
組
中
立
ち
合
い
、
公
儀
へ
相
達
し
、
検
使
を
請
け
候
付
、
方
々

露
顕
、
大
坂
中
の
人
口
取
沙
汰
、
善
悪
共
宜
し
か
ら
ず
候
付
、
疵
平
癒
次
第
、
急
度

隠
居
仰
せ
付
け
ら
る
べ
く
候
処
、
遮
り
て
三
月
中
隠
居
の
願
い
申
し
出
し
候
付
、
願

の
通
り
仰
せ
付
け
ら
れ
候
、
併
し
な
が
ら
狂
惑
致
し
居
り
候
故
歟
、
彼
是
異
変
に
及

び
、
遅
々
仕
り
候
付
、
早
速
糾
明
の
御
沙
汰
こ
れ
あ
る
べ
き
の
処
、
御
慈
悲
を
も
っ

て
宥
め
差
し
置
か
れ
候
得
共
、
い
よ
い
よ
も
っ
て
不
届
重
畳
候
付
、
当
四
月
召
し
寄

せ
、
不
届
の
訳
委
細
申
し
聞
か
せ
、
追
付
後
住
仰
せ
付
け
ら
る
べ
き
の
段
申
し
渡
し

候
処
、
大
坂
へ
罷
り
帰
る
、
彼
是
難
渋
仕
り
、
本
山
の
厳
命
を
軽
ん
じ
、
住
持
請
待

と
し
て
、
罷
登
候
様
に
申
し
遣
わ
し
候
旦
那
共
へ
も
、
何
角
申
し
妨
げ
候
段
、
明
細

相
聞
え
候
、
方
々
っ
て
本
寺
を
蔑
ろ
に
し
、
我
侭
の
働
、
甚
だ
不
届
至
極
候
、
こ
れ

に
依
り
、
急
度
仰
せ
付
け
ら
る
べ
く
候
へ
共
、
猶
更
憐
愍
の
上
を
も
っ
て
、
退
寺
仰

せ
付
け
ら
る
者
な
り
、 

本
山 

子
八
月
二
日 

 
 

役
者 

 

２
知
恩
院
『
日
鑑
』
の
自
死
〔
そ
の
２
〕 

■
『
日
鑑
』
享
保
三
年
七
月
一
三
日 

一
、
門
前
石
橋
町
森
岡
瀬
平
借
屋
沢
田
玄
碩
と
申
す
医
師
の
妻
、
昨
夜
中
何
時
共
知
ら

ず
、
自
害
致
し
候
に
付
、
検
使
両
人
八
ツ
時
参
り
、
詮
儀
の
上
、
早
速
相
済
み
候
、

公
儀
へ
死
骸
申
請
の
た
め
参
り
候
所
、
す
な
わ
ち
下
さ
れ
、
刀
指
も
下
さ
れ
候
断

り
、
両
代
官
登
山
、
届
こ
れ
あ
り
、 

右
ハ
手
前
貧
人
、
そ
の
上
夫
婦
中
に
不
和
の
様
子
も
こ
れ
あ
り
候
由
、
然
れ
ど

も
、
病
気
・
貧
人
故
と
玄
碩
申
し
立
て
、
相
済
み
候
由
、 
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３
知
恩
院
『
日
鑑
』
の
自
死
〔
そ
の
３
〕 

■
『
日
鑑
』
寛
保
元
年
四
月
一
八
日
条 

一
、
大
坂
役
寺
源
光
寺
・
専
念
寺
、
組
九
品
寺
・
大
信
寺
、
西
福
寺
隠
居
嘆
誉
な
ら
び

に
見
利
、
御
召
に
よ
り
登
山
、 

一
、
右
の
面
々
へ
申
談
じ
こ
れ
あ
る
べ
き
の
処
、
昨
夜
中
、
山
内
常
称
院
肉
縁
養
心
義
、

井
戸
へ
入
水
致
し
候
趣
に
付
、
公
辺
相
訴
え
、
旁
取
り
込
み
候
故
、
月
番
・
山
役

罷
り
出
、
大
坂
役
寺
へ
対
面
こ
れ
あ
り
、
今
日
申
し
談
じ
こ
れ
な
き
旨
に
て
、
い

ず
れ
も
退
出
す
、 

一
、
山
内
常
称
院
、
書
付
を
も
っ
て
相
届
け
候
は
、
当
住
肉
縁
養
心
と
申
す
者
、
病
気

に
つ
き
養
生
と
し
て
、
当
月
十
日
に
常
称
院
へ
罷
越
居
り
申
し
候
処
、
今
朝
寝
間

に
居
り
申
さ
ず
候
故
、
院
内
相
尋
ね
候
得
共
、
居
所
相
知
れ
申
さ
ず
候
、
然
る
処
、

右
養
心
寝
所
の
縁
側
に
こ
れ
あ
り
候
草
履
、
院
内
井
の
端
に
御
座
候
得
ば
、
も
し

入
水
仕
し
候
哉
、
水
深
く
候
故
、
相
知
れ
申
さ
ず
候
、
こ
の
段
御
訴
え
申
上
げ
候

旨
な
り
、
書
付
来
簡
に
こ
れ
あ
り
、
右
に
付
、
早
速
御
奉
行
へ
も
相
訴
え
然
る
べ

き
旨
申
渡
す
、
す
な
わ
ち
当
院
添
簡
相
渡
す 

一
、
東
御
役
所
馬
場
讃
岐
守
殿
御
役
所
へ
常
称
院
参
上
、
右
養
心
の
儀
に
つ
き
訴
書
一

通
、
当
役
所
添
簡
こ
れ
を
持
参
す
、
当
番
与
力
山
田
吉
助
へ
申
入
れ
候
処
に
、
吉

助
申
さ
れ
候
は
、
是
は
投
身
の
様
子
相
知
れ
申
さ
ず
候
事
な
れ
ば
、
早
速
検
使
も

遣
わ
し
難
く
候
、
先
つ
披
露
に
お
よ
ぶ
べ
き
旨
に
て
、
立
入
り
申
さ
れ
、
暫
時
あ

り
て
、
吉
助
罷
出
ら
れ
候
て
、
訴
え
の
趣
御
聞
届
け
成
さ
れ
候
、
然
し
な
が
ら
、

死
骸
相
知
れ
ず
候
て
は
、
検
使
も
遣
わ
し
難
く
候
間
、
死
骸
を
と
く
と
見
届
け
候

て
、
明
日
明
六
時
訴
え
出
候
、
検
使
は
明
日
遣
わ
さ
る
べ
き
旨
な
り
、
右
吉
助
応

対
の
席
に
、
萩
野
七
郎
左
衛
門
も
立
合
い
居
り
申
さ
れ
、
吉
助
内
談
の
事
も
こ
れ

あ
る
様
子
な
り
、
常
称
院
は
方
内
部
屋
へ
参
り
候
所
に
、
七
郎
左
衛
門
申
さ
れ
る

は
、
死
骸
相
知
れ
ず
候
て
は
検
使
も
遣
わ
さ
れ
難
き
由
に
候
、
惣
て
井
戸
は
ま
り

の
も
の
ハ
、
水
を
か
い
出
し
、
死
骸
を
取
上
げ
候
事
に
候
間
、
今
晩
中
に
も
水
汲

上
げ
、
死
骸
も
取
上
げ
然
る
べ
き
旨
な
り
、
明
日
は
未
明
に
右
の
様
子
御
訴
え
こ

れ
あ
る
べ
き
旨
申
さ
れ
、
早
速
罷
帰
り
候
段
、
常
称
院
こ
れ
を
申
し
候
事 

一
、
右
に
付
、
早
速
水
か
い
出
し
、
死
骸
取
上
げ
、
急
度
番
人
を
附
け
、
相
守
り
候
様

に
、
な
お
又
常
称
院
へ
申
渡
し
候
事 

■
『
日
鑑
』
寛
保
元
年
四
月
一
九
日
条 

一
、
昨
夜
中
に
常
称
院
相
訴
え
候
は
、
養
心
死
骸
の
儀
、
夜
中
水
か
い
出
し
候
得
共
、

水
湧
き
つ
よ
く
御
座
候
故
、
か
い
出
し
か
た
く
候
故
、
熊
手
に
て
さ
か
し
候
へ
は
、

着
物
に
懸
り
、
水
際
ま
て
死
骸
上
り
候
故
、
早
速
取
上
げ
、
番
人
を
附
け
、
相
守

り
候
旨
こ
れ
を
届
け
る
に
つ
き
、
然
ら
は
そ
の
旨
、
明
十
九
日
未
明
に
、
御
役
所

へ
相
訴
え
候
様
申
渡
し
置
き
候
処
に
、
今
朝
明
け
六
時
、
東
御
役
所
得
常
称
院
参

り
、
書
付
を
も
っ
て
、
右
死
骸
取
上
げ
候
段
御
訴
え
申
上
げ
候
処
、
御
聞
届
け
成

さ
れ
候
由
、
後
刻
検
使
遣
わ
さ
る
べ
き
旨
仰
渡
さ
れ
候
由
、
常
称
院
こ
れ
を
届
く
、

す
な
わ
ち
右
の
書
付
持
参
な
り 

一
、
九
時
過
、
検
使
と
し
て
、
東
御
役
所
同
心
小
頭
山
田
与
左
衛
門
、
西
御
役
所
よ
り

同
心
目
付
守
山
佐
右
衛
門
、
な
ら
び
に
雑
敷
湯
浅
六
郎
左
衛
門
お
よ
び
筆
工
三
人

来
た
る
、
常
称
院
に
お
い
て
、
養
心
死
骸
こ
れ
を
相
改
む
、
須
藤
新
左
衛
門
立
合

い
、
も
っ
と
も
常
称
院
も
罷
り
出
候
外
、
組
中
寺
内
よ
り
も
見
え
候
事
、
死
骸
改

相
済
ま
し
、
養
心
寝
間
等
も
検
使
見
分
こ
れ
あ
り
候
て
、
宿
坊
通
照
院
へ
右
検
使

の
面
々
相
越
さ
れ
候
に
つ
き
、
す
な
わ
ち
月
番
上
善
寺
・
山
役
両
院
罷
り
出
、
挨

拶
に
及
び
退
候
事
、
そ
の
後
、
常
称
院
な
ら
び
に
弟
子
寛
冏
・
下
人
両
人
呼
出
し
、

様
子
相
尋
ね
ら
れ
候
所
、
委
細
常
称
院
申
述
べ
る
、
右
吟
味
お
わ
り
て
、
役
者
中

へ
御
目
に
か
け
た
く
と
申
す
に
つ
き
、
三
ヶ
寺
共
に
罷
り
出
候
処
、
常
称
院
呼
出

し
吟
味
致
し
、
委
細
申
し
候
趣
、
ヶ
様
／
＼
に
て
御
座
候
、
各
様
に
も
御
承
知
成

さ
る
べ
く
候
、
随
て
御
当
山
の
儀
、
殊
に
は
当
時
、
頭
も
万
事
念
入
申
さ
れ
候
事
、

そ
の
上
、
御
役
者
中
に
も
右
吟
味
の
趣
御
承
知
成
さ
れ
候
段
、
か
つ
養
心
事
、
常

称
院
肉
縁
の
儀
御
聞
届
け
の
趣
、
口
上
書
に
成
さ
れ
、
御
差
出
成
さ
る
べ
く
候
、

こ
れ
は
頭
万
事
念
入
り
候
に
つ
き
、
私
共
念
に
て
御
座
候
旨
、
検
使
両
人
申
聞
か

さ
れ
候
に
つ
き
、
御
意
を
得
候
、
然
し
な
が
ら
、
外
に
肉
縁
こ
れ
あ
る
儀
、
ま
た

は
生
国
等
の
儀
は
、
面
々
存
ぜ
ず
候
、
常
称
院
申
述
べ
候
通
り
、
昨
今
面
々
共
承

り
申
事
故
、
し
か
と
面
々
よ
り
書
付
進
り
候
儀
は
致
し
が
た
く
候
、
養
心
事
、
常

称
院
肉
縁
と
申
す
儀
は
兼
ね
て
承
届
け
居
り
候
間
、
右
肉
縁
に
紛
れ
こ
れ
無
き
儀

と
、
各
御
吟
味
の
趣
承
知
の
旨
、
書
付
進
む
べ
き
旨
申
談
ず
、
な
る
ほ
ど
左
様
成

さ
る
べ
き
と
申
し
候
に
つ
き
、
そ
の
趣
相
認
め
、
両
人
へ
相
渡
候
処
、
こ
れ
に
て
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宜
し
く
御
座
候
間
、
各
様
に
は
御
引
取
り
成
さ
る
べ
く
候
、
両
人
儀
は
、
此
上
常

称
院
口
書
取
り
、
退
出
申
す
べ
き
旨
な
り
、
右
常
称
院
口
書
等
、
印
形
迄
相
済
、

退
出
の
砌
、
又
々
山
役
罷
り
出
、
挨
拶
に
及
び
、
退
出
候
事
、
検
使
も
退
出
な
り 

一
、
東
御
役
所
へ
常
称
院
な
ら
び
に
下
人
伝
兵
衛
・
須
藤
新
左
衛
門
罷
越
し
候
処
、
養

心
死
骸
片
付
け
申
す
べ
く
候
、
も
っ
と
も
火
葬
に
は
仕
る
間
敷
、
土
葬
仕
り
候
様

に
と
、
申
渡
さ
れ
候
事 

右
一
件
、
委
細
別
記
ニ
こ
れ
あ
り
候
事
、
も
っ
と
も
一
封
に
し
て
、
当
用
箱
ニ
入

置
候
者
な
り 

■
『
日
鑑
』
寛
保
元
年
四
月
二
〇
日
条 

一
、
常
称
院
罷
り
出
、
一
昨
日
水
死
仕
候
養
心
義
、
今
晩
山
上
へ
土
葬
ニ
仕
り
た
き
旨

こ
れ
を
届
く
、
仍
て
地
蔵
谷
へ
葬
り
、
急
度
印
仕
置
き
候
様
申
渡
す 
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１
９
２
０
年
代
、
水
平
社
・
衡

ヒ
ョ
ン
ピ
ョ
ン
サ

平
社
と
の
交
流
を
進
め
た
在
日
朝
鮮
人

― 

全
国
水
平
社
の
姉
妹
団
体
・
関
西
朝
鮮
人
聯
盟
を
中
心
に 

―

塚
　
﨑

　
昌

　
之
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私
は
主
に
戦
前
期
の
大
阪
の
在
日
朝
鮮
人
史
を
研
究
し
て
い
ま
す
。

研
究
に
当
た
っ
て
二
つ
の
こ
と
に
注
意
を
払
っ
て
い
ま
す
。
少
し
前

ま
で
は
民
族
解
放
運
動
、
労
働
運
動
を
闘
っ
た
共
産
主
義
者
、
ボ
ル

派
と
い
わ
れ
る
人
々
の
評
価
が
高
く
、
い
わ
ゆ
る
「
親
日
派
」
と
さ

れ
、
日
本
人
と
関
係
を
作
り
な
が
ら
社
会
を
改
良
し
よ
う
と
し
た
人

た
ち
な
ど
の
評
価
は
低
く
、
研
究
対
象
に
す
ら
な
ら
な
か
っ
た
こ
と

が
多
か
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
在
日
朝
鮮
人
の
定
住
化
指
向
が
高

ま
っ
て
い
く
な
か
、
祖
国
解
放
と
い
う
よ
り
は
い
か
に
大
阪
や
京
都

で
生
活
を
切
り
拓
い
て
い
く
か
と
い
う
生
活
擁
護
闘
争
と
い
う
面
が

見
逃
せ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
私
は
そ
ち
ら
の
方
に
重
点
を
置
い
て

研
究
を
し
て
い
る
こ
と
が
一
つ
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
在
日
朝
鮮
人

史
の
世
界
は
在
日
朝
鮮
人
だ
け
で
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
く
、
日
本

人
と
の
関
係
の
中
で
社
会
が
作
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
日

本
人
と
朝
鮮
人
と
の
関
係
の
結
び
方
、
結
べ
な
か
っ
た
こ
と
も
含
め

て
―
あ
る
面
で
は
ボ
ル
派
の
方
が
結
べ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
私
の

感
覚
で
す
が
―
そ
う
い
っ
た
二
つ
の
面
か
ら
研
究
を
進
め
て
き
ま
し

た
。
そ
の
中
の
テ
ー
マ
の
一
つ
が
今
日
の
水
平
社
と
衡
平
社
と
の
交

流
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
発
表
中
の
引
用
部
分
や
固
有
名
詞
な
ど
に
お
い
て
、「
鮮 

人
」、「
日
鮮
」、「
内
鮮
」、「
支
那
」
な
ど
差
別
的
な
意
味
を
含
む
言

葉
が
で
て
き
ま
す
が
、
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お

き
ま
す
。

は
じ
め
に

　
二
〇
一
六
年
五
月
に
、
奈
良
の
水
平
社
博
物
館
所
蔵
の
「
水
平
社

と
衡
平
社

　
国
境
を
越
え
た
被
差
別
民
衆
連
帯
の
記
録
」
が
ア
ジ
ア

太
平
洋
地
域
ユ
ネ
ス
コ
の
記
憶
遺
産
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。
水
平
社

と
衡
平
社
の
交
流
の
記
録
で
す
。
そ
の
登
録
さ
れ
た
も
の
は
今
、
水

平
社
博
物
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
自
由
に
閲
覧
で
き
ま
す
。
今
日
お

話
し
す
る
第
三
回
全
国
水
平
社
大
会
協
議
会
提
出
議
案
や
、
米
田
富

の
手
帳
な
ど
が
登
録
さ
れ
て
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
「
白

ペ
ク
チ
ョ
ン

丁
」
と
い
う
の
は
、
朝
鮮
で
最
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
被

差
別
民
で
す
。
起
源
に
関
し
て
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
朝
鮮
王
朝

で
は
、
屠
畜
、
食
肉
商
、
皮
革
業
、
骨
細
工
、
柳
細
工
（
編
笠
、
行

李
等
）
な
ど
の
職
業
に
就
か
さ
れ
ま
し
た
。
法
的
に
は
一
八
九
四
年

に
解
放
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
差
別
が
ず
っ
と
続
く
こ
と
は
日
本
と
同

じ
で
す
。
一
九
二
六
年
の
朝
鮮
総
督
府
の
調
査
で
は
、「
白
丁
」
は

約
四
万
人
弱
で
す
。
衡
平
社
自
身
は
、
公
に
は
四
十
万
人
と
い
っ
て

い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
多
す
ぎ
る
と
思
い
ま
す
。
総
督
府
の
調
査
で

は
、
牛
に
関
係
す
る
職
業
が
四
八
・
八
％
と
い
う
こ
と
で
、
朝
鮮
王
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朝
か
ら
の
流
れ
を
引
き
継
い
で
い
る
と
言
え
ま
す
。
現
在
、「
白
丁
」

と
い
う
身
分
は
、
朝
鮮
戦
争
時
で
の
国
土
荒
廃
に
よ
る
移
動
と
近
代

化
に
よ
る
社
会
変
動
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
と
さ
れ
、
表
向
き
の
差
別

