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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
九
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
。
尚
、
第
四
回
の
上
杉
聰
さ
ん
の
講
演
録
に
つ
き
ま
し
て
は
、
書
き
下
ろ
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

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
。
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は
じ
め
に

　
こ
こ
で
い
う
中
世
と
い
う
の
は
一
四
世
紀
か
ら
一
六
世
紀
を
念
頭

に
お
い
て
お
話
を
い
た
し
ま
す
。時
代
で
言
う
と
、南
北
朝
・
室
町
・

戦
国
時
代
で
す
。
中
世
被
差
別
民
の
集
団
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
こ
何

年
間
か
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
き
て
お
り
、
文
章
に
し
て
公
に

し
て
き
た
も
の
で
す
の
で
、
ご
存
知
の
方
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
改
め
て
こ
の
テ
ー
マ
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
な
ぜ
集
団
の
問
題
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
レ
ジ
ュ
メ
の 

「
は
じ
め
に
」
の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
一
定
集
団
の
内
部

構
成
の
問
題
と
い
う
の
は
、
集
団
の
こ
と
を
理
解
す
る
う
え
で
非
常

に
大
切
な
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
一
九
五
〇
年
代
に
、
荘
園
史

研
究
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
ま
し
て
、
そ
の
中
で
は
村
落
の
階
層
の

問
題
が
分
析
さ
れ
た
り
追
究
さ
れ
た
り
し
て
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う

村
落
の
研
究
に
比
べ
ま
し
て
、
被
差
別
民
研
究
に
お
い
て
は
そ
の
内

部
の
集
団
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
私
は
理
解
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

の
か
、
最
大
の
原
因
は
史
料
の
限
界
だ
と
思
い
ま
す
。
被
差
別
民
に

関
す
る
史
料
は
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
出
て
き
て
も
断
片
的
な
も
の

で
し
か
な
い
わ
け
で
す
。
そ
う
い
っ
た
史
料
の
中
か
ら
内
部
構
成
の

問
題
を
み
て
い
く
の
は
、
非
常
に
困
難
で
す
。

１
　
被
差
別
民
の
集
団
お
よ
び
そ
の
内
部
の
問
題
に
つ
い
て

　
宿
と
か
声
聞
師
に
つ
い
て
は
一
定
判
明
し
て
き
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
の
が
私
の
理
解
で
す
。
た
だ
し
、
声
聞
師
に
つ
い
て
理

解
が
進
ん
で
き
て
い
る
と
は
言
っ
て
も
、
地
域
的
に
か
な
り
限
定
さ

れ
た
も
の
で
す
。
一
例
を
あ
げ
ま
す
と
、
大
和
国
に
五
ヶ
所
・
十
座

と
い
う
声
聞
師
が
存
在
し
て
お
り
ま
し
て
、『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』

を
は
じ
め
と
す
る
興
福
寺
関
係
の
史
料
の
中
に
た
く
さ
ん
出
て
き
ま

す
。
そ
れ
を
分
析
す
る
中
で
、
大
和
の
声
聞
師
に
つ
い
て
は
一
定
程

度
の
理
解
が
進
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
翻
っ

て
、
京
都
の
声
聞
師
に
つ
い
て
は
ど
う
か
と
い
い
ま
す
と
、
大
和
ほ

ど
ま
と
ま
っ
た
史
料
が
存
在
し
て
い
な
い
た
め
に
な
か
な
か
集
団
内

部
の
問
題
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と
は
困
難
を
極
め
て
い

る
状
況
で
す
。
そ
れ
で
も
声
聞
師
に
つ
い
て
は
理
解
が
進
ん
で
い
る

わ
け
で
す
が
、
河
原
者
に
つ
い
て
は
集
団
に
関
す
る
史
料
が
、
ご
く

数
え
る
く
ら
い
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
な
か
な
か
内
部
構
成
の
問
題
に

ま
で
分
析
が
及
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
状
況
に
あ

り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
吉
川
弘
文
館
か
ら
で
て
お
り
ま
す
『
国
史
大
辞
典
』
の

「
河
原
者
」
の
項
に
、
初
見
史
料
と
し
て
『
左
経
記
』
の
中
に
「
河

原
人
等
」
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
表
現
か
ら
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「
集
団
を
暗
示
」
し
て
い
る
と
、
四
月
の
初
め
に
お
亡
く
な
り
に
な

り
ま
し
た
横
井
清
さ
ん
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
か
な
り
早

い
段
階
で
横
井
さ
ん
は
河
原
人
等
と
い
う
『
左
経
記
』
の
記
述
か
ら

集
団
を
暗
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
そ
れ
は
、
暗
示
し
て
い
る
と
い
う
段
階
で
あ
っ
て
、
明
確
に
こ
う

だ
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
言
い
切
れ
て
い
ま
せ
ん
。
丹
生
谷
哲
一
さ

ん
が
「
河
原
者
集
団
の
形
成
過
程
を
跡
づ
け
る
史
料
は
ほ
と
ん
ど
見

あ
た
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
、
河
原
者
集
団
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
は

恣
意
的
な
推
測
に
任
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
う
い
う
指
摘
が
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
河
原
者
集

団
に
関
す
る
史
料
は
非
常
に
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
そ
う
い
う
中
で
、
一
つ
だ
け
事
例
を
あ
げ
て
お
き
ま
す
。
レ
ジ
ュ

メ
の
史
料
１
で
す
。『
八
坂
神
社
記
録

　
上
』
に
お
さ
め
ら
れ
て
い

る
貞
治
四
年
（
一
三
六
五
）
六
月
一
二
日
条
に
「
四
条
河
原
細
工
丸

十
余
人
召
之
」
と
出
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
の
場
合
は
あ
く
ま
で
も
「
河

原
細
工
丸
」
で
あ
っ
て
、「
河
原
者
」
と
い
う
表
現
で
は
な
い
わ
け

で
す
が
、
四
条
河
原
に
住
む
細
工
十
余
人
と
い
う
集
団
が
こ
こ
に
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
考
え
る
に
、
人
が
集
団
化
す
れ
ば
そ
こ
に
は
自
ず

と
格
差
、
階
層
差
が
生
ま
れ
て
く
る
と
思
う
わ
け
で
す
。
私
自
身
そ

の
こ
と
に
つ
い
て
気
づ
い
た
の
は
、
史
料
２
に
出
て
く
る
『
山
科
家

礼
記
』
文
明
一
二
年
（
一
四
八
〇
）
二
月
二
五
日
条
で
す
。
こ
の
史

料
は
、
将
軍
足
利
義
政
が
東
山
山
荘
、
今
の
銀
閣
寺
を
建
て
る
際
に

木
を
求
め
て
諸
国
に
河
原
者
を
派
遣
す
る
の
で
す
が
、
そ
れ
に
関
連

す
る
史
料
で
す
。
こ
の
「
公
方
御
庭
の
樹
料
」
と
い
う
の
は
東
山
山

荘
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
す
が
、こ
の
中
に「
二
郎
・
彦
三
郎
・

下
部
一
人
」
と
で
て
き
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
河
原
者
を
各
地
に
下
し

た
と
い
う
史
料
で
す
。
こ
れ
ま
で
「
下
部
一
人
」
と
い
う
文
言
に
つ

い
て
は
見
過
ご
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。「
二
郎
・
彦
三
郎
」

は
通
常
の
河
原
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
二
郎
・
彦
三
郎
」
に
つ
き
し

た
が
っ
て
い
る
下
部
の
一
人
の
河
原
者
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
史
料
で
は
二
郎
・
彦
三
郎
と
下
部
一
人
と
い
う
の
は
分
け
て
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
然
こ
こ
に
階
層
差
と
い
う
も
の
を
読
み
取
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
こ
の
史
料
を
見
て
初
め
て
考
え
ま
し
た
。

　
そ
う
い
う
思
い
で
『
山
科
家
礼
記
』
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
文
明

一
八
年
三
月
一
七
日
条
に
「
東
山
殿
河
原
者
両
人
お
と
な
」
と
で
て

ま
い
り
ま
す
。「
お
と
な
」
と
い
う
の
は
大
人
と
書
い
た
り
、
乙
名

と
書
い
た
り
し
ま
す
が
、
あ
る
河
原
者
集
団
の
指
導
者
の
立
場
の
人

の
こ
と
を
「
お
と
な
」
と
い
っ
て
お
り
ま
し
た
、
こ
れ
は
村
落
に
お

い
て
も
、
宮
座
に
お
い
て
も
「
お
と
な
」
と
い
う
表
現
が
で
て
き
ま

す
。
こ
こ
に
河
原
者
が
「
お
と
な
」
と
し
て
初
め
て
登
場
し
て
き
ま
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す
。
二
つ
の
史
料
を
並
べ
て
み
ま
す
と
、
河
原
者
と
い
う
集
団
の
中

に
指
導
者
と
し
て
の
「
お
と
な
」
と
、
使
役
さ
れ
る
「
下
部
」
と
呼

ば
れ
る
河
原
者
が
厳
然
と
存
在
す
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
こ

う
い
っ
た
史
料
が
断
片
的
で
は
あ
り
ま
す
が
で
て
く
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
大
和
の
関
係
史
料
で
す
が
、「
細
工
之
一
臈
乗
連
入
道
」
と

出
て
ま
い
り
ま
す
。「
臈
次
制
」
と
い
う
、
集
団
の
中
で
「
お
と
な
」

に
相
当
す
る
よ
う
な
指
導
者
の
こ
と
を
臈
次
と
呼
び
、
一
臈
、
二
臈
、

三
臈
な
ど
と
呼
ば
れ
る
集
団
の
指
導
者
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
乗
連

入
道
に
つ
い
て
は
一
臈
と
出
て
ま
い
り
ま
す
。
大
和
の
細
工
集
団
に

お
い
て
も
、
こ
う
い
っ
た
集
団
を
指
導
す
る
「
お
と
な
」
に
相
当
す

る
一
臈
な
る
存
在
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
う
い
う
形
で
内
部

問
題
に
つ
い
て
は
少
な
い
史
料
な
が
ら
い
ろ
ん
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕

方
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
史
料
の
読
み
方
を
変
え
て
み
る
こ
と

に
よ
っ
て
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

２
　
襲
名
に
つ
い
て

　
こ
れ
は
河
原
者
に
限
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
被
差
別
民
の
中
で
同

じ
名
前
を
代
々
引
き
継
い
で
襲
名
を
し
て
い
く
と
い
う
事
例
を
い
く

つ
か
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
歌
舞
伎
役
者
の
襲
名
と
同
じ
よ

う
な
も
の
で
す
。
そ
の
襲
名
に
つ
い
て
、
レ
ジ
ュ
メ
に
い
く
つ
か
具

体
的
な
事
例
を
あ
げ
て
お
き
ま
し
た
。

　
長
期
に
わ
た
っ
て
み
ら
れ
る
同
一
名
称
の
例
１
と
し
て「
散
所
熊
」

を
あ
げ
ま
し
た
。
初
見
は
応
永
一
二
年
（
一
四
〇
五
）
で
し
て
、
山

科
家
の
史
料
で
あ
り
ま
す
『
教
言
卿
記
』
に
初
め
て
「
散
所
熊
」
が

で
て
き
ま
す
。
少
な
く
と
も
一
五
世
紀
の
ご
く
初
期
に
「
散
所
熊
」

と
い
う
名
前
が
確
認
で
き
ま
す
。そ
れ
以
降
、山
科
家
の
日
記
は
ず
っ

と
続
い
て
い
ま
す
の
で
日
記
史
料
を
確
認
し
て
い
き
ま
す
と
、
最
後

に
確
認
で
き
る
の
が
明
応
元
年
（
一
四
九
二
）
八
月
二
二
日
で
す
。

一
四
〇
五
年
か
ら
一
四
九
二
年
ま
で
「
散
所
熊
」
の
名
前
を
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
一
人
の
人
物
で
あ
れ
ば
九
〇
年
弱
も
み
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
は
ま
ず
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
複
数
の

人
に
よ
っ
て
名
前
が
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
と
考
え
て
い
い
と
思
い

ま
す
。
別
の
記
事
に
よ
り
ま
す
と
「
散
所
法
師
熊
二
人
」
と
で
て
ま

い
り
ま
す
。
こ
れ
は
個
人
名
と
考
え
る
よ
り
は
、
散
所
の
グ
ル
ー
プ

名
、
グ
ル
ー
プ
の
中
の
ご
く
限
ら
れ
た
指
導
者
の
名
前
と
考
え
て
い

い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、
ど
こ
に
住
ん
で
い

た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
山
科
家
関
係
の
史
料
の
中
に
は

全
く
で
て
き
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
彼
ら
が
や
っ
て
い
た
仕
事
は
レ

ジ
ュ
メ
に
も
書
い
て
お
き
ま
し
た
よ
う
に
、
土
木
工
事
、
大
工
工
事
、

毘
沙
門
経
や
阿
弥
陀
経
を
読
ん
だ
り
、
火
祭
を
行
う
と
い
う
よ
う
な
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宗
教
的
行
為
を
や
っ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。

　
例
２
と
し
て
「
河
原
者
五
月
」
が
で
て
き
ま
す
。
宝
徳
三
年
（
一

四
五
一
）
の
「
地
か
ら
み
帳
」
と
い
う
『
上
賀
茂
神
社
文
書
』
の
中

に
初
め
て
登
場
し
ま
す
。「
地
か
ら
み
帳
」
と
い
う
の
は
、
上
賀
茂

神
社
か
ら
下
鴨
神
社
に
か
け
て
の
農
地
を
耕
作
す
る
た
め
の
一
筆
ご

と
に
記
載
さ
れ
た
土
地
台
帳
で
す
。
そ
れ
を
詳
細
に
復
元
さ
れ
た
の

が
須
磨
千
頴
先
生
で
す
。
須
磨
先
生
の
ご
努
力
に
よ
っ
て
「
地
か
ら

み
帳
」
が
復
元
さ
れ
、
私
た
ち
は
そ
の
成
果
に
乗
っ
か
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。
そ
の
「
地
か
ら
み
帳
」
の
宝
徳
三
年
に
「
瓦
者
五
月
」
と

い
う
名
前
が
初
め
て
登
場
し
ま
す
。
五
月
だ
け
を
追
っ
て
い
き
ま
す

と
、
最
終
的
に
は
天
文
一
六
年
（
一
五
四
七
）
の
『
勧
修
寺
文
書
』

の
中
に
登
場
し
ま
す
。
大
体
一
〇
〇
年
弱
で
す
。
こ
の
間
、「
河
原

者
五
月
」
の
名
前
は
『
山
科
家
礼
記
』
に
二
度
、
後
に
詳
し
く
お
話

し
し
ま
す
「
清
水
寺
像
内
文
書
」
の
中
に
も
で
て
き
ま
す
。
こ
う
し

て
い
く
つ
か
名
前
が
出
て
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
五
月
は
「
散
所

熊
」
の
よ
う
に
同
一
人
物
、
同
一
グ
ル
ー
プ
の
名
前
と
考
え
て
い
い

の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
「
地
か

ら
み
帳
」
と
い
う
上
賀
茂
に
関
係
す
る
、
上
賀
茂
の
田
畑
を
耕
作
し

て
い
る
土
地
台
帳
の
中
に
で
て
き
ま
す
。『
勧
修
寺
文
書
』
は
山
科

に
関
す
る
史
料
で
あ
っ
て
、
距
離
的
に
随
分
離
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、

そ
れ
を
同
一
人
物
、
同
一
グ
ル
ー
プ
と
考
え
て
い
い
の
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
や
は
り
疑
問
符
が
つ
く
だ
ろ
う
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ま

た
、
五
月
と
い
う
名
前
の
共
通
性
を
ど
う
考
え
て
い
っ
た
ら
い
い
の

か
と
い
う
別
の
問
題
が
新
た
に
で
て
き
ま
す
。

　
例
３
と
し
て
東
寺
散
所
「
松
法
師
」
を
あ
げ
て
お
り
ま
す
。
東
寺

散
所
に
つ
い
て
は
分
厚
い
研
究
成
果
が
あ
り
ま
す
の
で
、
細
か
い
こ

と
は
申
し
上
げ
ま
せ
ん
が
、「
松
法
師
」
と
い
う
名
前
が
最
初
に
登

場
し
ま
す
の
が
、
康
永
四
年
（
一
三
四
五
）
六
月
で
す
。「
東
寺
散

所
住
人
交
名
」
と
い
う
史
料
の
中
に
初
め
て
登
場
し
ま
す
。『
東
寺

百
合
文
書
』
関
係
で
「
松
法
師
」
を
ず
っ
と
追
っ
て
い
き
ま
す
と
、

文
明
一
五
年
（
一
四
八
三
）
ま
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た

だ
、「
松
法
師
」
と
い
う
名
前
だ
け
で
い
き
ま
す
と
、
天
文
二
〇
年 

（
一
五
五
一
）
頃
に
『
大
舘
記
』
の
中
に
「
松
法
師
」
と
い
う
名
前

が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
大
舘
氏
は
室
町
幕
府
の
内
談
衆
を
務
め
て
い

た
人
物
で
す
。
内
談
衆
と
い
う
の
は
幕
府
の
最
終
的
な
判
断
を
下
す

ト
ッ
プ
グ
ル
ー
プ
で
す
。
レ
ジ
ュ
メ
に
『
ビ
ブ
リ
ア
』
所
収
と
あ
り

ま
す
が
、
こ
れ
は
天
理
図
書
館
が
出
し
て
い
る
雑
誌
の
名
前
で
す
。

そ
の
雑
誌
の
中
に
『
大
舘
記
』
が
翻
刻
さ
れ
て
連
載
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
す
。
こ
の
天
文
二
〇
年
に
で
て
く
る
「
松
法
師
」
と
東
寺
散
所

の
「
松
法
師
」
が
同
一
人
物
或
い
は
グ
ル
ー
プ
と
考
え
て
い
い
の
か
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ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
東
寺
の
根
本
散
所
の
中
に
は
一

五
名
の
名
前
が
で
て
き
ま
す
。
東
寺
散
所
を
形
成
す
る
根
本
の
人
た

ち
の
名
前
と
し
て
一
五
名
が
で
て
く
る
の
で
す
。
そ
の
名
前
が
そ
れ

以
降
も
何
十
年
に
も
わ
た
っ
て
出
て
き
ま
す
。
一
人
一
人
の
名
前
を

追
跡
し
て
い
く
と
大
変
な
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
こ
で
は
松
法
師
に

限
定
し
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、『
大
舘
記
』
と
い
う

幕
府
関
係
の
中
に
も
松
法
師
の
名
前
が
登
場
す
る
と
い
う
こ
と
で
、

幕
府
関
係
の
記
録
を
見
て
い
き
ま
す
と
『
年
中
恒
例
記
』
と
い
う
幕

府
の
年
中
行
事
を
書
き
上
げ
た
史
料
の
中
に
も
重
陽
の
節
句
の
時
に

菊
を
植
え
る
人
物
と
し
て
松
法
師
が
登
場
し
ま
す
。
あ
る
い
は
、
正

月
の
三
毬
杖
囃
子
を
演
ず
る
人
物
と
し
て
「
松
法
師
」
と
い
う
名
前

が
登
場
し
ま
す
。
幕
府
関
係
の
松
法
師
と
東
寺
関
係
の
松
法
師
と
が

同
一
グ
ル
ー
プ
と
考
え
て
い
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
議
論
の

ポ
イ
ン
ト
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。『
大
舘
記
』
の
中
に
は
、「
散
所

の
者
松
法
師
」
と
い
う
言
い
方
が
出
て
ま
い
り
ま
し
て
、『
年
中
恒

例
記
』
の
中
に
も
、「
散
所
の
う
ち
松
」
と
い
う
言
い
方
が
で
て
ま

い
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
私
は
、
東
寺
関
係
の
松
法
師
と
幕
府
関
係

に
出
て
く
る
松
法
師
は
同
一
グ
ル
ー
プ
の
松
法
師
だ
と
考
え
て
い
い

の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

松
法
師
と
い
う
名
前
は
二
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
出
て
く
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ
れ
も
何
代
か
に
わ
た
っ
て
受
け
継
が
れ
た
名
前
だ

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　
例
４
は
省
き
ま
す
が
、
こ
れ
以
外
に
も
芸
能
関
係
に
も
襲
名
が
行

わ
れ
て
い
て
、
同
朋
衆
の
中
に
立
阿
弥
と
い
う
お
花
を
立
て
る
同
朋

衆
が
い
ま
す
が
、
こ
の
立
阿
弥
も
二
代
、
三
代
と
受
け
継
が
れ
て
き

た
名
前
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ

て
い
ま
す
。
足
利
義
政
に
仕
え
て
作
庭
に
非
凡
な
腕
を
発
揮
し
た
善

阿
弥
は
記
録
の
上
で
は
百
歳
余
で
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
後

も
名
前
が
出
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
お
そ
ら
く
こ
の
名
前
も
最
低
二

代
に
わ
た
っ
て
受
け
継
が
れ
た
名
前
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う

す
る
と
、
ど
う
し
て
名
前
を
受
け
継
ぐ
の
か
と
い
う
問
題
が
自
ず
と

で
て
き
ま
す
。当
然
何
ら
か
の
権
益
、名
前
を
受
け
継
ぐ
こ
と
に
よ
っ

て
何
ら
か
の
利
益
を
生
む
権
益
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
名
前

を
受
け
継
ぐ
必
要
性
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
残
念
な

が
ら
名
前
を
受
け
継
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
権
益
を
指
し
示
す

史
料
を
今
の
と
こ
ろ
私
自
身
ま
だ
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
ま

す
。
東
寺
関
係
史
料
も
随
分
繰
っ
た
の
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
史
料

に
巡
り
合
う
機
会
が
残
念
な
が
ら
あ
り
ま
せ
ん
。
今
の
と
こ
ろ
は
、

何
ら
か
の
権
益
を
受
け
継
ぐ
た
め
に
こ
の
襲
名
と
い
う
行
為
が
必
要

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
推
測
を
述
べ
る
し
か
方
法
が
あ
り
ま
せ
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ん
。
す
べ
て
の
河
原
者
が
襲
名
す
る
わ
け
で
は
な
く
て
襲
名
す
る
人

は
ご
く
限
ら
れ
た
人
で
す
か
ら
、
河
原
者
の
中
で
も
一
定
の
指
導
的

立
場
に
立
っ
て
い
る
人
が
襲
名
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る

と
考
え
て
い
ま
す
。

３
　
官
途
名
に
つ
い
て

　
官
途
と
い
う
の
は
、
官
吏
の
職
務
、
地
位
、
官
職
の
こ
と
で
す
。 

「
か
ん
と
」
あ
る
い
は
「
か
ん
ど
」
と
発
音
し
ま
す
が
こ
こ
で
は
「
か

ん
と
」
と
読
ん
で
お
き
ま
す
。
守
や
大
夫
・
左
衛
門
・
右
衛
門
な
ど

が
官
途
名
と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
。
こ
の
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、

村
落
研
究
で
は
随
分
と
深
い
議
論
が
こ
れ
ま
で
も
行
わ
れ
て
き
て
い

ま
す
。
薗
部
寿
樹
さ
ん
は
「
村
落
官
途
と
は
、
村
落
宮
座
に
お
け
る

官
途
成
の
儀
礼
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
り
、
村
人
身
分
の
者
が
得
ら

れ
る
身
分
的
特
権
」
だ
と
結
論
付
け
て
い
ま
す
。
官
途
成
と
い
う
儀

礼
が
あ
り
、
そ
の
儀
礼
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
村
落

の
中
に
お
け
る
身
分
的
な
特
権
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
金
子
哲
さ
ん

は
、
こ
う
い
っ
た
村
落
に
お
け
る
官
途
の
問
題
に
つ
い
て
そ
れ
は 

「
在
地
官
途
」
と
呼
ん
で
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
言
っ
て
お
ら
れ

ま
す
。
村
落
に
お
け
る
官
途
問
題
に
つ
い
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る

中
村
哲
子
さ
ん
は
、
中
世
前
期
の
多
用
な
官
途
名
か
ら
、
一
四
世
紀

中
葉
以
降
、
大
夫
・
平
内
・
右
馬
・
左
近
・
衛
門
な
ど
へ
と
整
理
さ

れ
て
い
く
。
い
ろ
ん
な
官
途
名
が
あ
っ
た
が
一
四
世
紀
中
葉
以
降
、

整
理
さ
れ
、
ご
く
限
ら
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
き
、
そ
の
中
で
も
「
大

夫
」
は
特
別
な
意
味
を
も
つ
と
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
中
村
さ
ん
は

も
う
一
つ
指
摘
さ
れ
て
い
て
、
村
落
に
お
け
る
官
途
名
と
い
う
の
は

人
名
と
し
て
継
承
さ
れ
、
補
任
を
得
ず
に
僭
称
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
想

定
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
通
常
、
朝
廷
に
お
け
る
官
途
名
と
い

う
の
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
御
役
所
に
お
い
て
許
可
さ
れ
る
わ
け
で

す
が
、
在
地
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
補
任
を
得
ず
に
僭
称
、
自
分
勝

手
に
名
乗
る
ケ
ー
ス
も
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か

と
指
摘
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
村
さ
ん
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、

村
落
に
お
け
る
官
途
成
の
儀
礼
を
通
過
す
る
こ
と
な
く
自
分
勝
手
に

名
乗
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
こ
れ
が
村
落
に
お
け
る
官
途
名
の
問
題
な
の
で
す
が
、
で
は
、
被

差
別
民
に
お
け
る
場
合
は
ど
う
な
の
か
。
被
差
別
民
に
お
け
る
早
い

事
例
と
し
て
は
、
若
狭
国
太
良
荘
と
い
う
東
寺
領
の
荘
園
の
中
で 

「
大
門
傔
仗
間
人
夫
妻
二
人
」
と
、
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
一
一

月
の
史
料
の
中
に
で
て
き
ま
す
。
間
人
（
も
う
ど
）
と
い
う
の
は
大

門
傔
仗
の
こ
と
を
説
明
を
す
る
説
明
書
き
で
す
。
傔
仗
（
け
ん
じ
ょ

う
）
と
い
う
の
は
、
律
令
制
下
、
辺
境
の
官
人
に
与
え
ら
れ
た
官
職
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名
の
こ
と
で
す
。
そ
の
大
門
傔
仗
が
間
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
間
人
は
他
郷
か
ら
流
入
し
た
人
た
ち
の
こ
と
で
「
流
動
的
弱
小

農
民
が
他
郷
に
居
つ
い
た
姿
」
で
「
賤
視
」
の
対
象
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
の
が
著
名
な
黒
田
俊
雄
さ
ん
や
石
母
田
正
さ
ん
の
指
摘
で
す
。

黒
田
さ
ん
や
石
母
田
さ
ん
の
説
が
必
ず
し
も
全
面
的
に
受
け
入
れ
ら

れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、『
国
史
大
辞
典
』
に
よ
り
ま
す
と
、

「
平
民
百
姓
の
う
ち
で
、
最
下
層
」
の
人
を
間
人
と
い
う
と
し
て
い

ま
し
て
、
そ
こ
に
は
賤
視
の
対
象
と
い
う
表
現
は
出
て
き
ま
せ
ん
。

そ
こ
が
黒
田
さ
ん
、
石
母
田
さ
ん
ら
と
見
解
を
異
に
し
て
い
る
点
で

あ
っ
て
、
私
自
身
は
、
間
人
は
賤
視
の
対
象
と
考
え
て
い
い
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
に
早
い
事
例
と
し
て
あ
げ

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
も
し
こ
れ
が
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
一
三
世
紀
の
半
ば
頃
か
ら
、
差
別
を
受
け
て
い
た
人
た
ち
が
官

途
名
を
名
乗
る
と
い
う
事
例
が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
事
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ

り
ま
す
が
、
次
に
確
認
で
き
ま
す
の
が
、
先
ほ
ど
紹
介
し
ま
し
た
宝

徳
三
年
の
「
地
か
ら
み
帳
」
の
中
に
「
散
所

　
左
衛
門
二
郎
」「
散

所
　
衛
門
二
郎
」「
散
所

　
左
衛
門
次
郎
」
と
い
っ
た
記
載
が
出
て

ま
い
り
ま
す
。「
左
衛
門
二
郎
」
と
い
っ
た
官
途
名
と
二
郎
と
い
う

名
前
が
く
っ
つ
い
た
形
で
で
て
く
る
事
例
が
こ
の
頃
か
ら
増
え
て
き

ま
す
。
二
郎
や
次
郎
、
太
郎
と
い
う
の
は
歴
史
用
語
で
い
い
ま
す
と
、

輩
行
名
と
言
い
ま
す
。
輩
行
名
と
官
途
名
が
く
っ
つ
い
た
形
で
出
て

き
ま
す
。
輩
行
名
が
先
に
な
っ
た
り
後
に
な
っ
た
り
、
い
ろ
ん
な
事

例
が
あ
り
ま
す
。「
地
か
ら
み
帳
」
の
中
に
は
、
河
原
者
も
随
分
た

く
さ
ん
で
て
き
ま
す
が
、
河
原
者
の
中
に
は
官
途
名
を
持
つ
人
物
は

記
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
「
地
か
ら
み
帳
」
に
限
っ
た
こ
と

で
す
。
レ
ジ
ュ
メ
に
「
散
所

　
式
部
」（『
雑
事
要
録
』
一
二
）
と
あ

り
ま
す
が
、
こ
の
『
雑
事
要
録
』
と
は
摂
関
家
の
近
衛
家
の
家
産
記

録
で
す
。
各
荘
園
ご
と
に
、
今
年
い
く
ら
年
貢
が
入
っ
た
と
か
、
ど

れ
だ
け
の
支
出
が
必
要
で
あ
っ
た
と
か
、
今
で
い
え
ば
家
計
簿
の
よ

う
な
も
の
が
近
衛
家
の
中
に
残
っ
て
い
ま
す
。
陽
明
文
庫
の
中
に
こ

の
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
一
六
世
紀
以
降
に
な
り
ま
す
と
、
官
途

名
を
も
つ
被
差
別
民
の
事
例
が
大
変
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
の
史
料
５
の
『
徳
政
賦
引
付
』
天
文
一
五
年
（
一

五
四
六
）
に
「
庭
之
者
四
条
之
新
左
衛
門
」
と
で
て
き
ま
す
。
四
条

の
河
原
者
が
新
左
衛
門
と
い
う
名
前
で
で
て
き
ま
す
。
そ
の
中
で
注

意
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
あ
り
ま
す
。

　
和
泉
国
嶋
村
（
現
在
の
泉
佐
野
市
）
で
は
一
六
世
紀
半
ば
以
降
、

被
差
別
民
が
名
乗
る
官
途
名
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
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ま
い
り
ま
す
。『
熊
取
町
史
』
の
中
に
『
中
家
文
書
』
と
い
う
文
書

が
翻
刻
さ
れ
て
公
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
ご
覧
い
た
だ
い
た
ら
お
わ

か
り
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
『
中
家
文
書
』
は
中
世
の
年
号

を
も
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
近
世
初
期
の
写
し
と
判
明
し
た
と
藤
田

達
生
さ
ん
が
い
っ
て
お
ら
れ
て
、
史
料
的
検
討
が
必
要
だ
と
指
摘
し

て
お
ら
れ
ま
す
。
で
す
の
で
、『
中
家
文
書
』
に
つ
い
て
は
一
定
の

史
料
操
作
を
行
っ
た
上
で
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
『
中
家
文
書
』
を
使
っ
て
嶋
村
の
分
析
を
し
た
藤
原
宏
さ
ん

は
、
被
差
別
民
の
官
途
名
に
つ
い
て
「
嶋
村
に
お
い
て
は
衛
門
成
と

大
夫
成
が
主
要
な
官
途
成
で
あ
る
ら
し
い
。
こ
の
二
つ
は
中
世
百
姓

身
分
に
お
い
て
ご
く
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
他
、
衛

門
尉
・
宮
内
・
左
近
・
右
近
・
介
・
刑
部
・
兵
衛
も
み
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
の
官
途
名
使
用
が
周
辺
の
「
一
般
」
惣
村
か
ら
規
制
さ
れ
た
よ

う
に
は
み
え
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。『
中
家
文
書
』
は
近
世

初
期
の
写
し
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
ま
す
の
で
注
意
深
く
用
い

な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
が
、
こ
の
藤
原
さ
ん
の
指
摘
は
非
常
に

重
要
な
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
た
だ
藤
原
さ
ん

自
身
が
「
嶋
村
に
お
い
て
は
衛
門
成
と
大
夫
成
が
主
要
な
官
途
成
で

あ
る
ら
し
い
」
と
仰
っ
て
い
ま
す
。
嶋
村
の
中
で
官
途
成
と
い
う
行

事
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
私
は
、『
中
家
文
書
』

の
中
に
み
る
こ
と
が
で
き
て
お
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
そ
う
い
っ
た

よ
う
な
も
の
が
果
た
し
て
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
含
め

て
こ
の
藤
原
さ
ん
の
指
摘
は
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
が
、

重
要
な
指
摘
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
一
六
世
紀
以
降
、
被
差
別
民
の
官
途
成
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る

こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
河
原
者
に
つ
い
て
申
し
ま
す
と
、
河

原
者
「
岩
鶴
与
左
衛
門
尉
」
と
い
う
人
物
が
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）

に
登
場
し
ま
す
。
こ
の
岩
鶴
と
い
う
人
物
は
、
山
科
家
の
日
記
を
見

て
い
き
ま
す
と
、「
岩
」「
岩
鶴
」
と
だ
け
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

し
て
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
岩
鶴
と
い
う
名
前
は
天
文
三

年
（
一
五
三
四
）
以
降
、
慶
長
一
二
年
（
一
六
〇
七
）
ま
で
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
七
〇
年
く
ら
い
に
わ
た
っ
て
み
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
こ
と
で
す
。た
だ
し
、「
与
左
衛
門
尉
」と
い
う
官
途
名
を
も
っ

て
登
場
す
る
の
は
文
禄
三
年
の
『
言
経
卿
記
』
が
初
め
て
で
す
。
安

土
桃
山
時
代
、
豊
臣
秀
吉
の
時
代
に
河
原
者
が
「
岩
鶴
与
左
衛
門
尉
」

と
い
う
名
前
で
登
場
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
う
一
つ
事
例

を
あ
げ
ま
す
。「
名
字
」
を
も
つ
事
例
で
す
。『
政
所
賦
銘
引
付
』
の

文
明
一
六
年
（
一
四
八
四
）
の
と
こ
ろ
に
出
て
き
ま
す
。「
河
原
者

小
川
次
郎
」
と
で
て
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
名
字
を
も
つ
河
原
者
も

一
方
で
は
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
村
落
に
お
け
る
官
途

中世被差別民の集団をめぐって
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名
を
持
つ
人
々
と
い
う
の
は
、
身
分
的
特
権
だ
と
薗
部
さ
ん
が
指
摘

さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
被
差
別
民
の
中
で
官
途
名

を
も
つ
人
々
と
い
う
の
は
、
一
定
集
団
の
中
で
や
は
り
指
導
的
役
割

を
担
っ
た
人
々
だ
と
考
え
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

４
　
花
押
に
つ
い
て

　
最
後
に
花
押
に
つ
い
て
で
す
。
花
押
は
名
前
の
下
に
書
く
サ
イ
ン

で
す
。
花
押
に
つ
き
ま
し
て
は
、
佐
藤
進
一
先
生
の
『
花
押
を
読
む
』

と
い
う
本
の
中
で
、「
江
戸
時
代
も
寛
永
頃
に
な
る
と
、
農
村
文
書

に
お
け
る
百
姓
の
花
押
が
急
に
減
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
中
世
以
前

に
身
分
に
よ
る
花
押
使
用
可
否
の
制
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
現
在
ま

だ
明
ら
か
で
な
い
が
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
印
判
（
印
章
）
が
普
及

し
て
、
百
姓
町
人
が
公
式
の
届
書
等
に
印
判
を
押
す
こ
と
や
、
そ
の

印
影
（
す
な
わ
ち
印
鑑
）
を
名
主
に
あ
ら
か
じ
め
届
け
て
お
く
こ
と

が
定
め
ら
れ
る
と
、
そ
れ
と
裏
腹
に
百
姓
町
人
の
花
押
使
用
が
禁
止

さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
花
押
使
用
が

禁
止
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
公
権
力
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
解
釈
で
き
ま
す
。
佐
藤
先
生
は
中
世
以
前
に
、

身
分
に
よ
る
花
押
使
用
可
否
の
制
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
現
在
ま
で
あ

き
ら
か
で
な
い
と
仰
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
指
摘
を
受
け

て
、
中
世
の
被
差
別
民
は
花
押
を
用
い
て
い
る
の
か
ど
う
か
の
検
討

に
入
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
私
が
お
話
し
て
き
ま
し
た
の
は
、
史
料
を
見
て
き
た
範

囲
の
中
で
の
話
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
に
も
ず
い
ぶ
ん
た
く
さ
ん
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
被
差
別
民
の
花
押
と
し
て
、
こ
れ

が
初
見
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
は
、
永
和
四
年
（
一
三

七
八
）、「
六
条
河
原
者
彦
太
郎
・
五
郎
連
署
東
寺
掃
除
人
夫
役
請
状
」

（
図
１
）
で
す
。
こ
れ
は
『
東
寺
百
合
文
書
』
の
中
に
で
て
き
ま
す
。

そ
の
中
に
こ
の
左
端
下
に
あ
る
よ
う
に
名
前
が
二
名
で
て
き
ま
す
。

お
そ
ら
く
こ
れ
が
被
差
別
民
が
花
押
を
す
え
た
最
初
の
も
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
ご
覧
い
た
だ
い
た
ら
わ
か
り
ま
す
よ
う

に
、
本
文
の
文
字
と
署
名
の
文
字
と
は
異
な
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、

本
文
は
別
の
者
が
書
い
て
、
署
名
と
花
押
は
彦
太
郎
と
五
郎
が
書
い

て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
私
が
見
た
限
り
に
お
い
て
初
見

で
す
。
た
だ
、
こ
れ
（
図
１
）
を
花
押
と
み
て
い
い
の
か
と
い
う
疑

問
は
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
と
り
わ
け
、
五
郎
は
×
だ
け
か
い
て
い

る
の
で
、
略
押
で
す
。
彦
太
郎
の
方
は
略
押
か
ら
や
や
複
雑
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　
そ
の
次
に
出
て
ま
い
り
ま
し
た
の
は
、
清
水
寺
が
所
蔵
し
て
お
り

ま
し
た
観
音
さ
ん
（
図
２
）
の
像
内
か
ら
出
て
き
た
文
書
で
す
。
観

12



図１　六条河原者彦太郎・五郎連署東寺掃除人夫役請状

（『東寺百合文書』ユ函49号）

（京都府立京都学・歴彩館　東寺百合文書 WEB より）

図２　伝観音菩薩像

（清水寺蔵）

像高は約32.5㎝

深さ約13.5㎝
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音
さ
ん
の
高
さ
は
三
二
・
五
セ
ン
チ
で
す
か
ら
小
さ
な
も
の
で
す
。

京
都
大
学
で
仏
像
を
研
究
し
て
お
ら
れ
る
根
立
研
介
さ
ん
に
よ
る
と
、

こ
れ
は
お
そ
ら
く
観
音
さ
ん
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
観
音

で
あ
る
と
断
定
さ
れ
ず
に
観
音
で
あ
ろ
う
と
仰
っ
て
お
ら
れ
る
の
は
、

仏
さ
ん
は
手
に
何
を
持
っ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
そ
の
性
格
が
決
ま
る

よ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
残
念
な
が
ら
こ
の
仏
さ
ん
は
手
に
持
っ
て
い

る
も
の
が
欠
け
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
観
音
と
は
断
定
は
し
て
い
な

い
わ
け
で
す
。
そ
の
根
立
さ
ん
の
見
解
に
よ
り
ま
す
と
、
こ
の
仏
さ

ん
は
お
そ
ら
く
は
室
町
時
代
の
作
品
と
考
え
て
間
違
い
な
か
ろ
う
と

い
う
こ
と
で
す
。

　
こ
の
観
音
さ
ん
の
首
は
す
ぽ
っ
と
と
れ
て
、
中
が
空
洞
に
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
空
洞
に
文
書
が
四
点
収
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
四
点

す
べ
て
は
ご
紹
介
で
き
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
中
の
一
点
が
こ
れ

（
図
３
）
で
す
。「
普
く
河
原
者
が
結
縁
を
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
、

本
文
は
「
過
去
七
世
父
母
六
親
眷
属
」
と
あ
り
、
お
父
さ
ん
、
お
母

さ
ん
と
一
族
が
、
結
縁
す
る
た
め
に
観
音
さ
ん
を
作
っ
て
お
納
め
を

い
た
し
ま
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
に
は
五
月
と
次
郎
五
郎
と
い

う
名
前
し
か
出
て
き
て
い
ま
せ
ん
。
文
安
四
年
霜
月
十
七
日
、
一
四

四
七
年
で
す
。
河
原
者
の
結
縁
と
し
て
観
音
さ
ん
の
像
内
に
お
納
め

い
た
し
ま
す
と
い
う
こ
と
で
、
五
月
と
次
郎
五
郎
が
署
名
を
し
て
い

図３　九条河原者五月・次郎五郎連署結縁状

（清水寺蔵）

（タテ27.9㎝×ヨコ45.8㎝）
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ま
す
。
あ
と
像
内
に
は
、
九
条
河
原
者
の
名
前
を
書
き
上
げ
た
も
の

が
二
点
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ひ
ら
が
な
で
九
条
河
原
者
の
名
前
が

で
て
き
ま
す
。
そ
れ
を
考
え
て
い
き
ま
す
と
、
お
そ
ら
く
五
月
と
次

郎
五
郎
も
九
条
河
原
者
の
一
員
で
あ
っ
た
と
考
え
て
ほ
ぼ
間
違
い
な

い
と
思
い
ま
す
。
仏
像
を
作
っ
て
像
内
に
結
縁
を
し
た
人
た
ち
の
名

前
を
お
納
め
を
し
て
、
お
祈
り
を
す
る
場
合
、
結
縁
を
し
た
人
の
名

前
は
全
て
出
て
ま
い
り
ま
す
。
何
万
人
と
い
う
名
前
が
書
か
れ
た
り

す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
観
音
さ
ん
の
場
合
は
、
九
条
河
原
者

に
関
係
す
る
人
名
し
か
で
て
き
ま
せ
ん
。
と
い
う
こ
と
は
、
九
条
河

原
者
一
五
名
、
或
い
は
別
の
史
料
の
四
名
を
付
け
加
え
る
と
一
九
名

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
一
九
名
の
九
条
河
原
者
が
お
金

を
出
し
合
っ
て
、
こ
の
観
音
さ
ん
を
作
っ
て
清
水
寺
か
清
水
寺
に
縁

の
あ
る
お
寺
に
納
め
た
と
い
う
の
が
、
こ
の
観
音
さ
ん
の
伝
来
と
文

書
が
指
し
示
し
て
い
る
内
容
だ
と
思
い
ま
す
。
五
月
の
と
こ
ろ
は
こ

う
い
う
花
押
（
図
３
）
に
な
り
ま
す
。
立
派
な
花
押
で
す
。
文
字
も

五
月
か
次
郎
五
郎
が
書
い
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
花
押
を

念
頭
に
お
い
て
次
の
花
押
を
み
て
い
た
だ
く
と
、
こ
れ
は
足
利
尊
氏

の
花
押
（
図
４
）
で
す
が
、
特
徴
的
な
の
は
右
側
が
大
き
く
膨
ら
ん

で
い
る
こ
と
で
す
。
足
利
様
と
い
う
花
押
の
あ
り
か
た
で
し
て
、
足

利
尊
氏
は
北
条
時
政
の
花
押
を
発
展
さ
せ
て
こ
う
い
う
形
に
し
て
い

て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
注
目
し
て
い
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
さ
き
ほ
ど
、
近
世
初
期
の
写
し
だ
か
ら
用
い
る
に
あ
た
っ
て
一
定

程
度
の
史
料
操
作
が
必
要
で
す
と
申
し
上
げ
た
『
中
家
文
書
』
の
中

に
も
、
花
押
が
い
く
つ
か
で
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
近
世
初
期
の
写
し

な
の
で
す
が
、
天
文
一
九
年
一
二
月
八
日
付
の
宿
の
新
四
郎
の
花
押

（
図
５
）
と
し
て
こ
の
よ
う
な
も
の
が
で
て
き
ま
す
。『
中
家
文
書
』

図４　足利尊氏花押

（足利様）

る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
足
利
様

と
い
う
花
押
が
以
後
、
室
町
時

代
か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
多

く
の
武
将
た
ち
に
よ
っ
て
用
い

ら
れ
る
花
押
の
様
式
で
す
。
こ

の
形
式
が
こ
の
五
月
、
次
郎
五

郎
の
花
押
に
も
反
映
さ
れ
て
で

図５　宿の新四郎花押

（天文19年12月８日付
「新四郎畠地売券」
『中家文書』624号）

（『熊取町史　史料編Ⅰ』 
熊取町、1990年より引用）
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に
は
、
宿
の
新
四
郎
だ
け
で
は
な
く
て
、
別
の
被
差
別
民
の
花
押
が

登
場
す
る
わ
け
で
す
が
、
や
は
り
足
利
様
の
形
式
を
踏
ま
え
な
が
ら

つ
く
り
あ
げ
た
花
押
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
花
押
を
み
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
原
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
前
提
に
な
り
ま
す
の
で
、
河
原
者
な
り
他
の
被
差
別
民
が
書
い
た

原
文
書
が
残
る
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
少
な
い
わ
け
で
、
清
水
寺
の

花
押
な
ど
は
稀
有
な
事
例
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
東
京
大
学
の
法
制
史
資
料
室
に
あ
り
ま
す
『
京
阪
文
書
』

の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
「
天
部
村
定
書
」（
図
６
）
で
す
。
こ
れ
は

『
京
都
の
部
落
史
』
を
編
さ
ん
す
る
過
程
で
初
め
て
発
見
さ
れ
た
史

料
群
で
あ
り
ま
す
。
慶
長
年
間
、
一
六
〇
〇
年
代
の
初
め
で
す
が
、

天
部
村
の
掟
書
の
中
に
こ
う
い
っ
た
花
押
が
で
て
き
ま
す
。
足
利
様

と
徳
川
家
康
が
使
い
始
め
ま
し
た
徳
川
判
、
あ
る
い
は
明
朝
体
花
押

が
見
ら
れ
ま
す
。
天
部
の
人
た
ち
が
署
名
し
た
立
派
な
花
押
、
こ
れ

も
名
前
と
本
文
の
文
字
が
同
じ
で
す
の
で
、
文
字
の
部
分
は
同
じ
人

が
書
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
名
前
の
下
に
自
分
た
ち
が
花
押
を
す
え
た

と
い
う
事
例
で
す
。
こ
れ
（
図
７
）
は
寛
永
八
年
で
す
。
こ
れ
も
天

部
村
に
関
係
す
る
史
料
で
す
。
宛
名
の
惣
御
年
寄
衆
と
い
う
の
は
天

部
の
年
寄
衆
な
の
で
す
が
、
そ
れ
に
対
し
て
出
さ
れ
た
花
押
を
み
て

い
ま
し
て
も
、
立
派
な
花
押
を
も
っ
て
で
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

図６　天部村定書（慶長13年＝1608）

（京阪文書、東京大学法学部研究室図書室法制史資料室所蔵）
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は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
文
書
は
（
図
９
）
は
元
禄
で
す

か
ら
、
か
な
り
時
期
が
下
が
っ
て
の
こ
と
で
す
が
、
や
は
り
天
部
に

関
係
す
る
史
料
で
、
請
人
の
伊
兵
衛
の
と
こ
ろ
に
判
子
が
押
さ
れ
て

市
兵
衛
の
方
は
花
押
が
す
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
元
禄
段
階
に
お
い
て

も
花
押
を
使
っ
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は

幾
重
に
も
注
目
を
し
て
お
い
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
ち
な
み
に
鶏
鉾
町
が
所
蔵
す
る
町
法
度
に
は
、
文
禄
か
ら
江
戸
時

代
に
か
け
て
の
多
く
の
人
物
が
署
名
を
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
名

前
の
下
に
は
や
は
り
花
押
が
す
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
鶏
鉾
町
と

い
う
都
市
の
中
心
部
に
住
ん
で
い
る
町
人
た
ち
の
花
押
と
天
部
の
人

た
ち
の
花
押
は
、
様
式
上
の
違
い
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
、
何
ら

変
わ
る
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

図７　弥介等借屋請状（寛永８年＝1631）

（京阪文書、東京大学法学部研究室図書室法制史資料室所蔵）

図８　徳川家康花押

徳
川
家
康
の
花
押
（
図
８
）
で
す
。

以
後
近
世
の
武
士
た
ち
は
こ
の
徳

川
様
と
い
わ
れ
る
花
押
を
真
似
て

い
ろ
ん
な
花
押
を
作
り
上
げ
て
い

く
わ
け
で
す
。
こ
う
い
っ
た
も
の

に
天
部
の
花
押
も
な
ら
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
見
て
取
れ
る
の
で

中世被差別民の集団をめぐって
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こ
う
い
う
風
に
み
て
い
き
ま
す
と
、
佐
藤
進
一
さ
ん
の
い
う
、
身

分
に
よ
る
花
押
使
用
可
否
の
制
が
あ
っ
た
と
は
私
自
身
は
考
え
て
お

り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
制
度
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
い
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
花
押
を
用
い
る
人
た
ち
は
被
差

別
民
の
中
で
も
、
指
導
的
立
場
に
い
る
上
層
部
の
人
た
ち
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

お
わ
り
に

　
襲
名
し
た
り
、
官
途
名
を
名
乗
っ
た
り
、
あ
る
い
は
足
利
様
の
花

押
を
使
用
し
た
り
す
る
者
は
、被
差
別
民
の
中
で
も
上
層
の
者
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
ま
す
。
奈
良
の
被
差
別
民
史
の
研

究
を
し
て
い
る
山
村
雅
史
さ
ん
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、

「
河
原
者
等
中
世
被
差
別
民
を
論
じ
る
際
は
、
そ
れ
ら
を
一
律
に
捉

え
る
の
で
は
な
く
、
他
の
存
在
同
様
、
そ
の
存
在
内
外
の
身
分
や
関

係
性
の
違
い
も
踏
ま
え
、
よ
り
正
確
に
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
こ
と
に
私
は
全
く
異
論
が
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
て
、
私

自
身
も
そ
う
い
っ
た
意
図
の
も
と
に
今
日
お
話
し
し
た
よ
う
な
い
ろ

ん
な
史
料
を
、
断
片
的
に
で
も
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内

部
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
な
い
か
と
考
え
て
概
要
を
お
話
し
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

図９　市兵衛等奉公人請状（元禄10年＝1697）

（京阪文書、東京大学法学部研究室図書室法制史資料室所蔵）
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於、京都部落問題研究資料センター