は
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
上
原
善
広
さ
ん
が
、
実

際
に
現
地
で
調
査
を
し
て
、
二
〇
〇
六
年
に
『
コ
リ
ア
ン
部
落
』
と

い
う
本
を
出
し
、
や
は
り
食
肉
業
と
か
に
対
す
る
差
別
が
あ
る
と
記

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
今
で
も
差
別
用
語
と
し
て
罵
倒
す
る
と
き
に

「
白
丁
野
郎
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
残
っ
て
い
ま
す
し
、
今
は
韓

流
ス
タ
ー
な
ど
の
左
利
き
が
カ
ッ
コ
イ
イ
な
ど
と
い
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
そ
う
で
す
が
、
屠
殺
の
時
に
左
で
刃
物
を
持
つ
と
い
う
こ
と

で
、
以
前
は
左
利
き
が
嫌
が
ら
れ
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　
衡
平
社
は
、
一
九
二
三
年
四
月
二
四
日
、
慶
尚
南
道
晋チ

ン
ジ
ュ州

で
結
成

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
前
年
の
三
月
三
日
に
全
国
水
平
社
が
結
成
さ
れ

て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
影
響
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
議
論
の
分

か
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
違
う
の
は
、
水
平
社
は
自
分
た
ち
自
身
の
手

で
解
放
を
、
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
衡
平
社
は
、「
白
丁
」
だ
け
で

な
く
て
富
裕
な
一
般
社
会
運
動
家
た
ち
と
の
協
同
で
作
ら
れ
ま
し
た
。

結
成
は
日
本
で
も
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、

水
平
社
関
係
で
初
め
て
紹
介
し
た
の
は
平
野
小
剣
が
関
係
す
る
関
東

水
平
社
の
『
関
東
水
平
運
動
』
七
月
一
五
日
号
で
す
。
在
日
朝
鮮
人

関
係
で
は
、
東
京
の
ボ
ル
派
朝
鮮
人
学
生
が
結
成
し
た
北
星
会
が
当

時
は
共
産
党
系
の
色
合
い
が
強
か
っ
た
『
進
め
』
で
紹
介
を
し
て
い

ま
す
。

１
．
水
平
社
と
衡
平
社
と
の
交
流
の
開
始

　
一
九
二
四
年
四
月
二
五
日
に
全
国
水
平
社
か
ら
衡
平
社
第
二
回
大

会
に
祝
辞
が
あ
り
ま
し
た
。

「
衡
平
社
同
人
諸
君
、
吾
等
水
平
社
同
人
と
諸
君
と
の
間
に
あ
る
も

の
は
只
一
つ
の
狭
い
海
峡
だ
け
で
あ
る
。
吾
等
は
此
の
僅
か
に
百
二

十
二
浬
の
海
峡
が
如
何
に
吾
等
の
固
い
、
そ
し
て
暖
か
い
握
手
を
阻

げ
る
に
無
力
で
あ
る
か
を
、
無
自
覚
な
る
人
間
冒
涜
者
の
眼
前
に
見

せ
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
し
て
吾
等
は
所
謂
精
神
的
奴
隷
制
の
領
域
を
突
破
せ
ん
と
す
る

人
類
の
旗
持
と
し
て
選
ば
れ
た
る
民
で
あ
る
こ
と
の
悦
び
を
共
に
し

て
進
軍
し
や
う
。

　
衡
平
社
同
人
諸
君
、
人
間
礼
賛
の
佳
き
日
の
為
め
に
、
水
平
社
同

人
は
衷
心
よ
り
諸
君
の
清
栄
を
祈
り
第
二
回
大
会
の
開
催
を
祝
す
。

 

一
九
二
四
年
四
月
廿
五
日

　
全
国
水
平
社

衡
平
社
第
二
回
大
会
御
中
」
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水
平
社
宣
言
に
非
常
に
近
し
い
内
容
で
祝
辞
を
送
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
衡
平
社
は
大
会
で
決
議
を
出
し
て
、
応
答
を
し
ま

し
た
。

「
水
平
社
同
人
諸
君
、
我
々
衡
平
社
同
人
ハ
諸
君
ト
共
ニ
手
ヲ
握
リ
、

事
務
ノ
連
絡
ヲ
取
リ
、
我
々
ガ
期
待
ス
ル
新
社
会
建
設
ニ
向
ツ
テ
突

進
シ
ヨ
ウ
ト
思
ツ
タ
、
併
乍
ラ
我
々
ハ
諸
君
ト
握
手
ス
ル
機
会
ヲ
得

ナ
カ
ツ
タ
コ
ト
ヲ
遺
憾
ト
ス
ル
。

　
今
般
弊
社
第
二
回
大
会
ノ
時
、
熱
誠
ヲ
尽
シ
タ
ル
祝
辞
ヤ
祝
電
ヲ

下
サ
ツ
タ
コ
ト
ヲ
感
謝
ス
ル
、
又
今
年
三
月
京
都
ニ
於
テ
開
カ
レ
タ

貴
社
ノ
大
会
ノ
時
、
我
々
ノ
タ
メ
ニ
感
激
ナ
ル
決
議
ヲ
シ
テ
下
サ
ツ

タ
コ
ト
ニ
付
テ
、
我
々
ハ
満
腔
ノ
熱
誠
ヲ
以
テ
感
謝
致
シ
マ
ス
。
今

回
弊
社
第
二
回
大
会
ニ
於
テ
左
ノ
如
キ
決
議
ガ
ア
リ
マ
シ
タ
。

　
決
議

　
我
ガ
衡
平
運
動
ト
其
目
的
ガ
同
一
ナ
ル
水
平
社
ト
握
手
シ
、
運
動

ノ
連
絡
ヲ
図
ル
コ
ト
。

　
水
平
社
同
人
諸
君
、
我
々
ハ
国
境
ヲ
超
越
シ
世
界
同
胞
主
義
ニ
立

脚
シ
テ
、
我
々
ノ
理
想
社
会
ヲ
建
設
シ
ヨ
ウ
デ
ハ
ナ
イ
カ
。

　
諸
君
ノ
熱
ア
ル
御
援
助
ヲ
祈
ル

 

一
九
二
四
年

　
『
メ
イ
デ
イ
』

 

衡
平
社
聯
盟
総
本
部

全
国
水
平
社
聯
盟
本
部
御
中
」

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
評
価
が
分
か
れ
ま
す
。
肯
定
的
評
価
と
し
て
は
、

池
川
英
勝
さ
ん
が
「
水
平
社
側
の
ミ
ス
や
思
想
的
制
約
を
み
せ
な
が

ら
も
、
被
差
別
民
同
士
の
困
難
な
連
帯
行
動
は
明
ら
か
に
存
在
し
て

い
た
。」
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
朝
鮮
通
信
使
の
研
究
を
さ
れ
た

辛シ

ン

ギ

ス

基
秀
さ
ん
が
、「
一
九
二
三
年
春
か
ら
五
年
間
の
衡
平
社
と
水
平

社
の
交
流
・
連
帯
の
歴
史
は
世
界
の
人
権
闘
争
の
歴
史
に
燦
然
と
輝

く
も
の
で
あ
る
。」
と
非
常
に
高
い
評
価
を
し
て
い
ま
す
。
金
井
英

樹
さ
ん
も
「
差
別
と
い
う
受
難
の
辛
苦
を
他
に
押
し
つ
け
る
の
で
は

な
く
、
自
ら
の
解
放
を
か
ち
と
る
こ
と
で
、
平
等
社
会
の
実
現
を
志

向
す
る
運
動
を
展
開
し
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
被
差
別
者
の
自
己
解
放

の
意
識
と
行
動
を
高
め
た
だ
け
で
は
な
く
、
一
般
大
衆
へ
の
平
等
意

識
の
深
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
り
、
二
一
世
紀
の
人
権
文
化
を
形

成
す
る
先
駆
け
と
も
な
っ
た
。」
と
い
う
高
い
評
価
で
す
。
秋
定
嘉

和
さ
ん
は
、「
日
本
の
水
平
社
と
の
連
帯
的
意
識
の
も
と
に
発
足
し
、

し
ば
し
ば
、
連
帯
を
、
双
方
と
も
に
望
ん
で
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
内
容
の
結
実
に
い
た
ら
な
か
っ
た
歴
史
を
も
つ
」
と
中
間
的
評

価
を
下
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
非
常
に
厳
し
い
評
価
を
し
て
い
る
方
が
二
人
い

ま
す
。
一
人
は
金キ

ム
チ
ョ
ン
ミ

靜
美
さ
ん
で
す
。
彼
女
は
水
平
社
内
部
の
朝
鮮
人
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差
別
を
非
常
に
問
題
に
し
て
い
る
方
で
す
。
水
平
社
に
誤
謬
が
あ
っ

た
、
差
別
さ
れ
る
も
の
が
差
別
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
大
著
で
表

し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
水
平
社
は
抑
圧
民
族
と
被
抑
圧
民
族
を

捉
え
よ
う
と
し
て
い
な
か
っ
た
、
朝
鮮
独
立
の
課
題
を
排
除
し
た
ま

ま
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
ま
す
。
朝
鮮
の
独
立
運
動
を

推
進
す
る
事
が
真
の
連
帯
だ
と
捉
え
た
の
で
す
。
金
靜
美
さ
ん
は
、

一
九
二
四
年
の
謝
詞
は
偽
物
だ
と
結
論
付
け
て
い
ま
す
。「〝
祝
辞
〟

の
筆
者
は
、
抑
圧
民
族
と
被
抑
圧
民
族
の
関
係
を
正
面
か
ら
捉
え
よ

う
と
せ
ず
、「
衡
平
社
同
人
諸
君
、
吾
等
水
平
社
同
人
と
諸
君
の
間

に
あ
る
も
の
は
只
一
つ
の
狭
い
海
峡
だ
け
で
あ
る
」
と
書
き
、〝
狭

い
海
峡
〟
と
い
う
地
理
的
な
断
絶
の
み
を
語
っ
て
い
る
。〝
祝
辞
〟

と
〝
謝
詞
〟
の
交
換
は
虚
構
で
あ
っ
た
が
、〝
祝
辞
〟
の
内
容
そ
の

も
の
も
日
帝
の
植
民
地
支
配
の
問
題
を
回
避
し
て
、「
人
間
礼
賛
の

佳
き
日
」
を
語
っ
て
い
る
。」、「
朝
鮮
独
立
の
課
題
を
排
除
し
た
ま

ま
朝
鮮
人
差
別
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
客
観
的
に
は
、
日

本
帝
国
主
義
者
の
『
内
鮮
融
和
』
政
策
に
加
担
す
る
こ
と
で
あ
る
。

朝
鮮
独
立
の
実
現
を
第
一
義
と
し
な
い
朝
鮮
民
衆
と
日
本
民
衆
の 

『
連
帯
』
の
本
質
は
、『
日
鮮
融
和
』
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
日
本
の

朝
鮮
植
民
地
支
配
を
維
持
強
化
す
る
役
割
を
結
果
と
し
て
果
た
す
こ

と
に
な
る
」
と
し
て
い
ま
す
。

　
も
う
一
人
は
藤
野
豊
さ
ん
で
す
。
水
平
社
を
美
化
す
る
こ
と
だ
け

で
い
い
の
か
、
そ
れ
は
御
用
学
者
の
や
る
こ
と
だ
、
と
水
平
社
を
批

判
的
に
捉
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
ま
す
。「
全
水
は
朝
鮮

人
民
と
の
連
帯
を
求
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
け
っ
し
て
独
立
運

動
に
対
す
る
連
帯
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
、
朝
鮮
人
内
部
の
白
丁
に

対
す
る
差
別
や
、
日
本
政
府
の
朝
鮮
人
へ
の
差
別
政
策
・
日
本
人
の

朝
鮮
人
へ
の
差
別
感
に
対
す
る
反
対
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
全
水
は
朝
鮮
人
差
別
の
問
題
を
日
本
帝
国
主
義
の
植
民
地
支
配

の
問
題
と
し
て
は
と
ら
え
ら
れ
ず
、
日
本
人
全
般
の
朝
鮮
人
に
対
す

る
民
族
的
差
別
観
念
の
み
に
も
と
づ
く
問
題
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、
当
然
な
が
ら
朝
鮮
人
の
「
民
族
自
決
」
へ
の
理
解
は
な

く
、
朝
鮮
人
は
あ
く
ま
で
「
鶏
林
同
胞
」
な
の
で
あ
っ
た
。
…
こ
う

し
た
全
水
の
朝
鮮
問
題
へ
の
認
識
の
弱
さ
は
、
そ
の
部
落
問
題
認
識

の
レ
ベ
ル
を
如
実
に
反
映
し
て
い
た
の
で
あ
る
。」

　
私
の
感
覚
で
い
う
と
、
金
靜
美
さ
ん
も
藤
野
さ
ん
も
ま
ず
水
平
社

批
判
あ
り
き
で
、
そ
の
結
論
に
「
現
実
」
を
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
い

る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
逆
に
肯
定
的
評
価
す
る
側
も
、

中
味
を
調
べ
な
い
で
評
価
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
コ
イ
ン
の
裏
表
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
よ

う
で
す
。
至
ら
な
い
部
分
も
あ
る
し
、
評
価
で
き
る
部
分
も
あ
る
だ
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ろ
う
し
、
そ
れ
を
き
ち
ん
と
調
べ
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

中
味
を
精
査
せ
ず
に
評
価
だ
け
し
て
い
た
と
い
う
面
が
あ
っ
た
と
思

う
の
で
す
。
さ
き
ほ
ど
の
祝
辞
な
ど
も
、
誰
が
い
つ
頃
、
ど
の
よ
う

に
作
成
・
推
進
し
た
の
か
、
ど
う
い
う
関
係
で
連
絡
を
取
り
合
え
た

の
か
、
な
ど
が
あ
ま
り
調
べ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
上
で
、

植
民
地
支
配
を
重
く
捉
え
な
か
っ
た
の
は
何
故
な
の
か
、
と
い
っ
た

視
点
が
必
要
で
す
。
結
論
じ
み
た
こ
と
を
い
い
ま
す
と
、
今
日
お
話

し
す
る
人
た
ち
は
、
ア
ナ
系
、
ア
ナ
的
発
想
の
強
い
人
た
ち
で
す
。

と
な
る
と
、
当
然
国
家
権
力
は
人
々
を
抑
圧
す
る
も
の
と
捉
え
て
い

ま
す
か
ら
、
運
動
の
中
で
は
独
立
に
は
重
き
を
置
い
て
い
ま
せ
ん
。

そ
う
い
っ
た
推
進
者
が
誰
だ
っ
た
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
批
判

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
私
は
二
〇
〇
七
年
の
『
水
平
社
博
物
館
紀
要
』
に
「
水
平
社
・
衡

平
社
と
の
交
流
を
進
め
た
在
阪
朝
鮮
人
」
を
書
き
ま
し
た
が
、
そ
の

後
の
研
究
と
し
て
は
、
徐ソ

ヂ
リ
ョ
ン

知
怜
さ
ん
と
い
う
桃
山
学
院
大
学
に
留
学

し
て
い
た
方
の
博
士
論
文
で
「
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
衡
平
運
動
の

研
究
―
日
本
の
水
平
運
動
の
観
点
か
ら
」
と
い
う
、
向
こ
う
の
新
聞

や
総
督
府
資
料
に
よ
る
研
究
が
あ
り
ま
す
。

２
．
水
平
社
と
在
阪
朝
鮮
人
の
連
帯
の
開
始

　
さ
き
ほ
ど
、
一
九
二
四
年
の
大
会
の
祝
辞
の
や
り
と
り
を
読
み
ま

し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
前
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
を
考
え
ま
す
。
す
ぐ

に
水
平
社
と
衡
平
社
の
連
帯
が
で
き
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
き

に
で
き
た
の
は
水
平
社
と
在
阪
朝
鮮
人
と
の
連
帯
で
そ
こ
か
ら
話
は

始
ま
り
ま
す
。

　
そ
の
連
帯
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
木
本
凡
人
、
本
名

は
木
本
正
胤
と
い
う
人
で
す
。
思
想
的
立
場
は
基
本
的
に
は
ア
ナ
キ

ス
ト
で
す
が
、
後
に
は
転
向
し
て
国
家
主
義
者
に
な
り
ま
す
。
た
だ

幅
の
広
い
人
で
、
ボ
ル
派
と
も
交
際
が
あ
り
ま
し
た
。
最
初
の
運
動

の
き
っ
か
け
は
、
大
正
中
期
の
天
王
寺
の
住
友
別
荘
解
放
運
動
で
す
。

た
だ
こ
れ
も
、
自
分
の
家
か
ら
天
王
寺
駅
に
行
く
の
に
住
友
別
荘
が

あ
り
大
回
り
を
し
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
思
惑
も
あ
っ
た
よ
う
で

す
が
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
天
王
寺
公
園
拡
張
を
勝
ち
取
っ
た
も
の
の
、

甲
号
特
別
要
視
察
人
と
な
り
ま
す
。
一
九
二
一
年
二
月
に
、
赤
十
字

は
戦
争
の
も
の
だ
と
し
て
、
平
和
を
示
す
青
十
字
社
を
設
立
し
ま
す
。

そ
れ
と
と
も
に
部
落
解
放
運
動
に
乗
り
出
し
ま
す
。
一
九
二
一
年
三

月
一
三
日
に
、
天
王
寺
公
会
堂
で
部
落
解
放
問
題
を
扱
っ
た
「
民
族

史
講
演
会
」
を
開
催
し
て
、
水
平
社
結
成
に
か
か
わ
っ
た
若
者
た
ち

に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
す
。
木
本
は
天
王
寺
公
園
北
側
で
薬
種
商
、



1920年代、水平社・衡平社との交流を進めた在日朝鮮人

117

「
征
露
丸
」
の
販
売
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
自
宅
兼
事
務
所

に
泉
野
利
喜
蔵
、
米
田
富
、
平
野
小
剣
、
西
光
万
吉
、
松
田
喜
一
、

阪
本
清
一
郎
、
駒
井
喜
作
ら
が
出
入
り
し
て
い
ま
し
た
。
レ
ジ
ュ
メ

４
頁
の
写
真
の
右
側
が
自
宅
跡
で
す
。
水
平
社
の
裏
の
発
生
場
所
と

い
っ
て
も
良
い
よ
う
な
と
こ
ろ
で
す
。
彼
は
全
国
水
平
社
結
成
大
会

で
婦
人
代
表
と
し
て
演
説
し
た
岡
部
よ
し
子
と
同
居
し
て
い
ま
し
た
。

木
本
凡
人
と
岡
部
よ
し
子
は
夫
婦
だ
っ
た
と
書
か
れ
た
り
し
て
い
ま

す
が
、
そ
れ
は
違
い
ま
す
。
ず
っ
と
最
後
ま
で
浅
香
と
い
う
女
性
と

暮
し
て
い
ま
す
の
で
、
本
当
に
同
志
だ
っ
た
と
い
う
気
が
し
て
い
ま

す
。
全
国
水
平
社
結
成
後
は
、
彼
は
部
落
民
が
自
ら
の
力
で
解
放
を

切
り
開
く
道
を
つ
け
た
の
で
外
側
か
ら
の
働
き
か
け
は
必
要
な
い
、

と
陰
な
が
ら
そ
の
活
動
を
見
守
る
こ
と
と
し
て
、
次
は
朝
鮮
人
の
差

別
の
撤
廃
に
あ
た
る
決
意
を
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
岡
部
よ
し
子
と
い
う
人
は
、
視
点
が
広
く
て
見
直
さ
な
く
て
は
な

ら
な
い
人
だ
と
思
い
ま
す
。
部
落
・
女
性
・
朝
鮮
人
・
台
湾
出
身
者

の
差
別
を
結
ん
で
考
え
た
人
で
す
。
一
九
二
二
年
二
月
、
醒
光
婦
人

会
を
結
成
し
、「
婦
人
解
放
演
説
会
」
を
開
催
し
ま
す
。
無
産
女
性
・

水
平
社
関
係
者
な
ど
二
〇
〇
〇
名
が
集
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

最
初
に
演
壇
に
立
っ
た
の
が
元

ウ
ォ
ン
ガ
ン
ホ
ァ

康
和
と
い
う
朝
鮮
人
女
性
で
す
。
彼

女
は
朝
鮮
人
・
女
性
の
二
重
差
別
を
訴
え
ま
し
た
。
こ
の
イ
ン
パ
ク

ト
が
強
か
っ
た
の
か
、
大
阪
朝
日
新
聞
は
「
鮮
人
解
放
演
説
会
」
と

報
じ
ま
し
た
。
こ
の
時
無
産
女
性
の
「
女
給
」
と
か
タ
イ
ピ
ス
ト
た

ち
が
演
説
を
し
ま
し
た
。
三
月
の
水
平
社
結
成
大
会
に
は
、
婦
人
代

表
と
し
て
、
岡
部
よ
し
子
が
演
説
を
し
て
い
ま
す
。
五
月
に
は
異
端

者
同
盟
主
催
の
「
婦
人
労
働
問
題
演
説
会
」
が
開
か
れ
て
朝
鮮
人
や

「
台
湾
人
」
も
演
説
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
の
岡
部
よ
し
子
の
演
説

で
は
、
水
平
社
・
朝
鮮
人
・「
台
湾
人
」
の
連
帯
に
つ
い
て
話
を
し

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
六
月
の
「
婦
人
労
働
問
題
演
説
会
」
で
も

元
康
和
が
演
説
し
て
い
ま
す
。

　
一
九
二
二
年
と
い
う
の
は
、
社
会
運
動
に
と
っ
て
非
常
に
大
き
な

意
味
を
持
っ
た
年
で
す
。
全
国
水
平
社
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
共
産

党
や
日
本
農
民
組
合
が
結
成
さ
れ
ま
す
し
、
大
阪
で
す
と
大
阪
救
済

事
業
調
査
会
が
大
阪
社
会
事
業
調
査
会
と
な
り
ま
し
た
。
同
情
の
視

点
で
上
か
ら
救
っ
て
や
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
社
会
連
帯
主
義
、

相
互
救
済
を
視
点
に
据
え
た
の
で
す
。
そ
の
中
で
、
朝
鮮
人
の
運
動

が
本
格
的
に
起
き
る
の
も
こ
の
年
で
す
。
一
九
二
二
年
七
月
に
朝
鮮

人
協
会
が
設
立
さ
れ
ま
す
。
そ
の
中
心
人
物
が
今
日
の
話
の
核
心
の

一
人
に
な
る
李イ

ソ

ノ

ン

善
洪
で
す
。
主
要
な
活
動
は
、
相
互
扶
助
、
差
別
事

象
に
対
す
る
糾
弾
で
す
。
自
治
組
織
で
あ
る
「
朝
鮮
村
」
の
設
立
結

成
を
し
ま
す
。
運
動
を
下
か
ら
積
み
上
げ
る
と
い
う
ア
ナ
的
発
想
法
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が
強
い
団
体
で
す
。
李
善
洪
は
木
本
凡
人
と
は
近
く
に
住
ん
で
い
ま

し
て
同
じ
薬
種
商
で
、
交
流
が
あ
り
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
こ
の
朝
鮮

人
協
会
を
作
る
の
に
も
木
本
凡
人
の
協
力
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
ま
す
。
同
じ
月
に
東
京
の
留
学
生
に
よ
っ
て
信
濃
川
虐
殺

調
査
会
が
結
成
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
在
日
朝
鮮
人
社
会
主
義
運
動
の

ス
タ
ー
ト
と
な
り
ま
す
。

　
李
善
洪
の
人
物
に
つ
い
て
は
資
料
Ａ
に
あ
り
ま
す
。
最
終
的
に
彼

は
上
か
ら
の
改
革
に
転
向
し
て
、
四
回
総
選
挙
に
出
て
落
選
す
る
の

で
す
が
、
三
回
目
に
は
か
な
り
の
得
票
を
得
ま
す
。
戦
前
の
大
阪
で

最
も
有
名
な
朝
鮮
人
と
い
え
ま
す
。
最
終
的
に
「
親
日
派
」
と
し
て

戦
争
協
力
を
し
て
い
き
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
朝
鮮
文
化
を
い
か
に
し

て
守
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
力
を
入
れ
て
い
ま
し
た
。

　
一
九
二
二
年
一
二
月
一
日
、
大
阪
朝
鮮
労
働
同
盟
会
の
結
成
大
会

が
開
催
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
従
来
は
評
価
が
高
か
っ
た
の

で
す
が
、
調
べ
て
み
ま
す
と
、
大
阪
の
朝
鮮
人
労
働
者
が
結
成
し
た

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
に
業
績
を
認
め
ら

れ
た
い
ボ
ル
派
の
東
京
朝
鮮
人
留
学
生
が
結
成
し
た
北
星
会
と
、
当

時
は
ボ
ル
系
の
思
想
に
傾
い
て
い
た
西
尾
末
広
ら
日
本
労
働
総
同
盟

大
阪
聯
合
会
の
メ
ン
バ
ー
が
、
自
分
達
の
「
指
導
」
下
に
入
る
朝
鮮

人
労
働
組
合
組
織
の
確
立
を
急
ぎ
、
結
成
を
画
策
し
た
も
の
で
、
大

阪
で
活
動
し
た
形
跡
の
な
い
人
た
ち
を
寄
せ
集
め
て
来
て
執
行
部
を

つ
く
っ
た
も
の
で
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
李
善
洪
た
ち
は
大
阪
在
住

の
朝
鮮
人
の
動
き
を
無
視
し
て
、
強
引
に
結
成
を
図
っ
た
こ
と
に
対

す
る
抗
議
を
し
に
行
き
ま
し
た
。
そ
の
混
乱
の
中
で
結
成
大
会
が
流

れ
ま
す
。
そ
れ
を
ボ
ル
派
は
李
善
洪
ら
を
「
御
用
を
務
め
た
」
だ
と

か
い
ろ
い
ろ
宣
伝
し
ま
す
。こ
の
と
き
に
木
本
凡
人
が
泉
野
利
喜
蔵
・

米
田
富
を
参
加
さ
せ
て
、
朝
鮮
人
協
会
の
李
善
洪
・
朴パ

ク
ン
ギ
ュ

興
奎
・
金キ

ム

東ド
ン

赫ヒ
ョ
クら

に
紹
介
し
て
い
ま
す
。
話
は
前
後
し
ま
す
が
、
こ
の
前
月
の
一

一
月
に
、
李
善
洪
ら
は
日
本
各
地
の
朝
鮮
人
団
体
を
糾
合
す
る
「
日

本
在
住
朝
鮮
人
総
聯
合
会
」
の
結
成
を
準
備
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を

妨
害
し
た
の
は
ボ
ル
派
の
北
星
会
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
一

二
月
一
日
の
大
阪
朝
鮮
労
働
同
盟
会
結
成
の
混
乱
の
中
で
李
善
洪
も

逮
捕
さ
れ
ま
す
が
、
翌
々
日
の
三
日
に
秘
密
裏
に
大
阪
朝
鮮
労
働
同

盟
会
は
結
成
さ
れ
ま
す
。

　
そ
れ
に
対
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
李
善
洪
ら

は
三
日
後
の
一
二
月
六
日
に
、
ア
ナ
派
を
含
め
た
朝
鮮
人
の
大
同
団

結
団
体
と
し
て
関
西
朝
鮮
人
聯
盟
を
設
立
し
ま
す
。
内
務
省
警
保
局

の
「
水
平
社
運
動
状
況
（
大
正
一
一
年
一
二
月
五
日
調
）」
に
は
「
水

平
社
は
従
来
朝
鮮
人
と
の
間
に
何
等
の
関
係
あ
る
を
認
め
ざ
り
し
が
、

最
近
大
阪
に
於
て
在
留
朝
鮮
人
が
「
関
西
朝
鮮
人
聯
盟
」
を
組
織
せ
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ん
と
す
る
や
、
水
平
社
幹
部
に
ぞ
く
す
る
も
の
之
に
参
加
し
、
将
来

極
め
て
注
意
を
要
す
べ
き
状
勢
を
現
わ
す
に
至
れ
り
。
…
一
二
月
六

日
同
地
南
区
日
本
橋
筋
四
丁
目
三
〇
番
地
朝
鮮
人
協
会
事
務
所
に
打

合
会
を
開
催
、
会
す
る
者
約
三
十
名
、
木
本
は
水
平
社
幹
部
泉
野
利

喜
蔵
・
千
崎
富
一
郎
（
米
田
富
の
本
名
）
の
両
名
と
共
に
出
席
し
、

会
名
を
前
記
の
如
く
定
む
る
こ
と
に
協
定
し
、
木
本
の
起
草
に
係
る

「
水
平
社
」
に
則
り
た
る
左
記
宣
言
・
綱
領
・
決
議
を
朗
読
し
、
次

で
泉
野
は
起
っ
て
「
鮮
人
解
放
運
動
は
水
平
運
動
と
其
の
趣
意
を
同

じ
う
す
る
も
の
な
る
を
以
て
、
本
会
は
我
水
平
社
の
姉
妹
団
体
と
し

て
大
い
に
提
携
努
力
せ
ん
こ
と
を
望
む
」
旨
を
述
べ
、
米
田
は
「
朝

鮮
人
は
我
等
部
落
民
と
同
祖
同
族
な
る
こ
と
、
不
断
の
努
力
を
以
て

多
少
の
犠
牲
を
払
う
と
も
飽
く
迄
目
的
貫
徹
に
進
む
べ
き
こ
と
」
を

力
説
せ
り
」
と
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
泉
野
、
米
田
は
一
日
の
ボ
ル

派
と
の
争
い
を
見
て
も
、
木
本
凡
人
の
影
響
が
あ
る
と
は
い
え
李
善

洪
ら
を
選
択
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
宣
言
に
つ
い
て
は
議
論
を
呼

ぶ
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。「
我
々
は
も
と
よ
り
朝
鮮
人
が
独
立
し
よ

う
と
滅
亡
さ
れ
よ
う
と
関
係
も
考
慮
も
要
し
な
い
。
我
々
は
今
更
朝

鮮
が
独
立
し
た
か
ら
っ
て
、
我
々
朝
鮮
の
無
産
民
と
し
て
幸
福
を
期

待
す
る
に
は
余
り
に
苦
い
経
験
を
持
ち
過
ぎ
て
居
る
」
と
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
朝
鮮
独
立
を
否
定
し
て
い
る
、
反
動
的
な
内
容
で
あ
る
と
言

わ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ア
ナ
的
発
想
の
も
の
で
す
。

宣
言
の
最
後
は
「
お
お
人
の
世
に
熱
あ
れ

　
人
間
に
光
あ
れ
」
と
あ

り
ま
す
。
綱
領
・
決
議
に
し
ま
し
て
も
ほ
ぼ
水
平
社
宣
言
と
内
容
は

同
じ
で
す
。
官
憲
側
か
ら
し
た
ら
こ
れ
は
水
平
社
の
姉
妹
団
体
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
宣
言
・
綱
領
も
ア
ナ
キ
ズ
ム
的
傾
向
が
強
く
、

木
本
凡
人
が
原
案
作
成
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
朝
鮮
独
立
を
否

定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
権
力
に
よ
る
朝
鮮
独
立
政
治
的
運
動
を
否

定
し
た
も
の
で
す
。
米
田
富
の
回
想
で
は
「
こ
れ
（
関
西
朝
鮮
人
聯

盟
の
宣
言
等
）
は
こ
ち
ら
（
水
平
社
）
が
事
実
上
指
導
し
た
の
で
す

か
ら
多
分
、
こ
ち
ら
の
影
響
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
記
憶
は
あ
り
ま

せ
ん
が
。」
と
あ
り
ま
す
。
秋
定
嘉
和
さ
ん
は
こ
れ
に
つ
い
て
「
差

別
の
同
質
視
が
、
部
落
民
＝
朝
鮮
渡
来
民
説
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
ま
た
、
民
族
独
立
の
問
題
が
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
人

類
平
等
＝
連
帯
観
と
も
い
う
べ
き
人
間
主
義
的
国
際
観
が
基
底
に
な
っ

て
い
る
こ
と
な
ど
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
綱
領
・
決
議
を
み
て
も

水
平
社
と
同
じ
人
間
的
・
経
済
的
平
等
と
差
別
糾
弾
の
思
想
が
、
社

会
主
義
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
っ
て
も
今
日
の
よ
う
な
思
想
で

う
け
と
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
思
想
状

況
に
あ
る
こ
と
を
示
す
文
章
で
あ
る
。」
と
論
評
さ
れ
て
い
ま
す
。

米
田
が
「
同
祖
同
族
」
と
い
う
言
い
方
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
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こ
の
当
時
、
ボ
ル
派
の
高
橋
貞
樹
も
「
部
落
起
源
」
を
「
恐
ら
く
は

古
代
の
被
征
服
民
族
に
し
て
賤
業
を
課
せ
ら
れ
た
奴
隷
が
時
代
の
経

過
と
と
も
に
エ
タ
族
」
と
な
っ
た
と
し
て
お
り
、
平
野
小
剣
も
「
エ

タ
」
民
族
観
の
所
有
者
で
「
エ
タ
」
民
族
解
放
運
動
を
主
張
し
て
い

ま
す
。
そ
う
い
っ
た
捉
え
方
の
中
で
「
エ
タ
」
族
と
朝
鮮
民
族
が
「
同

祖
同
族
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
当

時
の
思
想
的
状
況
だ
と
そ
う
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

　
関
西
朝
鮮
人
聯
盟
は
『
新
鮮
日
報
』
と
い
う
機
関
紙
を
出
し
ま
す
。

こ
れ
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
の
が
先
駆
者
同
盟
で
す
。
会
員
が
木
本

凡
人
・
西
前
雅
文
・
竹
本
英
一
・
大
串
孝
之
助
な
ど
ア
ナ
キ
ス
ト
の

一
二
名
で
す
。
西
前
と
竹
本
を
編
集
人
に
送
り
込
ん
で
い
ま
す
。
ま

た
、
朝
鮮
人
協
会
総
務
の
金
東
赫
宅
で
米
田
も
発
刊
の
相
談
に
の
っ

て
い
ま
す
。
こ
こ
で
も
在
阪
朝
鮮
人
、
ア
ナ
キ
ス
ト
、
全
国
水
平
社

の
関
係
が
見
て
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

３
．
全
国
水
平
社
大
会
と
朝
鮮
人
協
会
・
関
西
朝
鮮
人
聯
盟

　
一
九
二
三
年
三
月
の
第
二
回
大
会
に
は
朝
鮮
人
側
か
ら
、
朝
鮮
人

協
会
三
役
（
会
長
李
善
洪
・
副
会
長
朴
興
奎
・
総
務
金
東
赫
）
が
参

加
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
木
本
凡
人
を
通
じ
て
大
阪
の
ア
ナ
キ
ス

ト
た
ち
が
多
く
入
場
し
て
い
ま
す
。
ボ
ル
派
で
あ
る
大
阪
朝
鮮
労
働

同
盟
会
・
東
京
北
星
会
か
ら
は
祝
電
の
み
で
し
た
。
水
平
社
側
は
朝

鮮
人
と
の
関
係
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
、「
水
平
運
動
ノ
国
際
化

ニ
関
ス
ル
件
」
を
決
議
し
ま
す
。
提
案
理
由
「
国
際
的
ニ
劣
等
人
種

ト
シ
テ
差
別
待
遇
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ
…
我
国
ニ
於
ケ
ル
朝
鮮
人
亦
然
リ
」

と
い
う
こ
と
で
、
朝
鮮
人
へ
の
差
別
問
題
を
初
め
て
と
り
あ
げ
ま
す
。

泉
野
利
喜
蔵
が
「
水
平
社
ト
朝
鮮
人
ノ
提
携
ニ
関
ス
ル
件
」
を
緊
急

動
議
で
提
出
し
ま
す
。「
現
今
我
カ
官
憲
ハ
水
平
運
動
并
ニ
朝
鮮
独

立
運
動
ニ
対
シ
苛
酷
ナ
ル
圧
迫
ヲ
加
ヘ
居
レ
ル
ガ
、
吾
ガ
水
平
社
ノ

主
張
ハ
正
義
人
道
ニ
立
脚
シ
差
別
待
遇
ノ
解
放
ヲ
叫
ブ
ニ
在
リ
テ
、

朝
鮮
人
ノ
主
張
ス
ル
処
ト
相
合
致
ス
ル
ガ
故
ニ
将
来
朝
鮮
人
ト
合
体

シ
テ
相
共
ニ
人
類
解
放
運
動
ノ
目
的
ヲ
達
成
セ
ム
ト
ス
」。
こ
れ
は

議
長
保
留
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
大
会
に
つ
い
て
京
都
府
警
察
部
長
が
報
告
し
て
い
ま
す
。 

「
本
年
二
月
一
六
日
大
阪
市
に
於
け
る
第
二
回
水
平
社
大
会
準
備
委

員
会
終
了
後
、
最
高
幹
部
秘
密
会
に
於
て
今
後
朝
鮮
人
と
の
連
絡
を

必
要
と
な
す
も
の
あ
り
と
て
種
々
協
議
し
た
る
形
跡
あ
り
。」
と
さ 

れ
、
さ
ら
に
「
大
阪
府
甲
号
木
本
正
胤
は
水
平
社
同
人
と
最
も
接
近

し
、
同
社
幹
部
清
原
一
隆
事
西
光
万
吉
・
同
千
崎
富
一
郎
事
米
田
富

一
郎
等
と
親
交
あ
り
、
従
来
水
平
社
宣
伝
演
説
会
開
催
の
都
度
直
接

間
接
之
に
援
助
を
与
え
来
り
し
も
の
な
る
が
、
本
年
二
月
十
七
日
、
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大
阪
市
に
於
て
全
国
水
平
社
第
二
回
大
会
準
備
委
員
会
を
開
催
せ
る

際
、
大
阪
府
甲
号
木
本
正
胤
方
に
水
平
社
幹
部
約
五
名
宿
泊
せ
る
事

実
あ
る
の
外
、
水
平
社
幹
部
は
常
に
木
本
と
相
往
来
し
其
の
指
導
を

受
け
居
れ
り
。
本
年
二
月
一
九
日
Ａア

ボ

ツ

ォ

Ｂ
Ｃ
倶
楽
部
（
木
本
等
の
組
織

に
係
る
思
想
団
体
）
主
催
演
説
会
開
催
に
当
り
、
水
平
社
同
人
平
野

重
吉
（
警
視
庁
甲
号
）・
野
口
一
郎
（
滋
賀
県
思
想
要
注
意
人
）
等

登
壇
、
過
激
の
演
説
を
な
し
臨
監
警
察
官
に
中
止
を
命
ぜ
ら
れ
た
る

事
実
あ
り
。」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
人
々
が
木
本
の
周

辺
に
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
動
き
を
踏
ま
え
て
「
前
記
木
本
は
二
月