中世被差別民の集団をめぐって

2019/6/14
川嶋 將生

はじめに

＊一定集団の内部構成問題→農村研究での階層分析。被差別民史研究では、ほとんど触

れられてこなかった。

＊史料的限界はあるが、少しずつでも史料を積み重ねる作業を行っていけば、中世河原

者等の内実を知る手がかりになる。

1、被差別民の集団およびその内部の問題について

＊宿・声聞師については、従来、一定程度判明。

＊河原者については、ほとんど判明せず。ただし『国史大辞典』「河原者」項に、初見

史料「河原人等」（左経記）から「集団を暗示」と指摘（横井清執筆）

＊「河原者集団の形成過程を跡づける史料はほとんど見あたらず、そのために、河原者

集団の形成過程については恣意的な推測に任されている」（丹生谷哲一）

【史料１】『三鳥居建立記』貞治４年〈1365〉6月 12日条（『八坂神社記録』上、所収）

四条河原細工丸十余人召之、鳥居穴 堀 之、酒直一連半給之、猶穴不足之間、以此房
（掘）

下 卩 堀 之、
（部）（掘）

［注］あくまでも「河原細工丸」。「河原者」語の初見は、『後愚昧記』応安４年（1371）
４月４日条

＊人が集団化すれば、そこには格差が生まれる。

【史料 2】『山科家礼記』文明 12年（1480）２月 25日条

公方御庭の樹料、河原者三人下、御奉書案文、二郎・彦三郎・下部一人、為御庭樹木

検知、被差下河原者畢、

［注］「下部」→河原者内部の存在と想定。二郎・彦三郎は「おとな」か？

【史料 3】『山科家礼記』文明 18年３月 17日条

一、東山殿河原者両人おとな御奉書持来候也、酒のませ候也、其案文、

一、御庭籠木庭石等事、為被見之、被遣河原者於七郷、可被副案内者之由候、恐々

謹言、

三月十七日 数秀在判
（松田）

山科家雑掌

［注］足利義政に従属する河原者二人おとな。

・「細工之一臈乗連入道」＝臈次制（『大乗院記録』6、長享 3〈1489〉、『大日本史料』8
編之 31、288ｐ）

中世被差別民の集団をめぐって
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2、襲名について

＊長期にわたってみられる同一名称

（例 1）「散所熊」

初見：応永 12 年（1405）6 月 11 日「今日木屋立之、番匠三人、山科人夫二人、熊一

人、藤五、菊鶴」（『教言卿記』）

最終：明応元年（1492）8月 22日「今日地祭候、クマ」（『山科家礼記』）

→ 90年弱期間、山科家関係日記に登場。

・別の記事には「散所法師熊二人」→「熊」は散所のグループ名。居所は不明。

・土木工事・大工仕事・宗教的行為（毘沙門経・阿弥陀経・火祭・地祭など）

（例 2）「河原者五月」

初見：宝徳 3年（1451）「地からみ帳」（上賀茂神社文書）に 7反半の作人としての「瓦

者五月」

最終：天文 16年（1547）『勧修寺文書』

→ 100年弱の期間。

・この間、「河原者五月」の名は、『山科家礼記』に 2度、のちに見る「清水寺像内文

書」。居所は不明。→『勧修寺文書』には、「花山の河原者」とみえる。

・ただしこれらの「五月」はそれぞれ別の可能性。あるいは名前の共通性の意味。

（例 3）東寺散所「松法師」

初見：康永 4年（1345）6月 10日（『東寺百合文書』カ函ー 38「東寺散所住人交名」）

最終：天文 20年（1551）頃『大舘記』九（『ビブリア』所収）

・大舘氏は室町幕府内談衆

・「松法師」は東寺散所根本 15人の内の一人。

・『東寺百合文書』中では文明 15年（1483）6月 5日迄。

・東寺根本散所のなかでは、松法師以外にも長期にわたって見られる名がある。

・『年中恒例記』には重陽の節句時、幕府で菊植えに関与する松法師、『大舘記』に

は正月の三毬杖囃を演じる松法師。

（例 4）声聞師小犬

【史料 4】『親長卿記』文明 8年〔1476〕3月 6日条（｛｝内は原典では二行割）

小犬弥太郎・与四郎来、去一日為御礼参内裏之処、被召出及哥舞祝着、今日又有召云

々、｛旧院御時、年始春三月連々有松囃、其外致其沙汰之処、称緩怠之由、被召籠了、

武命也、其後一乱之時、自獄舎自然出了、其後無御免之儀歟、宿老大夫者四ケ年已前

死去了、与四郎者件大夫子云々、被申武家、去一日有哥舞御免分歟｝羞一盞了

・与四郎は「小犬座」大夫の息子。跡を継ぐ。

・著名な庭者善阿弥の名も、少なくとも二代つづいたと考えられる。

◆襲名は何らかの権益の継承と結びついていると考えられるが、それを示す史料は管見

には入っていない。
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（例 3）東寺散所「松法師」

初見：康永 4年（1345）6月 10日（『東寺百合文書』カ函ー 38「東寺散所住人交名」）

最終：天文 20年（1551）頃『大舘記』九（『ビブリア』所収）

・大舘氏は室町幕府内談衆

・「松法師」は東寺散所根本 15人の内の一人。

・『東寺百合文書』中では文明 15年（1483）6月 5日迄。

・東寺根本散所のなかでは、松法師以外にも長期にわたって見られる名がある。

・『年中恒例記』には重陽の節句時、幕府で菊植えに関与する松法師、『大舘記』に

は正月の三毬杖囃を演じる松法師。

（例 4）声聞師小犬

【史料 4】『親長卿記』文明 8年〔1476〕3月 6日条（｛｝内は原典では二行割）

小犬弥太郎・与四郎来、去一日為御礼参内裏之処、被召出及哥舞祝着、今日又有召云

々、｛旧院御時、年始春三月連々有松囃、其外致其沙汰之処、称緩怠之由、被召籠了、

武命也、其後一乱之時、自獄舎自然出了、其後無御免之儀歟、宿老大夫者四ケ年已前

死去了、与四郎者件大夫子云々、被申武家、去一日有哥舞御免分歟｝羞一盞了

・与四郎は「小犬座」大夫の息子。跡を継ぐ。

・著名な庭者善阿弥の名も、少なくとも二代つづいたと考えられる。

◆襲名は何らかの権益の継承と結びついていると考えられるが、それを示す史料は管見

には入っていない。
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3、官途名について

＊「官途」＝官吏の職務、地位、官職。

＊「官途名」＝守・大夫・左衛門・右衛門など。

１）村落における官途名

・「村落官途とは、村落宮座における官途成の儀礼を通過することにより、村人身分の

者が得られる身分的特権」（園部寿樹）。「在地官途」とも（金子哲）

・中世前期の多用な官途名から、14 世紀中葉以降、大夫・平内・右馬・左近・衛門な

どへ整理。なかでも「大夫」は特別な意味（中村哲子）。

・中村氏は人名として継承され、補任を経ずに僭称されるケースも想定。

＊被差別民における早い事例

・若狭国太良荘の「大門傔仗間人夫妻二人并小姨等」寛元元年（1243）11月 25日付「六

波羅裁許状」（『東寺百合文書』ほ函８『鎌倉遺文』6254号）

・傔仗＝律令制下、辺境の官人に与えられた名称。

・間人（もうど）＝他郷からの流入。「流動的弱小農民が他郷に居ついた姿」で「賤

視」の対象（黒田俊雄・石母田正ら）。「平民百姓のうちで、最下層」（国史大辞典）

・「散所兵衛太郎」（『東寺百合文書』キ函 66、文安３年〔1446〕12 月日「山城国東西

九条年貢算用状」）

・宝徳３年（1451）「地からみ帳」（『賀茂別雷神社文書』）に「散所 左衛門二郎」（小

山郷）「散所 衛門二郎」（小山郷）「散所 左衛門次郎」（中村郷）など。

→早い事例か。「地からみ帳」記載の「瓦者」には、官途名を持つ人物は記載されて

いない。

・「南小路散所左近」（『東寺百合文書』て函 10 の 17、享徳２年〔1453〕９月 14 日「南

小路散所左近大巷所地子請文案）

・「散所 式部」（『雑事要録』12、長享３年〔1489〕）→『雑事要録』は近衛家の家産

記録

＊ 16世紀以降増加の傾向

【史料 5】徳政賦引付』天文 15年（1546）12月 2日
松丹州

一、鳥羽左衛門尉申状 天文十五、十二、二 淵田三左

右ー庭之者四条之新左衛門、於方々致借用申料足
目録別

紙在之 如此加利平之段分明之条、今

度被任徳政御法、被成下棄破御下知者、可忝存云々、（以下略）

・和泉国嶋村（現泉佐野市）では 16世紀半ば以降、被差別民が名乗る官途名が出現。（「中

家文書」『熊取町史』）。→『中家文書』の多くは、中世の年号をもっていても、それ

は近世初期の写しと判明（藤田達生）。史料的検討の必要性。

・被差別民の官途名については、藤原宏氏がはじめて指摘か？

「嶋村においては衛門成と大夫成が主要な官途成であるらしい。この二つは中世百姓

身分においてごくポピュラーなものであるが、その他、衛門尉・宮内・左近・右近・

介・刑部・兵衛もみられる。これらの官途名使用が周辺の「一般」惣村から規制され

たようにはみえない。」（藤原宏）

中世被差別民の集団をめぐって
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・『中家文書』を用いての分析であるため、検討が必要。

・しかし 16世紀以降、被差別民の官途名が増加する傾向は間違いない。

・官途給付は荘園領主から荘官へ在地に下降（薗部寿樹）。

・河原者「岩鶴与左衛門尉」（『言経卿記』文禄３年＝ 1594 正月７日以降）。→「岩」「岩

鶴」とも記され天文 3年（1534）以降、慶長 12年（1607）まで山科家の記録に。

＊名字をもつ例

【史料 6】『政所賦銘引付』文明 16年（1484）12月 18日
布野州

一、店屋新次郎 同日 淵

本所崇徳院河原田壱段事、四条河原妙正方より、相副本文、買得之処、河原者小川次

郎、為妙正孫之由申之、押領之、請人于今候之間、被尋聞食之、可預御成敗由歎申云

々、

4、花押について

「江戸時代も寛永頃になると、農村文書における百姓の花押が急に減るように思われ

る。中世以前に身分による花押使用可否の制があったかどうか、現在まだ明らかでな

いが、江戸時代に入って印判（印章）が普及して、百姓町人が公式の届書等に印判を

押すことや、その印影（すなわち印鑑）を名主にあらかじめ届けておくことが定めら

れると、それと裏腹に百姓町人の花押使用が禁止されたのではなかろうか」（佐藤進

一『花押を読む』66p～ 67p。下線は川嶋）

・永和４年（1378）「六条河原者彦太郎・五郎連署東寺掃除人夫役請状」（『東寺百合文

書』ユ函 49）。→管見での被差別民による花押使用の初見（図 1）。略押との差異はほ

とんどなし。

＊清水寺蔵伝観音像像内文書（図 2）→ 2017年の新発見文書

・文安 4年（1447）11月 17日付の九条河原者による結縁状（図 3）
・「五月」「次郎五郎」の花押は足利様の形態。

・足利様→足利尊氏の花押がもと（図 4）。尊氏は北条時政系の花押を祖型として作

り、歴代足利将軍はもとより、室町戦国時代の武士の多くははこれに倣った花押を

用いた。

・「宿の者」他の少し変形した足利様の花押（図 5）→ただし、『中家文書』にみられ

る被差別民の花押の多くは略押。また『中家文書』は要検討であることは前述。

＊近世初期における被差別民の花押

・慶長頃には足利様の面影を残す花押であったが（図 6）、寛永（17 世紀前～中）に

なると、天地の二線を用いた明朝体花押が現れ（図 7）元禄には完全に明朝体花押

となっている。

・この形式は徳川家康が用いたことから（徳川判、図 8）、江戸時代の武家花押が

ほとんどこの形式になっていった状況に照応している。

◆時代による差異を考慮しなければならないが、少なくとも 16 世紀以降における花押

の使用には、佐藤進一のいう、身分による花押使用可否の制があったとは思えない。
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また平人・上層被差別民（？）による花押形態の相違も、現段階では認められない。

この実態は 17世紀まで同様の傾向を示す。

・「印影（すなわち印鑑）を名主にあらかじめ届けておくことが定められると」→元禄

７年（1694）を考慮か？（石井良助『印判の歴史』181p～ 182p）
＊花押使用の全面禁止ではない。

＊元禄 10 年（1697）での使用例（図 9）→請人伊兵衛・奉公人市兵衛、いずれも天部

か役人村関係人物かと考えられる。

おわりに

＊襲名したり、官途名を名乗ったり、あるいは足利様の花押を使用したりする者は、被

差別民の中でも上層の者であったか？（推測）。

＊「河原者等中世被差別民を論じる際は、それらを一律に捉えるのではなく、他の存在

同様、その存在内外の身分や関係性の違いも踏まえ、より正確に論じなければならな

い」（山村雅史）
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戦
国
時
代
か
ら
現
代
に
か
け
て
、
京
都
市
の
町
、
社
会
と
キ
リ
ス

ト
教
と
が
ど
う
関
り
を
持
ち
な
が
ら
今
に
至
る
か
と
い
う
話
を
い
た

し
ま
す
。

１
　
京
都
と
キ
リ
ス
ト
教

　
京
都
と
い
う
と
神
社
仏
閣
の
街
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
で
す
が
、

二
〇
一
九
年
現
在
、
市
内
の
キ
リ
ス
ト
教
教
会
が
一
四
〇
か
所
ほ
ど

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
ロ
シ
ア
正

教
会
な
ど
を
全
て
含
め
た
数
で
す
。
ま
た
、
教
会
だ
け
で
は
な
く
同

志
社
大
学
や
平
安
女
学
院
な
ど
の
キ
リ
ス
ト
教
系
の
学
校
や
福
祉
施

設
、
幼
稚
園
・
保
育
園
、
病
院
な
ど
社
会
福
祉
関
連
の
施
設
が
市
内

に
多
く
あ
り
ま
す
。

　
市
内
の
教
会
に
つ
い
て
は
、
中
世
と
近
現
代
の
共
通
点
と
し
て
特

定
の
エ
リ
ア
に
集
中
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
京
都
市
の
中

に
万
遍
な
く
分
布
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
特
定
の
エ
リ
ア
に
集

中
し
て
い
て
、
逆
に
言
え
ば
全
く
な
い
特
定
の
エ
リ
ア
が
存
在
す
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
背
景
と
し
て
、
教
会
と
京
都
の
社
会
の
関

わ
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

２
　
戦
国
時
代
の
京
都
と
キ
リ
ス
ト
教

　
京
都
と
キ
リ
ス
ト
教
の
繋
が
り
の
始
ま
り
は
、
記
録
が
残
っ
て
い

る
戦
国
時
代
に
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
戦
国
時
代
の
京
都
の
町
の
地
図
で
す
（
図
版
１
）。
丸
の

印
の
あ
る
と
こ
ろ
は
現
在
の
一
条
戻
橋
で
す
。
一
条
戻
橋
が
京
都
の

キ
リ
ス
ト
教
と
深
い
関
り
が
あ
り
ま
す
。

一条戻橋

図１
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豊
臣
秀
吉
は
天
下
を
統
一
し
て
か
ら
、
京
都
の
町
を
御
土
居
で
取

り
囲
み
ま
し
た
。
土
塁
と
堀
で
京
都
を
城
塞
都
市
に
改
造
し
た
わ
け

で
す
。
御
土
居
の
中
に
聚
楽
第
と
い
う
大
き
な
城
を
つ
く
り
ま
す
。

そ
の
聚
楽
第
の
東
側
に
上
京
が
あ
っ
て
、
東
南
に
下
京
が
あ
り
ま
す
。

天
下
統
一
を
し
た
直
後
で
す
の
で
、戦
国
時
代
の
町
の
形
が
ほ
ぼ
残
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
（
図
版
２
）
現
在
の
通
り
の
名
前
を
重
ね
た
戦

国
時
代
の
地
図
で
す
。
上
京
と
下
京
、
二
つ
の
町
に
分
か
れ
て
い
ま

し
て
、
現
在
の
室
町
通
り
で
つ
な
が
っ
て
い
ま
し
た
、
北
は
今
出
川

通
り
、
南
は
四
条
と
五
条
の
間
あ
た
り
が
町
の
範
囲
で
し
た
。
戦
国

時
代
の
記
録
に
は
、
御
所
の
隣
に
は
麦
畑
が
広
が
っ
て
い
た
と
い
う

記
述
が
あ
り
ま
す
。
戦
国
時
代
の
御
所
は
上
京
の
町
は
ず
れ
に
あ
り

ま
し
た
。
丸
で
囲
っ
た
と
こ
ろ
は
、
だ
い
う
す
町
と
い
い
ま
し
て
、

こ
こ
に
キ
リ
シ
タ
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
あ
り
ま
し
た
。
上
京
で
は
、

現
在
の
一
条
油
小
路
付
近
で
す
。
円
町
の
あ
た
り
に
も
あ
り
ま
し
た
。

下
京
に
も
四
条
堀
川
の
近
く
に
二
つ
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

戦
国
時
代
の
京
都
に
も
教
会
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
上
京
に
は

慶
長
天
主
堂
が
、
下
京
に
は
南
蛮
寺
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
り
ま
し
た
。
現

在
は
案
内
板
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
一
五
五
一
年
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
ら
が
天
皇
と
室
町
幕

府
の
将
軍
に
布
教
の
許
可
を
も
ら
い
に
京
都
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。

室
町
通

上京

下京

朱
雀
大
路

千
本
通

今出川通

丸太町通

四条通

七条通

一条通

堀
川
通

烏
丸
通

西
大
路
通

等持院
（足利氏の
菩提寺）

だいうす町

図２

京都・キリスト教・マイノリティ
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当
時
の
京
都
は
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
上
京
と
下
京
以
外

は
畑
や
荒
れ
地
で
し
た
。
応
仁
・
文
明
の
乱
な
ど
で
京
都
の
町
が
焼

け
て
し
ま
っ
た
結
果
、
京
都
の
町
の
人
た
ち
は
自
衛
の
た
め
に
上
京

と
下
京
に
集
中
し
て
住
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
周
り

を
土
塁
や
堀
で
囲
い
ま
し
た
。
戦
や
盗
賊
か
ら
町
を
守
る
た
め
で
す
。

そ
う
い
う
時
代
の
中
で
、
天
皇
も
将
軍
も
布
教
の
許
可
を
出
す
権
威

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
ザ
ビ
エ
ル
は
天
皇
に
は
会
え
ず
失
意

の
う
ち
に
京
都
を
あ
と
に
し
ま
す
。

　
そ
の
後
何
人
か
の
宣
教
師
が
京
都
に
や
っ
て
き
ま
し
て
、
布
教
を

開
始
し
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
の
第
１
表
の
一
五
五
一
年
か
ら
一
五
六
五

年
に
か
け
て
の
「
布
教
開
始
期
」
は
キ
リ
シ
タ
ン
に
と
っ
て
は
過
酷

な
時
代
で
し
た
。
一
五
六
三
年
に
あ
る
よ
う
に
松
永
久
秀
ら
有
力
な

大
名
が
京
都
を
制
圧
し
て
お
り
ま
し
て
、
彼
ら
は
キ
リ
シ
タ
ン
に
対

し
て
迫
害
を
し
ま
し
た
。
ま
た
法
華
宗
の
人
た
ち
も
キ
リ
シ
タ
ン
に

対
し
て
迫
害
を
与
え
る
こ
と
が
何
度
か
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
時
期
は
、

キ
リ
シ
タ
ン
に
と
っ
て
厳
し
い
時
期
で
し
た
。

　
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
が
京
都
に
や
っ
て
く
る
の
は
一
五
六
五
年
で

す
。
彼
が
布
教
を
開
始
し
た
三
年
後
に
織
田
信
長
が
上
洛
し
、
京
都

の
実
権
を
握
り
ま
す
。
信
長
は
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
寛
容
で
し
た

の
で
、
よ
う
や
く
京
都
の
キ
リ
シ
タ
ン
は
安
定
を
え
て
、
布
教
を
進

め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
布
教
進
展
期
に
な
り
ま
す
。
や

が
て
一
五
七
五
年
の
夏
に
下
京
の
町
中
に
南
蛮
寺
が
建
立
さ
れ
ま
す
。

有
名
な
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
の
高
山
右
近
ら
が
協
力
を
し
ま
し
た
。
京

都
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
人
数
は
二
〇
〇
か
ら
三
〇
〇
人
で
し
た
が
、
京

都
の
周
り
に
は
一
万
人
か
ら
一
万
五
千
人
の
キ
リ
シ
タ
ン
が
い
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
高
山
右
近
が
治
め
て
い
た
高
槻
や
茨
木
あ
た
り

に
は
数
千
人
の
キ
リ
シ
タ
ン
が
い
ま
し
た
。
京
都
の
町
中
よ
り
は
周

辺
の
方
が
キ
リ
シ
タ
ン
に
な
る
人
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　
信
長
が
生
き
て
い
る
間
は
京
都
の
キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
は
安
心
だ
っ

た
の
で
す
が
、
信
長
が
殺
さ
れ
て
秀
吉
が
天
下
を
統
一
す
る
と
、
迫

害
の
方
針
を
だ
し
ま
す
。
一
五
八
七
年
に
伴
天
連
追
放
令
が
出
さ
れ
、

下
京
の
南
蛮
寺
は
破
壊
さ
れ
ま
す
。
そ
の
九
年
後
、
秀
吉
は
キ
リ
シ

タ
ン
を
再
び
弾
圧
し
ま
す
。
京
都
や
大
阪
に
い
た
キ
リ
シ
タ
ン
や
宣

教
師
が
二
六
人
、
京
都
市
中
を
引
き
回
さ
れ
一
条
戻
橋
あ
た
り
で
耳

を
そ
が
れ
、
長
崎
に
連
行
さ
れ
て
火
あ
ぶ
り
に
な
り
ま
し
た
。
所
謂
、

二
十
六
聖
人
の
殉
教
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。

　
そ
の
後
、
一
六
〇
四
年
に
上
京
の
だ
い
う
す
町
の
と
こ
ろ
に
慶
長

天
主
堂
が
建
立
さ
れ
ま
す
。
徳
川
家
康
が
前
年
に
幕
府
を
開
い
て
い

ま
す
。
家
康
は
最
初
の
こ
ろ
は
キ
リ
シ
タ
ン
を
迫
害
す
る
意
図
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
の
後
迫
害
す
る
方
向
に
転
換
し
ま
す
。
そ
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の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
慶
長
天
主
堂
は
建
立
さ
れ
て
八
年
後
に
破
壊
さ
れ

ま
す
。
家
康
の
子
、
秀
忠
の
時
代
に
は
元
和
の
大
殉
教
と
い
い
ま
し

て
、
日
本
中
で
キ
リ
シ
タ
ン
へ
の
迫
害
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
京

都
で
も
五
二
人
の
キ
リ
シ
タ
ン
が
六
条
河
原
で
火
あ
ぶ
り
に
な
っ
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、
川
端
六
条
に
石
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
が
京
都
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
略
史
で
す
。
ま
と
め
ま
す
と
、
中

世
か
ら
近
世
の
キ
リ
ス
ト
教
の
状
況
は
、
時
の
権
力
者
の
政
策
・
方

針
に
よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
京
都
で
は
一
定
の
キ

リ
シ
タ
ン
が
い
ま
し
た
が
、
周
辺
の
方
が
信
者
数
は
多
か
っ
た
よ
う

で
す
。
近
世
の
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
の
影
響
で
、
明
治
時
代
に
な
る
ま

で
京
都
か
ら
キ
リ
シ
タ
ン
は
い
な
く
な
り
ま
す
。
戦
国
時
代
の
キ
リ

シ
タ
ン
と
明
治
以
降
の
キ
リ
シ
タ
ン
は
大
き
な
断
絶
が
あ
り
ま
す
。

長
崎
の
場
合
で
す
と
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
が
ず
っ
と
信
仰
を
守
り
通
し

た
と
い
う
つ
な
が
り
が
あ
る
の
で
す
が
、
京
都
に
関
し
て
は
、
潜
伏

キ
リ
シ
タ
ン
は
ほ
ぼ
存
在
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
な
お
、
京
都
の
中
で
著
名
な
人
も
キ
リ
シ
タ
ン
に
な
っ
て
い
ま
す
。

戦
国
時
代
の
曲
直
瀬
道
三
と
い
う
医
師
（
図
版
３
）
が
宣
教
師
を
診

察
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
キ
リ
シ
タ
ン
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

３
　
京
都
の
キ
リ
シ
タ
ン
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
そ
の
記
録
／
記
憶

　
キ
リ
シ
タ
ン
が
戦
国
時
代
、
京
都
の
地
域
社
会
の
中
で
ど
う
い
う

立
場
に
お
か
れ
て
い
た
の
か
を
考
え
て
み
ま
す
。
だ
い
う
す
町
と
慶

長
天
主
堂
は
町
は
ず
れ
に
あ
り
ま
し
た
。
上
京
の
だ
い
う
す
町
を
み

ま
す
と
、
一
条
戻
橋
付
近
に
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
一
条
戻
橋
付
近
は
、

三
つ
の
意
味
で
境
界
領
域
で
し
た
。
一
つ
は
物
理
的
な
意
味
で
す
。

上
京
の
町
を
囲
っ
て
い
た
土
塁
な
ど
で
内
と
外
が
隔
て
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
の
外
側
に
だ
い
う
す
町
は
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
戻
橋
付

曲直瀬 道三
（まなせ どうさん）

h�p://www.suehiro-iin.com/arekore/history/71.html
2018.10.27閲覧

図３
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近
は
犯
罪
者
を
さ
ら
し
者
に
す
る
場
所
で
も
あ
り
ま
し
た
。
犯
罪
者

が
社
会
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
処
罰
を
う
け
る
時
に
さ
ら
さ
れ
る
わ
け

で
す
。
社
会
か
ら
切
り
離
す
と
い
う
意
味
で
、
社
会
的
な
境
界
領
域

で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
う
一
つ
は
霊
的
な
境
界
で
す
。

中
世
の
説
話
文
学
に
も
で
て
き
ま
す
。
戻
橋
の
戻
る
と
い
う
の
は
、

あ
の
世
か
ら
死
ん
だ
人
が
戻
っ
て
く
る
と
い
う
意
味
で
す
。
あ
の
世

と
こ
の
世
の
境
界
線
と
い
う
意
味
合
い
の
場
所
で
し
た
。
そ
う
い
う

物
理
的
・
社
会
的
・
霊
的
な
三
つ
の
意
味
で
象
徴
的
な
境
界
領
域
で

し
た
。
そ
こ
に
キ
リ
シ
タ
ン
が
住
ん
で
い
て
、
教
会
を
建
て
て
い
た

と
い
う
の
が
、
こ
の
時
代
の
キ
リ
シ
タ
ン
が
置
か
れ
て
い
た
立
場
を

示
し
て
い
ま
す
。
キ
リ
シ
タ
ン
は
町
中
に
住
め
な
く
て
、
町
は
ず
れ

の
い
ろ
ん
な
意
味
で
境
界
領
域
の
場
所
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
作
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
町
の
構
造
や
意
味
を
考
え
て
い
く
と
、
彼

ら
が
置
か
れ
て
い
た
社
会
的
な
立
場
が
見
え
て
き
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
江
戸
時
代
に
書
か
れ
ま
し
た
町
の
案
内
記
や
地
誌
、

今
で
い
う
市
町
村
史
、
自
治
体
史
に
あ
た
る
本
の
中
に
も
だ
い
う
す

町
に
関
す
る
記
述
が
出
て
き
ま
す
。
例
え
ば
寛
文
三
（
一
六
六
三
）

年
の
『
京
雀
』
で
す
と
「
た
か
つ
じ
さ
が
る

　
だ
い
う
す
町

　
往
當

此
町
に
伴
天
連
が
住
て
堤
宇
子
の
法
を
勤
し
を
太
閤
秀
吉
公
禁
制
せ

ら
れ
寺
を
壊
れ
た
り
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
だ
い
う
す
」
と
い
う

の
は
ゼ
ウ
ス
、
神
の
こ
と
で
す
。
一
六
八
二
年
に
編
さ
ん
さ
れ
た
『
雍

州
府
史
』
に
は
上
京
の
だ
い
う
す
町
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

「
一
条
の
北
油
小
路
と
堀
河
と
の
間
に
在
り
近
世
耶
蘇
宗
の
門
の
寺

斯
の
町
に
在
り
倭
俗
徒
斯
を
誤
て
大
宇
須
と
謂
う
故
に
今
大
宇
須
の

辻
子
と
称
す
」、
こ
こ
で
い
う
「
近
世
」
と
は
「
最
近
」
と
い
う
意

味
で
す
。
七
、
八
〇
年
前
に
キ
リ
ス
ト
教
の
お
寺
が
あ
り
、
聞
き
誤
っ

て
大
宇
須
と
い
っ
た
の
で
、
今
、
大
宇
須
の
辻
子
と
言
う
と
地
誌
の

本
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
八
〇
年
後
の
『
京
町
鑑
』
に
は
「
だ

い
う
す
の
辻
子
」
と
で
て
き
ま
す
し
、
天
保
年
間
に
書
か
れ
た
『
都

名
所
車
』
の
中
に
も
「
だ
い
う
す
の
辻
子

　
武
者
小
路
小
川
西
へ
入

町
」
と
で
て
き
ま
す
。
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
そ
の
も

の
は
い
な
く
な
る
の
で
す
が
、
キ
リ
シ
タ
ン
が
か
つ
て
存
在
し
た
こ

と
を
示
す
地
名
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
地
誌
の
本
、
町
の
案
内
記

か
ら
削
除
さ
れ
る
こ
と
な
く
ず
っ
と
語
り
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
京
都
に
キ
リ
シ
タ
ン
が
確
か
に
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
考

古
学
的
に
も
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
現
在
ま
で
に
二
〇
基
ほ
ど
の
墓
碑

が
出
土
し
て
い
ま
す
。
墓
碑
は
御
土
居
に
近
い
と
こ
ろ
、
町
は
ず
れ

か
ら
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
慶
長
八
年
十
二
月
二
十
五
日
、
ク

リ
ス
マ
ス
の
日
に
亡
く
な
っ
た
人
の
墓
石
で
す
（
レ
ジ
ュ
メ
図
３
）。

こ
ち
ら
は
慶
長
九
年
で
す
（
レ
ジ
ュ
メ
図
４
）。
イ
エ
ズ
ス
会
の
マ
ー
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ク
が
入
っ
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
は
慶
長
十
二
年
に
亡
く
な
っ
た
、
洗

礼
名
ト
マ
ス
さ
ん
の
墓
石
で
す
（
レ
ジ
ュ
メ
図
５
）。
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
慶
長
年
間
、
江
戸
時
代
の
初
め
の
墓
石
で
す
。
キ
リ
シ
タ
ン

禁
制
に
な
る
前
で
す
か
ら
、
墓
石
が
残
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
う

い
う
墓
石
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
近
世
の
前
後
、
江
戸
時

代
の
初
め
頃
に
は
キ
リ
シ
タ
ン
が
確
か
に
京
都
に
存
在
し
、
ち
ゃ
ん

と
埋
葬
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、す
な
わ
ち
一
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

が
組
織
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
見
て
と
れ
ま
す
。
現
在
、
墓
石

の
多
く
は
京
都
大
学
の
総
合
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
と
め
ま
す
と
、
京
都
に
キ
リ
ス
ト
教
が
伝
わ
っ
た
当
初
は
政
治

的
な
理
由
で
布
教
が
困
難
で
し
た
。
戦
国
期
に
は
京
都
の
町
中
に
も

キ
リ
シ
タ
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
で
き
て
い
ま
し
た
が
、
町
に
隣
接

す
る
壁
の
そ
ば
に
立
地
し
ま
し
た
。
町
中
に
キ
リ
シ
タ
ン
が
住
む
こ

と
は
難
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
だ
か
ら
物
理
的
境
界
、
社
会
的

境
界
、
生
と
死
の
境
界
と
い
っ
た
エ
リ
ア
に
キ
リ
シ
タ
ン
は
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
を
作
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
中

世
か
ら
近
世
の
京
都
と
い
う
都
市
空
間
お
よ
び
社
会
に
お
け
る
キ
リ

シ
タ
ン
の
地
位
を
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
や
が
て
江
戸

時
代
に
な
る
と
、
幕
府
の
禁
教
政
策
で
キ
リ
シ
タ
ン
は
全
滅
し
ま
す
。

　
現
在
わ
れ
わ
れ
が
目
に
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
古
い
教
会
な
ど
は
、

京
都
に
関
し
て
は
明
治
時
代
に
な
っ
て
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。

そ
の
意
味
で
、
戦
国
時
代
の
キ
リ
シ
タ
ン
は
、
現
在
の
キ
リ
シ
タ
ン

と
は
完
全
に
断
絶
し
て
い
ま
す
。
た
だ
興
味
深
い
の
は
、
断
絶
は
す

る
一
方
で
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
痕
跡
は
、
地
理
的
な
知
識
と
し
て
記
録

さ
れ
て
き
ま
し
た
し
、
そ
れ
を
読
ん
だ
人
に
は
記
憶
さ
れ
続
け
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

４
　
近
代
京
都
の
キ
リ
ス
ト
教

　
近
代
の
京
都
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
同
志
社
と
共
に
始
ま
り
ま
す
。

新
島
襄
が
同
志
社
英
学
校
を
設
立
す
る
の
が
一
八
七
五
年
で
す
。
最

初
は
大
阪
に
作
ろ
う
と
し
た
の
で
す
が
断
ら
れ
、
知
り
合
い
の
山
本

覚
馬
が
京
都
府
知
事
の
顧
問
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
烏
丸
今

出
川
の
あ
た
り
に
英
学
校
を
つ
く
り
ま
し
た
。
新
島
は
キ
リ
ス
ト
教

の
布
教
を
し
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
京
都
の
仏
教
界
が
反
発
し
ま
し

て
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
な
く
英
語
を
教
え
る
た
め
の
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の

ア
メ
リ
カ
人
を
呼
ぶ
と
い
う
形
で
宣
教
師
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
新

島
と
宣
教
師
は
自
分
の
邸
宅
を
日
曜
日
に
教
会
に
し
て
礼
拝
を
し
て

い
ま
し
た
。
京
都
御
苑
の
周
り
は
明
治
時
代
に
な
っ
て
、
貴
族
た
ち

が
東
京
に
行
っ
た
た
め
に
空
き
地
だ
ら
け
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
広

い
敷
地
が
手
に
入
り
や
す
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
同
志
社
や
平
安
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女
学
院
が
で
き
た
り
し
ま
し
た
。
や
が
て
、
一
八
七
六
年
に
は
新
島

や
宣
教
師
の
家
が
京
都
で
の
最
初
の
教
会
と
し
て
設
立
さ
れ
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
京
都
の
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
は
同
志
社
と
共
に

始
ま
っ
た
と
い
え
ま
す
。

　
そ
の
数
年
後
に
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
が
で
き
ま
す
。
そ
の
一

〇
年
後
に
は
聖
公
会
の
宣
教
師
が
布
教
に
や
っ
て
き
て
そ
の
後
に
平

安
女
学
院
が
設
立
さ
れ
ま
す
。
明
治
時
代
の
前
期
は
日
本
全
体
が
キ

リ
ス
ト
教
の
ブ
ー
ム
の
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信

す
る
人
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
一
方
で
仏
教
界
が
危
機
感
を

い
だ
き
ま
し
て
、「
排
耶
論
」
が
一
八
八
〇
年
代
に
全
国
的
に
高
ま

り
ま
す
。
京
都
市
内
で
も
連
日
、
仏
教
の
僧
侶
が
キ
リ
ス
ト
教
排
撃

の
演
説
会
を
や
り
、
そ
の
近
く
で
は
、
同
志
社
の
関
係
者
が
キ
リ
ス

ト
教
の
宣
伝
の
演
説
を
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
京
都
の
人
た
ち
は

一
種
の
娯
楽
み
た
い
に
考
え
て
い
た
よ
う
で
、
面
白
い
演
説
を
お
坊

さ
ん
が
や
っ
て
い
て
、
今
度
は
隣
で
牧
師
さ
ん
が
演
説
を
や
っ
て
い

る
、
面
白
そ
う
な
の
で
見
に
行
こ
う
、
と
い
う
感
じ
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
日
清
戦
争
・
日
露
戦
争
の
時
に
、
京
都
の
キ
リ
ス
ト
教
会
は
か
な

り
戦
争
協
力
を
し
て
い
ま
す
。
戦
争
の
た
め
に
献
金
を
し
た
り
、
戦

争
に
勝
つ
よ
う
に
神
に
祈
っ
た
り
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
京
都
の

人
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
反
発
は
和
ら
い
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
後
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
中
で
再
び
キ
リ
ス
ト
教
が
受
入
れ
ら

れ
て
い
き
ま
し
た
。
た
だ
、
昭
和
に
入
り
ま
す
と
、
キ
リ
ス
ト
教
に

対
す
る
反
発
が
起
こ
り
ま
す
。
日
本
が
十
五
年
戦
争
に
向
か
っ
て
い

く
時
代
の
中
で
ロ
ー
カ
ル
な
と
こ
ろ
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
反
発
の

雰
囲
気
が
強
く
な
っ
て
い
き
、
同
志
社
大
学
を
は
じ
め
い
く
つ
か
の

教
会
が
特
高
警
察
に
監
視
さ
れ
た
り
し
ま
し
た
。
在
日
大
韓
教
会
を

建
て
よ
う
と
し
た
時
に
、
警
察
に
に
ら
ま
れ
て
戦
前
は
建
物
を
建
て

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
反
発
が
強
い
時
期
も
あ
っ
た
の
で

す
が
、
近
代
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
会
の
数
そ
の
も
の
は
一
貫
し
て
増

え
て
い
ま
す
（
図
版
４
）。
こ
の
グ
ラ
フ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
と
正
教
会

を
除
く
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
聖
公
会
だ
け
の
デ
ー
タ
で
す
。
日
本
全

体
を
見
て
も
順
調
に
増
え
て
い
ま
す
（
図
版
５
）。
近
代
の
京
都
市

の
教
会
数
は
京
都
市
の
人
口
が
増
え
る
の
に
合
わ
せ
て
教
会
数
も
増

え
て
い
ま
す
。

　
レ
ジ
ュ
メ
の
図
７
の
地
図
は
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
京
都
の

キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
の
分
布
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
か
を
示
し
て

い
ま
す
。
黒
丸
が
教
会
で
す
。
黒
い
部
分
が
京
都
の
市
街
地
で
す
。

市
街
地
が
少
し
ず
つ
広
が
る
の
に
合
わ
せ
て
教
会
も
拡
大
し
て
い
っ

て
い
ま
す
。
新
し
く
町
が
で
き
た
と
こ
ろ
に
あ
わ
せ
て
教
会
を
次
々
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近現代京都市のキリスト教会の総数の変化
（カトリック・正教会除く）

注：『日本全国教会便覧』、『基督教年鑑』、『キリスト教年鑑』をもとに作成

図４

注）1900年から1930年の『日本帝国統計年鑑』をもとに作成。

近代日本の教会数の推移

図５

京都・キリスト教・マイノリティ
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と
つ
く
っ
て
い
く
、
布
教
活
動
が
盛
ん
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
地
図

の
変
化
か
ら
も
わ
か
り
ま
す
。

　
背
景
の
話
を
し
ま
す
と
、
大
正
時
代
に
京
都
市
で
土
地
区
画
整
理

事
業
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
無
秩
序
に
都
市
を
拡
大
し
て
い
く
の

で
は
な
く
て
エ
リ
ア
ご
と
の
都
市
計
画
を
た
て
て
開
発
し
ま
し
た
。

現
在
の
北
大
路
通
や
西
大
路
通
は
こ
の
時
に
整
備
さ
れ
た
道
路
で
す
。

良
好
な
住
宅
地
や
街
路
の
整
っ
た
軽
工
業
地
が
造
成
さ
れ
て
無
秩
序

な
市
街
地
拡
大
を
抑
止
す
る
と
い
う
都
市
政
策
の
一
環
で
し
た
。
こ

の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
下
鴨
や
西
大
路
の
あ
た
り
も
住
宅
地
と
し
て
開
発

さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
、
京
都
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
会
が
ど
の
よ
う
な
タ
イ

ミ
ン
グ
で
増
え
て
い
っ
た
か
を
細
か
く
見
て
み
ま
す
。
こ
れ
は
一
八

九
三
年
の
統
計
資
料
に
出
て
く
る
教
会
で
、（
図
版
６
）
八
か
所
あ

り
ま
す
。
そ
の
内
の
バ
ツ
印
を
つ
け
た
と
こ
ろ
は
、
一
九
一
六
年
ま

で
に
な
く
な
っ
た
教
会
で
す
。
こ
れ
が
一
九
一
六
年
時
点
で
の
教
会

で
す
（
図
版
７
）。
二
八
か
所
で
す
。
線
で
囲
っ
た
と
こ
ろ
は
近
代

以
降
、
教
会
が
で
き
て
も
す
ぐ
な
く
な
っ
た
り
、
で
き
な
か
っ
た
り

し
た
エ
リ
ア
で
す
。
次
に
一
九
二
一
年
時
点
の
地
図
で
す
（
図
版
８
）。

線
で
囲
っ
た
エ
リ
ア
は
、
西
陣
、
鉾
町
、
東
山
、
京
都
駅
南
側
の
あ

た
り
で
、
こ
の
後
も
あ
ま
り
教
会
が
で
き
な
か
っ
た
り
、
で
き
て
も

1893年

ベース：明治22年

教会数：8

プロテスタント

聖公会

図６
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1921年

ベース：大正11年

教会数：29

プロテスタント 24

聖公会 5

図８

1916年

ベース：大正11年

教会数：28

プロテスタント

聖公会

図７

京都・キリスト教・マイノリティ
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数
が
少
な
か
っ
た
り
し
た
地
域
で
す
。
つ
づ
い
て
一
九
二
五
年
の
地

図
で
す
（
図
版
９
）。
下
鴨
の
あ
た
り
は
新
中
間
層
向
け
に
新
し
く

宅
地
開
発
さ
れ
た
地
域
で
、
教
会
も
で
き
て
い
き
ま
す
。
そ
の
後
も

教
会
の
数
は
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
き
ま
し
て
、
昭
和
に
入
り
ま
す
と
、

現
在
の
嵐
電
沿
い
に
も
市
街
地
が
広
が
り
始
め
ま
し
て
、
京
都
の
西

側
に
も
教
会
が
で
き
始
め
ま
す
（
図
版
10
）。
た
だ
五
年
以
内
に
消

え
る
教
会
も
数
多
く
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
近
代
京
都
市
に
お
け

る
キ
リ
ス
ト
教
会
数
の
推
移
」
で
す
（
図
版
11
）。
教
会
数
は
増
え

て
い
ま
す
。
た
だ
し
消
滅
し
て
い
る
教
会
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
一
九
三
五
年
か
ら
四
〇
年
に
か
け
て
、
一
六
か
所
新
し
く
で

き
て
い
る
代
わ
り
に
一
五
か
所
が
消
滅
し
て
い
ま
す
。

　
宗
教
施
設
は
一
度
で
き
る
と
半
永
久
的
に
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
教
会
に
関
し
て
は
け
っ
こ
う
め
ま
ぐ
る
し

く
で
き
て
は
消
え
た
り
、
移
転
を
し
た
り
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し

て
い
ま
す
。注
目
す
べ
き
は
、京
都
市
の
町
中
か
ら
郊
外
へ
移
る
ケ
ー

ス
で
す
。
よ
り
広
く
て
安
い
土
地
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
移
っ
た
と

言
え
ま
す
。
も
う
一
つ
興
味
深
い
の
は
、
大
正
時
代
に
御
所
の
周
り

に
あ
っ
た
教
会
は
、
一
〇
〇
年
以
上
た
っ
た
現
在
も
残
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

　
現
在
、
左
京
に
あ
り
ま
す
京
北
教
会
の
事
例
を
あ
げ
ま
す
。
元
は

1925年

ベース：大正11年

教会数：35

プロテスタント

聖公会

図９
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近代京都市におけるキリスト教会数の推移

注：『日本全国教会便覧』、『基督教年鑑』をもとに作成
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ベース：昭和7年

教会数：43

図10

京都・キリスト教・マイノリティ
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メ
ソ
ジ
ス
ト
の
教
会
で
下
京
の
烏
丸
五
条
に
教
会
が
で
き
ま
す
が
、

一
九
三
九
年
に
郊
外
に
移
転
す
る
ま
で
に
下
京
区
内
で
何
度
も
移
転

を
し
て
い
ま
す
。下
京
で
は
外
部
の
人
間
の
土
地
の
取
得
が
困
難
だ
っ

た
た
め
借
家
を
転
々
と
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
の
京
北
教
会
に
は

い
ろ
ん
な
人
が
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
今
で
い
う
エ
リ
ー
ト
層
も
い

れ
ば
地
方
出
身
の
労
働
者
だ
っ
た
り
丁
稚
奉
公
に
来
て
い
た
人
だ
っ

た
り
、
多
種
多
様
な
人
が
集
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
教
会
の
記
録
か
ら

わ
か
り
ま
す
。
教
会
と
地
域
社
会
と
の
関
り
を
考
え
る
上
で
、
特
定

の
人
と
い
う
よ
り
は
地
域
全
体
に
広
く
布
教
し
て
そ
の
中
で
い
ろ
ん

な
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま

す
。

　
下
京
の
よ
う
な
特
定
の
エ
リ
ア
で
は
土
地
を
取
得
す
る
こ
と
が
難

し
く
、
明
治
の
初
め
に
貴
族
た
ち
が
東
京
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
直
後

に
土
地
を
手
に
入
れ
た
御
所
周
辺
の
教
会
は
、
百
年
た
っ
た
現
在
ま

で
残
っ
て
い
ま
す
。
同
じ
京
都
市
内
で
あ
っ
て
も
別
の
エ
リ
ア
で
は

土
地
の
取
得
そ
の
も
の
が
難
し
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
立
地
し
た

時
期
と
場
所
に
よ
っ
て
教
会
が
現
在
ま
で
続
く
か
ど
う
か
、
場
所
が

変
わ
る
か
ど
う
か
に
も
関
わ
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
時
代
お
よ
び

社
会
と
の
関
係
が
教
会
の
立
地
と
存
続
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

５
　
近
代
京
都
の
キ
リ
ス
ト
教
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

　
戦
国
時
代
の
京
都
の
キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
も
、
貧
し
い
人
た
ち
の
た

め
に
施
し
を
し
た
り
、
生
活
の
世
話
を
し
た
り
し
て
い
た
と
い
う
記

録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
の
性
格
を
考
え
る

と
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
か
社
会
的
弱
者
、
虐
げ
ら
れ
た
人
た
ち
に
積

極
的
に
寄
り
添
っ
て
い
く
と
い
う
宗
教
的
な
特
質
を
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
京
都
の
キ
リ
ス
ト
教
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
の
関
り
を
考
え
る
時
に
、

第
一
に
思
い
浮
か
ぶ
の
が
「
在
日
大
韓
教
会
」
で
す
。
こ
の
教
会
自

体
は
一
九
〇
八
年
に
東
京
で
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
は
西
院
と
東

九
条
に
あ
り
ま
す
。
ど
ち
ら
も
一
九
二
〇
年
代
の
京
都
で
の
朝
鮮
人

人
口
の
増
加
時
期
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
増
え
続
け
る
在
日
の
人
た

ち
に
寄
り
添
い
、
布
教
し
て
き
た
教
会
で
す
。
レ
ジ
ュ
メ
の
図
10
を

見
る
と
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
か
な
り
の
勢
い
で
朝
鮮
人
の
人
口
が

増
え
て
い
ま
す
。
増
え
た
背
景
に
は
、
建
設
工
事
関
係
の
労
働
力
と

し
て
彼
ら
が
京
都
に
や
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

一
九
二
〇
年
代
の
京
都
市
で
も
土
地
区
画
整
理
事
業
に
よ
っ
て
周
辺

エ
リ
ア
の
都
市
開
発
が
進
展
す
る
中
で
多
く
の
労
働
力
が
必
要
で
し

た
。
東
九
条
の
あ
た
り
も
土
地
区
画
整
理
事
業
の
一
環
で
都
市
開
発

が
す
す
め
ら
れ
、
多
く
の
朝
鮮
人
労
働
者
が
働
い
て
い
た
の
で
す
が
、
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財
政
難
な
ど
に
よ
っ
て
途
中
で
打
ち
切
ら
れ
ま
し
た
。
工
事
現
場
に

近
い
場
所
で
労
働
者
が
暮
ら
す
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
、
東
九
条
の

開
発
が
途
中
で
打
ち
切
ら
れ
る
こ
と
で
多
く
の
朝
鮮
人
が
失
業
し
ま

し
て
、
そ
こ
に
集
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

　
戦
前
の
朝
鮮
人
た
ち
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
暮
ら
す
中
で
ど
う

い
う
ふ
う
な
体
験
を
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
手
記
か
ら

抜
粋
し
ま
し
た
。

　
Ａ
さ
ん
は
一
九
〇
七
年
生
ま
れ
で
、
東
九
条
の
南
部
教
会
に
通
っ

て
お
ら
れ
た
方
で
す
。

Ａ
「
み
ん
な
貧
し
い
生
活
し
て
お
っ
て
も
ね
、
南
部
教
会
は
や
っ
ぱ

り
韓
国
語
で
話
す
よ
う
な
人
が
多
い
し
ね
（
中
略
）
自
分
の
故

郷
に
戻
っ
た
よ
う
な
感
じ
が
し
て
。」

　
Ｂ
さ
ん
は
京
都
の
学
校
に
留
学
し
て
い
ま
し
た
。

Ｂ
「
軍
国
主
義
の
時
代
で
、（
中
略
）
当
然
わ
れ
わ
れ
も
死
と
い
う

も
の
に
直
面
す
る
わ
け
で
す
。（
中
略
）
も
っ
と
も
っ
と
聖
書

の
教
え
に
傾
斜
し
て
い
く
状
況
で
し
た
ね
」

Ｂ
「
キ
リ
ス
ト
教
に
ふ
れ
て
、
私
、
一
番
心
の
中
で
平
安
を
受
け
た

の
は
、
自
分
を
隠
さ
ず
あ
り
の
ま
ま
出
せ
る
こ
と
で
し
た
。（
中

略
）
教
会
の
中
だ
け
は
本
音
が
語
れ
た
。」

　
こ
の
時
代
は
韓
国
併
合
さ
れ
て
、
日
本
に
よ
る
過
酷
な
統
治
、
差

別
が
厳
し
い
時
期
で
し
た
。
Ｂ
さ
ん
は
手
記
の
中
で
、
で
き
る
だ
け

朝
鮮
人
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
日
本
人
に
同
化
し
よ
う
と
し
た
け
れ

ど
も
、
そ
の
中
で
教
会
に
通
っ
て
い
る
と
き
は
、
本
音
で
語
る
こ
と

が
で
き
た
と
言
い
ま
す
。
Ｂ
さ
ん
は
白
川
通
り
あ
た
り
の
西
田
町
教

会
に
通
っ
て
い
ま
し
た
。

　
Ｃ
さ
ん
は
一
九
一
四
年
生
ま
れ
で
西
院
の
教
会
に
通
っ
て
い
ま
し

た
。

Ｃ
「
私
ら
の
国
は
日
本
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
本
当
に
勉
強
す
る
機

会
も
与
え
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
私
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
な
っ
て

（
中
略
）（
日
本
も
ア
メ
リ
カ
も
ソ
ビ
エ
ト
も
朝
鮮
も
支
配
す
る
）

神
様
を
信
じ
た
ら
（
後
略
）」

　
Ｃ
さ
ん
は
熱
心
に
教
会
に
通
い
、
の
ち
に
は
そ
こ
の
役
員
も
務
め

ま
し
た
。

　
や
は
り
在
日
の
人
た
ち
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
心
の
よ
り
ど

こ
ろ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
最
後
に
全
体
の
ま
と
め
で
す
。

　
京
都
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
は
実
に
様
々
な
も
の
で
、
多
様
な
面

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　
明
治
時
代
以
降
の
都
市
空
間
、
都
市
社
会
の
変
容
に
あ
わ
せ
て
教
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会
が
で
き
て
は
消
え
、
あ
る
い
は
場
所
を
移
り
変
わ
り
と
、
京
都
の

都
市
空
間
と
キ
リ
ス
ト
教
会
と
の
関
係
は
思
い
の
ほ
か
動
き
が
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　
戦
国
時
代
と
近
現
代
と
の
共
通
点
と
し
て
は
、社
会
の
多
様
な
人
々
、

と
り
わ
け
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
の
関
わ
り
が
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教

の
特
徴
で
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
先
ほ
ど
戦
国
時
代
の
と
こ
ろ
で
紹
介

し
ま
し
た
曲
直
瀬
道
三
と
い
う
医
師
が
キ
リ
シ
タ
ン
に
な
っ
た
背
景

も
、
彼
自
身
が
貧
し
い
人
と
か
社
会
的
弱
者
に
積
極
的
に
寄
り
添
っ

た
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
関
係
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
関
わ
り
は
異
な
る

時
代
に
共
通
し
て
見
い
だ
せ
る
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
数
は
総
人
口
の
一
％
弱

で
す
。
百
人
に
一
人
も
い
な
い
く
ら
い
で
す
。
現
在
の
日
本
で
は
キ

リ
ス
ト
教
の
信
者
数
自
体
は
極
め
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
す
。
し
か
し
、

興
味
深
い
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
社
会
的
影
響
力
は
教
育
・
医
療
・

福
祉
を
通
じ
て
、
ま
た
政
治
経
済
の
面
で
も
大
変
大
き
い
と
い
う
こ

と
で
す
。
信
者
数
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
だ
け
れ
ど
も
、
社
会
的
な
影
響

力
は
大
変
大
き
い
。
こ
の
対
比
を
ど
う
考
え
て
い
く
の
か
が
今
後
の

研
究
の
課
題
で
す
。
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京都部落問題研究資料センター 
2019 年度 差別の歴史を考える連続講座 第 2回 

2019.6.28（金） 
麻生 将 

（同志社大学人文科学研究所嘱託研究員） 
 

京都・キリスト教・マイノリティ ー戦国から現代ー 

 
1.京都とキリスト教 

＊「京都＝神社仏閣の街」のイメージ 
⇔2019 年現在、京都市内のキリスト教の教会は 140 ヶ所ほど。 

             ⇔キリスト教系の学校、福祉施設、病院 
 
＊中世と近現代の共通点・・＞特定のエリアに教会などが集中 
 
 
2.戦国時代の京都とキリスト教 

 

＊応仁・文明の乱（1467-77）によって室町幕府と 

朝廷の権威・権力はすっかり衰え果て、京都の街 

も大きく荒廃。 

 

＊戦国時代なので、いつ戦闘に巻き込まれるか分か 

らなかった。そこで町衆たちは自衛のために街を 

土壁や堀で防御。 

 

＊しかも、京都は上京と下京に別れていて、それぞれ 

壁・堀を構えていた。 

（上京と下京は現在の室町通でつながっていた） 

 

＊御所の隣は麦畑が広がっていた。 

「京を見はたし侍れば、上下の家、むかしの十が一も 

なし。只民屋の耕作作業の躰、大裏は五月の麦の中、 

あさましとも、申にもあまりあるべし。」 

（連歌師の言葉） 

 

＊戦国時代の京都は城塞都市であった。また、堀の 

 外側は農地もしくは荒地。 

 

＊一条戻り橋付近は犯罪者をさらし者にし、 

 処刑を人々に知らせるための場所であった。 

（現在の油小路一条付近） 

 

 

 

図 1 戦国時代の京都 
『信長が見た戦国京都 城塞に囲まれた異貌の都』 
より抜粋。✖はだいうす町（キリシタンコミュニティ） 

京都・キリスト教・マイノリティ
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（小まとめ） 

＊中世から近世のキリスト教は権力者の政策・方針に大きく左右されていた。 

＊京都では一定の受容が見られたが、周辺地域の方が信者が多かった。 

＊近世に入るとキリシタン禁制の影響で弾圧、キリシタンは消滅。 

 

 

3.京都のキリシタンコミュニティとその記録／記憶 

＊戦国大名の庇護により布教が容易な時期もあったが、だいうす町（キリシタンのコミュニティ）

は京都の町中ではなく、町に隣接するエリア（土壁のそば）に形成された。 
 

＊京都に存在しただいうす町 

（下京）：四条堀川付近、            （上京）：一条油小路付近 

二十六聖人の殉教の出発地 →（市中引き回し）→ 耳を削がれた場所＝一条戻り橋 

 

 

＊上京のだいうす町：慶長年間に天主堂 

が存在 

 

＊町の位置 

A.土塁に外接する位置 
（都市空間の内と外の物理的境界線） 

 
B.一条戻り橋付近 

（社会的・霊的な境界線） 

 

⇒ 象徴的な場所に立地していた 

 

 

 

 

 図 2 上京のだいうす町 

年 事項

1551（天文20）年 フランシスコ＝ザビエルらが京都に到着

1559（永禄2）年 ガスパル＝ヴィレラが日本人キリシタンのロレンソと入京し、布教開始

1563（永禄6）年
松永久秀が宣教師追放を企図、京都周辺の大名とその家臣がキリシ
タンに改宗

1565（永禄8）年 ルイス＝フロイスが入京、布教開始

1568（永禄11）年 織田信長が上洛、京都の実権を握り、キリシタン迫害終了

1570（元亀元）年 暮れにオルガンティーノ＝ニエッキが到着

1575（天正3）年 夏に京都南蛮寺の着工開始

1577（天正5）年　
「都の市民は最初われわれを嫌忌したが、今は敬意を表わし、悪言を
放つ者もほとんどなくなった」（オルガンティーノの手紙）

1579（天正７）年 都（京都）のキリシタンの人数は200～300人

1587（天正15）年 伴天連追放令によりで京都南蛮寺は破壊

1596（文禄5）年 秀吉はキリシタンをふたたび弾圧（二十六聖人の殉教）

1604（慶長9）年 上京のだいうす町に慶長天主堂を建立　⇒　1612年頃に破壊

1619（元和5）年 52人のキリシタン（子ども、妊婦含む）が六条河原で火あぶりの刑に

布
教
開
始
期

布
教
進
展
期

迫
害
期

第１表　中世から近世の京都のキリシタンの略史
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＊だいうす町の記憶と記録 ⇒江戸時代の地誌書の記述（上京、下京） 

 

1663（寛文三）年：『京雀 巻第三』・・・「たかつじさがる だいうす町 往當此町に伴天連が住

て堤宇子の法を勤しを太閤秀吉公禁制せられ寺を壊れ

たり」（下京） 

 

1682（天和二）年：『雍州府志』・・・「一条の北油小路と堀河（堀川）との間に在り近世耶蘇宗の

門の寺斯の町に在り倭俗徒斯を誤（っ）て大宇須と謂う 

故に今大宇須の辻子と称す」 

 

1762（宝暦十二）年：『京町鑑』・・・「油小路頭町 此町東側東入所は戒光寺の辻子也 同町南に

東入所は革堂の辻子也 

 

 

 

 

1830（天保元）年：『都名所車』・・・「だいうすの辻子 武者小路小川西へ入町」（上京） 

 

＊だいうす＝でうす＝Deus（神） 

＊江戸時代の京都において、だいうす町に関する知識・由来や記憶は脈々と記録され、地理的知

識として共有されていた 

 

（小まとめ） 
＊中世以降の京都における最大の異文化交流の一つはキリスト教との出会いによる。 
＊キリシタンのコミュニティ（だいうす町）の場所は当時の京都のおけるキリシタンの政治的、 
社会的な立場を象徴していた。 

＊江戸時代以降のキリシタン禁制によってキリシタンたちは消滅するも、その痕跡は地理的知識 
として記録され、共有されていた。 

＊近代以降のキリスト教との断絶 
 
（補足資料）キリシタン墓碑について 
＊京都市内で 20基ほど。大半は洛外（御土居周辺）で出土。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同町西入町を 