十
九
日
李
善
洪
・
朴
興
奎
・
金
東
赫
（
大
阪
府
要
注
意
）
等
を
訪
問
、

大
会
当
日
必
ず
出
席
す
る
様
頻
り
に
勧
誘
し
」
た
結
果
、
李
善
洪
ら

は
参
加
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
一
九
二
四
年
三
月
の
第
三
回
大
会
は
、
普
通
選
挙
を
ど
う
考
え
る

の
か
等
で
対
立
し
た
大
会
と
い
わ
れ
る
の
で
す
が
、
そ
の
一
方
で
水

平
社
が
朝
鮮
問
題
に
最
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
大
会
で
す
。
朝
鮮

人
側
は
崔

チ
ェ
ソ
ン
ミ
ョ
ン

善
鳴
が
関
西
朝
鮮
人
聯
盟
の
理
事
と
し
て
出
席
し
、
演
説

を
試
み
ま
す
。
朝
鮮
に
関
わ
る
三
つ
の
決
議
の
可
決
後
、
在
留
朝
鮮

人
か
ら
の
祝
辞
の
朗
読
が
あ
っ
た
と
さ
れ
ま
す
が
誰
の
も
の
か
は
不

明
で
す
。
た
だ
、
平
野
小
剣
の
報
告
に
「
朝
鮮
衡
平
社
か
ら
東
京
労

働
同
盟
の
金
氏
を
通
じ
て
水
平
社
に
厚
意
を
寄
せ
た
」
と
い
う
の
が

あ
る
の
で
、
東
京
の
朝
鮮
労
働
同
盟
会
が
祝
辞
を
だ
し
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
崔
善
鳴
は
、
当
時
は
ア
ナ
キ
ス
ト
で
、
一
九
三
〇
年
代

に
『
協
同
組
合
運
動
』
を
発
刊
す
る
な
ど
し
た
イ
ン
テ
リ
で
す
。
彼

は
、
衡
平
社
と
水
平
社
を
つ
な
い
だ
重
要
人
物
で
す
。
彼
の
生
ま
れ

故
郷
に
は
衡
平
社
の
分
社
が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
、
身
近
な
と
こ
ろ

に
差
別
が
あ
っ
て
運
動
を
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

ま
す
。
こ
の
大
会
で
は
、
朝
鮮
に
関
わ
る
三
つ
の
決
議
を
可
決
し
ま

し
た
。「
朝
鮮
ノ
衡
平
運
動
ト
連
絡
ヲ
図
ル
ノ
件
」、「
内
地
ニ
於
ケ

ル
鶏
林
同
胞
ノ
差
別
撤
廃
運
動
ヲ
声
援
ス
ル
ノ
件
」、「
鮮
人
取
扱
ニ

関
シ
テ
政
府
ニ
警
告
ス
ル
ノ
件
」
で
す
。

　
ま
ず
「
朝
鮮
ノ
衡
平
運
動
ト
連
絡
ヲ
図
ル
ノ
件
」
で
す
が
、『
大

正
十
三
年
六
月

　
水
平
運
動
ノ
概
況
（
第
四
九
特
別
議
会
資
料
）』 

（
内
務
省
警
保
局
）
に
よ
る
と
、「
ニ
．
社
会
主
義
者
並
朝
鮮
人
ト

ノ
関
係
…
朝
鮮
人
ト
ノ
関
係
ヲ
観
ル
ニ
目
下
大
阪
ニ
於
ケ
ル
「
関
西

朝
鮮
人
聯
盟
」（
朝
鮮
人
ノ
解
放
団
体
）
ハ
其
ノ
組
織
ニ
当
リ
水
平

社
幹
部
等
ノ
策
動
ヲ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
爾
後
水
平
社
ノ
姉
妹
団

体
ト
シ
テ
相
当
連
携
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
其
ノ
後
第
三
回
水
平
大

会
ニ
於
テ
朝
鮮
衡
平
社
ト
連
絡
ヲ
図
ル
事
ヲ
可
決
シ
タ
リ
両
者
今
後

ノ
提
携
ハ
注
意
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ト
思
料
セ
ラ
ル
」
と
あ
り
ま
す
。
衡

平
社
と
の
連
絡
に
関
西
朝
鮮
人
聯
盟
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
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が
わ
せ
ま
す
。
翌
年
の
『
大
正
十
四
年
一
月

　
最
近
ニ
於
ケ
ル
在
留

朝
鮮
人
情
況
』（
内
務
省
警
保
局
）
で
は
「
大
正
十
三
年
三
月
二
、

三
日
京
都
ニ
於
テ
開
催
ノ
第
三
回
全
国
水
平
社
大
会
ニ
際
シ
同
ジ
ク

木
本
正
胤
ヲ
介
シ
要
視
察
人
朝
鮮
人
崔
善
鳴
ガ
出
席
シ
演
説
ヲ
試
ミ

タ
ル
ガ
大
会
ニ
於
テ
ハ
将
来
衡
平
社
ト
提
携
ス
ベ
キ
ヲ
決
議
シ
タ
ル

ヲ
以
テ
崔
善
鳴
ハ
其
ノ
連
絡
提
携
ニ
関
シ
木
本
ト
秘
密
会
合
ヲ
為
シ

且
衡
平
社
本
部
ト
モ
打
合
セ
タ
ル
ヤ
ノ
情
報
ニ
接
シ
タ
ル
モ
目
下
ノ

処
未
ダ
公
然
提
携
シ
テ
運
動
ヲ
共
ニ
セ
ン
ト
ス
ル
ガ
如
キ
傾
向
ヲ
認

メ
ズ
」
と
、
木
本
凡
人
・
崔
善
鳴
が
衡
平
社
へ
の
祝
辞
の
作
成
・
連

絡
の
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
最
初
に
示
し
た

祝
辞
の
「
人
間
礼
賛
の
佳
き
日
の
為
め
」
な
ど
の
文
言
は
、
朝
治
武

さ
ん
の
研
究
で
も
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
平
野
小
剣
が
作
成
に
関
わ
っ

て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
三
者
で
祝
辞
の
や
り
と

り
の
関
係
を
作
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。

　
「
内
地
ニ
於
ケ
ル
鶏
林
同
胞
ノ
差
別
撤
廃
運
動
ヲ
声
援
ス
ル
ノ
件
」、

こ
れ
は
九
州
水
平
社
か
ら
の
「
彼
等
ハ
白
丁
ヲ
虐
メ
テ
ヲ
ル
ノ
ダ
カ

ラ
彼
等
ニ
白
丁
ヲ
虐
メ
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
ト
警
告
文
ヲ
発
シ
タ
イ
」
と
い

う
条
件
を
つ
け
て
可
決
し
ま
す
。
ど
う
い
う
ふ
う
に
警
告
す
る
の
か

と
い
う
と
「
朝
鮮
内
の
白
丁
を
差
別
せ
ぬ
様
朝
鮮
人
協
会
へ
要
求
す

る
条
件
を
可
決
す
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
も
李
善
洪
た
ち
が
水
平
社
と

の
関
係
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
「
鮮
人
取
扱
ニ
関
シ
テ
政
府
ニ
警
告
ス
ル
ノ
件
」
は
、
こ
の
緊
急

動
議
が
出
る
伏
線
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
第
三
回
大
会
直
前
の
二
月
二

二
日
の
警
察
に
よ
る
李
善
洪
殴
打
事
件
で
す
。
李
善
洪
宅
で
の
電
気

盗
用
の
誤
解
問
題
か
ら
、
抗
議
し
た
李
善
洪
を
三
名
の
戎
署
巡
査
が

衆
人
環
視
の
中
で
袋
叩
き
に
し
た
事
件
で
す
。
李
善
洪
や
多
数
の
朝

鮮
人
協
会
員
が
戎
署
に
押
し
か
け
、
交
渉
し
ま
す
が
誠
意
が
な
い
と

い
う
こ
と
で
、
二
三
日
夜
、
李
善
洪
宅
で
朝
鮮
人
協
会
の
支
部
団
体

関
係
者
五
十
名
が
集
ま
り
、
①
戎
署
が
謝
意
を
表
す
こ
と
、
②
暴
行

三
巡
査
を
免
職
す
る
こ
と
、
③
「
日
鮮
融
和
」
の
講
演
会
を
警
察
側

が
開
催
す
る
こ
と
の
三
要
求
を
決
定
し
ま
す
。
関
東
大
震
災
の
と
き

の
虐
殺
事
件
も
差
別
が
根
本
問
題
と
認
識
し
、
関
西
各
府
県
の
警
察

部
が
雇
用
主
に
厳
重
な
朝
鮮
人
雇
入
れ
名
簿
を
作
ら
せ
て
い
る
こ
と
、

朝
鮮
人
が
日
本
名
を
名
乗
ら
な
け
れ
ば
家
を
借
り
ら
れ
な
い
と
い
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
の
講
演
会
を
行
え
と
し
ま
し
た
。
二
三
日
午
後
九

時
か
ら
翌
朝
午
前
三
時
ま
で
代
表
委
員
七
名
が
戎
署
長
と
交
渉
し
、

警
察
で
は
二
七
日
ま
で
に
何
ら
か
の
回
答
を
す
る
と
約
束
し
て
一
同

を
引
き
取
ら
せ
ま
す
。
二
六
日
深
夜
に
警
察
側
が
三
要
求
の
全
部
を

入
れ
る
こ
と
で
一
度
解
決
し
た
と
思
わ
れ
ま
し
た
が
、
警
察
側
は
摂

政
が
西
下
中
の
た
め
に
警
備
が
手
薄
な
こ
と
を
理
由
に
、「
内
鮮
融 
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和
」
の
講
演
会
開
催
の
日
時
が
決
定
で
き
な
い
と
し
ま
し
た
。
こ
れ

に
業
を
煮
や
し
た
の
か
、
李
善
洪
、
朴
興
奎
他
三
名
が
上
京
し
て
首

相
、
内
務
大
臣
、
警
保
局
長
へ
の
陳
情
を
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
ま

す
。
た
だ
、
こ
の
東
京
へ
の
陳
情
予
定
が
報
告
さ
れ
る
と
警
察
の
態

度
が
一
変
し
ま
す
。
自
分
た
ち
の
メ
ン
ツ
が
た
た
な
い
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
ま
で
の
交
渉
相
手
は
大
阪
府
の
警
察
部
長
代
理

だ
っ
た
の
で
す
が
二
九
日
、
最
終
的
に
朝
鮮
人
協
会
側
と
面
談
し
た

警
察
部
長
の
見
解
は
、
そ
れ
ま
で
の
経
緯
は
自
分
の
預
か
り
知
ら
な

い
こ
と
と
し
て
、ま
と
ま
り
か
け
た
交
渉
条
件
を
反
古
に
し
て
し
ま
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
後
の
行
動
の
話
は
後
に
し
ま
す
。

　
こ
の
年
の
四
月
二
七
日
は
、「
排
日
移
民
法
」
に
反
対
す
る
水
平

社
の
臨
時
大
会
が
開
か
れ
ま
す
。
そ
れ
に
関
西
朝
鮮
人
聯
盟
が
祝
辞

を
送
り
ま
し
た
。
司
会
の
米
田
富
が
朗
読
し
て
い
ま
す
。
祝
辞
の
中

で
気
を
使
っ
た
の
か
、「
日
本
帝
国
カ
ラ
侮
蔑
サ
レ
テ
居
ル
」
と
し

て
い
て
日
本
人
か
ら
侮
蔑
さ
れ
て
い
る
と
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の

大
会
で
は
檄
文
を
衡
平
社
に
送
る
こ
と
も
可
決
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

が
実
際
に
送
ら
れ
た
ど
う
か
は
確
認
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
こ
の

後
、
関
西
朝
鮮
人
聯
盟
の
活
動
の
記
録
は
見
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

雑
多
な
団
体
の
寄
せ
集
め
な
の
で
朝
鮮
人
聯
盟
と
し
て
一
致
し
て
行

動
す
る
と
い
う
こ
と
の
困
難
性
が
一
つ
と
、
崔
善
鳴
が
ア
ナ
キ
ズ
ム

運
動
に
純
化
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
別
の
団
体
を
作
り
、
李
善
洪
も

朝
鮮
人
協
会
の
活
動
に
戻
っ
て
い
っ
た
た
め
に
空
中
分
解
し
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。

４
．
一
九
二
四
年
、
朝
鮮
人
運
動
へ
の
水
平
社
の
協
力

　
一
九
二
四
年
、
水
平
社
は
積
極
的
に
在
日
朝
鮮
人
運
動
に
協
力
し

て
い
き
ま
す
。
先
ほ
ど
の
講
演
会
を
警
察
が
反
故
に
し
た
と
い
う
話

で
す
が
、
関
西
朝
鮮
人
聯
盟
理
事
の
崔
善
鳴
が
上
京
し
ま
す
。
平
野

小
剣
の
手
引
き
で
首
相
・
内
相
・
警
保
局
長
を
訪
問
、
陳
情
す
る
計

画
で
し
た
。
前
年
に
平
野
も
陳
情
を
し
て
い
ま
す
の
で
自
分
の
経
験

を
も
と
に
手
引
き
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
実
際
に
は
首
相
秘
書
官
、

内
相
秘
書
官
、
警
保
局
長
、
内
鮮
課
長
に
面
会
し
ま
し
た
。
警
保
局

長
と
は
震
災
時
の
朝
鮮
人
虐
殺
を
め
ぐ
っ
て
大
激
論
に
な
り
、
糾
弾

書
を
突
き
つ
け
て
退
席
し
ま
す
。
こ
の
様
子
を
聞
い
た
平
野
が
第
三

回
埼
玉
水
平
社
大
会
で
「
支
那
、
朝
鮮
人
並
び
に
諸
外
国
人
に
対
し

侮
蔑
的
意
思
を
以
て
絶
対
に
唱
許
せ
さ
る
事
」
と
い
う
こ
と
を
可
決

し
ま
す
。

　
崔
善
鳴
は
帰
阪
後
す
ぐ
に
関
西
朝
鮮
人
聯
盟
本
部
の
協
議
会
に
経

過
報
告
を
し
ま
す
。
そ
の
場
で
大
阪
で
の
報
告
演
説
会
の
開
催
を
五

月
に
計
画
し
ま
し
た
。「
一
．
政
府
は
鮮
人
虐
殺
の
真
相
を
発
表
す
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る
こ
と
、
二
．
在
内
地
鮮
人
労
働
者
の
救
済
政
策
を
確
立
す
る
こ
と
、

三
．警
官
の
朝
鮮
人
に
対
す
る
侮
蔑
的
扱
を
徹
底
的
に
な
く
す
こ
と
」

の
三
項
目
を
要
求
項
目
と
し
て
あ
げ
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
直
後
に

関
西
朝
鮮
人
聯
盟
が
消
滅
し
ま
す
の
で
こ
の
演
説
会
は
開
催
さ
れ
た

形
跡
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
崔
善
鳴
は
違
う
形
で
同
じ
よ
う
な
演

説
会
を
開
い
た
こ
と
は
後
に
出
て
き
ま
す
。
関
西
朝
鮮
人
聯
盟
は
四

月
九
日
に
済
州
島
民
大
会
を
開
き
ま
す
。
済
州
島
出
身
の
朝
鮮
人
が

主
催
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
実
際
に
は
崔
善
鳴
が
関
西
朝
鮮
人
聯
盟
、

水
平
社
に
応
援
を
求
め
て
開
催
し
た
も
の
で
す
。
済
州
島
民
が
「
陸

地
」
朝
鮮
人
、
特
に
相
愛
会
か
ら
差
別
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
糾
弾

演
説
会
で
し
た
。
相
愛
会
は
後
に
衆
議
院
議
員
と
な
る
朴

パ
ク
チ
ュ
ン
グ
ム

春
琴
ら
が

作
っ
た
親
日
融
和
団
体
で
す
。
朝
鮮
人
労
働
者
か
ら
会
費
を
取
っ
て

企
業
に
斡
旋
し
、
そ
の
統
制
、
労
働
争
議
の
鎮
圧
に
あ
た
り
ま
し
た
。

多
く
の
朝
鮮
人
か
ら
「
日
本
の
番
犬
」、「
労
働
者
の
搾
取
者
」
と
忌

み
嫌
わ
れ
ま
し
た
。
木
本
凡
人
も
こ
の
集
会
に
参
加
し
て
い
ま
す
。

四
月
二
一
日
、
第
四
回
三
重
県
水
平
社
大
会
へ
関
西
朝
鮮
人
聯
盟
か

ら
祝
辞
が
送
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
以
降
、
関
西
朝
鮮
人
聯
盟
と
し

て
の
活
動
は
発
見
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
水
平
社
の
姉
妹
団
体
と
み
な

さ
れ
て
い
た
団
体
が
消
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

こ
れ
で
水
平
社
と
衡
平
社
、
在
阪
朝
鮮
人
の
連
帯
が
終
っ
た
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
れ
を
受
け
継
い
だ
の
は
朝
鮮
無
産
者
社
会
聯
盟
で
す
。
崔
善
鳴

が
作
り
ま
し
た
。
済
州
島
の
ア
ナ
キ
ス
ト
高コ

ス

ヌ

ン

順
欣
が
来
阪
し
て
、
彼

と
崔
善
鳴
が
ア
ナ
キ
ズ
ム
に
純
化
し
た
団
体
と
し
て
結
成
し
ま
し
た
。

六
月
二
八
日
に
「
朝
鮮
人
問
題
演
説
会
」
を
開
催
し
ま
す
。
こ
れ
は

先
ほ
ど
言
っ
た
五
月
に
開
催
し
よ
う
と
し
て
い
た
集
会
と
同
じ
中
味

で
開
き
ま
し
た
。
朝
鮮
無
産
者
社
会
聯
盟
が
主
催
で
、
木
本
凡
人
が

後
援
し
ま
し
た
。
日
本
人
の
参
加
者
の
方
が
多
か
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
朝
鮮
人
三
〇
〇
名
、
日
本
人
四
〇
〇
名
、
内
水
平
社
員
は

三
〇
名
が
参
加
し
ま
し
た
。
大
阪
向
野
の
絲
若
柳
子
が
演
説
し
ま
す
。

絲
若
柳
子
は
木
本
凡
人
の
影
響
が
強
い
人
で
す
。
震
災
時
の
虐
殺
朝

鮮
人
の
追
悼
及
び
批
判
と
朝
鮮
人
待
遇
問
題
批
判
等
を
論
議
し
ま
し

た
。
こ
れ
を
遠
島
哲
男
が
『
同
和
通
信
』
で
紹
介
し
て
い
る
の
は
、

お
そ
ら
く
米
田
富
ら
の
関
係
か
ら
と
思
わ
れ
ま
す
。
八
月
五
日
に
は

「
朝
鮮
人
言
論
圧
迫
弾
劾
集
会
」
が
開
か
れ
ま
す
。
こ
れ
も
水
平
社

が
応
援
し
て
い
ま
す
が
、
日
本
労
働
総
同
盟
も
応
援
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、ボ
ル
系
・
ア
ナ
系
・
民
族
主
義
者
・
ク
リ
ス
チ
ャ