㋵だいうすの辻子 

一條上ル二丁目 

同町西の方 

㋵富田之辻子 

一條上ル  」（上京） 

慶
長
八
年
十
二
月
廿
五
日 

□
十
炉 

さ
ん
ぱ
う
ら
の
祝
日 

慶
九
年
七
月
廿
二
日 

留
野
上
ち
ん
妾
満
り
い
な 

さ
ん
路
加
す
満
ん
へ
れ 

慶
長
十
二
年 

等
麻
す
？ 

十
二
月
一
日 

図 3 キリシタン墓碑 
（1603年・旧松林寺） 

（洛西バプテスト教会所蔵） 

図 4 キリシタン墓碑 
（1604年・北野遺跡） 

図 5 キリシタン墓碑 
（1607年・北野遺跡） 
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＊だいうす町の記憶と記録 ⇒江戸時代の地誌書の記述（上京、下京） 

 

1663（寛文三）年：『京雀 巻第三』・・・「たかつじさがる だいうす町 往當此町に伴天連が住

て堤宇子の法を勤しを太閤秀吉公禁制せられ寺を壊れ

たり」（下京） 

 

1682（天和二）年：『雍州府志』・・・「一条の北油小路と堀河（堀川）との間に在り近世耶蘇宗の

門の寺斯の町に在り倭俗徒斯を誤（っ）て大宇須と謂う 

故に今大宇須の辻子と称す」 

 

1762（宝暦十二）年：『京町鑑』・・・「油小路頭町 此町東側東入所は戒光寺の辻子也 同町南に

東入所は革堂の辻子也 

 

 

 

 

1830（天保元）年：『都名所車』・・・「だいうすの辻子 武者小路小川西へ入町」（上京） 

 

＊だいうす＝でうす＝Deus（神） 

＊江戸時代の京都において、だいうす町に関する知識・由来や記憶は脈々と記録され、地理的知

識として共有されていた 

 

（小まとめ） 
＊中世以降の京都における最大の異文化交流の一つはキリスト教との出会いによる。 
＊キリシタンのコミュニティ（だいうす町）の場所は当時の京都のおけるキリシタンの政治的、 
社会的な立場を象徴していた。 

＊江戸時代以降のキリシタン禁制によってキリシタンたちは消滅するも、その痕跡は地理的知識 
として記録され、共有されていた。 

＊近代以降のキリスト教との断絶 
 
（補足資料）キリシタン墓碑について 
＊京都市内で 20基ほど。大半は洛外（御土居周辺）で出土。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同町西入町を 

㋵だいうすの辻子 

一條上ル二丁目 

同町西の方 

㋵富田之辻子 

一條上ル  」（上京） 

慶
長
八
年
十
二
月
廿
五
日 

□
十
炉 

さ
ん
ぱ
う
ら
の
祝
日 

慶
九
年
七
月
廿
二
日 

留
野
上
ち
ん
妾
満
り
い
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さ
ん
路
加
す
満
ん
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れ 

慶
長
十
二
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等
麻
す
？ 

十
二
月
一
日 

図 3 キリシタン墓碑 
（1603年・旧松林寺） 

（洛西バプテスト教会所蔵） 

図 4 キリシタン墓碑 
（1604年・北野遺跡） 

図 5 キリシタン墓碑 
（1607年・北野遺跡） 
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4.近代京都のキリスト教 

 
＊近代日本のキリスト教の歴史 
①.開港地の外国人居留地 

②.宣教師の教育・医療などの活動と士族 

③.札幌バンド、横浜バンド、熊本バンド⇒同志社に入学 
 
＊近代日本のキリスト教の影響 ⇒学校、医療機関、文化、企業、近代建築 
 
＊近代京都のキリスト教の歴史は同志社から始まった 
 ⇒ 同志社英学校は寺町丸太町に開校、翌年に現在の今出川キャンパスに移動（図 2） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

図 6 同志社大学設立時の御所周辺 
高久嶺之介「新島襄と京都府政の人々」より抜粋 
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＊1875（明治 8）年 新島襄が同志社英学校を寺町丸太町に開校 
＊1876（明治 9）年 同志社英学校が薩摩藩邸跡に移転 

新島は御所の周辺に 3 つの教会を設立（宣教師や新島の家で活動を開始） 
＊1879（明治 12）年 カトリックの宣教師が入京 
＊1880 年代は排耶論が盛ん、京都市内でも排耶の講演会開催 
＊1889（明治 22）年 聖公会の宣教師が入京 
＊1890（明治 23）年 日本正教会の宣教師が入京 
＊1901（明治 34）年 大挙伝道（～1902）で 10回以上の伝道集会を市内で開催 
＊1904（明治 37）年 京都奉公十字会結成 ⇒ 日露戦争 
＊1937（昭和 12）年 同志社大学でチャペル籠城事件 
＊1943（昭和 18）年 京都府基督教報国会の発足式開催 ⇒ アジア太平洋戦争 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊1920 年代の京都市・・・土地区画整理事業による周辺エリアの都市開発が進展 
⇒「都市計画の母」、京都では、大正～昭和初期において、既成市街地をとりまくエリアの開発。 
⇒北大路通、西大路通などの整備、整った街区の造成、無秩序な市街地拡大抑止 
 

図 7 近代京都の教会の立地状況 
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＊近代京都の教会立地の特徴 
・京都市全体 
⇒大正期に新しく市街化した場所にすぐに

教会が誕生、10 年以内の消滅も多数 

 ⇒昭和期は郊外移転も目立つ 

 
・御所周辺 
⇒1871 年の天皇の東京奠都、御所周辺の空

閑地 
⇒明治後半から大正、昭和初期にかけて立

地した教会の多くは現在も存続 
 
・下鴨周辺、鴨川沿い 
⇒大正期に新しく市街地化したところに教会 
が誕生 

 ⇒5年以内に消滅した教会も 
 
 ・下京区の鉾町⇒教会はほとんど立地せず 
・伏見⇒めまぐるしく移動（5 年ごと） 

 
＊教会の消滅について：大正期はあまり消滅せず、昭和期に消滅数増加 
 
＊教会の移動について 
   ⇒最初は借家、後に土地を取得して教会建設。そのため、移動しやすかった 
   ⇒郊外のより広く、安い土地を求めて教会は移動した 
 
（例）京北教会の歴史 
・教会設立後、下京区内で数度の移転（1903 年～1924 年に 4度） 

⇒下京では土地取得が困難であったため、借家を転々としていた 
・教会の初期（明治後期）は商人、会津出身の判事（佐幕派）と夫妻、広島出身の銀行員夫妻、 
・教会の中期（大正期～昭和前期）は地方出身の労働者、徒弟制の奉公人、看護師、大学教授、

大学生、牧師、岡山出身の銀行員、貿易会社（大阪）社員 
 
 
（小まとめ） 
＊近代以降の都市構造の変化と社会経済的な変化が教会の立地にも影響していた 
＊教会数そのものは増加するも、誕生と消滅と移動による目まぐるしい変化が見られた 
＊立地した時期と場所によって教会が長く存続するか、短い期間で終わるかが決まる可能性 
＊京都の宗教空間、社会空間との関連による立地特性 
 
 
 
 
 

図 8 近代京都の教会の誕生・消滅・移動の各

数の推移 
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5.近代京都のキリスト教とマイノリティ 

 
＊在日大韓教会・・・1908 年に東京で設立 
＊京都市：①在日大韓基督教会京都教会（西院）と②在日大韓基督教会京都南部教会（東九条） 

⇒ともに 1920 年代（京都の朝鮮人人口の増加時期）に設立 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊当時の回想（一部） 
「みんな貧しい生活しておってもね、南部教会はやっぱり韓国語で話すような人が多いしね（中

略）自分の故郷に戻ったような感じがして。」 
「軍国主義の時代で、（中略）当然われわれも死とい

うものぶ直面するわけです。（中略）もっともっと

聖書の教えに傾斜していく状況でしたね。」 
「キリスト教にふれて、私、一番心の中で平安を受

けたのは、自分を隠さずありのまま出せることで

した。（中略）教会の中だけは本音が語れた。」 
「私らの国は日本に支配されている。本当に勉強す

る機会も与えられない。だから私はクリスチャン

になって（中略）（日本もアメリカもソビエトも朝

鮮も支配する）神様を信じたら（後略）」 
 
（背景） 
＊京都には韓国併合（1910 年）以前から多数の朝鮮人

労働者 
⇒宇治川電気発電所工事、東山トンネル工事、など 
＊東九条周辺の都市開発の労働力⇒後に都市開発が打

ち切られると失業した朝鮮人が集住 

① 

② 

図 9 在日大韓京都教会（①）と在日大韓京都南部教会（②） 

（人） 

（年） 

図 10 20 世紀前半の京都府・市の朝鮮人人

口の推移 
注：高野昭雄『近代都市の形成と在日朝鮮人』

12頁の表をもとに作成 

当初は京都駅の南 

京都・キリスト教・マイノリティ
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（小まとめ） 

＊差別と貧困で苦しむ京都の在日朝鮮人にとって教会は心のよりどころであり、教育をはじめ福

祉の重要な場所でもあった。 
 
 
【全体のまとめ】 
＊京都とキリスト教の歴史の多様性 
＊明治時代以降の京都の都市空間、都市社会の変容とキリスト教 
＊戦国時代と近現代の共通点―社会の多様な人々、とりわけマイノリティとの積極的な関わり 
＊日本社会におけるマイノリティとしてのキリスト教の立ち位置と社会的影響力との対比 
 
 
 
【参考文献】 

・麻生将「1916 年から 2013 年の京都市におけるプロテスタント教会の立地」立命館文学 649 号、 
2017、pp1-14 

・飯沼二郎、韓晢曦編著『伝道に生きて : 在日大韓基督教会と織田楢次』麦秋社、1986 
・川田力「日本におけるプロテスタント・キリスト教会の立地過程 : 明治期・関東地方を中心として」、

地理科学 44(4)、1989、pp.207-222 
・河内将芳『信長が見た戦国京都 城塞に囲まれた異貌の都』、洋泉社、2010 
・小林丈広、高木博志、三枝暁子著『京都の歴史を歩く』、岩波書店、2016 
・澤正彦著、金纓訳『日本キリスト教史 韓国神学大学講義ノート』、草風館、2004 
・新修京都叢書刊行会編『新修京都叢書 10 雍州府志』、臨川書店、1994 
・杉野榮『もう一つの京都 京のキリシタン史跡を巡る』、三学出版、2007 
・鈴木範久『日本キリスト教史物語』、教文館、2001 
・高久嶺之介「新島襄と京都府政の人々―大学設立募金運動をささえた人脈―」同志社大学同志社談叢 

36 号、2016、pp.183-207 
・同志社教会史編集委員会『同志社教会 1901～1945』日本キリスト教団同志社教会、2001 
・土肥昭夫『京のある教会の歩み―京南・京北教会史―』日本キリスト教団京北教会、1984 
・林屋辰三郎責任編集、京都市編『京都の歴史 4桃山の開花』、京都市、1969 
・丸川義広「一条通紙屋川出土のキリシタン墓碑」、リーフレット京都No.118、1998、pp.63-64 
・村井早苗『天皇とキリシタン禁制』、雄山閣出版 2000 
・高野昭雄『近代都市の形成と在日朝鮮人』人文書院、2009 
・富坂キリスト教センター在日朝鮮人の生活と住民自治研究会編『在日外国人の住民自治―川崎と京都

から考える』新幹社、2007 
・朴寿吉「キリスト教教育を考える―在日大韓基督教会の牧師として―」神學研究 47、2000、pp.221-

239 
・村上重良『日本宗教事典』、講談社、1988 
・本井康博『京都のキリスト教―同志社教会の 19 世紀―』日本キリスト教団同志社教会、1998 
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は
じ
め
に

　
は
じ
め
に
八
幡
市
の
地
理
的
な
環
境
を
ご
説
明
し
ま
す
。
石
清
水

八
幡
宮
が
あ
る
男
山
の
山
並
み
は
、
南
へ
京
田
辺
市
、
奈
良
の
生
駒

丘
陵
へ
と
続
い
て
い
ま
し
た
が
、
男
山
の
団
地
開
発
で
山
林
が
住
宅

地
に
な
り
ま
し
た
。
現
在
は
男
山
の
北
側
で
は
桂
川
、
宇
治
川
、
木

津
川
の
三
川
が
合
流
し
、
八
幡
市
は
三
川
合
流
の
町
と
い
わ
れ
、
東

北
西
を
木
津
川
・
淀
川
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
山
林
の
緑
は
、
島

の
よ
う
に
男
山
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
男
山
の
中
央
に
八
幡
宮
社
殿
が
あ
り
、
石
清
水
八
幡
宮
は
創
建
当

時
か
ら
神
仏
習
合
の
神
社
で
、
近
世
に
は
護
国
寺
、
大
塔
、
八
角
堂

な
ど
の
多
く
の
仏
教
施
設
が
あ
り
、
現
在
松
花
堂
庭
園
美
術
館
に
移

築
さ
れ
て
い
る
松
花
堂
で
知
ら
れ
る
泉
坊
・
滝
本
坊
な
ど
の
宿
坊
も

あ
り
ま
し
た
。
石
清
水
八
幡
宮
を
支
え
る
神
人
は
こ
の
神
領
だ
け
で

は
な
く
、
お
祭
り
の
時
に
奉
仕
す
る
他
領
散
在
神
人
も
南
山
城
に
い

ま
し
た
。

　
石
清
水
八
幡
宮
全
図
（
図
１
）
を
み
ま
す
と
、
木
津
川
が
淀
城
で

合
流
し
淀
川
と
な
り
、
石
清
水
八
幡
宮
領
は
東
・
北
・
西
を
淀
川
と

木
津
川
が
取
り
巻
い
て
い
ま
す
。
山
頂
に
本
殿
を
描
き
、
赤
い
短
冊

状
で
示
し
た
と
こ
ろ
が
宿
坊
や
寺
院
で
す
。
大
工
頭
の
中
井
家
文
書

で
、
修
復
の
際
、
幕
府
の
公
的
な
資
金
で
も
っ
て
修
理
す
る
箇
所
を

図１　『石清水八幡宮全図』（京都府立京都学・歴彩館　京の記憶アーカイブより）
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示
し
て
い
ま
す
が
、
靑
色
は
瓦
葺
き
で
建
物
の
規
模
な
ど
も
記
さ
れ

て
お
り
、
男
山
全
体
の
景
観
が
概
観
で
き
ま
す
。
現
在
、
石
清
水
の

本
殿
は
木
々
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
当
時
の
男
山
に
は
多
く
の
建

物
が
あ
り
ま
し
た
。

　
石
清
水
八
幡
宮
の
神
領
は
、
内
四
郷
・
外
四
郷
で
構
成
さ
れ
八
幡

八
郷
と
称
し
、
外
四
郷
は
、
男
山
の
東
に
広
が
る
農
村
部
の
村
方
の

四
郷
（
美
豆
村
・
際
目
村
・
生
津
村
・
川
口
村
）
で
す
。
内
四
郷
の

科
手
・
常
盤
・
山
路
・
金
振
郷
は
、
男
山
の
山
下
で
、
麓
を
取
り
巻

く
門
前
町
で
す
。
今
日
は
、
科
手
郷
の
大
谷
、
橋
本
が
舞
台
と
な
り

ま
す
（
図
２
）。

１
　
八
幡
菖
蒲
革

　
菖
蒲
革
と
は
、
藍
染
め
の
革
の
下
地
に
菖
蒲
の
花
の
紋
様
を
図
案

化
し
、
駒
形
紋
な
ど
を
組
合
せ
た
図
柄
を
白
抜
き
に
し
た
型
染
の
革

で
す
。
甲
冑
の
化
粧
板
や
袖
の
縁
取
り
等
に
使
用
さ
れ
ま
す
。
下
地

は
白
革
と
い
う
、
牛
馬
の
革
で
は
な
く
鹿
革
を
鞣
し
た
も
の
で
す
。

鹿
革
は
通
気
性
が
あ
り
柔
ら
か
く
、
軽
い
。
戦
場
で
雨
に
ぬ
れ
て
も

牛
馬
革
の
よ
う
に
硬
化
せ
ず
、
し
な
や
か
さ
を
失
わ
な
い
の
で
、
と

り
わ
け
武
具
、
馬
具
に
珍
重
さ
れ
ま
し
た
。

　
八
幡
の
菖
蒲
革
は
、
室
町
時
代
に
は
じ
ま
る
と
の
説
も
あ
り
ま
す

図２　『石清水八幡宮全図』（京都府立京都学・歴彩館　京の記憶アーカイブより）に加筆
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が
、
伝
承
は
諸
説
あ
り
史
料
１
で
は
染
革
の
起
源
は
神
功
皇
后
の
三

韓
征
伐
時
に
高
麗
勝
武
と
名
付
け
、
石
清
水
八
幡
宮
で
元
服
し
八
幡

太
郎
と
名
乗
っ
た
源
義
家
の
東
国
征
討
の
時
に
奉
っ
た
、
ま
た
豊
臣

秀
吉
は
朝
鮮
出
兵
の
前
に
石
清
水
に
詣
で
、
戦
勝
祈
願
に
献
上
し
た

と
あ
り
ま
す
。

　
色
は
黒
緑
で
、
お
そ
ら
く
藍
色
を
濃
く
し
た
も
の
で
し
ょ
う
か
。

黒
い
革
も
あ
る
の
で
、
総
称
し
て
八
幡
黒
と
い
わ
れ
ま
す
。
白
抜
き

の
柄
の
な
い
全
体
に
黒
い
革
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
由
緒
・
史

料
か
ら
も
、
革
の
製
造
技
術
は
古
く
か
ら
八
幡
周
辺
に
あ
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。

　
史
料
２
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
筑
前
守
秀
吉
の
署
名
と
花
押
が
あ
り

ま
す
。「
燻
革
三
枚
到
来
」「
令
祝
着
候
」（
し
ゅ
う
ち
ゃ
く
せ
し
め

そ
う
ろ
う
）
と
あ
り
ま
す
。
音
信
（
い
ん
し
ん
）、
つ
ま
り
進
物
と

し
て
贈
ら
れ
た
燻
革
三
枚
に
対
し
て
、
豊
臣
秀
吉
か
ら
八
幡
惣
中
へ

の
礼
状
の
写
し
で
す
。
八
幡
で
は
黒
革
の
染
革
だ
け
で
な
く
、
燻
革

（
ふ
す
べ
が
わ
）
と
い
う
燻
し
た
革
も
作
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

近
年
の
菖
蒲
革
復
元
の
研
究
で
は
、
鞣
し
の
工
程
で
燻
す
作
業
が
あ

る
と
指
摘
さ
れ
、
今
後
の
研
究
の
課
題
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　
史
料
１
の
「
城
州
八
幡
山
ノ
大
谷
」
に
て
染
め
る
と
あ
り
、
石
清

水
八
幡
宮
全
図
（
図
３
）
に
は
、
科
手
町
の
南
に
大
谷
町
が
あ
り
ま

図３　『石清水八幡宮全図』（京都府立京都学・歴彩館　京の記憶アーカイブより）
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す
。「
神
宝
所
預
り
禰
宜
」
或
い
は
「
神
宝
所
神
人
」
と
も
い
う
神
人

が
こ
の
大
谷
の
両
側
に
軒
を
列
ね
、
町
の
境
に
は
瓦
葺
で
扉
が
ひ
と

つ
、
一
間
ほ
ど
の
木
戸
門
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
八
幡
の
町
で
は
木

戸
門
が
あ
る
の
は
お
そ
ら
く
こ
こ
だ
け
で
、
閉
鎖
的
な
場
所
で
し
た
。

　
菖
蒲
革
が
使
用
さ
れ
て
い
る
甲
冑
（
伏
見
の
藤
森
神
社
蔵
）（
図

図４　紫絲縅大鎧　胸板鳩尾板部分　菖蒲革

（竹中友里代『八幡菖蒲革と石清水神人』より）

図５　紫絲縅大鎧　佩楯部分

爪形菖蒲革

４
）（
図
５
）

で
す
。
雑
兵

や
下
級
の
侍

が
着
る
実
用

的
な
甲
冑
に

は
な
く
、
文

化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
る

よ
う
な
、
大

将
格
の
甲
冑

に
菖
蒲
革
が

見
ら
れ
ま
す
。

菖
蒲
の
図
柄

も
様
々
あ
り
、

剣
先
や
花
形

も
あ
り
ま
す
。
駒
形
菖
蒲
は
若
駒
が
駆
け
て
い
る
姿
を
図
案
化
し
て

い
ま
す
。
菖
蒲
が
勝
武
、
尚
武
に
通
じ
る
の
で
、
高
価
な
縁
起
物
と

し
て
珍
重
さ
れ
ま
し
た
。

２
　
菖
蒲
革
に
関
わ
る
神
人

　
鎌
倉
時
代
、
物
資
が
流
通
す
る
よ
う
に
な
り
各
地
の
大
き
な
寺
社

の
門
前
町
に
商
業
座
が
で
き
ま
す
。
石
清
水
八
幡
宮
の
史
料
に
は
、

永
仁
四
年
（
一
二
九
六
）
に
神
人
奉
行
に
染
革
奉
行
、
神
宝
所
が
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
石
清
水
八
幡
宮
の
門
前
町
に
も
染
革
座
が
で
き
、

そ
れ
を
仕
切
る
染
革
奉
行
が
神
宝
所
に
設
置
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
八
幡
の
革
生
産
も
こ
の
時
代
に
は
遡
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
も

近世石清水八幡宮の菖蒲革と神人の活動
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う
少
し
後
、
大
永
五
年
（
一
五
二
五
）
に
神
宝
所
神
人
三
六
人
に
対

し
て
石
清
水
八
幡
宮
か
ら
補
任
状
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
八
幡
宮
の

神
人
と
し
て
は
大
所
帯
で
す
。

　
他
に
事
例
の
な
い
八
幡
の
特
徴
で
す
が
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）

五
月
二
五
日
に
、
徳
川
家
康
の
領
知
朱
印
状
が
八
幡
宮
の
神
人
等
に

三
六
一
通
が
一
斉
に
発
給
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
加
賀
藩
の
前
田

家
に
対
し
て
出
さ
れ
る
領
知
朱
印
状
は
一
通
で
、
石
清
水
八
幡
宮
に

対
し
て
も
一
通
の
は
ず
で
す
が
、
慶
長
五
年
は
関
ケ
原
の
合
戦
が
九

月
に
あ
り
、
そ
の
直
前
の
五
月
に
家
康
か
ら
神
人
に
個
別
に
領
知
朱

印
状
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
朱
印
状
を
受
け
た
そ
れ
ぞ
れ
が
領
主
で
、

形
の
上
で
は
石
清
水
の
神
領
に
は
小
領
主
が
大
量
に
い
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
だ
け
多
く
の
朱
印
状
は
全
国
的
に
も
こ
こ
だ
け
の
よ
う
で
す
。

将
軍
の
代
替
り
ご
と
に
朱
印
状
改
め
を
行
い
、
次
の
代
の
将
軍
が
引

き
続
き
朱
印
状
を
出
し
ま
す
。
代
々
神
領
を
継
承
す
る
た
め
朱
印
状

は
大
切
に
保
管
さ
れ
ま
す
。
朱
印
状
の
所
持
は
石
清
水
八
幡
宮
の
神

人
の
身
分
証
明
で
も
あ
り
ま
す
。
史
料
３
は
、
神
宝
所
の
谷
村
甚
介

あ
て
の
朱
印
状
で
、
家
康
と
署
名
が
あ
り
、「
忠
恕
」（
ち
ゅ
う
じ
ょ
）

の
文
字
を
図
案
化
し
た
朱
印
が
押
さ
れ
て
い
ま
す
。
神
人
に
は
折
紙

形
式
の
朱
印
状
が
個
別
に
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
代
々
家
を
継
承
す
る

た
め
に
、
塗
箱
や
革
袋
な
ど
を
誂
え
て
大
切
に
保
管
し
て
い
ま
す
。

　
朱
印
状
は
、
家
康
か
ら
秀
忠
・
家
光
の
代
に
次
第
に
ま
と
め
て
出

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
史
料
３
の
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
は
、
寛

文
印
知
と
い
わ
れ
、
四
代
将
軍
家
綱
の
時
代
に
各
神
人
の
組
ご
と
に

再
編
さ
れ
ま
し
た
。
先
ほ
ど
の
谷
村
甚
介
等
神
宝
所
神
人
一
八
人
も

一
通
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
神
宝
所
に
「
安
居
本
頭
神
人
」（
あ

ん
ご
ほ
ん
と
う
じ
に
ん
）
と
あ
り
ま
す
。
神
宝
所
神
人
で
あ
り
、
安

居
の
本
頭
神
人
で
あ
る
、
こ
の
二
つ
の
顔
を
も
っ
て
い
ま
す
。

　
な
ぜ
朱
印
状
が
個
別
に
出
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
関
ヶ
原
の
合

戦
の
前
は
、
徳
川
方
か
、
豊
臣
方
か
、
石
清
水
が
ど
ち
ら
に
つ
く
か

を
問
わ
れ
た
時
で
す
。
八
幡
は
秀
吉
の
検
地
で
土
地
を
没
収
さ
れ
た

神
人
が
多
く
、こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
安
居
の
神
事
が
出
来
な
く
な
っ

た
と
訴
え
て
い
ま
し
た
。
安
居
の
神
事
を
復
活
す
る
た
め
に
秀
吉
に

よ
っ
て
召
し
上
げ
ら
れ
た
土
地
を
家
康
が
元
に
戻
し
た
の
が
朱
印
状

で
し
た
。
朱
印
状
を
発
給
さ
れ
た
神
人
は
、
頭
屋
に
選
ば
れ
る
と
安

居
の
神
事
を
勤
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
神
事
の
頭
屋
を
指
名
す
る
差
定

は
公
文
所
か
ら
出
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
に
は
神
事
は
「
朝
家
第
一
の
御

祈
」（
朝
廷
の
最
も
大
切
な
祈
願
）、「
宮
寺
無
双
大
営
（
栄
）
也
」（
頭

屋
を
勤
め
る
と
石
清
水
で
は
他
に
並
ぶ
こ
と
の
無
い
栄
誉
で
あ
る
）、

「
宮
寺
祠
官
・
所
司
・
神
官
・
神
人
等
よ
り
神
領
預
所
庄
官
百
姓
住

民
に
い
た
る
ま
で
」
と
あ
り
、
身
分
の
高
下
な
く
神
官
か
ら
百
姓
ま
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で
、
差
定
を
受
け
た
者
は
、
神
事
を
執
行
せ
よ
と
い
う
命
令
書
で
す
。

頭
屋
の
家
に
は
「
石
清
水
八
幡
宮
安
居
頭
人
住
宅
不
浄
の
輩
は
入
る

べ
か
ら
ず
」
と
書
か
れ
た
木
札
を
屋
敷
の
門
に
掲
げ
、
頭
屋
で
あ
る

こ
と
を
周
知
し
ま
す
。

　
こ
の
祭
り
は
、
今
は
絶
え
て
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
都
林
泉
名
勝
図

会
」（
図
６
）
に
安
居
神
事
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
松
の
大

木
を
山
か
ら
伐
り
出
し
て
一
二
月
一
五
日
に
町
内
を
練
り
歩
き
、
男

山
の
中
腹
に
神
木
を
建
て
ま
す
。
一
二
月
一
五
日
ま
で
の
神
事
の
期

間
に
郷
の
こ
な
し
・
町
の
こ
な
し
と
い
う
、
住
民
や
神
人
等
多
く
の

人
に
振
る
舞
い
、
散
財
し
ま
す
。
一
代
で
財
産
を
失
う
ほ
ど
費
用
の

か
か
る
祭
り
で
し
た
が
、
そ
れ
を
惜
し
む
と
神
の
加
護
が
な
く
な
り
、

家
が
た
ち
ど
こ
ろ
に
衰
退
す
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
神
事
を
勤
め

る
の
が
安
居
神
人
で
し
た
。
一
度
勤
め
る
だ
け
で
も
名
誉
な
こ
と
で

す
が
、
こ
の
神
宝
所
神
人
は
豊
か
で
一
代
で
二
度
三
度
勤
め
る
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。