ン
ら
が
大
同
団
結
し
て
開
い
た
集
会
で
す
。
一
九
二
三
、
四
年
前
半

頃
ま
で
は
朝
鮮
人
の
ボ
ル
派
と
ア
ナ
派
は
大
阪
で
争
っ
て
い
る
の
で

す
が
、
こ
の
一
九
二
四
年
後
半
か
ら
二
五
年
に
か
け
て
、
水
平
社
、
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衡
平
社
、
在
阪
朝
鮮
人
が
一
番
活
発
に
活
動
し
た
時
に
は
あ
ま
り
対

立
が
な
い
の
で
す
。
こ
の
集
会
を
米
田
富
が
見
に
来
て
手
帳
に
様
子

を
メ
モ
し
て
い
ま
す
。「
八
月
五
日
午
後
七
時

　
朝
鮮
六
団
体
の
主

催
に
て
朝
鮮
人
言
論
集
会
圧
迫
弾
劾
演
説
会
を
開
く

　
警
官
の
圧
迫

愈
々
急
（
中
止
、
検
束
）
圧
迫
に
依
り
て
逆
に
朝
鮮
人
運
動
を
促
進

し
得
ば
御
慰
み
」
と
感
想
を
記
し
て
い
ま
す
。
一
一
月
に
も
同
じ
よ

う
な
集
会
が
持
た
れ
て
い
ま
す
。
最
も
、
日
本
人
と
朝
鮮
人
の
連
帯

が
活
発
だ
っ
た
時
期
と
い
え
ま
す
。

　
こ
の
一
九
二
四
年
は
、
水
平
社
関
係
の
機
関
誌
も
朝
鮮
問
題
を
か

な
り
取
り
上
げ
ま
す
。『
愛
国
新
聞
』
は
三
重
県
水
平
社
と
日
農
三

重
県
聯
合
会
の
合
同
機
関
紙
で
す
が
、
中
心
の
上
田
音
市
は
当
時
、

木
本
凡
人
と
親
交
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
一
番
熱
心
に
取
り
上
げ

て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
『
防
長
水
平
』、『
ワ
シ
ラ
ノ
シ
ン
ブ
ン
』
こ

れ
は
木
本
凡
人
と
親
交
の
あ
っ
た
難
波
英
夫
が
主
幹
で
す
。『
自
由
』

は
関
東
水
平
社
の
機
関
紙
で
平
野
小
剣
が
編
集
で
す
。
こ
う
い
っ
た

水
平
社
関
係
の
機
関
誌
の
な
か
で
朝
鮮
問
題
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、

ボ
ル
系
と
い
う
よ
り
は
木
本
凡
人
や
平
野
小
剣
が
関
係
し
て
い
る
も

の
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

５
．
一
九
二
四
年
、
水
平
社
関
係
者
と
衡
平
社
と
の
交
流

　
先
程
の
祝
辞
に
戻
り
ま
す
。
祝
辞
を
送
っ
た
時
、
実
は
水
平
社
と

同
じ
よ
う
に
白
丁
関
係
者
だ
け
で
団
体
を
作
る
と
い
う
動
き
が
で
て

き
て
お
り
、
衡
平
社
は
分
裂
し
て
い
ま
し
た
。
二
月
に
路
線
対
立
が

表
面
化
し
、
三
月
に
衡
平
社
聯
盟
総
本
部
と
衡
平
社
革
新
同
盟
に
分

裂
し
ま
す
。
両
者
は
四
月
二
五
日
の
衡
平
社
一
周
年
の
大
会
を
別
々

に
開
催
し
ま
す
。
衡
平
社
聯
盟
総
本
部
は
、
晋
州
に
本
部
を
お
い
て
、

今
ま
で
通
り
の
形
で
や
っ
て
い
こ
う
と
し
ま
す
。
思
想
は
社
会
主
義

的
運
動
路
線
に
懐
疑
的
で
す
。
水
平
社
が
祝
辞
を
送
っ
た
の
は
こ
ち

ら
で
す
。
平
野
小
剣
ら
を
弁
士
と
し
て
招
請
す
る
予
定
と
い
う
こ
と

で
、
崔
善
鳴
が
多
分
関
係
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
に

対
し
て
、
衡
平
社
革
新
同
盟
は
ソ
ウ
ル
で
大
会
を
開
い
て
い
ま
し
て
、

張チ
ャ
ン
ジ
ビ
ル

志
弼
ら
に
よ
っ
て
白
丁
の
み
で
構
成
し
ま
し
た
。
そ
れ
と
共
に
社

会
主
義
的
運
動
路
線
を
志
向
し
ま
す
。
こ
の
当
時
、
立
命
館
大
学
経

済
科
生
で
大
分
水
平
社
幹
部
の
猪
原
久
重
が
参
加
し
た
と
い
わ
れ
ま

す
。
こ
ち
ら
は
ボ
ル
派
の
援
助
で
水
平
社
に
記
念
講
演
を
依
頼
し
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
金
靜
美
さ
ん
が
こ
の
と
き
の
謝
詞
が
偽
物
だ
っ

た
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
彼
女
は
誤
解
し
て
い
ま
す
。
衡
平
社

聯
盟
総
本
部
が
晋
州
で
大
会
を
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
よ

う
で
、
な
い
大
会
に
送
っ
て
い
る
ん
だ
か
ら
作
っ
た
に
違
い
な
い
、
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勝
手
に
作
り
上
げ
た
ん
だ
と
い
う
誤
解
で
す
。こ
の
時
は
二
つ
の
ル
ー

ト
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
第
三
回
水
平
社
大
会
の
決
議
で
動
い

た
の
は
、
崔
善
鳴
、
木
本
凡
人
、
平
野
小
剣
で
す
か
ら
、
祝
辞
が
い
っ

た
の
が
衡
平
社
聯
盟
総
本
部
だ
っ
た
の
は
、
必
然
的
な
こ
と
だ
っ
た

の
で
す
。
七
月
に
『
斥
侯
隊
』（
北
星
会
機
関
紙
）
で
宋ソ

ン
ボ
ン
ウ

奉
瑀
が
「
時

評
―
危
機
に
お
ち
い
っ
た
衡
平
運
動
」
を
書
い
て
い
る
の
で
す
が
、

北
星
会
に
と
っ
て
は
分
裂
を
歓
迎
し
た
と
ま
で
は
い
い
ま
せ
ん
が
、

革
新
同
盟
を
支
援
し
、
影
響
力
を
増
大
し
た
い
と
い
う
思
惑
は
あ
っ

た
で
し
ょ
う
。
水
平
社
は
猪
原
久
重
に
分
裂
の
調
査
を
命
じ
、
そ
の

結
果
、「
吾
が
水
平
社
は
今
後
革
新
同
盟
と
の
間
に
連
絡
を
執
る
筈

で
あ
る
」
と
修
正
を
図
ろ
う
と
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、『
日
本
労
働

年
鑑
（
大
正
十
四
年
版
）』
に
よ
る
と
、
衡
平
社
が
分
裂
す
る
の
は

よ
ろ
し
く
な
い
の
で
調
停
を
図
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の

時
に
、「
大
阪
の
水
平
社
が
調
停
を
な
し
つ
ゝ
あ
り
と
伝
へ
ら
れ
た
」

と
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
、
大
阪
府
水
平
社
が
調
停
す
る
か
と
い
う
こ
と

で
す
が
、
水
平
社
が
直
接
、
衡
平
社
と
接
触
す
る
の
は
難
し
い
の
で
、

泉
野
た
ち
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
崔
善
鳴
や
李
善
洪
ら
大
阪
の
朝
鮮
人
が

仲
介
に
入
っ
て
伝
え
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
ま
す
。
こ
の
働
き
か
け
の
効
果
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、
八
月
に
結
果
と
し
て
一
つ
に
戻
り
ま
す
。
こ
の
時
は
水
平

社
代
表
と
称
し
て
遠
島
哲
男
が
参
加
・
演
説
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、
衡
平
社
と
水
平
社
は
具
体
的
に
行
き
来
す
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
九
月
に
衡
平
社
執
行
委
員
の
金

キ
ム
ギ
ョ
ン
サ
ム

慶
三
が
訪
日
し
ま
す
。
彼

が
交
流
し
た
の
は
、
平
野
小
剣
、
米
田
富
、
栗
須
七
郎
、
遠
島
哲
男

と
い
っ
た
ボ
ル
派
と
は
一
線
を
引
い
た
人
物
で
す
。
一
〇
月
五
日
に

は
、
平
野
小
剣
の
影
響
力
の
強
い
群
馬
県
水
平
社
秋
季
大
会
で
金
慶

三
が
衡
平
社
に
つ
い
て
講
演
し
て
い
ま
す
。
平
野
小
剣
も
朝
鮮
に
関

す
る
講
話
を
行
っ
て
い
ま
す
。
米
田
富
の
手
帳
に
「
衡
平
運
動
」
と

い
う
メ
モ
が
四
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
中
に

金
慶
三
の
名
前
も
載
っ
て
お
り
、
こ
の
渡
日
の
際
に
行
動
を
共
に
し

て
金
慶
三
の
話
を
メ
モ
し
た
も
の
と
も
推
測
さ
れ
ま
す
。

　
こ
う
や
っ
て
一
九
二
四
年
の
後
半
は
動
き
ま
す
。
た
だ
し
二
四
年

の
最
後
に
朝
鮮
人
と
の
交
流
に
水
を
さ
し
た
「
遠
島
ス
パ
イ
事
件
」

が
起
こ
り
ま
す
。
同
和
通
信
社
の
遠
島
哲
男
が
警
視
庁
に
水
平
運
動

の
情
報
を
流
す
代
わ
り
に
金
を
貰
っ
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
ま
す
。

平
野
、
米
田
、
南
梅
吉
等
が
、
同
和
通
信
社
支
局
員
と
い
う
形
で
金

を
も
ら
っ
て
情
報
を
遠
島
に
提
供
し
、
泉
野
利
喜
蔵
も
関
係
し
た
と

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
か
な
り
厳
し
い
処
分
が
で
ま
す
。
南

梅
吉
、
平
野
小
剣
が
除
名
さ
れ
、
米
田
富
は
謝
罪
し
ま
す
。
米
田
は

奈
良
の
組
織
が
非
常
に
強
か
っ
た
の
で
除
名
ま
で
至
ら
な
か
っ
た
の
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で
し
ょ
う
。
朝
治
武
さ
ん
は
、
こ
れ
は
当
時
と
し
て
は
あ
ま
り
に
も

重
す
ぎ
る
処
分
で
は
な
い
か
、
ボ
ル
派
の
青
年
同
盟
の
意
図
的
な
動

き
に
よ
っ
て
こ
れ
だ
け
の
処
分
が
で
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
で
、
在
阪
朝
鮮
人
や
衡
平
社
と
の
交
流
の
パ
イ
プ
の

中
心
と
な
っ
た
平
野
小
剣
・
米
田
富
の
影
響
が
全
国
水
平
社
に
及
ば

な
く
な
り
ま
す
。
全
国
水
平
社
を
つ
う
じ
て
の
交
流
が
こ
の
後
は
衰

退
し
て
い
き
ま
す
。
祝
電
は
行
き
来
し
ま
す
が
、
後
は
個
別
の
運
動

が
中
心
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

６
．
一
九
二
五
年
の
水
平
社
と
衡
平
社
の
交
流

　
七
月
に
ソ
ウ
ル
を
中
心
に
朝
鮮
で
大
水
害
が
発
生
し
ま
す
。
八
月

に
は
朝
鮮
醴

イ
ェ
チ
ョ
ン

泉
で
醴
泉
青
年
会
と
労
農
会
に
よ
る
衡
平
社
襲
撃
事
件

が
発
生
し
ま
す
。
八
月
二
二
日
に
朝
鮮
水
害
罹
災
同
胞
救
済
演
説
会

が
大
阪
市
内
の
日
本
橋
四
丁
目
五
階
倶
楽
部
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
ア

ナ
系
が
中
心
な
の
で
す
が
、
大
阪
の
水
平
社
を
巻
き
込
ん
で
救
済
委

員
会
を
つ
く
り
ま
す
。
そ
の
中
で
醴
泉
の
襲
撃
事
件
に
対
す
る
緊
急

動
議
を
行
っ
て
い
ま
す
。
朝
鮮
で
は
総
督
府
の
報
道
管
制
が
実
施
さ

れ
て
い
た
中
に
も
関
わ
ら
ず
、
在
阪
朝
鮮
人
の
関
係
も
あ
っ
て
迅
速

な
対
応
を
と
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
も
う
一
つ
特
筆
で
き
る
の

は
、
大
阪
で
唯
一
の
ア
ナ
派
で
あ
っ
た
富
田
林
の
新
堂
水
平
社
の
活

動
で
す
。
北
井
正
一
が
活
動
の
中
心
で
栗
須
七
郎
と
深
い
関
係
が
あ

り
ま
し
た
。
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
「
社
会
問
題
夏
期
講
習
会
」

を
開
催
し
ま
す
。
崔
善
鳴
と
高
順
欣
を
講
師
に
招
き
ま
す
。
そ
れ
を

う
け
て
、『
大
阪
水
平
新
聞
』
一
九
二
五
年
九
月
一
五
日
号
で
は
、

新
堂
居
住
の
松
谷
功
が
「
先
づ
自
ら
の
優
越
感
を
除
け
」
と
部
落
居

住
の
朝
鮮
人
へ
の
差
別
を
問
題
に
し
て
「
吾
等
部
落
民
は
共
に
賎
民

と
し
て
、
弱
小
民
と
し
て
悲
惨
な
地
位
に
あ
る
朝
鮮
の
同
胞
に
斯
く

の
如
き
の
感
じ
を
与
へ
た
こ
と
を
深
く
悲
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、

「
鮮
人
に
対
す
る
に
一
種
の
優
越
感
を
以
て
、
賎
視
的
態
度
を
執
る

と
云
ふ
、
こ
の
事
実
は
明
か
に
支
配
階
級
の
征
服
行
為
を
、
無
意
識

裡
に
是
認
し
補
助
し
つ
ゝ
あ
る
の
で
は
な
い
か
。」と
訴
え
か
け
ま
す
。

た
だ
新
堂
部
落
で
の
こ
う
し
た
活
動
も
、
北
井
正
一
が
在
郷
軍
人
会

員
差
別
発
言
関
連
で
逮
捕
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
一
九
二
六
年
に

な
る
と
下
火
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
お
お
む
ね
ア
ナ

系
の
人
た
ち
が
、衡
平
社
と
朝
鮮
人
・
水
平
社
の
交
流
の
中
心
を
担
っ

て
い
ま
し
た
。

７
．
一
九
二
六
年
以
降
ア
ナ
系
の
活
動
の
衰
退
と
一
九
二
八
年
の
水

平
社
と
衡
平
社
の
交
流
の
終
焉

　
一
九
二
六
年
以
降
は
、
在
阪
朝
鮮
人
の
活
動
に
お
い
て
、
ア
ナ
系
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の
人
た
ち
の
活
動
は
完
全
に
衰
退
し
て
い
き
、
ボ
ル
系
が
強
く
な
っ

て
い
き
ま
す
。
水
平
社
自
身
も
遠
島
事
件
以
来
、
松
田
喜
一
ら
ボ
ル

派
が
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
主
導
権
を
確
立
し
ま
す
。
た
だ
し
、

一
九
二
八
年
の
三
・
一
五
事
件
で
松
田
喜
一
、
西
光
万
吉
、
木
村
京

太
郎
ら
が
逮
捕
さ
れ
勢
い
を
失
い
ま
す
。
衡
平
社
か
ら
水
平
社
へ
の

働
き
か
け
は
続
き
ま
す
が
、
水
平
社
か
ら
の
衡
平
社
へ
の
働
き
か
け
、

ま
た
日
本
在
住
の
朝
鮮
人
に
対
す
る
支
援
は
減
っ
て
い
き
ま
す
。

　
一
九
二
八
年
に
は
大
変
問
題
に
な
る
事
が
起
き
ま
す
。
衡
平
社
が

全
国
水
平
社
に
対
し
一
九
二
八
年
四
月
の
衡
平
社
第
六
回
大
会
へ
の

代
表
派
遣
を
要
請
し
ま
す
。
水
平
社
は
愛
媛
水
平
社
の
徳
永
参
次
中

央
委
員
を
正
式
派
遣
し
ま
す
。
大
会
二
日
目
、
徳
永
が
「
一
心
同
体

ト
ナ
リ
迫
害
ニ
対
抗
ス
ル
必
要
ア
リ
」
と
水
平
社
と
の
提
携
の
必
要

を
説
き
、
そ
の
後
の
議
論
の
末
に
水
平
社
と
の
提
携
を
可
決
し
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
翌
日
の
三
日
目
、
徳
永
が
次
の
よ
う
な
祝
辞
を
述
べ
ま

す
。「
天
皇
陛
下
ハ
一
視
同
仁
ト
仰
セ
ラ
レ
タ
」、「
衡
平
社
員
ト
水

平
社
員
ト
ガ
互
ニ
握
手
シ
テ
共
ニ
日
本
帝
国
ノ
国
勢
ヲ
四
海
ニ
発
揮

ス
ル
様
ニ
努
力
サ
レ
ム
コ
ト
ヲ
御
願
ヒ
シ
マ
ス
」。
こ
れ
は
物
議
を

か
も
し
そ
う
に
な
り
ま
す
が
、
臨
監
警
察
官
の
制
止
に
よ
り
、
議
論

は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
結
局
、
一
九
二
八
年
の
四
月
の
大
会
以
降

は
人
的
交
流
が
途
絶
え
て
祝
電
な
ど
だ
け
の
交
流
に
限
定
さ
れ
ま
す
。

そ
の
祝
電
と
い
っ
て
も
、
ボ
ル
派
の
水
平
社
解
消
派
が
衡
平
社
解
消

派
に
出
し
た
激
励
の
祝
電
が
多
く
、
結
局
途
絶
え
て
行
き
ま
す
。
そ

の
後
、
衡
平
社
の
急
進
的
な
勢
力
が
逮
捕
さ
れ
て
妥
協
的
な
融
和
主

義
団
体
へ
と
変
質
し
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
結
局
、
一
九
二
四
年
、

二
五
年
が
水
平
社
と
衡
平
社
・
在
阪
朝
鮮
人
の
交
流
の
ピ
ー
ク
で
か

ろ
う
じ
て
二
八
年
ま
で
続
き
、
途
絶
え
て
い
く
と
い
う
の
が
全
体
的

な
流
れ
で
す
。

８
．
一
九
二
六
年
以
降
も
朝
鮮
人
の
支
援
を
続
け
た
水
平
社
関
係
者
・

地
域

　
た
だ
、
一
九
二
六
年
以
降
も
個
人
的
、
地
域
的
に
朝
鮮
人
の
支
援

を
続
け
た
水
平
社
関
係
者
も
い
ま
す
。
一
九
二
四
年
、
二
五
年
に
交

流
を
持
っ
た
人
た
ち
が
そ
れ
以
降
も
続
け
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
泉

野
利
喜
蔵
は
堺
の
今
池
の
朝
鮮
人
「
不
法
占
拠
」
解
消
問
題
に
力
を

尽
く
し
ま
す
し
、
失
業
救
済
事
業
で
も
朝
鮮
人
た
ち
と
共
闘
し
、
支

援
を
続
け
ま
す
。
北
井
正
一
は
新
堂
を
離
れ
ま
す
が
、
浪
速
区
・
西

成
区
の
皮
革
産
業
に
関
わ
っ
て
組
合
を
作
り
ま
す
。
共
産
党
系
で
は

な
い
、
右
派
に
近
い
よ
う
な
無
産
政
党
系
で
す
。
そ
の
組
合
に
は
た

く
さ
ん
の
朝
鮮
人
が
入
っ
て
い
ま
し
た
。京
都
の
崇
仁
地
区
の
履
物
・

皮
革
産
業
に
朝
鮮
人
が
従
事
す
る
ケ
ー
ス
は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
の
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で
す
が
、
大
阪
で
は
し
て
い
ま
す
。
特
に
西
成
は
日
本
人
よ
り
朝
鮮

人
の
方
が
多
い
状
況
で
し
た
。
こ
の
違
い
が
な
ぜ
う
ま
れ
る
の
か
と

い
う
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
研
究
し
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

あ
と
、
北
井
正
一
と
深
い
関
係
に
あ
っ
た
栗
須
七
郎
で
す
。
彼
も
朝

鮮
人
と
共
闘
し
て
い
ま
す
。
彼
は
一
九
三
〇
年
に
総
選
挙
に
出
て
い

ま
す
。
そ
の
時
は
ハ
ン
グ
ル
投
票
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
最
初
に
ハ
ン
グ
ル
で
看
板
を
作
っ
た
の
は
栗

須
七
郎
で
し
た
。
そ
の
影
響
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん

が
、
こ
の
看
板
が
出
た
直
後
に
、
そ
れ
ま
で
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
ハ

ン
グ
ル
投
票
が
突
然
認
め
ら
れ
ま
す
。
彼
は
そ
の
後
、
西
浜
の
住
居

に
朝
鮮
人
の
子
ど
も
た
ち
を
書
生
と
し
て
住
ま
わ
せ
て
、「
水
平
道 

舎
」
を
つ
く
り
ま
す
。
戦
時
下
で
も
こ
う
い
っ
た
活
動
を
し
て
い
ま

し
た
。
米
田
富
も

　
李
善
洪
・
崔
善
鳴
と
の
付
き
合
い
は
続
き
ま
す
。

お
わ
り
に

　
従
来
評
価
の
高
か
っ
た
ボ
ル
系
で
す
が
、
い
か
に
効
率
よ
く
運
動

を
し
て
革
命
に
近
づ
く
か
と
い
う
、
近
代
的
発
想
と
い
う
か
、
結
果

を
重
視
す
る
も
の
で
し
た
。
個
別
具
体
的
な
闘
争
よ
り
は
早
く
結
果

を
だ
さ
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
で
す
か

ら
、朝
鮮
人
の
個
別
の
問
題
や
水
平
社
と
衡
平
社
の
問
題
な
ど
ス
ロ
ー

ガ
ン
で
は
あ
げ
て
も
具
体
的
な
行
動
は
伴
わ
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ

れ
に
対
し
て
ア
ナ
系
の
人
々
は
、
差
別
に
対
す
る
怒
り
と
か
被
差
別

の
共
感
を
行
動
に
移
す
と
い
う
、
人
間
と
し
て
の
生
き
方
、
プ
ロ
セ

ス
を
重
視
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
生
活
感
情
を
伴
う
運
動
に
な
っ
た
と

思
い
ま
す
。
目
の
前
に
い
る
同
じ
よ
う
に
差
別
さ
れ
て
い
る
人
た
ち

と
手
を
結
び
合
い
な
が
ら
運
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
動
き
を

作
り
だ
す
、
自
分
た
ち
も
ま
た
学
ん
で
い
こ
う
と
い
う
姿
勢
も
あ
り

ま
し
た
。
ま
た
、
多
様
な
も
の
を
結
び
付
け
て
行
こ
う
と
い
う
視
点

が
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
、
そ
れ
が
一
九
三
〇
年
代
に
な
る
と
国
家
主

義
や
大
ア
ジ
ア
主
義
に
転
向
し
て
い
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
詳
し
く
研
究
し
な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
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『進め』6月号、孫永極(北星会)「朝鮮の水平運動―衡平運動の主義と其趣旨書」を転載 
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2017．11．10 2017年度差別の歴史を考える連続講座第 6回 

於：京都部落問題資料センター 

 

1920年代、水平社・衡平社との交流を進めた在日朝鮮人 

－全国水平社の姉妹団体・関西朝鮮人聯盟を中心に－ 

 

塚﨑昌之 

はじめに 

◎2016年 5月 「水平社と衡平社 国境を越えた被差別民衆連帯の記録」 

→アジア太平洋地域ユネスコ（国連教育科学文化機関）記憶遺産登録 

         ＝第 3回全国水平社大会協議会提出議案 (1924年 3月)、米田富手帳等 5点 

         →水平社博物館のホームページに公開 

 

◎「白丁」とは－朝鮮で最下位に位置づけられた被差別民 

▽起源－？ 

▽朝鮮王朝－屠畜、食肉商、皮革業、骨細工、 

柳細工（編笠、行李等） 

以外の職業に就くことの禁止 

▽1894年－法制的には解放 

▽1926年朝鮮総督府の調査 

・「白丁」－8211世帯、3万 6809人 

…実際には 5万人程度か？ 

・職業 牛に関係する職業－48.8パーセント 

（獣肉販売業 27.8％ 

＋屠畜、製革、製靴など） 

農業－25.2％、柳器製造－10.6％、 

飲食店や「低級」旅館の経営－5.8％ 

▽朝鮮戦争時と近代化による社会変動によって消滅した 

とされ、表向きの差別はない… 

しかし  

上原善広『コリアン部落』ミリオン出版、2006年 

（2014年『韓国の路地を旅する』で再刊） 

差別用語、左利き… 

◎衡平社とは 

 ▽1923年 4月 24日 

    慶尚南道晋州で結成 

      白丁（張志弼）＋富裕な一般社会運動家（姜相鎬） 

     7月 15日－関東水平社『関東水平運動』－平野小剣が影響力 

『進め』6月号、孫永極(北星会)「朝鮮の水平運動―衡平運動の主義と其趣旨書」を転載 
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１．水平社と衡平社との交流の開始 

◎1924年 4月 25日―全国水平社から衡平社第二回大会に祝辞－資料⑤G 

「衡平社同人諸君、吾等水平社同人と諸君との間にあるものは只一つの狭い海峡だけである。吾等は

此の僅かに百二十二浬の海峡が如何に吾等の固い、そして暖かい握手を阻げるに無力であるかを、

無自覚なる人間冒涜者の眼前に見せつけねばならない。 

そして吾等は所謂精神的奴隷制の領域を突破せんとする人類の旗持として選ばれたる民である

ことの悦びを共にして進軍しやう。 

衡平社同人諸君、人間礼賛の佳き日の為めに、水平社同人は衷心より諸君の清栄を祈り第二回大

会の開催を祝す。 

一九二四年四月廿五日 

全国水平社 

衡平社第二回大会御中」 

◎1924年 5月 1日―水平社に対する衡平社第二回大会決議－資料⑤G 

「水平社同人諸君、我々衡平社同人ハ諸君ト共ニ手ヲ握リ、事務ノ連絡ヲ取リ、我々ガ期待スル新社

会建設ニ向ツテ突進シヨウト思ツタ、併乍ラ我々ハ諸君ト握手スル機会ヲ得ナカツタコトヲ遺憾ト

スル。 

    今般弊社第二回大会ノ時、熱誠ヲ尽シタル祝辞ヤ祝電ヲ下サツタコトヲ感謝スル、又今年三月京

都ニ於テ開カレタ貴社ノ大会ノ時、我々ノタメニ感激ナル決議ヲシテ下サツタコトニ付テ、我々ハ

満腔ノ熱誠ヲ以テ感謝致シマス。今回弊社第二回大会ニ於テ左ノ如キ決議ガアリマシタ。 

     決議 

     我ガ衡平運動ト其目的ガ同一ナル水平社ト握手シ、運動ノ連絡ヲ図ルコト。 

水平社同人諸君、我々ハ国境ヲ超越シ世界同胞主義ニ立脚シテ、我々ノ理想社会ヲ建設シヨウデハ

ナイカ。 

 諸君ノ熱アル御援助ヲ祈ル 

一九二四年 『メイデイ』 

衡平社聯盟総本部 

全国水平社聯盟本部御中」 

◎その評価－肯定的評価 

▽池川英勝氏―朝鮮での衡平社関係の膨大な新聞史料を収集 

「朝鮮衡平運動の展開過程とその歴史的性格」（『アジアの差別問題』1986年所収） 

「水・衡両団体の交流は本格的なものとなる前に消滅し、理論的交流にはいたらなかったといえよ 

う。だが、水平社側のミスや思想的制約をみせながらも、被差別民同士の困難な連帯行動は明らか 

に存在していた。」 

▽辛基秀氏「『白丁』差別とそのたたかい」（『アリラン峠をこえて』1992年所収） 

      「水平社と衡平社の連帯」（『解放教育 284号 1992年所収） 

「衡平社と水平社の交流」（『朝鮮の「身分」解放運動』1994年所収） 

「朝鮮の人権闘争－衡平社の結成 水平社との交流・連帯を中心に」 

               （『アジア市民と韓朝鮮人』所収、1993年） 
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「1923 年春から 5年間の衡平社と水平社の交流・連帯の歴史は世界の人権闘争の歴史に燦然と輝 

くものである。」 

▽金井英樹氏「朝鮮の被差別民と衡平社運動 水平社との交流ノート」 

                      （『水平社博物館紀要』2号所収 2000 年） 

「水衡連帯の試みは交流が始まった段階で惜しくも潰えたが、両者のはたした歴史的役割は多大で 

ある。ともに、差別という受難の辛苦を他に押しつけるのではなく、自らの解放をかちとることで、 

平等社会の実現を志向する運動を展開した。それはまた、被差別者の自己解放の意識と行動を高め 

ただけではなく、一般大衆への平等意識の深化をもたらしたのであり、二一世紀の人権文化を形成 

する先駆けともなった。」 

 ▽高淑和氏 「日帝下・衡平社の研究」（『部落問題研究』110号 1991 年所収） 

▽井口和起氏「朝鮮の衡平運動と日本の水平運動」（『部落』571号 1993 年所収） 

◎その評価－中間的評価 

 ▽秋定嘉和氏「東亜日報にみられる朝鮮衡平運動記事（一）～（三）」の「解説」 

          （『朝鮮学報』第60、62、64輯所収、1971、72年） 

       「朝鮮衡平社運動―日本の水平社運動と関連して―」（『近代と被差別部落』1993 年所収） 

「朝鮮衡平社運動―日本の水平社運動と関連して―」 

「衡平社運動は、朝鮮の被差別民「白丁」の差別撤廃運動であった。それは、日本の水

平社との連帯的意識のもとに発足し、しばしば、連帯を、双方ともに望んでいたにもか

かわらず、その内容の結実にいたらなかった歴史をもつ。」 

◎その評価－批判的評価 

▽金靜美氏 「衡平運動の過去と未来」（『差別とたたかう文化』13号、1984 年所収） 

  「朝鮮独立運動と衡水連帯の試み」（『朝鮮の被差別民衆』1988 年所収） 

       「朝鮮独立・反差別・反天皇制―衡平社と水平社の連帯の機軸はなにか―」 

（『思想』786号、1989 年 12月号所収） 

「衡平運動の過去と未来」 

    「〝祝辞〟の筆者は、抑圧民族と被抑圧民族の関係を正面から捉えようとせず、「衡平

社同人諸君、吾等水平社同人と諸君の間にあるものは只一つの狭い海峡だけである」

と書き、〝狭い海峡〟という地理的な断絶のみを語っている。〝祝辞〟と〝謝詞〟の

交換は虚構であったが、〝祝辞〟の内容そのものも日帝の植民地支配の問題を回避し

て、「人間礼賛の佳き日」を語っている。」 

「朝鮮独立と衡水連帯の試み」 

         「水平社の創建の一年後、朝鮮で衡平社が創建され、双方から連帯が試みられたが、

朝鮮の被差別民と日本の被差別民のこの試みは、きわめて初歩的な段階にとどまり、

実らなかった。」 

「日本の被差別部落民に対する差別と、朝鮮人に対する差別を同質のものとして、朝 

鮮独立の課題を排除したまま朝鮮人差別を解消しようとすることは、客観的には、日 

本帝国主義者の『内鮮融和』政策に加担することである。朝鮮独立の実現を第一義と 

しない朝鮮民衆と日本民衆の『連帯』の本質は、『日鮮融和』であり、それは、日本の 

朝鮮植民地支配を維持強化する役割を結果として果たすことになる。」 
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「朝鮮独立・反差別・反天皇制―衡平社と水平社の連帯の機軸はなにか―」 

「植民地の民衆と帝国主義国の民衆の真の統一戦線は、植民地の解放を主軸とすること 

によってのみ形成されうる…」 

▽藤野豊氏 「全国水平社の創立とその思想」（『水平社運動史論』部落解放研究所、1986年所収） 

「全水は朝鮮人民との連帯を求めているようであるが、けっして独立運動に対する連帯 

ではない。あくまで、朝鮮人内部の白丁に対する差別や、日本政府の朝鮮人への差別政 

策・日本人の朝鮮人への差別感に対する反対にとどまっている。すなわち、全水は朝鮮 

人差別の問題を日本帝国主義の植民地支配の問題としてはとらえられず、日本人全般の 

朝鮮人に対する民族的差別観念のみにもとづく問題としてとらえている。そこには、当 

然ながら朝鮮人の「民族自決」への理解はなく、朝鮮人はあくまで「鶏林同胞」なので 

あった。…こうした全水の朝鮮問題への認識の弱さは、その部落問題認識のレベルを如 

実に反映していたのである。」 

 ⇒しかし、これらのいずれも「連帯」に関する資料の少なさや資料の曲解からの解釈が目立つ 

   また、なぜ水平社と衡平社の連絡ができたのか？ 

植民地支配を重く捉えなかったのか？   といった視点などがない 

◎その後の研究の深化 

▽塚﨑昌之「水平社・衡平社との交流を進めた在阪朝鮮人－アナ系の人々の活動を中心に」 

         『水平社博物館研究紀要』第 9号、2007年所収－日本側史料を中心 

 ▽徐知怜氏「植民地朝鮮における衡平運動の研究－日本の水平運動の観点から」 

         桃山学院大学博士学位論文、2011年－新聞記事、総督府史料による衡平運動一覧表 

 ※金仲燮・水野直樹氏監修『朝鮮衡平運動史料集』解放出版社、2016年―京城地方法院検事局文書 

 

２．水平社と在阪朝鮮人の連帯の開始 

◎木本凡人（本名：木本正胤）と差別問題 

▽思想的立場－基本はアナキスト－ボル派とも幅広い交際 

▽大正中期 天王寺の住友別荘解放運動→天王寺公園 

⇔甲号特別要視察人 

▽1921年 2月 青十字社を設立－平和を示す 

→部落解放運動に乗り出す 

▽1921年 3月 13日 天王寺公会堂で部落解放問題を扱った 

「民族史講演会」を開催 

→水平社結成にかかわった若者たちに大きな影響を与える 

→天王寺公園北側の薬種商（「征露丸」）の自宅兼事務所に 

泉野利喜蔵、米田富、平野小剣、 

西光万吉、松田喜一、阪本清一郎、駒井喜作らが出入り 

▽全国水平社結成大会で婦人代表として演説した岡部よし子と同居  木本凡人自宅跡と当時の階段 

▽全国水平社結成後－部落民が自らの力で解放を切り開く道をつけたので、外側からの働きかけは必要

ないと陰ながらその活動を見守ることとし、次は朝鮮人の差別の撤廃にあたる決

意をしたといわれる 
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◎岡部よし子の果たした役割－部落・女性・朝鮮人・台湾出身者の差別を結ぶ 

 ▽1922年 2月 醒光婦人会を結成 

        「婦人解放演説会」－醒光婦人会主催、無産女性・水平社関係者など 2000名 

           最初に演壇に立ったのが元康和－朝鮮人・女性の二重差別を訴える 

           大阪朝日新聞は「鮮人解放演説会」と報じる 

      3月 水平社結成大会－婦人代表として演説 

      5月 「婦人労働問題演説会」－異端者同盟主催、1200名 

           某朝鮮人・某「台湾人」が演説 

           岡部よし子の演説－水平社・朝鮮人・「台湾人」に言及 

      6月 「婦人労働問題演説会」－醒光婦人会主催、堺 300名 

           元康和が演説 

 

 

                             『大阪朝日新聞』1922年 2月 19日 

                              前列右端が元康和 

                              その左が山内みな（赤衛社） 

                              その左が岡部よし子（醒光婦人会） 

                              その左が佐藤愛子（新社会社） 

 

 

 

◎1922年 7月 朝鮮人協会の設立 

▽李善洪が中心人物（いつ会長になったかは不明） 

▽主要な活動＝相互扶助、差別事象に対する糾弾、自治組織である「朝鮮村」の設立結成 

→アナ的発想法 

▽李善洪は木本凡人とは家も近く、同じ薬種商 

   ※同月－信濃川虐殺調査会結成－朝鮮人社会主義運動が本格的に開始 

◎李善洪とは－資料①②Ａ 

 ▽1895－1944年、全羅南道の木浦付近の出身、中学卒？ 

◎1922年 12月 1日 大阪朝鮮労働同盟会の設立 

 ▽従来は評価が高かったが、大阪の朝鮮人労働者が結成したものではない 

▽コミンテルンに業績を認められたいボル派北星会の東京朝鮮人留学生と、当時はボル系の思想に傾い

ていた西尾末広ら日本労働総同盟大阪聯合会のメンバーが、自分達の「指導」下に入る朝鮮人労働組

合組織の確立を急ぎ、結成を画策したもの 

▽李善洪の「妨害」行為は従来言われてきたような権力の手先とは考えられず、大阪在住の朝鮮人の動  

きを無視して、強引に結成を図ったことに対する抗議 

▽この前月の 11 月に、李善洪らは日本各地の朝鮮人団体を糾合する「日本在住朝鮮人総聯合会」の結

成を準備－ボル派の妨害で破綻か？ 

▽このときに木本凡人が泉野利喜蔵・米田富を参加させ、朝鮮人協会の李善洪・朴興奎・金東赫に紹介 
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◎1922年 12月 6日 関西朝鮮人聯盟の設立 