　
祭
礼
で
の
神
宝
所
預
禰
宜
の
役
目
は
、
神
宝
を
預
か
る
と
い
う
名

称
か
ら
も
、
唐
櫃
に
神
宝
を
納
め
祭
列
に
加
わ
り
ま
し
た
。
神
宝
と

は
、
神
が
纏
う
衣
や
お
使
い
に
な
る
食
器
や
生
活
の
諸
道
具
等
、
そ

れ
を
神
と
共
に
御
旅
所
へ
移
動
し
ま
す
。
八
幡
宮
の
本
殿
の
東
横
に

神
庫
が
あ
り
、
神
宝
が
収
納
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
の
鑰
（
カ
ギ
）

図６　八幡安居の神式

（『都林泉名勝図会』巻之五　国際日本文化研究センター所蔵）
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を
預
か
り
管
理
す
る
こ
と
が
神
宝
所
神
人
の
役
目
で
し
た
。

　
神
宝
所
神
人
の
衣
は
五
位
の
衣
冠
で
高
位
の
神
主
で
す
。
八
幡
宮

は
神
仏
習
合
で
す
が
、
厳
密
に
は
、
神
人
に
は
仏
教
系
の
神
人
と
神

道
系
の
二
系
統
が
あ
り
、
身
分
が
分
か
れ
て
い
ま
す
。
石
清
水
の
神

人
の
組
織
の
中
で
も
別
当
と
は
、
宮
寺
で
あ
る
護
国
寺
を
管
掌
す
る

頂
点
を
別
当
、
そ
れ
に
対
し
て
「
俗
」
が
つ
く
俗
別
当
は
神
道
系
の

頂
点
で
す
。
こ
の
う
ち
僧
侶
で
あ
る
別
当
が
検
校
に
指
名
さ
れ
、
社

務
当
職
と
し
て
石
清
水
全
体
を
政
治
的
に
も
支
配
し
ま
す
。
形
の
上

で
は
こ
の
僧
俗
両
者
が
石
清
水
を
統
率
す
る
支
配
層
で
共
に「
紀
氏
」

を
名
乗
り
ま
す
。
こ
の
神
道
系
の
紀
氏
が
本
来
神
宝
を
守
護
し
ま
す

が
、
神
宝
所
神
人
が
そ
れ
に
代
わ
り
神
官
の
役
職
を
引
き
継
ぐ
神
人

と
し
て
神
の
近
く
で
奉
仕
す
る
の
で
、
こ
の
装
束
が
許
さ
れ
ま
す
。

　
神
宝
所
神
人
は
「
路
次
音
楽
」
も
勤
め
ま
し
た
。
祭
の
行
列
の
中

で
雅
楽
の
楽
器
、
管
弦
を
奏
で
な
が
ら
歩
き
ま
す
。
本
来
は
専
属
の

楽
人
か
、
或
い
は
都
か
ら
楽
人
を
招
い
て
音
楽
を
奏
で
て
い
た
と
思

わ
れ
ま
す
が
、
神
宝
所
神
人
は
神
人
の
家
数
も
多
く
豊
か
で
、
楽
器

を
分
担
し
て
練
習
し
、
管
弦
を
代
々
奏
す
る
家
も
あ
り
、
祭
り
で
重

要
な
役
目
を
担
っ
て
い
ま
し
た
。

　
放
生
会
は
勅
祭
で
す
の
で
朝
廷
か
ら
勅
使
が
派
遣
さ
れ
ま
す
。
祭

礼
前
の
潔
斎
や
諸
道
具
・
衣
装
な
ど
も
運
び
、
泊
り
が
け
に
な
り
ま

す
。
勅
使
や
お
付
き
の
者
を
自
宅
で
休
息
や
宿
泊
で
接
待
し
ま
す
。

そ
こ
で
詩
歌
や
管
弦
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
、
路
次
音
楽
を
奏
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
石
清
水
で
は
「
社
士
」
が
各
町
内
の
自
治
を
担
い
ま
す
。「
宮
侍
」

と
い
う
と
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
平
和
な
江
戸
時
代

に
は
侍
は
、
行
政
を
担
う
役
人
で
し
た
。
神
宝
所
神
人
も
大
谷
町
の

社
士
で
す
。
各
町
内
の
代
表
者
で
あ
る
社
士
の
う
ち
、
山
下
神
領
の

惣
代
を
勤
め
る
の
が
郷
年
寄
役
で
す
。
正
明
寺
を
役
所
と
し
て
神
領

全
体
の
自
治
の
諸
費
用
を
ど
の
よ
う
に
配
分
す
る
か
、
洪
水
な
ど
災

害
時
に
誰
を
配
置
す
る
か
な
ど
、
そ
う
し
た
相
談
を
行
い
ま
し
た
。

神
人
の
中
で
も
往
古
よ
り
八
幡
で
暮
ら
し
て
い
る
の
が
本
頭
神
人
で
、

近
世
初
頭
以
降
に
他
所
か
ら
八
幡
に
移
住
し
た
者
は
脇
頭
神
人
で
す
。

郷
年
寄
役
は
本
頭
神
人
か
ら
五
名
を
選
出
し
ま
す
。
神
宝
所
神
人
か

ら
も
輩
出
し
、
社
士
の
中
で
も
指
導
的
な
役
割
を
担
う
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。

　
神
領
の
毎
年
の
行
事
で
年
頭
参
府
が
あ
り
ま
す
。
将
軍
家
と
尾
張

藩
等
に
挨
拶
に
赴
き
、
安
居
の
神
札
と
菖
蒲
革
を
届
け
る
重
要
な
役

割
が
あ
り
、
本
頭
神
人
の
中
か
ら
神
宝
所
神
人
が
し
ば
し
ば
選
ば
れ

て
い
ま
す
。
明
治
維
新
後
は
、
士
族
に
編
入
さ
れ
、
京
都
府
貫
属
、

行
政
を
支
え
る
官
吏
の
扱
い
と
な
り
ま
す
。神
領
自
治
の
実
務
を
担
っ
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て
い
る
層
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
白
革
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
鹿
革
を
鞣

し
た
白
革
の
製
造
販
売
の
独
占
権
を
八
幡
の
科
手
、
大
坂
塩
町
、
安

土
町
が
所
有
し
、
大
坂
塩
町
と
安
土
町
は
八
幡
科
手
を
本
家
と
仰
い

で
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
京
都
の
六
条
村
、
天
部
村
が
破
っ
た

と
し
て
訴
え
る
白
革
の
争
論
が
続
き
ま
す
。
こ
の
白
革
に
つ
い
て
は

被
差
別
部
落
の
問
題
と
し
て
す
で
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
を
八
幡
側
か
ら
見
て
い
き
ま
す
。

　
ま
ず
、
こ
ち
ら
は
史
料
４
の
「
三
事
御
用
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
は

将
軍
家
の
調
度
品
用
、
八
幡
の
神
事
用
、
そ
し
て
八
幡
宮
か
ら
将
軍

家
へ
献
上
す
る
、
こ
の
三
事
御
用
を
務
め
る
た
め
に
白
革
が
必
要
だ

と
主
張
し
ま
す
。
冥
加
金
を
支
払
っ
て
、
白
革
屋
の
株
と
印
を
頂
い

て
、
そ
し
て
印
形
し
認
可
し
た
革
の
み
が
正
統
な
白
革
で
、
菖
蒲
革

の
原
材
料
で
あ
る
。
大
坂
の
渡
辺
村
や
、
こ
の
科
手
の
白
革
師
以
外

の
皮
田
村
が
製
造
販
売
す
る
白
革
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
需
要
が
拡
大

し
て
市
場
に
は
出
回
る
こ
と
が
常
態
化
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
八
幡

側
か
ら
何
度
訴
え
て
も
こ
の
争
論
が
収
ま
る
こ
と
な
く
続
く
こ
と
か

ら
も
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
八
幡
の
白
革
師
が
専
売
を
主
張
す
る
身
分

的
な
根
拠
、
神
人
は
何
を
主
張
し
て
い
た
か
を
見
て
い
き
ま
す
。

　
科
手
の
白
革
師
本
家
に
つ
い
て
、
史
料
４
に
「
安
居
百
姓
九
拾
六

人
組
」
と
あ
り
、
先
ほ
ど
の
家
康
朱
印
状
を
個
別
に
頂
戴
し
た
百
姓

で
す
。
科
手
の
七
人
組
の
安
居
百
姓
に
も
一
通
だ
さ
れ
て
い
ま
す
。 

代
々
家
に
相
続
さ
れ
る
べ
き
で
す
が
、
家
が
存
続
で
き
な
く
な
り
、

朱
印
状
と
そ
の
身
分
が
株
化
し
て
売
買
や
譲
渡
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
そ
こ
で
、
朱
印
状
の
管
理
簿
と
し
て
「
安
居
百
姓
頭
連
判
帳
」

を
作
成
し
、
五
年
ご
と
に
ど
の
朱
印
状
が
誰
の
家
に
あ
る
か
を
確
認

し
ま
す
。
こ
う
し
た
作
業
が
必
要
な
の
は
、
相
当
売
買
さ
れ
て
い
た

証
で
し
た
。

　
科
手
の
七
人
組
に
出
さ
れ
た
朱
印
状
は
、
連
判
帳
に
よ
り
転
々
と

移
動
し
て
い
る
の
を
追
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
宝
暦
一
四
年
（
一
七

六
四
）
か
ら
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
に
か
け
て
は
、
入
江
佐
右
衛

門
が
所
持
し
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
六
条
村
の
『
諸
式
留
帳
』
と
い

う
有
名
な
史
料
の
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
の
と
こ
ろ
を
見
ま
す
と
、

「
科
手
白
か
わ
や
佐
右
衛
門
」
が
出
て
き
ま
す
。
こ
の
佐
右
衛
門
が

連
判
帳
に
あ
る
安
居
百
姓
で
家
康
の
科
手
七
人
組
宛
て
朱
印
状
を
所

持
し
て
い
る
百
姓
と
考
え
ま
し
た
。
史
料
４
の
「
穢
多
共
商
売
仕
リ

候
テ
ハ
、
我
々
共
同
職
罷
成
、
千
万
迷
惑
」
と
あ
り
、
穢
多
と
同
職

で
あ
る
こ
と
が
迷
惑
で
あ
る
と
訴
え
ま
す
が
、
こ
の
身
分
的
根
拠
は

家
康
朱
印
状
に
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
科
手
の
朱
印
状
も
文
書
形
式

は
、
高
位
の
神
宝
所
神
人
と
同
様
に
家
康
の
署
名
と
朱
印
が
あ
り
ま
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し
た
。
大
坂
の
塩
町
は
こ
の
安
居
百
姓
の
朱
印
状
を
も
っ
て
本
家
と

仰
い
で
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
度
重
な
る
争
論
で
、
市
場
の
既
成
事
実
が
あ
っ
て
も
、
奉
行
所
か

ら
の
裁
定
は
、
白
革
師
側
の
勝
訴
と
な
る
根
拠
は
、
こ
の
家
康
朱
印

状
と
い
え
ま
す
。

　
そ
の
ほ
か
に
菖
蒲
革
に
関
わ
る
神
人
に
は
、「
小
禰
宜
座
神
人
」

が
あ
り
ま
す
。
他
姓
座
、
六
位
、
大
禰
宜
、
小
禰
宜
の
四
座
神
人
の

う
ち
で
、
神
官
系
の
神
人
で
す
。
神
官
の
職
務
は
完
全
に
身
分
的
に

分
業
さ
れ
て
い
ま
す
。
四
座
神
人
は
、
神
殿
の
瑞
垣
の
な
か
に
入
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
宮
守
座
は
神
饌
を
作
る
神
人
で
す
が
、
瑞
垣
の

内
に
は
決
し
て
入
れ
ま
せ
ん
。
神
饌
を
宮
守
か
ら
受
取
り
、
瑞
垣
の

内
へ
運
ぶ
の
が
小
禰
宜
座
で
す
。
他
姓
座
と
六
位
は
、
そ
れ
を
神
前

に
供
え
る
。
こ
の
役
割
分
担
は
厳
格
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
小
禰
宜
座
神
人
は
放
生
会
や
遷
宮
で
は
、
御
鳳
輦
と
い
う
神

様
が
お
乗
り
に
な
る
神
輿
の
飾
付
け
と
、
神
馬
を
受
け
取
る
役
目
が

あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
鳳
輦
の
飾
り
や
馬
に
も
菖
蒲
革
が
使
わ
れ
た

の
で
関
わ
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　
写
真
（
図
７
）
の
中
央
、
奥
が
八
幡
宮
本
殿
で
す
。
三
の
鳥
居
の

前
、
左
右
に
大
き
な
石
灯
篭
が
一
対
あ
り
ま
す
。「
大
坂
白
革
屋
中
」

の
銘
文
が
あ
り
ま
す
（
図
８
）。
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
に
穢
多

図７　石清水八幡宮三の鳥居図８　大坂白革屋中寄進石灯籠

村
に
対
し
て
白
革

差
止
め
を
め
ぐ
り
、

京
都
と
大
坂
の
両

奉
行
所
に
訴
え
る

と
い
う
大
か
が
り

な
争
論
と
な
り
ま

し
た
。
そ
の
裁
定

は
、
白
革
屋
が
勝

訴
し
、
お
そ
ら
く

朱
印
状
が
勝
因
で

し
ょ
う
。
そ
れ
を

記
念
し
て
小
禰
宜
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座
の
奥
村
播
磨
が
窓
口
と
な
り
白
革
屋
中
が
寄
進
し
ま
し
た
。

３
　
菖
蒲
革
の
献
上

　
次
に
三
事
御
用
の
ひ
と
つ
菖
蒲
革
の
献
上
は
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た

か
。
江
戸
時
代
は
課
税
の
基
準
と
す
る
検
地
が
お
お
む
ね
全
国
的
に

行
わ
れ
ま
す
が
、
石
清
水
で
は
検
地
は
な
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
慶
長

五
年
の
家
康
か
ら
の
朱
印
状
は
指
出
検
地
、
自
己
申
告
で
済
ん
で
い

ま
す
。
慶
長
一
六
年
（
一
六
一
一
）
に
検
地
免
除
を
感
謝
し
て
菖
蒲

革
を
献
上
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。家
康
の
側
室
の
お
亀
の
方（
相

應
院
）、
尾
張
の
御
三
家
の
徳
川
義
直
の
生
母
か
ら
の
書
状
で
、
こ

の
方
が
八
幡
の
社
務
家
の
田
中
家
に
ゆ
か
り
が
あ
り
、
そ
の
口
添
え

で
穏
当
に
検
地
免
除
に
な
り
、
感
謝
し
て
家
康
に
菖
蒲
革
一
〇
枚
を

贈
り
ま
し
た
。
こ
れ
以
降
将
軍
家
へ
毎
年
菖
蒲
革
を
献
上
す
る
よ
う

に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
近
世
の
初
頭
の
関
ケ
原
、
大
坂
の

陣
、
豊
臣
か
ら
徳
川
の
時
代
に
移
行
す
る
歴
史
の
転
換
期
に
、
お
亀

の
方
は
八
幡
の
た
め
に
働
き
、
実
家
の
志
水
家
は
後
に
八
幡
を
は
な

れ
て
尾
張
藩
の
家
老
に
な
り
ま
す
。
八
幡
宮
全
体
を
統
率
す
る
の
は

社
務
家
、
今
で
い
う
石
清
水
八
幡
宮
の
宮
司
家
で
す
が
、
こ
の
時
期
、

実
質
は
志
水
家
が
支
配
し
て
い
ま
し
た
。
史
料
５
に
あ
げ
ま
し
た
が
、

こ
の
時
は
ま
だ
大
谷
衆
以
外
橋
本
に
も
染
革
屋
が
存
在
し
、
橋
本
善

介
と
大
谷
衆
が
争
い
、
社
務
家
で
は
な
く
、
志
水
家
が
裁
定
を
下
し

て
い
ま
す
。
お
亀
の
方
の
影
響
で
し
ょ
う
が
、
元
和
七
年
（
一
六
二

一
）
に
大
谷
以
外
の
脇
染
め
が
停
止
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
以
降
大
谷
町

は
絵
図
に
描
か
れ
た
よ
う
に
門
で
区
切
ら
れ
、
染
革
の
技
術
を
門
内

に
閉
じ
込
め
た
の
で
し
ょ
う
。

　
三
事
御
用
の
ひ
と
つ
菖
蒲
革
献
上
は
、
毎
年
、
八
幡
か
ら
江
戸
へ

挨
拶
に
参
り
ま
す
。
ど
う
い
う
人
た
ち
が
行
く
か
と
い
う
と
社
務
家
、

神
領
を
支
配
す
る
検
校
を
輩
出
す
る
家
で
す
。
近
世
で
は
田
中
家
、

善
法
寺
家
、
新
善
法
寺
家
の
三
家
が
将
軍
代
替
わ
り
ご
と
に
回
職
し

て
検
校
に
補
任
さ
れ
ま
す
。
こ
の
社
務
三
家
の
内
の
一
家
が
代
表
し

て
江
戸
に
参
府
し
ま
す
。
そ
れ
と
は
別
に
男
山
に
あ
る
多
く
の
宿
坊

の
中
で
選
ば
れ
た
坊
が
江
戸
へ
挨
拶
に
行
き
ま
す
。
宿
坊
の
中
で
も

豊
蔵
坊
は
、
徳
川
家
の
祈
願
所
で
す
。
他
の
坊
と
は
別
格
で
正
月
、

五
月
、
九
月
と
三
度
、
祈
祷
札
を
届
け
ま
し
た
。
一
度
の
祈
祷
が
百

石
で
、
年
三
百
石
の
祈
祷
料
が
あ
り
宿
坊
の
中
で
も
豊
蔵
坊
は
非
常

に
豊
か
で
し
た
。

　
そ
し
て
山
下
神
人
で
は
、
社
士
の
惣
代
と
し
て
江
戸
と
尾
張
に
参

り
ま
す
。
郷
の
公
費
で
参
府
し
ま
す
の
で
、
支
払
っ
た
費
用
が
帳
面

「
江
戸
尾
張
参
府
万
扣
帳
」
に
記
録
さ
れ
ま
す
。
こ
の
帳
面
を
見
ま

す
と
、
将
軍
家
に
三
事
御
用
の
調
度
品
は
図
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。
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持
参
す
る
菖
蒲
革
に
は
、
駒
形
菖
蒲
と
杦
立
菖
蒲
が
あ
り
、
菖
蒲
革

に
熨
斗
を
つ
け
ま
す
。
尾
張
の
藩
主
に
は
革
は
持
参
せ
ず
、「
神
札
」

と
「
御
祓
」
を
脚
付
の
進
物
台
に
乗
せ
贈
る
な
ど
図
入
り
で
、
詳
細

に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
他
に
「
閼
伽
井
坊
」（
史
料
７
）
も
菖
蒲
革
を
献
上
し
、
家

康
の
三
河
の
時
代
か
ら
の
祈
願
所
と
し
て
神
札
・
玉
串
に
添
え
て
い

ま
し
た
。「
菖
蒲
革
染
成
注
文
書
」
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
午
の

年
に
閼
伽
井
坊
か
ら
染
革
二
枚
が
注
文
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
注
文

書
に
は
細
か
に
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、「
牧
野
行
」
と
あ
り
、

こ
れ
は
牧
野
忠
雅
で
、
天
保
五
年
に
は
奏
者
番
に
、
同
七
年
に
は
寺

社
奉
行
を
兼
任
し
、
幕
府
の
重
要
な
人
物
で
す
。「
西
御
奉
行
分
」

と
あ
り
、
京
町
奉
行
所
か
ら
も
注
文
書
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と

菖
蒲
革
は
、
三
事
御
用
だ
け
で
は
な
く
、
贈
答
品
と
し
て
、
特
別
に

縁
故
や
権
威
あ
る
人
物
に
販
売
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
菖
蒲
革
は
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
に
停
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
綱

吉
の
時
代
に
は
武
具
や
馬
具
等
を
倹
約
の
た
め
に
停
止
し
た
時
期
が

あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
の
八
代
将
軍
吉

宗
の
時
代
に
は
、
山
上
よ
り
お
札
・
杉
原
十
帖
に
加
え
て
、
山
下
社

士
よ
り
菖
蒲
革
二
枚
の
献
上
が
復
活
し
ま
す
。
馬
術
武
芸
を
好
む
吉

宗
は
、
駒
形
柄
を
復
活
さ
せ
、
こ
れ
以
降
菖
蒲
革
に
駒
形
菖
蒲
が
加

わ
り
ま
す
。

４
　
菖
蒲
革
ブ
ラ
ン
ド

　
史
料
８
に
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
京
都
の
所
司
代
、
町
奉
行

所
か
ら
の
注
文
が
あ
り
ま
す
。「
酒
井
修
理
太
夫
様
分

　
銀
二
拾
五 

枚
」
と
あ
り
、
調
べ
ま
す
と
酒
井
修
理
太
夫
は
若
狭
藩
主
で
し
た
。

こ
の
前
年
ま
で
京
都
所
司
代
を
勤
め
て
い
ま
す
。「
水
野
下
総
守
重 

明
」
は
京
都
西
町
奉
行
で
す
。
こ
の
文
書
は
「
菖
蒲
代
金
受
取
」
と

あ
り
ま
す
の
で
、
神
宝
所
神
人
が
大
金
を
預
か
っ
た
と
い
う
領
収
書

で
、
宛
て
所
は
今
井
小
平
太
で
、
西
町
奉
行
所
の
与
力
で
す
。
所
司

代
や
町
奉
行
が
菖
蒲
革
を
入
手
す
る
際
は
、
与
力
が
代
わ
っ
て
代
金

の
支
払
い
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
も
同
様
に
京
都
東
町
奉
行
の
「
岡

部
備
後
守
豊
常
」
も
銀
五
枚
で
菖
蒲
革
を
購
入
し
て
い
ま
す
。
宛
所

の
「
草
間
列
五
郎
」
は
東
町
奉
行
所
の
与
力
で
す
。
草
間
は
命
じ
ら

れ
て
八
幡
の
大
谷
で
菖
蒲
革
を
購
入
し
、
草
間
宛
に
出
し
た
領
収
書

の
控
え
で
す
。
白
銀
は
儀
礼
的
な
、
一
般
に
流
通
す
る
も
の
で
は
な

い
の
で
、
貨
幣
価
値
を
換
算
す
る
の
は
難
し
い
の
で
す
が
、
高
額
に

取
引
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
八
幡
科
手
の
菖
蒲
革
は
珍
重
さ
れ
て
、

幕
閣
の
限
ら
れ
た
範
囲
で
高
額
で
購
入
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
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安
政
四
年
に
は
「
白
革
株
、
謝
礼
金
四
百
両
、
死
牛
馬
惣
支
配
、

百
両
」
と
し
、
こ
れ
ら
株
の
権
利
を
獲
得
で
き
る
と
謝
礼
金
を
支
払

い
、
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
ら
破
棄
す
る
と
い
う
『
八
幡
市
誌
』
で

も
取
り
上
げ
ら
れ
た
史
料
が
あ
り
ま
す
。
相
手
方
で
は
な
く
八
幡
に

残
っ
て
い
る
の
で
不
成
功
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
二
階
堂
村
は
八
幡

の
皮
田
村
で
、
死
牛
馬
の
惣
支
配
及
び
白
革
株
に
も
手
を
広
げ
よ
う

と
し
ま
し
た
。
白
革
株
四
百
両
の
価
格
は
、
そ
れ
だ
け
莫
大
な
利
益

を
生
む
こ
と
を
し
め
し
て
い
ま
す
。

　
史
料
10
は
、
菖
蒲
革
の
下
地
に
つ
い
て
で
す
。
こ
の
鍵
屋
伝
兵
衛
、

白
井
次
郎
右
衛
門
、
灰
屋
太
右
衛
門
は
、
京
都
の
白
革
の
下
地
職
の

商
人
か
職
人
を
か
か
え
た
商
人
だ
と
思
わ
れ
ま
す
、
白
革
に
参
入
を

希
望
し
て
い
ま
す
。
民
間
で
流
通
し
て
い
る
白
革
下
地
が
あ
り
、
そ

れ
を
科
手
で
は
購
入
し
て
染
め
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

科
手
だ
け
で
は
白
革
下
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。
白
革
だ
け
に
特
化
し
て
は
経
営
が
難
し
く
、
そ
こ
で
多
角
経

営
に
乗
り
出
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
科
手
の
旧
家
か
ら
薬
の
効

能
を
記
し
た
引
き
札
、
今
で
い
う
広
告
チ
ラ
シ
の
版
木
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
こ
に
は
「
朝
鮮
秘
伝
干
牛
丸
」、
と
い
う
薬
名
と
効
能
が
記

さ
れ
、
伏
見
の
両
替
町
八
幡
屋
岩
吉
が
販
売
所
で
、
伏
見
で
の
販
売

ル
ー
ト
を
持
っ
て
い
ま
す
。
家
の
由
緒
で
は
酒
造
業
、
あ
る
い
は
薬

種
問
屋
で
大
坂
へ
も
手
広
く
商
売
を
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
史
料
が
少
な
い
な
か
で
推
測
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

安
居
百
姓
連
判
状
に
科
手
太
右
衛
門
が
科
手
百
姓
株
を
分
割
所
有
し

て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
が
同
家
と
す
る
と
菖
蒲
革
下
地
だ
け
で
な
く

諸
々
の
商
品
を
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

５
　
幕
末
か
ら
近
代
へ

　
幕
末
に
な
る
と
今
ま
で
の
将
軍
家
へ
の
献
上
に
加
え
て
、
元
治
元

年
（
一
八
六
四
）
頃
、
神
宝
所
神
人
か
ら
禁
裏
へ
菖
蒲
革
の
献
上
を

望
む
動
き
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
こ
ろ
復
古
主
義
的
な
国
学
の
影
響

で
し
ょ
う
、
菖
蒲
革
の
由
緒
を
調
べ
て
記
録
し
て
い
る
も
の
が
史
料

と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。

　
石
清
水
の
社
務
家
を
経
な
い
で
直
接
神
宝
所
神
人
か
ら
、
鴇
田
周

吉
を
斡
旋
役
に
し
て
禁
裏
と
の
窓
口
は
執
奏
広
橋
家
に
交
渉
し
よ
う

と
し
ま
す
。
対
外
的
に
は
社
務
家
が
執
り
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
神

宝
所
独
自
に
禁
裏
と
つ
な
が
り
を
持
と
う
と
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ

れ
に
は
行
き
違
い
が
あ
り
御
所
方
の
会
議
で
八
幡
の
神
宝
所
か
ら
菖

蒲
革
を
献
上
し
た
い
と
先
に
知
ら
せ
が
届
き
、
そ
こ
で
す
ぐ
に
披
露

さ
れ
承
諾
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
八
幡
を
支
配
し
て
い
る
社
務
当

職
田
中
家
を
抜
け
駆
け
し
た
こ
と
に
な
り
、
制
止
さ
れ
ま
す
。
石
清
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水
と
し
て
は
、
露
骨
に
将
軍
家
か
ら
禁
裏
へ
の
方
向
転
換
は
如
何
な

も
の
か
。
幕
府
献
上
品
に
差
し
支
え
の
な
い
よ
う
に
と
釘
を
さ
さ
れ
、

臨
時
に
あ
る
い
は
個
別
に
禁
裏
や
公
家
か
ら
の
注
文
に
は
、
必
ず
当

職
田
中
家
に
報
告
す
る
よ
う
支
配
の
再
確
認
を
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
菖
蒲
革
は
神
宝
所
神
人
が
、
自
分
た
ち
の
裁
量
で
、
個

別
の
注
文
に
応
じ
て
い
ま
し
た
が
、
幕
末
に
は
、
政
治
的
な
配
慮
が

働
き
、
神
領
と
し
て
の
足
並
み
を
そ
ろ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り