▽大阪朝鮮労働同盟会に対抗するため、アナ派を含めた朝鮮人の大同団結団体として李善洪らが設立 

▽宣言・綱領－アナキズム的傾向が強く、木本凡人が原案作成か－資料③Ｂ 

朝鮮独立を否定したものではなく、朝鮮独立政治的運動を否定 

    ※米田富の回想（師岡祐行『米田富と水平社のこころ』） 

「これ（関西朝鮮人聯盟の宣言等）はこちら（水平社）が事実上指導したのですから多分、こ 

ちらの影響はあると思います。記憶はありませんが。」 

※秋定嘉和氏「初期水平社運動資料の一断面」 

     「差別の同質視が、部落民＝朝鮮渡来民説によってなされていること、また、民族独立の問題 

が無視されていること、人類平等＝連帯観ともいうべき人間主義的国際観が基底になっている

ことなどに注目すべきである。綱領・決議をみても水平社と同じ人間的・経済的平等と差別糾

弾の思想が、社会主義の影響を受けているといっても今日のような思想でうけとめられておら

ず、むしろ大正デモクラシーの思想状況にあることを示す文章である。」 

▽泉野利喜蔵・米田富が出席・発言 

・泉野利喜蔵「鮮人解放運動は水平運動と其の趣旨を同じうするものなるを以て、本会は我水平社の

姉妹団体として大いに提携努力せんことを望む」 

・米田富「朝鮮人は我等部落民と同祖同族なること、不断の努力を以て多少の犠牲を払うとも飽く迄

目的貫徹に進むべきこと」 

→泉野・米田は以前の同盟会の設立会の混乱を見た上で、李善洪・朴興奎との付き合いを選択 

※高橋貞樹『特殊部落一千年史』で「部落起源」を 

「恐らくは古代の被征服民族にして賤業を課せられた奴隷が時代の経過とともにエタ族」 

平野小剣も「エタ」民族観の所有者で「エタ」民族解放運動を主張、身分闘争第一主義 

   ※1923年 4月関西朝鮮人聯盟の機関紙『新鮮日報』の発刊－資料⑥L 

     先駆者同盟が強力なバックアップ＝西前と竹本を編集人に送り込む 

↳会員＝木本凡人・西前雅文・竹本英一・大串孝之助などアナ系の 12名 

     朝鮮人協会総務の金東赫宅で米田も発刊の相談にのる 

 

 

 

 

 

 

 

 

     泉野利喜蔵           米田富            平野小剣 

 

３．全国水平社大会と朝鮮人協会・関西朝鮮人聯盟 

◎第 1回大会（1922年 3月） 

・岡部よし子が婦人代表として演説 
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◎第 2回大会（1923年 3月） 

▽朝鮮人側 

・朝鮮人協会三役（会長李善洪・副会長朴興奎・総務金東赫）が参加 

・木本凡人を通じて大阪の社会主義者（大串？、石田正治らアナキスト）とともに入場券を公布 

・ボル派である大阪朝鮮労働者同盟会・東京北星会からは祝電のみ 

・朝鮮人の出席は約 10人とされる 

▽水平社側 

・「水平運動ノ国際化ニ関スル件」を決議 

提案理由「国際的ニ劣等人種トシテ差別待遇ヲ受クルモノ…我国ニ於ケル朝鮮人亦然リ」 

・泉野利喜蔵が「水平社ト朝鮮人ノ提携ニ関スル件」を緊急動議で提出（木本凡人提案） 

「現今我カ官憲ハ水平運動并ニ朝鮮独立運動ニ対シ苛酷ナル圧迫ヲ加ヘ居レルガ、吾ガ水平社

ノ主張ハ正義人道ニ立脚シ差別待遇ノ解放ヲ叫ブニ在リテ、朝鮮人ノ主張スル処ト相合致ス

ルガ故ニ将来朝鮮人ト合体シテ相共ニ人類解放運動ノ目的ヲ達成セムトス」 

－議長保留 

▽京都府警察部長中野邦一稿『水平社に対する今後の対策について』（1923年）－資料③C 

「木本正胤は、予てより大阪府編入甲号特別要視察人李善洪・同乙号朴興奎と気脈を通じ居り

し処、昨年十二月一日大阪市民殿に於て大阪朝鮮人労働同盟（ママ）組織大会当日、木本は水

平社員泉野利喜蔵・米田富一郎（ママ）を紹介し、両人又一場の挨拶的演説をなしたる以来、水

平社対在阪要視察鮮人との提携をなせり。」 

※内務省警保局『水平社運動状況』大正一一年一二月五日調・大正一二年三月二十五日調 

▽『大正十三年三月調 水平運動の情勢 京都府』―資料③D 

     「第二回大会ニハ密カニ木本正胤ヲ通シテ在阪主義者、要視察鮮人等ニ入場券ヲ交付セシ為、

左記要視察人ノ入場ヲ見タルコト後ニテ判明セリ。…大阪府鮮甲号李善洪、大阪府鮮乙号朴興

奎、大阪府要注金東赫…」 

   ※同様なものに『全国水平社第二回大会状況報告』（1923年 3月・京都府警察部） 

◎第 3回大会（1924年 3月）－水平社が朝鮮問題に最も積極的に取り組んだ大会 

▽朝鮮人側 

・崔善鳴が出席、演説を試みる 

・主な祝辞には朝鮮人団体の名前はなし 

・三つの決議の可決後、在留朝鮮人からの祝辞の朗読があったとされるが誰のものかは不明 

     平野小剣報告－「朝鮮衡平社から東京労働同盟の金氏を通じて水平社に厚意を寄せた」 

        金氏―金鐘範？＝彼らはボル派 

    ※崔善鳴－1889年・江原道襄陽郡襄陽面生まれ（1926年衡平社襄陽分社結成） 

         当時はアナキスト、1930年代に『協同組合運動』を発刊するなどインテリ 

 ▽水平社側 

  ・朝鮮に関わる三つの決議を可決 

     「朝鮮ノ衡平運動ト連絡ヲ図ルノ件」（群馬県水平社提出）－平野小剣が詳細な説明 

     「内地ニ於ケル鶏林同胞ノ差別撤廃運動ヲ声援スルノ件」（奈良県小林水平社提出） 

     「鮮人取扱ニ関シテ政府ニ警告スルノ件」（山田孝之次郎・緊急動議） 
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▽「朝鮮ノ衡平運動ト連絡ヲ図ルノ件」 

・『大正十三年六月 水平運動ノ概況（第四九特別議会資料）』（内務省警保局）－資料③E 

     「ニ．社会主義者並朝鮮人トノ関係 

        …朝鮮人トノ関係ヲ観ルニ目下大阪ニ於ケル「関西朝鮮人聯盟」（朝鮮人ノ解放団体）

ハ其ノ組織ニ当リ水平社幹部等ノ策動ヲ受ケタルモノニシテ爾後水平社ノ姉妹団体ト

シテ相当連携ヲ有スルモノナルカ其ノ後第三回水平大会ニ於テ朝鮮衡平社ト連絡ヲ図

ル事ヲ可決シタリ両者今後ノ提携ハ注意ヲ要スルモノト思料セラル」 

          ＝衡平社との連絡に関西朝鮮人聯盟が関わっていたことをうかがわせる 

      →「朝鮮ノ衡平運動ト連絡ヲ図ルノ件」に基づいての行動 

・『大正十四年一月 最近ニ於ケル在留朝鮮人情況』（内務省警保局）－資料④F 

「大正十三年三月二、三日京都ニ於テ開催ノ第三回全国水平社大会ニ際シ同ジク木本正胤ヲ介

シ要視察人朝鮮人崔善鳴ガ出席シ演説ヲ試ミタルガ大会ニ於テハ将来衡平社ト提携スベキヲ

決議シタルヲ以テ崔善鳴ハ其ノ連絡提携ニ関シ木本ト秘密会合ヲ為シ且衡平社本部トモ打合

セタルヤノ情報ニ接シタルモ目下ノ処未ダ公然提携シテ運動ヲ共ニセントスルガ如キ傾向ヲ

認メズ」 

      ＝第二回衡平社大会への祝辞に結びついた可能性大 

        木本凡人・崔善鳴が連絡の中心－平野小剣もからむ可能性 

▽「内地ニ於ケル鶏林同胞ノ差別撤廃運動ヲ声援スルノ件」 

  ・九州水平社 

「彼等ハ白丁ヲ虐メテヲルノダカラ彼等ニ白丁ヲ虐メテハナラヌト警告文ヲ発シタイ」 

→九州側の意見を包括して可決 

       →九州水平社『水平月報』（1925．3）には 

         「朝鮮内の白丁を差別せぬ様朝鮮人協会へ要求する条件を可決す」と記載 

 ▽「鮮人取扱ニ関シテ政府ニ警告スルノ件」 

  ・この緊急動議が出る伏線 

＝第三回大会直前 2月 22日－警察による李善洪殴打事件 

李善洪宅での電気盗用の誤解問題から、抗議した李善洪を 3名の戎署巡査が衆人環視の中

で袋叩きにした事件 

→李善洪や多数の朝鮮人協会員が戎署に押しかけ、交渉するも誠意なし 

23日夜、李善洪宅で朝鮮人協会の支部団体関係者五十名が集まり、三要求を決定 

① 戎署が謝意を表すこと 

② 暴行三巡査を免職すること 

③「日鮮融和」の講演会を警察側が開催すること 

関東大震災のときの虐殺事件も差別が根本問題と認識 

  関西各府県の警察部が雇用主に厳重な朝鮮人雇入れ名簿を作らせている 

  朝鮮人が日本名を名乗らなければ家を借りられない 

→警察当局の朝鮮人に対する取締りが苛酷かつ差別待遇があるのを問題視 

23日午後 9時から翌朝午前 3時まで代表委員 7名が戎署長と交渉 

警察では 27日までに何らかの回答をすると約束して一同を引き取らせる 
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     26日深夜に警察側が決議書の全部を入れることで一度解決したと思われた 

ただし、警察側は摂政が西下中のために警備が手薄なことを理由に、「内鮮融和」の講演

会開催の日時が決定できないとした 

その後の委員の協議 

李善洪、朴興奎他 3名が上京して首相、内務大臣、警保局長への陳情計画 

今回の事件を陳述 

政府に今後度々「内鮮融和」の講演会開催を要請 

朝鮮人が安心して日本に居住できるようにしてもらいたいと陳情 

→この東京への陳情予定が報告されると、警察の態度が一変 

それまでの交渉相手は大阪府の警察部部長代理 

     29日、最終的に朝鮮人協会側と面談した警察部長の見解 

それまでの経緯は自分の預かり知らないこととし、まとまりかけた交渉条件を反古 

事件は両者の意見の衝突からの喧嘩 

三巡査が免職される如きは全く誤り伝えられたもの 

◎臨時大会（1924年 4月）―反「排日移民法」 

▽関西朝鮮人聯盟が祝辞を送付、司会の米田富が朗読 

祝辞 関西朝鮮聯盟ヨリ 

「吾々ハ朝鮮人ナルカ故ニ日本帝国カラ侮蔑サレテ居ル今度日本人ハ有色人種ナルカ故ニ米国 

カラ排斥サレル之レハ単ニ日本人ノミノ問題ニ非ラス全亜細亜民族ニ対スル侮辱ナリ 蹶起セ 

ヨ全国水平社同人諸君益々奮闘ヲ乞フ 

千九百二十四年四月廿七日」 

『「外務省記録」3-8-2(339-14）「米国移民法案ニ対スル排米情報」全 5分冊のうち第 2分冊』 

特秘第 7508号 1924年 4月 28日大阪府知事中川望「対米問題水平社大会ノ件」・別紙八号 

     →日本帝国は敵とし、水平社とは連帯する思想を表す 

▽檄文を衡平社に送ることも可決 

  ※この後、関西朝鮮人聯盟の活動の記録は見られなくなる 

→崔善鳴がアナキズム運動にシフトを動かしたためと思われる 

   ※李善洪は 6月 10日の日米国際問題極東民族大会で移民法に対し熱弁をふるう 

      国粋会や矯風会の林歌子らと演壇に立つが、李善洪の熱弁が観衆に感動を与える 

 

４．1924年、朝鮮人運動への水平社の協力 

◎「鮮人取扱ニ関シテ政府ニ警告スルノ件」の具体化 

 ▽3月末－関西朝鮮人聯盟理事・崔善鳴が上京－資料⑥Ｍ 

      平野小剣の手引きで首相・内相・警保局長を訪問、陳情計画 

      →実際には首相秘書官、内相秘書官、警保局長、内鮮課長に面会 

       警保局長と大激論、糾弾書を突きつけ、退席 

 ▽4月 3日－第 3回埼玉水平社大会 

・「支那、朝鮮人並びに諸外国人に対し侮蔑的意思を以て絶対に唱許せさる事」可決 

  ・その後、平野小剣、米田富の演説 
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 ▽崔善鳴は帰阪後すぐに関西朝鮮人聯盟本部の協議会に経過報告 

 ▽5月中旬－大阪で報告演説会の開催を計画－資料⑥N 

・要求項目 

一．政府は鮮人虐殺の真相を発表すること 

二．在内地鮮人労働者の救済政策を確立すること 

三．警官の朝鮮人に対する侮蔑的扱を徹底的になくすこと 

   →この演説会は開催された形跡なし 

◎関西朝鮮人聯盟の活動の終焉 

 ▽4月 9日－済州島民大会－資料⑥O 

  ・済州島朝鮮人主催－実際には崔善鳴が関西朝鮮人聯盟、水平社に応援を求めて開催 

・済州島民が「陸地」朝鮮人、特に相愛会から差別されることに対する糾弾演説会 

※相愛会は後に衆議院議員となる朴春琴（パクチュングム）らが作った親日融和団体 

朝鮮人労働者を企業に斡旋し、その統制、労働争議の鎮圧 

多くの朝鮮人から「日本の番犬」、「労働者の搾取者」と忌み嫌われる 

・木本凡人も参加、無届集会ということで崔善鳴とともに検束 

 ▽4月 21日－第四回三重県水平社大会への関西朝鮮人聯盟からの祝辞－後述 

  ⇒これ以降、関西朝鮮人聯盟としての活動は発見できず 

◎朝鮮無産者社会聯盟の活動と水平社 

 ▽6月 1日－「朝鮮無産者社会聯盟創立協議会」－資料⑤H 

 ・済州島のアナキスト・高順欣が来阪 

  ・崔善鳴とアナキズムに純化した団体として結成 

 ▽6月 28日－「朝鮮人問題演説会」 

  ・朝鮮無産者社会聯盟主催、木本凡人後援、朝鮮人 300名、日本人 400名、内水平社員 30名参加 

・大阪向野の絲若柳子が演説－絲若柳子は木本凡人の媒酌で 7月に下阪正英結婚予定 

・震災時の虐殺朝鮮人の追悼及び批判と朝鮮人待遇問題批判等の問題を論議 

＝5月中旬に予定されていた演説会の内容に近い 

・開始から 50分で解散に追い込まれる 

・遠島哲男の『同和通信』152号が事前にこの集会を紹介－米田冨らの関係か 

▽8月 5日－「朝鮮人言論圧迫弾劾集会」 

・崔善鳴、朝鮮無産者社会聯盟が中心 

・ボル系の大阪朝鮮労働総同盟、民族主義の影響が 

強い朝鮮人留学生団体である大阪学友会、 

元々は朝鮮人クリスチャンの団体であった三一 

青年会等 6団体が主催 

→日本共産党に対する弾圧による日本労働総 

同盟の右傾化、北星会主要メンバーの帰国に 

より、1924年半ばに大阪の朝鮮人団体の大 

同団結の動きが生まれる              米田富手帳「…圧迫に依りて逆に 

・朝鮮人 500名、日本人 700名参加            朝鮮人運動を促進し得ば御慰み」 
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・李善洪にも開催の協力を依頼 

・水平社、日本労働総同盟が応援 

・朝鮮独立、総督政治の否認にも言及したため、解散に追い込まれる 

・米田富の手帳にこの集会の様子がメモ 

▽11月 14日－「第一回殖民地解放大演説会」（神戸） 

・三一青年会主催 

・水平社 30名、日本労働総同盟会員 50名参加 

・木本凡人と接触 

◎水平社関係の機関紙と朝鮮問題 

 ▽『愛国新聞』－三重県水平社・日農三重県聯合会合同機関紙 

         中心の上田音市は当時、木本凡人と親交 

・3月 21日号－「朝鮮の小作人は木の根や土を食ふ」 

朝鮮小作人の窮状の原因－日本への米移出政策 

・5月 1日号－4月 21日開催「第四回三重県水平社大会に際して送られし朝鮮人の祝辞」 

関西朝鮮人聯盟からの祝辞を掲載－資料⑤K 

その直ぐ下段に平野小剣、関東水平社聯盟の祝辞も掲載 

－掲載されている祝辞はこの二つのみ 

・6月 11日号－大阪府水平社の下阪正英が「正義を叫び得る者」 

見開き 2ページでアメリカの排日法案の件を通じて、日本の韓国併合を批判 

下阪は木本凡人の影響が大きい 

・7月 21日号－絲若柳子（下阪の妻）「○○の人々へ」（○○は朝鮮が入ると思われる） 

見開き 2ページで 6月 28日の「朝鮮人差別撤廃演説会」の報告と相愛会批判 

4月 9日の済州島民大会にも参加した可能性 

・9月 11日号－「衡平運動」（3面 1ページ）、「水平社と衡平社の握手」（4面） 

衡平社の趣旨書も含め、衡平運動の紹介 

4月の衡平社大会に対する祝辞・謝辞を紹介 

▽『防長水平』－山口水平社 

・9月号－「賎民より選民へ」 

絲若柳子が『愛国新聞』7月 21日号に寄稿した文章の全文を掲載 

▽『ワシラノシンブン』－主幹難波英夫－朝鮮で 6年間記者、木本凡人と親交 

・8月 1日号－シノ崎潮二「朝鮮より」 

朝鮮での旱魃を伝える 

・9月 1日号－社説「牛馬や鶏と同じに大事な者」 

朝鮮人虐殺に対する反省と日本民衆と朝鮮人民衆との階級的連帯への志向を主張同じ号で 

・同号－「公平会生る」 

南梅吉が結成に絡んだ融和団体・公平会の発会とその檄文の一部を紹介 

部落民や「台鮮」同胞の差別から一般の日本人が米国の排日を抗議する資格の有無を問う 

▽『自由』－関東水平社機関紙、平野小剣編集同人 

・8月号－難波英夫「思い出づるまゝ…朝鮮の若き人々へ」 



1920年代、水平社・衡平社との交流を進めた在日朝鮮人

145

12 
 

総督府の「共存共栄」政策を批判 

・9月号－時事新報記者・吉井浩存「衡平運動を訪れて」－吉井は平野小剣と小学校同級生 

7月下旬のソウルの革新同盟本部への訪問記 

▽『水平新聞』－全國水平社聯盟本部 

・創刊号（6月号）－衡平社との連帯記事 

 ⇒木本凡人・平野小剣が関係するものが多い 

 