ま
す
。

　
神
宝
所
神
人
は
、
和
歌
や
雅
楽
な
ど
の
文
化
的
な
面
で
京
の
公
家

と
の
交
流
が
あ
り
ま
し
た
。
尊
王
攘
夷
思
想
や
勤
皇
派
と
の
接
点
も

出
来
ま
し
ょ
う
し
、
そ
う
し
ま
す
と
今
ま
で
徳
川
家
の
武
威
を
讃
え

る
菖
蒲
革
が
、
幕
府
の
衰
退
に
よ
り
、
武
威
（
統
治
能
力
）
へ
の
期

待
を
禁
裏
へ
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
幕
末
期
に
菖
蒲
革
が
政
治

の
道
具
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
を
示
す
（
図
９
）「
禁
裏
御
用

　
調
進
方
」
と
書
か
れ

た
菊
の
御
紋
入
り
の
調
進
箱
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
明
治
維
新
に
は
石
清
水
は
、
神
仏
分
離
を
厳
し
く
命
じ
ら
れ
た
神

社
の
一
つ
で
す
。
男
山
の
多
く
の
坊
や
仏
教
施
設
が
、
早
い
段
階
で

神
仏
分
離
令
で
全
て
撤
去
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
「
社
領
上
知
令
」
で
、

八
幡
宮
領
は
六
千
五
百
石
、
七
千
石
と
も
い
う
社
領
が
す
べ
て
没
収

さ
れ
ま
し
た
。
八
幡
宮
に
残
さ
れ
た
の
は
、
本
殿
廻
り
と
参
道
に
御

旅
所
だ
け
に
な
り
ま
し
た
。

　
宿
坊
の
住
職
は
朱
印
状
に
よ
る
収
入
が
な
く
な
り
、還
俗
し
て
去
っ

て
い
き
ま
す
。
さ
ら
に
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
か
ら
木
津
川
の
付

替
え
工
事
が
始
ま
り
ま
す
。
江
戸
時
代
（
図
１
）
に
は
淀
城
の
あ
た

り
で
桂
川
、
宇
治
川
、
木
津
川
が
合
流
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
地
域

は
土
地
の
高
低
差
が
少
な
く
、
排
水
が
で
き
ず
に
逆
流
し
や
す
い
。

で
き
る
だ
け
下
流
に
水
を
流
す
よ
う
川
の
付
け
替
え
を
行
い
ま
し
た
。

淀
川
の
流
路
変
更
に
よ
り
科
手
・
大
谷
の
領
域
は
、
大
幅
に
削
ら
れ

て
、
菖
蒲
革
の
製
造
環
境
も
大
き
く
変
化
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
史
料
11
の
「
勝
武
革
日
記
」
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。
京
都
府
の
勧

図９　菖蒲革禁裏御所調進箱

（竹中友里代 
 『八幡菖蒲革と石清水神人』より）
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業
課
よ
り
問
合
せ
が
あ
り
ま
し
た
。
八
幡
の
黒
革
は
、
当
時
一
枚
七

～
八
拾
円
、換
算
は
難
し
い
で
す
が
、一
枚
に
つ
き
数
百
万
円
で
し
ょ

う
か
、「
高
貴
絶
世
の
物
」
で
「
一
新
以
来
廃
絶
」
し
た
と
い
う
が
、

ど
う
か
。
神
宝
所
神
人
は
明
治
維
新
で
、
朱
印
地
を
失
い
、
道
具
も

す
べ
て
廃
棄
し
職
人
も
い
な
い
と
返
答
し
ま
す
。「
皇
国
有
名
の
物 

産
」
な
の
で
「
再
興
」
す
る
よ
う
何
度
も
告
諭
が
あ
り
、
断
り
切
れ

な
い
。
そ
こ
で
再
興
に
あ
た
っ
て
は
、
道
具
な
ど
を
準
備
す
る
資
金

が
必
要
で
、
貸
付
金
の
下
賜
を
願
い
、
予
算
額
の
概
算
書
を
提
出
し

て
い
ま
す
。
こ
こ
で
季
節
に
よ
り
生
の
藍
の
種
を
蒔
き
染
料
に
す
る

こ
と
、
型
を
彫
刻
す
る
彫
刻
師
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
時
上
鳥
羽
村
で
藍
の
値
段
を
調
べ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
史
料
は
、
明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
の
こ
と
で
維
新
後
一

五
年
し
か
経
て
い
な
い
の
に
、
何
も
残
っ
て
い
な
い
。
勧
業
課
の
担

当
の
職
員
の
文
言
に
よ
る
と
、
穢
多
と
の
身
分
混
同
を
お
そ
れ
て
、

皮
革
に
関
す
る
す
べ
て
を
自
ら
廃
棄
し
た
と
あ
り
ま
す
。
京
都
府
は

菖
蒲
革
の
保
護
、
再
興
を
命
じ
ま
す
が
、
資
料
を
見
る
限
り
再
興
さ

れ
た
形
跡
は
あ
り
ま
せ
ん
。

む
す
び
に
か
え
て

　
石
清
水
の
八
幡
黒
革
、
菖
蒲
革
は
、
高
度
な
鞣
し
と
染
革
の
技
術

に
よ
る
優
品
で
し
た
が
、
現
在
地
元
の
八
幡
で
は
製
作
の
技
法
は
も

と
よ
り
、
そ
の
存
在
す
ら
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
近
年
は
、
鞣
し
の

過
程
に
燻
し
が
加
わ
り
、
し
な
や
か
さ
を
増
す
と
い
う
菖
蒲
革
の
復

元
研
究
の
成
果
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
近
世
の
菖
蒲
革
に
つ
い
て
は
、
そ
の
品
質
以
上
に
八
幡
宮
の
歴
史

や
徳
川
家
に
か
か
わ
る
由
緒
が
珍
重
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
神
宝
所
神

人
、
石
清
水
関
係
の
神
人
は
、
安
居
の
神
事
―
源
頼
朝
の
命
に
よ
り

は
じ
め
ら
れ
た
武
家
の
祭
―
、
放
生
会
―
禁
裏
、
朝
廷
の
祭
―
、
武

家
、
朝
廷
と
の
両
方
の
祭
に
重
要
な
役
割
を
担
い
、
革
の
流
通
・
販

売
に
よ
り
大
き
な
利
益
を
得
て
、
そ
の
経
済
的
な
豊
か
さ
で
祭
礼
に

奉
仕
し
て
い
ま
し
た
。

　
明
治
維
新
の
変
革
に
よ
り
、
神
人
身
分
を
示
す
家
康
の
朱
印
状
や

八
幡
宮
の
補
任
状
は
失
効
し
ま
す
。
そ
う
し
た
時
に
同
じ
皮
革
業
と

し
て
、
穢
多
と
の
身
分
の
混
同
を
恐
れ
ま
し
た
。
諸
道
具
も
す
べ
て

廃
棄
し
て
職
人
も
離
散
し
ま
し
た
。
京
都
府
の
勧
業
課
の
再
興
告
諭

に
も
応
じ
な
か
っ
た
の
は
、
菖
蒲
革
の
生
産
技
術
そ
の
も
の
で
は
な

く
、
神
威
や
由
緒
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
た
身
分
や
差
別
意
識
に
拘
泥

し
、そ
の
豊
か
さ
ゆ
え
に
技
術
力
や
経
済
活
動
に
実
利
を
求
め
な
か
っ

た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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近世石清水八幡宮の菖蒲革と神人の活動 
2019.10.4 
竹中 友里代 

はじめに 
神領石清水八幡の領域と構成  歴彩館石清水八幡宮全図 
八幡八郷 内四郷外四郷 
内四郷(科手・常盤・山路・金振) 男山の山麓を東・北・西にとりまく門前町 
外四郷(川口・美豆・際目・生津) 東に広がる農村部 (下奈良・上奈良) 

 科手郷(高坊・科手・大谷・橋本)  常盤郷(常盤・紺座・高橋・土橋・・田中・市場・家田) 
 山路郷(山路・東山路・奥町・壇所・森・柴座) 
 金振郷(園・平谷・城之内・菖蒲池・山本・今田・馬場・茶畠・神原・志水・平田)  
 
(１)八幡菖蒲革 
1.菖蒲革とは 
・藍染めの革の下地に菖蒲の花を基本柄として、草花や駒等の紋様を白抜きの型染にした。 
菖蒲は勝武・尚武の音に通じ、甲冑の化粧板や胸板などの縁取りを飾る。また弓を射る時に手を保護

する手袋である弽(ゆがけ)その他武具・馬具に使用される。次第に庶民のたばこ入れや紙入れなどに
も使用されるようになる。 
・下地の白革 鹿皮をなめしたもの、牛馬の革より軽く、通気性があり、雨にぬれても重くならず、 
 硬化せず、鹿皮のしなやかさが失われない。戦場の過酷な環境に対応し武具に利用された。 
2.八幡の染革 
・『守貞謾稿』〈史料 1〉高麗勝武(菖蒲)革 色黒緑 
八幡大谷にて染める 
神功皇后三韓征伐、高麗より献上品の紋様で源義家の東征、秀吉の朝鮮出兵の伝承  戦勝祈願   
・善法寺堯清から織田信澄へ祈祷巻数と黒革壱枚を進上 16C末 
・燻革三枚が八幡惣中より豊臣秀吉へ献上 〈史料 2〉 
 白抜き柄の型染以外 黒革・燻革の存在  鞣し(柔軟化) 燻の製法を併用する 
3.科手郷大谷 
・大谷町 神宝所谷村氏 
「科手町西口の所より南へ入西南の山の間にて、谷ふところを奧谷といふ、前にいふ兩側神寶所預禰

宜等軒を列て居、奧谷へ入道より東山角道の北側に、民家五六戸、田町といふ、社士の輩因て谷村谷

本なと號す」(男山考古録) 
大谷町西口に瓦葺、一間一戸の門、 神領他町には町の木戸門はない。 

 ※神宝所神人の落合と谷村氏の内、大谷の神人が染革を家業とする 
 
(２)菖蒲革に関わる神人 
1-1.神宝所神人 (安居本頭神人) 
・染革奉行 神宝所 永仁 4年(1296)   「政所下文」大永 5年(1525) 神宝所神人 36人  
物資流通により商業座が成立、神人奉行を設置  染革座を取仕切る染革奉行=神宝所 
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・慶長年 5月 25日徳川家康領知朱印状  将軍代替り時に安堵 〈史料 3〉 
寛文５年(1665) 家綱朱印状 ８家＋拾人組 合 199石 9斗余  谷村 6家 落合 2家 

・「安居本頭神人」古来より八幡に奉仕 ⇔ 「脇頭神人」慶長の指出検地時に他所より入来 
 総じて本頭神人は、石高が大きいが、脇頭神人の中には、土地集積や独自の経済活動により、自治 
や祭礼に発言力を高め成長する家も存在し、本・脇は近世を通じて祭礼や宴席の席次等争い 
・安居神事 家康朱印状所持の神人全てが差定で頭屋に 
自宮寺祠官所司神官神人等至于神領預所庄官百姓住民 朝家第一之祈、宮寺無双大栄、 
祭礼と振舞で蓄財を放出 一代の名誉 

1-2.祭礼供奉の神人 
・「大谷 神宝所十九人の住する所なり、放生会の時神宝を携へて神輿の遊行に従ふ」(雍州府志) 
 放生大会之節は御神宝の唐櫃を担夫に持たせ五位の衣官にて供奉 
   放生会図録  石清水八幡宮放生会祭礼図 
 由緒 
俗別当紀兼宗は、紀御豊の後裔、文明年間に科手郷に居住、神宝所神人を兼務、神宝所預祢宜の祖 
 後裔が大谷に住み谷村・谷本を名乗る→俗別当の神宝守護の役職を引き継ぐ神職の正統性の主張 
・楽人 
石清水社・狩尾社等摂末社遷宮 路次音楽、管弦を奏で祭に供奉 

1-3.社士の惣代 
・郷年寄役を輩出 神領内の各町の自治を担う有力社士のうち本頭神人から 5名が選出  
・年頭参府 将軍家・尾張藩に菖蒲革と安居神札を献上 本頭神人 
・明治維新 士族編入願、京都府貫属 行政を支える官吏 

 
2.科手白革師の身分 
2-1.鹿革の独占販売 
科手白革師、大坂安土町・塩町の白革師⇔京都天部・六条、渡辺村 「菖蒲革訴訟始末記」〈史料 4〉 
大坂安土町・塩町 
白革師の主張する三事御用 1.将軍家調度品 2.八幡宮から将軍家への献上革 3.八幡宮神用 

 白革屋株・印形御免 押印の品 八幡本家 
2-2.八幡返答書 神領百姓が製する清浄な白革であることを主張する。 
百姓身分の根拠 
石清水八幡宮安居百姓頭九十六人組(徳川家康朱印状所持) 科手町甚右衛門 3石 9斗朱印状焼失 
科手七人組(三郎右衛門・和泉・又左衛門・久右衛門・道三・少助・藤右衛門) 
朱印状と朱印地がしばしば売買、5年目ごとに朱印状所持者を確認→『安居百姓連判状』 
宝暦 14(1764)～寛政 8(1796)入江佐右衛門→寛政 12(1800)～文化 9(1812)本郷又左衛門→ 
文化 13(1816)～天保 7(1836)本郷藤兵衛(桝屋)→ 
天保 9(1838)～安政 8(1856)本郷藤兵衛・本郷太右衛門(七人組少助分) 

『諸色留帳』(享保 8年、66頁)「同七月十七日、八幡科手白かわや仁兵衛、佐右衛門、久右衛門、 
三人白かわや使惣代として申参り候様は、」 
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3.小禰宜座神人 
・四座神人(他姓座・六位・大禰宜・小禰宜) 瑞垣内へ神饌奉献する  
小禰宜は宮守が準備した神饌を受け取り、六位・他姓が神前に据える補佐を、大禰宜と共行う。 
・放生会 
 八月朔日より潔斎、13日鳳輦(神輿)を出し飾付け、神馬を受取る。神輿や神馬に染革を使用 
・享保 7年石清水八幡宮山上に石灯篭 1対(三鳥居前) 小禰宜奥村播磨  
  
※大阪白革師は百姓身分を主張するためには、家康朱印状所持する科手白革師との繋がりを根拠にし 
た。享保 6年京・大坂両町奉行所による穢多村の鹿白革差止の裁定は、安居百姓が身分の根拠とし 
て白革師側が勝利した。 
 
(３)菖蒲革の献上 
1.近世八幡の菖蒲革献上の起源 
「相応院消息」慶長 16年(1611)  相応院(お亀、家康側室、尾張藩祖徳川義直母) 
 検地免除のお礼として菖蒲革 10枚を献上     
菖蒲革の名称を強調  菖蒲(邪気を祓い、薬用・香水を作る。勝武に通じる) 
 

2.神宝所・大谷衆による菖蒲革の独占化 〈史料 5〉 
・「志水忠宗書状写」  「大谷衆菖蒲革御座之事」先年前田徳善院折紙  
志水忠宗は、相応院の兄で尾張藩付家老志水氏の祖、 橋本善介・久左衛門   
・「志水忠宗書状写」菖蒲革出入、九郎兵衛と大谷中との争論 
・「尚光袖判申状」元和 7年(1621) 神宝所支配以外の脇染の停止 
 

3.菖蒲革献上の恒常化 〈史料６〉 
○毎年  ・社務一人  ・山上坊  ・山下神人(社士・本頭神人)代表  
○豊蔵坊は三河以来徳川家の祈願所 正・5・9月祈祷札献上、正月年礼江戸参府、祈祷料 1度に 100
石年に 300石   
○閼伽井坊 神君家康の祈願所、当所名産の菖蒲革を添えて奉る例 〈史料 7〉→天保 5午年頃閼伽
井坊より献上あり。牧野忠雅(寺社奉行)・京町奉行所へ献上 

 
4.吉宗時代の菖蒲革献上復活と武家好み 
・元禄 6年に菖蒲革停止、白紗綾三巻、元禄７年～轡手助 10掛 武具馬具等倹約 文治政策 
・享保７年～毎年年礼参府 山上よりお札・杉原 10帖１巻  山下より菖蒲革２枚  
 享保 7年以後吉宗台命の駒形の図柄 吉宗の復古趣味 
 
(４)菖蒲革ブランド 
1.京都所司代ほか幕府要人からの注文 
・嘉永 4年(1851)酒井修理忠義(若狭小浜藩主・嘉永 3年まで所司代) 
水野下総守重明(京都西町奉行)   今井小平太(西町奉行与力)  〈史料 8〉 
・嘉永 7年(1854)岡部備後守豊常(京都東町奉行) 草間列五郎(東町奉行与力) 〈史料 9〉 
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・白革下地 白革株 二階堂村や京・大坂などからの購入に依存   
二階堂村(下奈良村の枝村) 白革株と死牛馬惣支配を望み禁中・武家へ運動、 
「請文」書付反故を条件←失敗か  白革株謝礼 400両の価値 大きな利益を生む 

 
2.勝武革下地白革職へ参入・多角経営 
・文久 3年 革職人本家本郷藤兵衛・平池四郎兵衛=革座(染色加工)  〈史料 10〉  
白革仕入れの京?商人の参入  民間流通用の革下地を買付け、染色して販売、 

・井上太右衛門(科手)の多角経営 
木版引札 薬(朝鮮秘伝干牛丸・脾腎圓・干牛肉)を伏見両替町 八幡屋岩吉が販売 

 家伝 酒造業、薬種問屋を営み大阪で販売 流通ルートを確保 
谷村本宗家と屋敷を接し日常的に近い関係  白革を買取、染色後に各地へ販売か、 
 

(５)幕末近代から近代へ 
1.禁裏へ献上 元治元年 神宝所神人・社務田中家 
神功皇后の由緒  幕末尊攘・復古思想 神宝所から直接朝廷へ接近 ←社務田中家 
「菖蒲革之記(八幡染革考)」長濱尚次著作 
菖蒲革の由緒来歴について文献を引用しながらまとめる。考古録著作の方法 
献上品や八幡宮所蔵の甲冑の図柄を記す 駒形・杉立・爪形・花菖蒲の図を記録 
 

2.明治 15年 勝武革日記 〈史料 11〉 
 京都府勧業課より問合せ 八幡黒革１葉に 7~80円の高貴絶世の物、一新以来廃絶、  
「今般御府勧業課ヨリ右旧染成掛之者御召出之上右勝武革之儀ハ皇国有名之物産故、染成再興可致旨

懇心御諭告ニ相成」 
貸付金願い 染成概算書 400円余り 染めの時期は 9月 生藍播き時、型彫刻の期間 
4月 27日府庁出頭の帰途 上鳥羽村藍の値段、1把ニ付 3銭 5厘、８月末から９月上旬 
☆勝武革は版木を使った型染めに特化した藍染め革 
「身分古家等ヲ重スルハ田舎間之執情ニ有之、右革等取扱候テハ他ヨリ穢多〆現セラレ甚迷惑、其故

先年右染器械等焼殺仕候訳柄ニ有之候由」⇒穢多村と混同を恐れ、器械諸道具すべて廃棄  
○むすびにかえて 
石清水の八幡黒革・菖蒲革などは、高度な鞣しと染革技術による優品であったが、製作の技法につい

ては、菖蒲革復元が進展しつつある。八幡菖蒲革は革の品質以上に神威や由緒が珍重されていた。神

宝所神人はじめ石清水の神人は、安居の武家の祭や放生会など禁裏の祭礼に重要な役割を担い、革の

流通販売によって莫大な利益を得て、その経済的な豊かさで、祭礼奉仕を行っていた。 
 
参考文献 
『京都の部落史』／『八幡市誌』２巻／『部落史用語辞典』／竹中友里代『八幡菖蒲革と石清水神人』

地域資料叢書 12／のびしょうじ「まぼろしの八幡菖蒲革を復原する」ほか 

近世石清水八幡宮の菖蒲革と神人の活動

67



1 

〈
関
係
史
料
〉 

〈
史
料
１
〉 

○
『
守
貞
謾
稿
』 

城
州
八
幡
山
ノ
麓
大
谷
ニ
ニ
テ
染
ル
也
、
神
功
皇
后
三
韓
ヲ
征
シ
玉
フ
時
、
鎧
ノ
威
ニ
准
シ
テ

革
ヲ
以
テ
染
ル
、
是
ヲ
高
麗
勝
武
ト
号
ク
、
後
義
家
東
征
ノ
時
、
岩
清
水
ニ
祈
ル
高
麗
勝
武
ヲ

大
谷
ヨ
リ
奉
ル
又
秀
吉
公
モ
朝
鮮
征
伐
ノ
時
、
石
清
水
ニ
詣
テ
戦
利
ヲ
祈
ル
、
則
チ
高
麗
勝
武

ヲ
献
ス
ト
云
、
又
菖
蒲
ト
書
ハ
仲
夏
ノ
節
ニ
是
ヲ
染
ル
故
ニ
名
ク
、
勝
武
・
菖
蒲
通
音
故
也
云
々
。 

 

鹿
皮
ヲ
以
テ
製
ス
、
色
黒
緑
也
、
今
世
江
戸
ニ
テ
絹
布
ノ
類
ニ
革
色
ト
云
者
流
布
ス
、
即
菖

蒲
革
色
也
、
地
黒
緑
、
紋
白
也
、
其
紋
是
等
ヲ
専
ト
ス 

  

〈
史
料
２
〉 

○
豊
臣
秀
吉
判
物
写 

為
音
信
燻
革
三
枚
到
来
、
令
祝
着
候
、
猶
期
後
音
之
時
、
恐
々
謹
言 

筑
前
守 

五
月
廿
日 

 

秀
吉
（
花
押
） 

八
幡
惣
中 

  

〈
史
料
３
〉 

 

○
徳
川
家
康
領
知
朱
印
状 

 
 

於
八
幡
庄
内
、
拾
石
四
斗
三
升
之
事
、
全
可
社
納
候
也 

慶
長
五
年 

 
 
 

五
月
廿
五
日 

家
康(

朱
印) 

     
    

       
 

  

神
宝
所 

 
 
 
 
 
 
 
 

谷
村
甚
介 

 
 ○

徳
川
家
綱
領
知
朱
印
状 

石
清
水
八
幡
宮
領
内 

一
四
拾
七
石
壱
斗
九
升 

山
城
国
綴
喜
郡
八
幡
庄 

 
 

神
宝
所
安
居
本
頭
人 

落
合
八
郎
衛
門 

一
三
拾
壱
石
六
斗
六
升 

同
断 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
断 

 
 
 

谷
村
甚
八
郎 

一
弐
拾
七
石
五
斗
四
升 

同
断 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
断 

 
 
 

落
合
五
郎
衛
門 

一
三
石
三
斗
八
升 

 
 

同
断 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
断 

 
 
 

谷
村
七
衛
門 

一
拾
石
四
斗
三
升 

 
 

同
断 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
断 

 
 
 

谷
村
甚
助 

一
九
石
四
斗
四
升 

 
 

同
断 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
断 

 
 
 

谷
村
与
三
衛
門 

一
七
石 

 
 
 
 
 
 

同
断 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
断 

 
 
 

谷
村
新
助 

一
六
石
九
斗
三
升 

 
 

同
断 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
断 

 
 
 

谷
村
甚
兵
衛 

一
三
拾
六
石
八
斗
七
升 

同
断 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
断 

 
 
 

神
宝
所
拾
人
組 

 

右
都
合
百
九
拾
九
石
九
斗
余
事
、
任
慶
長
五
年 

八(

五)

月
廿
五
日
、
元
和
三
年
八
月
十
六
日
、
寛
永
十
三
年 

十
一
月
九
日
先
判
之
旨
、
永
不
可
有
相
違
者
也 

 
 

寛
文
五
年
八
月
十
五
日 

 
 

(

徳
川
家
綱
朱
印) 

 〈
史
料
４
〉
菖
蒲
革
訴
訟
始
末 

抜
粋 

 

・
・
・
前
半
略
・
・
・ 

此
儀
牛
馬
皮
之
儀
ハ
、
私
シ
共
取
扱
不
仕
候
故
、
差
障
無
御
座
候
、
鹿
革
之
儀
ハ 

城
州
八
幡
石
清
水
八
幡
宮
御
神
秘
伝
来
を
以
、
八
幡
黒
革
勝
武
染
下
地
白
革
渡
世 

仕
来
、
扣
御
用
相
勤
申
候
、
尤
御
用
相
達
チ
候
御
吉
例
古
格
ニ
合
候
無
疵
革
、
稀 

成
も
の
ニ
御
座
候
故
、
兼
而
撰
出
シ
、
御
用
之
砌
ハ
八
幡
本
家
へ
差
出
シ
申
候
、 

右
御
用
之
儀
、
乍
恐
御
江
戸 

68



2 

御
代
々
様
御
用 

右
石
清
水
八
幡
宮
御
神
用 

八
幡
山
上
山
下
毎
歳
御
吉
例
献
上
御
用 

右
三
事
御
用
無
滞
奉
相
勤
候
所
、
近
来
紛
鋪
白
革
徘
徊
仕
、
御
用
調
兼
御
差
支
ニ 

相
成
候
ニ
付
、
私
シ
共
先
歳
御
願
奉
申
上
、
白
革
屋
株
并
印
形
蒙
御
免
、
御
冥
加 

銀
歳
々
奉
上
納
、
御
免
印
形
を
押
、
仲
間
取
締
仕
、
御
用
御
差
支
出
来
不
仕
候
様 

御
太
切
ニ
取
計
罷
在
候
、
乍
恐 

従
御
江
戸
表
享
保
十
二
未
三
月
被
為
仰
出
、
駒
形
勝
武
革
之
儀
、
格
別
被
為
仰
出 

候
後
、
不
替
相
御
用
向
奉
相
勤
、
既
此
度 

御
召
御
具
足
御
用
八
幡
黒
革
勝
武
之 

下
地
革
、
先
月
廿
九
日
於
京
都
御
奉
行
所
、
八
幡
本
家
之
者
共
被
為
仰
付
難
有
奉 

存
候
、
則
扣
御
用
之
私
シ
共
へ
申
達
候
ニ
付
差
出
シ
申
候
、
右
之
通
御
用
御
座
候 

ニ
付
、
兼
而
相
改
メ
用
意
仕
候
得
者
、
別
段
ニ
外
々
よ
り
改
を
請
候
ニ
者
不
及
候 

儀
与
奉
存
候
、
私
シ
共
先
歳
株
并
印
形
蒙
御
免
、
仲
間
取
締
改
印
形
仕
売
捌
、
年
々 

御
冥
加
銀
奉
上
納
候
上
、
惣
左
衛
門
願
出
候
趣
、
壱
枚
ニ
付
弐
分
五
厘
宛
と
申
上 

候
得
共
、
数
多
之
儀
故
過
分
之
銀
高
ニ
而
、
私
シ
共
纔
之
利
分
を
以
営
仕
候
得
者
、 

一
統
日
々
困
窮
ニ
お
よ
び
、
第
一
御
用
之
御
差
支
ニ
相
成
、
私
シ
共
渡
世
相
続
難 

成
、
左
候
得
者
、
御
冥
加
銀
茂
不
納
ニ
相
成
候
而
者
奉
恐
入
、
幾
重
ニ
茂
鹿
革
一 

通
り
之
儀
ハ
差
障
ニ
相
成
候
故
、
何
卒
有
来
之
通
り
被
為
成
置
下
候
ハ
ゞ
、
御
免 

被
成
下
株
并
印
形
之
規
矩
茂
相
立
、
渡
世
相
続
仕
難
有
奉
存
候
、
此
段
一
統
書
付 

を
以
奉
申
上
候
、
以
上 

 
 

天
明
四
辰
四
月
十
八
日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
行
司 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仲
間
連
印 

右
之
通
、
惣
会
所
ゟ
相
触
ル
ニ
付
、
返
答
書
惣
会
所
へ
差
出
ス
、 

（
中
扉
） 

「 
 

天
明
四
年
甲
辰
四
月 

 
 
 

八
幡
表
ゟ
御
答
書 

 

於
京
都
御
奉
行
所 

 
 
 
 

御
尋
ニ
付
御
答
書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

此
儀 

 
 

私
共
城
州
八
幡
神
頭(

領)