５．1924年、水平社関係者と衡平社との交流 

◎衡平社の分裂 

▽1924年 2月 10日、11日の衡平社全朝鮮臨時大会で路線対立 

    →張志弼らが開催を要求か？ 

     3月 12日に張志弼らが衡平社革新同盟を開催、衡平社聯盟総本部と分裂 

▽4月 25日、衡平社一周年の大会を別々に開催、両者ともに水平社との連携に関心 

 ▽衡平社聯盟総本部－晋州 

・構成員＝白丁以外の一般知識人も含む 

・思想＝社会主義的運動路線に懐疑的 

  ・水平社が祝辞を送る 

  ・平野小剣らを弁士として招請する予定 

▽衡平社革新同盟－ソウル 

・構成員＝張志弼らによって白丁のみで構成 

・思想＝社会主義的運動路線を志向 

・立命館大学経済科生で大分水平社幹部の猪原久重が参加 

水平社の綱領を説明しつつ、衡平社との連帯を訴え 

  ・東京の北星会（ボル派）の白武らの援助で水平社に記念講演を依頼 

  ⇒ 衡平社聯盟本部―崔善鳴―平野小剣一派 

衡平社革新同盟―北星会―水平社 

→派遣はどちらも実現せずに、衡平社聯盟本部への祝辞、謝辞に止まる 

崔善鳴が衡平社聯盟本部との人脈を持っていたのではなかろうか？ 

▽7月発行『斥候隊』（北星会機関紙）第 7号－宋奉瑀「時評―危機におちいった衡平運動」 

▽全国水平社－ソウル滞在の猪原久重に、分裂の調査を命じる 

・7月 20日『水平新聞』第二号－資料⑤I 

「吾が水平社は今後革新同盟との間に連絡を執る筈である」と修正を図る 

・『日本労働年鑑（大正十四年版）』－資料⑤J 

「大阪水平社の衡平社内紛調停―六月、晋州衡平社対京城衡平社革新会との紛擾に対して大阪の

水平社が調停をなしつゝありと伝へられた」 

→なぜ、大阪府水平社が調停するか？ 

→大阪府水平社が直接、衡平社と接触するのは難しく、朝鮮人の仲介が期待されたのでは？ 

▽7月下旬－吉井浩存は革新同盟本部に張志弼を訪問 

・平野小剣、米田富の紹介状、平野小剣の写真を持参 
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・猪原久重が、張志弼の傍らで運動の助成をしていた 

▽8月－大田で衡平社聯盟本部と衡平社革新同盟が対立を解消するための衡平社統一大会が開催 

・水平社代表と称して遠島哲男が参加・演説 

◎衡平社と水平社の行き来 

▽衡平社執行委員の来日 

・9月－衡平社執行委員の金慶三が訪日 

平野小剣、米田富、栗須七郎、遠島哲男と交流 

・10月 5日－群馬県水平社秋季大会で金慶三が衡平社について講演 

平野小剣も朝鮮に関する講話を行った 

・米田富の手帳に「衡平運動」というメモが 4ページにわたって残される－1枚目 

金慶三の名前も載っており、この渡日の際の金慶三の話をメモしたものとも推測される 

▽10月－下関水平社執行委員長下田新一、関門水平新聞金重誠治らが、衡平社視察にソウル訪問 

▽12月－朝鮮に移住した水平社同人によって朝鮮水平社が組織 

・大山時雄方に本部を置き、富沢清助を執行委員長 

・直後に富沢清助が水平社に連絡を取るために京都に入り、全国水平社委員長南梅吉と会見 

・翌年 3月にソウルで水平社・衡平社の聯合大会を開催することを画策 

※大山時雄－平野小剣と同じ福島県で生まれ、京城高等商業に在学 

1924年には朝鮮エスペラント聯盟創立に参加し、朝鮮各地でエスペラントを教えてる 

1925年には朝鮮エスペラント学会を創立し、学会長 

エスペラントとアナキズムは近い関係 

◎水平社－朝鮮人の交流に水をさした「遠島スパイ事件」 

▽1924年 10月－「遠島スパイ事件」発覚 

・同和通信社の遠島哲男が警視庁に水平運動の情報を流す代わりに金を貰っていたことが発覚 

・平野、米田、南梅吉等が、同和通信社支局員という形で金をもらい、情報を遠島に提供 

・泉野利喜蔵も関係したとされた 

・遠島－日朝両国の「水・衡合併」運動の名目で多額の金銭で買収し、植民地支配に利用 

▽12月－関係者の処分 

・府県水平社委員長会議－南梅吉、平野小剣を除名 

米田富を謝罪 

⇒在阪朝鮮人や衡平社との交流のパイプの中心となった平野小剣・米田富の影響が全国水平社に及 

ばなくなる 

 

６．1925年の水平社と衡平社の交流 

◎相互の大会への祝電 

▽4月 衡平社第三回大会に水平社が「最後まで闘おう」の祝電を送る 

5月 全国水平社第四回大会に衡平社が祝電を送る 

◎大亜細亜聯盟構想 

▽5月 26日 関東水平社委員長村岡静五郎、群馬県水平社小林綱吉らが中心となった構想 

日本、中国、朝鮮、インドからなる国際的差別撤廃運動を行う大亜細亜聯盟を組織 
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第一回懇談会を開催－朝鮮の衡平社、中国、台湾から参加 

    →6月 10日に発会式をあげる予定も実現せず 

     構想の立ち上げには平野小剣が関係か？ 

◎衡平社訪問 

▽8月 中西伊之助と奥むめおが衡平社中央総本部の招待でソウルを訪問 

・中西－料亭で衡平社本部員の他、金若水、孫永極等の北星会のメンバーも参加して会談 

→水平社・衡平社の共同戦線を提唱 

・奥むめお－別の場所で朝鮮人婦人団体との会合 

・衡平社運動を自己の共産主義運動に利用したいというボル派の北星会の思惑か？ 

   ※中西伊之助－労働運動→朝鮮で新聞記者→プロレタリア作家（朝鮮を題材にした小説も） 

          当時はアナキズム→労農派に接近している頃 

          戦後は、日本共産党の代議士（2期） 

※奥むめお－1920年の新婦人協会の設立に 3人の理事の一人として参加 

女性の政党結社への加入及び政治演説会への参加を禁止する「治安警察法」第 5条 

の改正に活躍した 

1923年には職業婦人社を設立、『職業婦人』を発刊 

1930年代前半に「働く婦人の家」を通じて崔善鳴とつながりを持つ 

◎朝鮮大水害事件・醴泉衡平社襲撃事件への連帯 

 ▽7月 17日 ソウルを中心に朝鮮で大水害が発生 

 ▽8月 11日 朝鮮醴泉で醴泉青年会と労農会による衡平社襲撃事件が発生 

▽8月 22日 朝鮮水害罹災同胞救済演説会が大阪市内の日本橋四丁目五階倶楽部で開催 

・主催：高順欽、大串孝之助が中心となった朝鮮大水害罹災同胞救援団 

・後援：大阪府水平社、文明批評社、先駆者同盟、在日本朝鮮労働総同盟大阪聯合会 

 ※在日労総大阪聯合会は発会直後で、このときの委員長はアナ派であった魚波 

・印刷物を大串と崔善鳴が用意 

・弁士：大阪府水平社、鉄工労働組合―木本凡人も参加 

        ・大阪府水平社の緊急動議－醴泉青年会と労農会に対する抗議文 

→満場一致で可決 

＝朝鮮では総督府の報道管制が実施されていた中にあって、迅速な対応 

▽9月 1日 『新聖潮』第一号でも醴泉衡平社襲撃事件を報道 

※『新聖潮』－米田富の故郷である奈良県五條町大島で発行 

 ▽9月 19日 朝鮮水害罹災同胞救済第二回演説会を開催－高順欽、大串孝之助らが中心 

▽水害事件に対する救援の呼びかけ 

『愛国新聞』、第二次『水平新聞』、『解放新聞』、『同愛』、『新聖潮』でもなされる 

◎アナ派新堂水平社の活動 

▽新堂水平社（河内水平社） 

・大阪府水平社でのアナ派の拠点 

・北井正一が活動の中心－栗須七郎と深い関係 

・部落出身ではないが大串孝之助が居住 
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－崔善鳴は大串らアナキストが作った文明批評社の雑誌『祖国と自由』の同人 

 ▽7月～8月－全 5日の「社会問題夏期講習会」を開催－資料⑦R 

・3日目の講師が崔善鳴とともに朝鮮無産者社会聯盟を結成した高順欽 

 「衡平社運動について」 

・最終日の講師が崔善鳴 

「合併後に於ける朝鮮無産階級解放運動の歴史」 

     朝鮮無産階級と「水平社との提携を力説」 

    ※資料⑦Ｒは、講師と講演題名が入れ代わっていると可能性もある 

▽『大阪水平新聞』1925年 9月 15日号 

・「運動消息 新堂水平社より」と題し、7月の夏期講習会を報告 

・同じ面に、新堂居住の松谷功が「先づ自らの優越感を除け」と部落居住の朝鮮人への差別を問題 

「吾等部落民は共に賎民として、弱小民として悲惨な地位にある朝鮮の同胞に斯くの如きの感じ

を与へたことを深く悲しまなければならない」 

「鮮人に対するに一種の優越感を以て、賎視的態度を執ると云ふ、この事実は明かに支配階級の

征服行為を、無意識裡に是認し補助しつゝあるのではないか。」 

→新堂部落でのこうした活動も 1926年になると下火 

4月に北井正一らが在郷軍人会員差別発言関連で逮捕、獄中生活 

 ⇒おおむねアナ系が、衡平社と朝鮮人・水平社の交流の中心を担う 

 

７．1926年以降アナ系の活動の衰退と 1928年の水平社と衡平社の交流の終焉 

◎在阪朝鮮人の活動 

崔善鳴、高順欣らの活動の衰退、李善洪の運動の変質 

    ⇔ ボル系の活動の活発化－労農党との結びつき 

      普通選挙法－日本在住朝鮮人の参政権が劇的に拡大－政治運動への傾斜 

      大阪では内鮮協和会による「救済」活動が順調に進展 

◎水平社運動におけるアナ・ボル論争主導権争い 

▽遠島事件以来、松田喜一らボル派が力を持つようになる 

1925年 5月の第 4回大会で、主導権を確立 

→1928年 3・15事件で松田喜一、西光万吉、木村京太郎らが逮捕、勢いを失う 

◎1926年 4月 衡平社第四回全国大会 

▽衡平社日本支社から三名の代表が出席 

   （この時点で衡平社日本支社が存在したかどうかは不明である） 

◎1926年 5月 全国水平社第五回大会（福岡） 

▽京都府水平社（アナ派・反ボル派が強い）から衡平社と一層の連絡促進をはかる提案 

 ▽衡平社から金慶三が出席、その後、各地の水平社の状況を巡回 

▽1月に起こった三重県木本町での朝鮮人虐殺事件について報告 

◎1927年 4月 衡平社第五回大会 

▽日本の水平社との提携を議論するが保留 

・李東煥の意見 
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「内地ノ水平運動ハ既ニ階級打破ノ目的ヲ遂行シ進ンデ組織的活動ニ入リ驚クベキ発達ヲ為シツ

ツアルニ反シ衡平運動ハ未タ日浅ク何等成績ノ見ルヘキモノナク…提携ハ時期尚早ナリ温カキ

連絡ヲ保持シテ将来ニ俟ツヘシ」 

▽朴好君が水平社に派遣され、一年間、日本に滞在 

 ▽衡平社創立五周年記念祝賀会 

・九州水平社の松本清が祝辞、官憲に中止を命じられる 

◎1927年 4月 全国水平社中央執行委員会 

▽李東煥が出席、「朝鮮の衡平運動の適当なる指導者の派遣を希望」 

◎1927年 12月 全国水平社第六回大会（広島） 

▽衡平社代表として金三奉が参加、祝辞 

◎1928年 4月 衡平社第六回大会 

▽衡平社が全国水平社に対し代表派遣を要請 

→水平社が中央委員会で徳永参次中央委員・愛媛水平社を正式派遣 

・1日目、徳永の祝詞の通訳が不当として祝辞中止 

       徳永、水平社情勢報告 

・2日目、徳永が「一心同体トナリ迫害ニ対抗スル必要アリ」と水平社との提携の必要を説く 

→その後の議論の末に水平社との提携を 58票対 12票で可決 

静岡県水平社本部、浜松水平社解放聯盟が祝文を送る 

・3日目、第六周年紀念式での徳永の祝辞 

「天皇陛下ハ一視同仁ト仰セラレタ」、「衡平社員ト水平社員トガ互ニ握手シテ共ニ日本帝

国ノ国勢ヲ四海ニ発揮スル様ニ努力サレムコトヲ御願ヒシマス」 

⇒物議をかもしそうになるが、臨監警察官の制止により、議論はできず。 

全国水平社聯盟、全国水平新聞社、全国水平社関東聯合会本部が連名で、共産主義者 

を批判する祝辞を送る 

◎1928年 5月 全国水平社第七回大会（京都） 

▽衡平社代表として李東煥が祝辞 

・朝鮮青年同盟曹沃銃（曹沃鉉－同志社予科 3年生）、在日労総中央執行委員崔賢洙、 

・京都朝鮮労働組合代表鄭基正（鄭輝世）も参加した模様－いずれにボル派 

▽「朝鮮衡平社提携ノ件」が提案されるもアナ・ボルの抗争で流会となり、論議されず 

     方針（一）朝鮮衡平社への代表派遣 

       （二）衡平社と緊密なる共同闘争を図るため代表者会議の開催 

       （三）大会の名を以て「メッセージ」の発表等を提案審議する 

 ⇒この後、人的交流はとだえ、祝電などの交流に限定されるようになる 

  ※その後の衡平社の動き 

   1928～31年 急進派と穏健派の反目 

   1931～33年 衡平社解消問題 

1933年、衡平青年前衛同盟事件での急進勢力逮捕 

   1934年 大同社に改称＝妥協的な融和主義団体へと変質 
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８．1926年以降も朝鮮人の支援を続けた水平社関係者・地域 

◎泉野利喜蔵 

 ▽今池朝鮮人「不法占拠」解消への関わり－資料⑦S 

・1929年 6月 堺の今池緒鮮人「不法占拠」バラックが問題化 

12月 対策委員会設置 

大阪朝鮮労働組合泉州支部 

右派無産政党の社会民衆党の油谷虎松市会議員 

中間派無産政党の日本大衆党の泉野利喜蔵市会議員ら 

油谷・泉野両市会議員は市長と会見 

市長から「考慮しておかう」という答弁を引き出した。 

今池近くの錦小学校で「今池町朝鮮人立退き問題批判演説会」を開催 

油谷・泉野両議員や無産団体代表が弁士 

堺市社会事業協会が篤志家に寄付を乞い、約 30戸を新築し、移転する方向を打出す 

⇒寄付が集まらず、長い間放置 

 1932年 11月、昭和天皇来阪時にも強引な撤去は行われず 

  ・1934年 11月 泉野の地元の耳原（舳松支部）に内鮮協和会住宅がやっと完成、移転 

木造平屋建て 4棟 20戸の住宅と木造平屋 50坪の隣保館 

※1933年－耳原周辺に 231世帯約 1,100人の朝鮮人が居住 

▽失業救済事業 

・1930年 11月 失業救済事業に関し、60名で堺市長に陳情し、市長から金一封を贈与 

金達桓らの泉州一般労組（舳松に本部） 

全国大衆党堺支部 

泉野利喜蔵がいた水平社舳松支部    が共闘 

◎北井正一 

 ▽1930年前後 家業の不振から新堂を離れ、大阪市内の西浜に移住 

         ・皮革産業に関わる 

 ▽1931年 3月 北蛇草の野本パイプ工場の朝鮮人職工を含む職工の解雇から争議 

・北井正一の関わる労農派系の関西労働組合総聯盟の組合員が中心 

・「民族的差別撤廃」を要求事項に掲げ、北蛇草全体のパイプ工場のゼネスト計画 

・当時、崔善鳴は北蛇草に居住、関係した可能性が高い 

▽1933年 1月 関西労働組合総聯盟大阪皮革労働組合が結成 

・組合長北井正一 

・自宅に組合事務所と全国水平社大阪府聯合会の事務所が併置 

・多くの被差別部落民や在日朝鮮人を結集 

結成時の 10人の執行委員のうち 2名が朝鮮人 

・顧問には朝鮮人問題に理解を示した水平社の栗須七郎が就任 

・大会では「民族的封建的差別撤廃に関する件」が可決 

※1937年 西浜を含む浪速区の住宅不良地区 
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朝鮮人履物工・皮革工が男女合わせて 123人居住 

日本人は 989人－朝鮮人が約 11％を占める 

被差別部落を含む隣接する西成区の住宅不良地区 

朝鮮人履物工・皮革工が 253人 

日本人 162人－朝鮮人が 61％を占める 

両方を合わせると朝鮮人が約 25％ 

 ▽1934年 1月 朝鮮人 400名からなる阪南労働者自助会が大阪皮革労組と合体 

全協を脱退した朴永根らが西成朝鮮人皮革労働者にナット労働者等を含めて結成 

→4月に関西労働組合総聯盟大阪一般化学労組になる 

  ※京都崇仁地区の履物・皮革産業に朝鮮人が従事するケースはほとんど無かったと言われる 

◎栗須七郎－北井正一と深い関係 

 ▽1925年 8月 堺で居住権確立、悪家主退治の朝鮮人大会 

共催－大阪朝鮮労組、朝鮮青年同盟、新幹会支部、新党準備会支部、借家人同盟支部 

司会－金達桓－左派ではあるが、後に共産党、全協とは一線を画す 

応援弁士－栗須七郎 

▽1929年 5月 衡平社機関紙『正進』創刊号 

栗須七郎著『水平宣言』を朝鮮語に翻訳、刊行することを予告 

▽1930年 1月 衆議院選挙大阪第二区に無産大衆党から立候補 

立看板 20枚の内の 10枚をハングル表記 

→ハングル東京に否定的であった内務省が、直後に一転してハングル投票を認める 

▽1933年 1月 関西労働組合総聯盟大阪皮革労働組合が結成－多くの朝鮮人を結集 

組合長北井正一、顧問栗須七郎 

▽1930年代半ば～戦時下 西浜の住居の長屋「水平道舎」に朝鮮人の子どもを書生として面倒を見る 

鄭承博（1923～2001年、在日朝鮮人作家）らが居住 

長屋＝大阪府水平社の発祥の地 

 

 

                              「水平道舎」1940年頃撮影 

                               前列中央は栗須七郎 

                               その左が妻元枝 

                                 右が娘文子 

                               後列右端が鄭承博 

 

 

 

 

◎米田富 

 ▽1932年 2月？ 李善洪・崔善鳴が米田富と面会 

           水平社博物館に残されていた米田富所蔵の名刺に二人の名刺が存在 
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（住所からこの頃のもの） 

           李善洪が最初に総選挙に立候補したときのものか？ 

◎平野小剣 

 ▽1926年 6～7月 ソウル、衡平社訪問 

全国水平社結成当時の幹部で唯一、衡平社を訪問 

▽同愛会『同愛』1926年 9月号 

「朝鮮衡平社を訪ねて―鮮満旅行記の一説―」 

▽関東水平社聯盟『人類愛』第二輯 1926年 

「朝鮮衡平運動の概観」 

※関東水平社聯盟－アナ系 

◎中西伊之助 

 ▽同愛会『同愛』1926年 6月号 

   「先づその罪を謝せ―部落民問題の核心―」－朝鮮問題にも触れる 

 ▽『社会問題講座附録科外講話・雑録・図表』1927年 6月 

   「朝鮮解放運動概観」－衡平運動に触れる 

◎京都田中部落 

▽1928年 2月－槿友会京都支会－田中水平社青年会館で設立大会開催 

▽同月－官憲糾弾朝鮮人大会－田中夜学校で開催 

◎大阪では 

 ▽南王子部落、西郡部落などでも朝鮮人との交流 

 ▽その一方で、1936年－西淀川区東之町（加島）「部落共同浴場」への朝鮮人入浴拒否問題なども 

 

 おわりに 
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