之
百
姓
ニ
而 

御
代
々
様
御
朱
印
頂
戴
仕
、
従
往
古
石
清
水
八
幡
宮
依
御
神
秘
、
八
幡
勝
武
黒
革 

等
染
地
鹿
革
一
通
り
を
家
職
仕
候
白
革
師
共
ニ
而
御
座
候
、
依
之
乍
恐 

 

関
東 

御
代
々
様
御
用
并
、 

毎
年
八
幡
山
上
山
下
献
上
、 

八
幡
宮
御
神
用
、 

右
三
事
之
御
用
革
調
進
仕
来
り
候
、 

往
古
ハ
八
幡
白
革
師
数
多
御
座
候
得
共
、
段
々
困
窮
仕 

軒
数
も
相
減
シ
右
御
用
革
調
兼
候
ニ
付
、
先
年
八
幡
白
革
師
之
内
ゟ
右
扣
御
用 

と
し
て
大
坂
表
江
相
別
れ
、
御
用
革
右
大
坂
末
流
之
者
共
ゟ
も
取
寄
、
御
用
向 

相
勤
来
り
申
候
、
依
之
紛
敷
白
革
徘
徊
仕
候
得
者
、
右
御
用
革
之
御
指
支
相
成 

候
ニ
付
、
紛
敷
白
革
見
付
次
第
御
願
申
上
候
得
者
、
山
城
国
中
之
儀
願
之
通
、 

同
職
御
指
留
被
成
下
候
、
勿
論
大
坂
表
之
儀
も
右
之
通
扣
御
用
相
勤
候
ニ
付
、 

御
当
地
同
様
末
流
之
も
の
彼
地 

御
奉
行
様
江
御
願
申
上
候
得
者
、
同
職
指
留 

被
為
成
下
候
、
然
共
兎
角
紛
敷
革
徘
徊
仕
候
ニ
付
、
末
流
之
者
共
江
申
談
シ
、 

安
永
六
酉
年
右
為
御
用
弁
御
用
立
候
、
白
革
相
改
取
除
、
其
余
御
用
立
不
申
候 

分
者
勝
武
撰
除
余
与
申
改
、
印
形
相
押
売
捌
申
度
旨
、
末
流
之
も
の
共
ゟ
大
坂 

御
奉
行
様
江
御
願
為
申
上
候
処
、
願
之
通
白
革
職
株
蒙
御
免
、
冥
加
銀
三
拾
五 

枚
ツ
ゝ
年
々
上
納
候
、
八
幡
表
大
坂
末
流
之
者
申
合
、
無
滞
御
用
筋
相
勤
、
渡 

世
も
相
続
仕
来
り
、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
右
躰
迄
ニ
御
用
革
之
御
差
支
相
成
不 

申
候
様
、
私
共
仲
間
御
太
切
ニ
取
計
罷
在
、
乍
恐
別
而 

有
徳
院
様
御
代
、
被
為
仰
出
候
駒
形
勝
武
革
之
儀
、
格
別
ニ
被
為
仰
出
候
後
、
不 

相
替
御
用
向
奉
相
勤
、
既
ニ
此
度
も 

御
召
御
具
足
御
用
黒
革
之
下
地
革
、
被 

為
仰
付
無
滞
り
奉
調
進
積
り
ニ
御
座
候
、
右
之
通
り
御
用
立
之
革
者
、
兼
而
私 

共
撰
出
し
用
意
仕
置
候
儀
ニ
御
座
候
間
、
別
段
ニ
ゟ
改
メ
を
請
候
ニ
及
不
申
候
、 

近世石清水八幡宮の菖蒲革と神人の活動

69



3 

勿
論
大
体
外
ニ
ゟ
改
を
請
候
而
者
従
往
古
御
用
革
奉
調
進
候
規
矩
も
無
之
、
其 

上
御
当
地
大
坂
迄
も
新
規
ニ
会
所
相
建
、
鹿
革
買
集
メ
仕
候
得
者
、
自
然
与
手 

狭
ニ
相
成
、
私
共
ゟ
御
用
立
候
革
減
少
仕
、
眼
前
ニ
御
用
革
之
御
指
支
ニ
相
成 

り
候
、
勿
論
右
ニ
奉
申
上
候
通
、
私
共
相
勤
来
り
候
御
用
革
之
儀
者
、
乍
恐 

御
代
々
様
、
御
吉
例
ヲ
以
、
被
為
仰
出
候
八
幡
勝
武
黒
革
之
儀
ニ
付
、
此
度
願
人 

申
立
候
御
用
筋
与
者
、
乍
憚
別
段
之
儀
ニ
御
座
候
間
、
私
共
仲
間
之
儀
者
、
是 

迄
之
通
ニ
被
仰
付
被
下
度
奉
願
候
、
尤
牛
馬
皮
之
儀
者
、
私
共
取
扱
ひ
不
申
儀 

ニ
御
座
候
ニ
付
、
差
支
之
筋
無
御
座
候
、
鹿
革
一
通
り
之
儀
者
、
前
条
奉
申
候 

通
、
御
太
切
之
御
用
革
之
御
指
支
ニ
被
成
候
間
、
何
卒
有
来
之
通
被
成
置
被
下 

候
ハ
ゝ
、
従
往
古
御
用
革
奉
調
進
候
規
矩
も
相
立
、
私
共
者
不
及
申
上
、
大
坂 

末
流
之
者
迄
も
、
無
滞
り
御
用
向
相
勤
、
渡
世
相
続
可
仕
候
、
難
有
仕
合
ニ
可 

奉
存
候
、
就
御
尋
此
段
奉
申
上
候
、
已
上 

 
 

 

天
明
四
辰
年
四
月
十
八
日 

 
 
 

 
   

(

中
扉) 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

八
幡
科
手
町 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

白
革
師
」 

私
共
儀
、
八
幡
科
手
町
与
申
処
ノ
鹿
白
革
職
仕
候
も
の
共
ニ
而
御
座
候
、
此 

度
京
都
天
部
村
・
六
条
村
此
両
村
之
穢
多
共
、
鹿
白
革
取
扱
商
売
新
規
ニ
相 

企
候
ニ
付
、
当
七
月
豊
前
守
様
江
御
訴
訟
仕
候
書
付
之
写
、
左
之
通
相
違
無 

御
座
候 

 
 
 
 

奉
願
上
謹
言
上 

一
三
条
天
部
村
穢
多
喜
兵
衛
と
申
も
の
、
又
六
条
村
穢
多
三
郎
兵
衛
と
申
も
の
、 

此
度
鹿
白
革
商
売
新
規
ニ
相
企
候
由
、
鹿
白
革
職
之
儀
ハ
、
往
古
ゟ
於
八
幡
勝 

武
染
革
之
下
地
革
細
工
と
し
て
、
外
の
皮
を
ま
し
ゑ
す
、
鹿
皮
一
通
を
八
幡
ニ 

致
し
来
り
候
、
其
末
流
京
・
大
坂
江
別
レ
出
、
唯
今
ニ
而
ハ
江
戸
・
長
崎
右
五 

ヶ
所
ニ
而
、
町
人
家
業
ニ
仕
義
御
座
候
、
鹿
白
革
之
儀
ハ
、
往
古
ゟ
穢
多
共
差 

い
ろ
ひ
も
不
仕
候
、
牛
馬
之
皮
と
ハ
其
品
各
別
ニ
御
立
被
下
、
長
崎
江
唐
人
共 

大
分
鹿
白
革
積
入
舟
仕
、
依
之
鹿
皮
一
通
り
目
利
役
私
共
同
職
之
も
の
共
ニ
被 

為 

仰
付
、
唯
今
ニ
至
り
役
料
拝
領
仕
、
長
崎
ニ
住
居
仕
罷
在
候
、
然
者
鹿
皮 

之
儀
ハ
一
切
之
代
物
同
事
ニ
諸
商
人
江
入
札
被
為 

仰
付
、
穢
多
共
買
申
儀
難 

成
御
座
候
、
又
地
皮
之
儀
も
御
大
名
様
方
、
大
坂
御
藏
屋
敷
、
其
外
町
方
諸
問 

屋
江
国
々
ゟ
着
船
次
第
、
私
共
買
請
申
儀
ニ
御
座
候
、
然
処
ニ
此
度
於
穢
多
村 

鹿
白
革
商
売
仕
候
得
者
、
私
共
同
職
ニ
罷
成
り
千
万
迷
惑
ニ
奉
存
候
、
彼
村
ニ 

致
シ
候
ハ
、
新
規
之
儀
ニ
御
座
候
間
、
相
止
候
様
ニ
乍
恐
奉
願
上
候
御
事 

一
去
ル
丑
年
、
大
坂
於
穢
多
村
又
左
衛
門
と
申
も
の
、
鹿
白
革
商
売
新
規
ニ
相
企 

候
ニ
付
、
大
坂
白
革
屋
共
御
番
所
江
、
右
之
趣
御
願
申
上
候
所
、
当
所
西
於 

御 

役
所
、
去
ル
丑
ノ
霜
月
十
七
日
私
共
被
為 

召
出
御
尋
ニ
付
、
穢
多
共
難
成
訳 

委
細
申
上
候
、
其
後
大
坂
御
番
所
江
、
右
又
左
衛
門
被 

召
出
、
外
之
穢
多
共 

迄
鹿
白
革
之
儀
、
堅
ク
仕
間
敷
旨
被 

仰
付
候
御
事 

一
鹿
白
革
染
革
之
儀
ハ
、 

上
々
様
御
調
度
之
御
遣
方
数
多
御
座
候
、
取
分 

御 

鞢
御
鷹
之
足
革
等
ニ
も
八
幡
革
之
外
鞢
師
方
ニ
も
一
円
遣
ひ
不
申
候
、
殊
ニ
御 

旗
之
纏
革
御
武
具
等
ニ
茂
、
往
古
ゟ
八
幡
勝
武
染
白
革
共
ニ
御
用
意
被
遊
候
、 

其
例
を
以
唯
今
ニ
至
り
、
八
幡
惣
代
社
士
御
年
頭
之
節
、
毎
年
勝
武
染
革
奉 

献
上
仕
候
御
事 

 
 
 

并
御
用
勝
武
革
染
役
人
江
被
為 

仰
付
候
勝
武
染
之
儀
ハ
外
ニ
類
職
無
之
、 

八
幡
名
物
ニ
而
、
往
古
ゟ
私
共
染
下
地
革
仕
候
ニ
付
、
当
御
役
所
ニ
而
御 

用
革
直
段
之
儀
、
例
年
御
吟
味
被 

仰
付
書
付
差
上
申
候
御
事 

 

右
申
上
候
通
、
勝
武
染
下
地
と
し
て
往
古
ゟ
致
シ
来
り
候
因
縁
言
上
仕
、
去
々 

年
御
吟
味
之
段
、
穢
多
村
尓
難
成
訳
彼
も
の
共
委
細
乍
存
知
、
又
々
新
規
ニ
相 
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企
候
段
、
言
語
道
断
之
儀
ニ
奉
存
候
、
彼
穢
多
共
商
売
ニ
仕
候
而
ハ
、
我
々
共 

同
職
罷
成
、
千
万
迷
惑
ニ
奉
存
候
、
右
両
人
之
者
共
新
規
ニ
相
企
候
鹿
白
革
職
、 

向
後
相
止
候
様
ニ
被
為 

仰
付
被
下
候
様
願
上
候
、
以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

八
幡
科
手
町
白
革
師 

 

享
保
八
年
卯
七
月
廿
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

兵
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

太
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

庄
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

九
郎
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勘
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

久
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仁
兵
衛 

御
奉
行
様 

  
 
 

去
々
丑
年
、
大
坂
ニ
而
穢
多
共
新
規
ニ
白
革
職
相
企
候
ニ
付
、
大
坂
町 

白
革
屋
共
、
八
幡
勝
武
革
之
訳
申
立 

御
番
所
江
御
願
申
上
候
時
分
、 

大
坂
ゟ
京
都
江
御
尋
ニ
付
、
私
共
被 

召
出
八
幡
勝
武
革
之
訳
委
細
ニ 

可
申
上
旨
被
仰
付
候
、
依
之
其
節
差
上
候
書
付
之
写
左
之
通
、
相
違
無 

御
座
候 

 
 
 
 
 

乍
恐
謹
言
上 

一
白
革
商
売
之
儀
、
往
古
ゟ
於
八
幡
勝
武
染
革
之
下
細
工
と
し
て
、
外
之
革
を 

ま
し
ゑ
す
、
鹿
皮
一
通
り
を
家
職
仕
申
候
、
元
来
勝
武
皮
染 

役
人
と
申
ハ 

 

八
幡
宮
御
鎮
座
以
来
神
人
之
家
ニ
染
来
り
申
、
神
職
者 

八
幡
宮
神
宝
所
と
申 

神
人
ニ
而
、
御
放
生
大
会
之
節
者
、
御
神
宝
之
御
唐
櫃
を
担
夫
ニ
為
持
、
五
位 

之
位
官
ニ
而
供
奉
仕
候
神
人
、
則
勝
武
染
皮
此
家
致
シ
申
候
事
、
深
キ
所
謂
在 

之
旨
ニ
御
座
候
由
、
然
ル
ニ
我
々
共
、
勝
武
染
下
地
之
白
皮
を
往
古
ゟ
致
シ
来 

り
候
、
是
私
之
職
と
申
儀
ニ
而
ハ
無
御
座
候
、
染
革
之
儀
ハ 

八
幡
宮
之
御
神 

用
ニ
達
シ
、
依
之
神
職
之
家
ニ
染
来
、
往
古
ニ
ハ
放
生
大
会
之
節
、
小
祢
宜
職 

之
座
江
、
勝
武
染
之
役
人
ゟ
御
神
用
之
染
革
を
調
進
い
た
し
候
由
、
御
神
用
之 

儀
ハ
下
と
し
て
難
計
奉
存
候
御
事 

一
此
小
祢
宜
座
と
申
者
、 

八
幡
宮
四
座
之
神
人
其
一
に
し
て
、
放
生
大
会
之
節 

者
、
八
朔
ゟ
禁
足
致
シ
、
同
十
三
日
ニ
至
り
御
鳳
輦
ヲ
奉
出
シ
、
御
錺
り
等
之 

威
儀
調
エ
、
其
日
ニ
至
テ
染
革
受
納
之
由
、
則
小
祢
宜
座
之
記
録
ニ
御
座
候
旨 

承
伝
候
御
事 

一
此
白
革
職
仕
候
も
の
共
之
内
、
安
居
百
姓
頭
之
御
神
事
相
勤
候
家
ニ
而
、 

 

御
代
々
様 

御
朱
印
百
姓
九
拾
六
人
組
ニ
頂
戴
仕
罷
在
候
御
事 

一
大
山
崎
ヨ
リ 

石
清
水
八
幡
宮
江
毎
年
童
子
使
之
神
事
と
申
、
四
月
三
日
ニ
山 

崎 

離
宮
八
幡
之
御
神
前
ゟ
、
童
子
ニ
毛
付
之
鹿
皮
ヲ
背
ニ
ま
と
わ
せ
、
行
列 

ヲ
正
シ
、 

石
清
水
之
御
神
前
ニ
至
り
、
彼
皮
ヲ
幣
殿
ニ
し
か
せ
、
時
ノ
頭
人 

此
皮
之
上
ニ
進
ミ
奉
幣
、
祝
ヲ
申
ス
義
式
御
座
候
、
則
此
皮
我
々
共
家
ゟ
借
シ 

来
り
申
候
、
然
ハ
染
革
ハ
不
及
申
鹿
皮
之
儀
者
、
毛
付
皮
迄
も
不
浄
穢
レ
無
之 

由
、
社
例
家
伝
仕
来
り
、
家
職
と
て
も
同
前
之
儀
ニ
御
座
候
御
事 

一
大
坂
ニ
我
々
共
同
商
売
之
も
の
共
御
座
候
、
此
も
の
共
ハ
元
来
私
共
家
ゟ
往
古 

京
・
大
坂
江
別
レ
出
、
此
商
売
仕
候
儀
ニ
御
座
候
、
今
度
承
候
得
ハ
、
於
役
人 

村
ニ
新
規
白
革
商
売
之
義
、
相
企
候
由
承
及
候
、
鹿
白
革
商
売
之
儀
ハ
、
所
々 

ノ
穢
多
村
ニ
も
曾
而
仕
候
儀
ハ
難
成
訳
御
座
候
、
然
ニ
此
度
大
坂
於
役
人
村
ニ 

左
様
之
商
売
仕
候
ハ
ゝ
、
我
々
共
と
同
商
売
ニ
罷
成
迷
惑
至
極
仕
候
、
殊
更
近 

年
従 

御
当
代
様
、
神
人
之
家
ニ
被
為 

仰
付
候
勝
武
染
革
之
御
用
等
も
相
滞 

 

り
可
申
様
ニ
可
罷
成
と
乍
恐
歎
ケ
敷
奉
存
候
御
事 

右
之
通
少
も
相
違
之
儀
不
奉
申
上
候
、
以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

八
幡
科
手 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

白
革
師 

近世石清水八幡宮の菖蒲革と神人の活動
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5 

 
 
 

享
保
六
年
十
一
月 

御
奉
行
様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・
・
・
後
半
略
・
・
・ 

  

〈
史
料
５
〉 

 

 

 

○
尚
光
袖
判
申
状 

（
花
押
） 

大
谷
菖
蒲
染
革
之
事
、
依
之
混
今
度
遂
糺
明
、
先
規
如
社
法
任
先
例
、
神
宝
所
之
神
人
之
、 

外
脇
染
之
輩
、
堅
令
停
止
訖
、
其
上
近
郷
隣
郷
之
儀
も
前
徳
善
院
が
折
紙
之
筋
目
を
以
、 

板
倉
周
防
守
殿
へ
制
禁
之
事
、
申
下
之
候
者
永
代
不
可
有
相
違
、
若
自
今
以
後
有
盗
族
者
忽
可

令
止
罰
者
也
、
為
後
記
如
件 

 
 

元
和
七
七
月
廿
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

尚
光 

 
 
 
 
 
 

神
宝
所
神
人 

 

〈
史
料
６
〉『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』 

「
五
十
」
御
年
礼
ニ
罷
下
候
寺
社
方
御
触
れ
之
事 

一
八
幡
山
社
務
〈
善
法
寺
・
新
善
法
寺
・
田
中
〉
毎
年
順
々
ニ
壱
人
罷
下
候
、 

 
 
 
 
 

山
上
之
坊
中
順
々
壱
人
宛
罷
下
候 

 
 
 

同 
 

 
 
 
 
 

山
下
之
神
人
右
同
断 
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一
右
坊
中
豊
蔵
坊 

 
 

是
者
従
先
規
正
・
五
・
九
月
之
御
祈
祷
相
勤
御
札
献
上
仕
来
候
、
正
月
者
豊
蔵
坊
罷
下
、

五
月
九
月
者
以
使
僧
御
札
献
上
、 

右
之
節
者
諸
司
代
ゟ
船
川
渡
之
証
文
出
ル 

御
祈
祷
料
一
度
百
石
宛
壱
ケ
年
三
百
石
被
下
之 

 〈
史
料
７
〉 

○
「
男
山
考
古
録
」
閼
伽
井
坊
〈
附
、
山
井
坊
〉 

 

東
谷
よ
り
大
坂
へ
出
る
道
の
曲
角
、
西
方
は
山
に
傍
て
あ
り
、
当
坊
の
南
近
き
辺
り
、
上
に

い
ふ
櫻
井
又
は
閼
伽
井
と
云
、
当
坊
は
徳
川
神
君
い
ま
た
参
河
国
お
は
し
ま
し
ゝ
時
よ
り
、
祈

願
所
に
て
神
札
玉
串
を
進
す
、
ま
た
当
所
名
産
の
菖
蒲
革
を
添
て
奉
る
例
に
て
、
今
に
於
て
絶

す
、
本
堂
巽
隅
に
あ
り 

 

○
菖
蒲
革
染
成
注
文
書 

 
 
 

覚 

天
保
六
未
年
分 

一
杉
立 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

壱
枚 

右
志
水
家
分
正
明
寺ﾖﾘ

預
り
右
ニ
付
預
り 

手
形
差
出
置
有
之
事
也 

 

未 

一
午
年
献
上
駒
割 

 
 
 
 
 
 

弐
枚 

 
 
 

右
式
部
預
り 

 
 
 
 
 

求
馬 

一
午
年
閼
伽
井
坊 

 
 
 
 
 
 
 

弐
枚 

未
年
閼
伽
井
坊
ハ
当
□
染
成
之
事 

四 

一
駒
上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ニ
枚 

 
 

上
ノ
次 

 
 
 
 
 
 
 
 

十
弐 

一
同
下 

次
御
用
之
節
染
可
改
事 

 
 

ニ
枚 

一
杉
立
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

拾
弐
枚 

一
同
御
修
覆
用 

 
 
 
 
 
 
 

四
枚 

一
立
杉
上
ニ
外 

 
 
 
 
 
 
 

ニ
枚 

一
同
上
牧
野
行
手
当 

 
 
 
 
 

壱
枚 

一
同
未
年
志
水
家
行 

 
 
 
 
 
 
 

壱
枚 

一
黒 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
枚 

一
手
本
駒 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

壱
枚 

一
杉
立
三
歩
壱
、
立
杉
切
三
歩
壱
、
立
杉 

小
切
三
枚
外
ニ
杉
立
染
誤
弐
枚 

二
十
枚 

一
白
下
地 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

拾
五
枚 

 

巳
正
月
五
日
改 

 
 
 

心
覚 

巳
年
分
白
壱
枚 

昨
辰
年
分
白
壱
枚
不
足
ニ
付
、
当
巳午

年
都
合
七
枚
一
緒
ニ
受
取
へ
く
事
、
外
ニ
弐
枚 

西
御
奉
行
分
可
受
取
事 

 

〈
史
料
８
〉
菖
蒲
革
代
金
受
取
状 

御
請 

一
銀
弐
拾
五
枚 

 

酒
井
修
理
太
夫
様
分 

一
同
拾
枚 

 
 
 

水
野
下
総
守
様
分 

 
 
 
 
 

従 

酒
井
修
理
太
夫
様
之
儀
御
頼
ニ
付
調
進
仕
候
処 

右
者
此
度
勝
武
革
調
進
仕
候
ニ
付
為
御
会
釈
御
渡
被
成
下
慥
ニ
奉
受
取
候
以
上 

神
宝
所
惣
代 

 

嘉
永
四
亥
年
八
月 

 
 
 
 
 

谷
村
式
部 

今
井
小
平
太
殿 
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7 

〈
史
料
９
〉
菖
蒲
革
代
金
受
取
状 

 
 
 

御
請 

一
白
銀
五
枚 

 

右
者
此
度
従 

岡
部
備
後
守
御
頼
被 

仰
出
候
勝
武
革 

壱
枚
染
成
料
下
地
革
料
共
為
御
会
釈 

御
渡
被 

成
下
慥
ニ
奉
請
取
候
、
以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 

八
幡
本
頭
社
士
神
宝
所 

嘉
永
七
寅
年
閏
七
月 

 
 
 
 
 

谷
村
式
部 

 
 
 
 

草
間
列
五
郎
殿 

 

〈
史
料
10
〉 

 
 
 

奉
願
上
口
上
之
覚 

一
此
度
私
儀
御
用
勝
武
下
地
白
革
職
之
儀
、
御
公
儀
様
江
出
願
仕
候
ニ
付
、
其
御
座
中
幷
科 

手
御
両
人
召
出
ニ
相
成
、
御
差
支
之
有
無
御
尋
御
座
候
ニ
付
、
私
共
御
仲
間
ヨ
リ
仕
法
与 

 

御
尋
御
座
候
ニ
付
、
別
紙
掟
書
差
上
申
候
間
、
御
熟
覧
之
上
御
仲
間
御
一
同
様
江
御
披
露 

被
成
下
、
宜
御
取
計
之
程
幾
重
二
も
奉
願
上
候
、
以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍵
屋 

伝
兵
衛 

 

印 
 
 
 

文
久
三
年 

 
 
 
 
 
 
 
 

白
井
次
郎
右
衛
門 

印 
 
 
 
 
 
 

亥
十
月 

 
 
 
 
 
 

灰
屋
太
右
衛
門 

 

印 
 

石
清
水
八
幡
宮
御
神
宝
所 

 
 
 
 

御
当
役
中
様 

 
 
 
 
 

御
本
家 

 
 
 
 
 
 

本
郷
藤
兵
衛
様 

 
 
 
 
 

同
断 

 
 
 
 
 
 

平
池
四
郎
兵
衛
様 

 

〈
史
料
11
〉
勝
武
日
記 

十
五
年
一
月
廿
五
日
戸
長
役
場
ゟ
別
紙
之
通
申
来 

 
 
 
 
 
 

本
郡
八
幡
庄
戸
長 

別
紙
写
之
通
勧
業
課
ゟ
照
会
越
候
条
右
製
革
家
并
ニ
該
製
法
共
至
急
相
調
可
申
出
及
達
候
也 

十
五
年
一
月
廿
一
日 

 
 
 

綴
喜
郡
役
所 

写
左
ニ 

御
郡
下
八
幡
清
水
町
某
ノ
両
三
家
ニ
於
テ
、
徳
川
時
代
八
幡
黒
革
ト
称
シ
タ
ル
染
革
ヲ
製
出
セ

リ
、
然
ル
ニ
一
新
以
来
右
染
革
廃
絶
ニ
帰
シ
、
右
法
消
滅
ス
ル
已
ナ
ラ
ス
該
革
ハ
其
価
、
壱
葉

七
八
十
円
ヲ
下
ラ
サ
ル
高
貴
絶
世
ノ
物
ナ
レ
ハ
、
再
興
之
義
該
議
も
有
之
、
旁
伺
済
之
上
、
第

一
着
ニ
右
製
法
取
調
候
事
ニ
相
成
候
間
、
乍
御
手
数
右
製
革
家
并
ニ
該
法
共
、
至
急
御
取
調
相

成
御
通
知
有
之
候
様
急
度
此
段
及
御
□
頼
候
也 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京
都
府
勧
業
課 

十
五
年
一
月
十
九
日 

 
 
 

綴
喜
郡
役
所
御
中 

右
之
通
ニ
付
一
月
丗
一
日
、
右
黒
革
之
義
ハ
当
庄
ニ
テ
製
作
ス
ル
者
無
之
旨
、
戸
長
役
場
ゟ
郡

役
所
へ
答
ニ
相
成
処
、
郡
長
曰
ク
斯
有
名
品
無
之
筈
ニ
被
申
、
戸
長
曰
ク
左
候
へ
者
勝
武
革
之

義
ニ
無
之
哉
ト
被
申
答
候
、
依
而
右
勝
武
革
之
義
被
達
候
、
就
而
者
御
仲
間
之
内
壱
両
名
役
場

ゟ
呼
出
之
上
、
被
相
尋
ニ
付
左
ニ
答
弁
ス
、
書
面
左
之
通 

御
答
書 

従
来
当
八
幡
庄
内
ニ
テ
勝
武
革
染
成
之
者
有
之
哉
之
趣
、
其
筋
ゟ
取
調
之
義
御
照
会
之
末
、
私

共
へ
御
尋
ニ
付
、
此
段
左
ニ
申
述
候
、
一
勝
武
革
染
成
製
作
之
義
ハ
、
私
共
旧
神
職
兼
職
ニ
テ
、

当
男
山
八
幡
宮
御
神
用
ヲ
始
メ
、
旧
幕
徳
川
家
へ
献
上
之
品
而
已
、
往
古
ゟ
染
成
罷
有
候
処
、

御
一
新
之
際
献
上
物
ハ
総
テ
被
止
候
ニ
付
、
右
染
成
製
作
ニ
係
ル
記
録
及
機
械
等
悉
皆
焼
棄
致

候
ニ
付
、
方
今
ニ
至
テ
ハ
該
術
方
法
相
絶
へ
、
迚
も
再
興
難
出
来
候
間
、
依
而 

此
段
御
答
仕
候
也 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

綴
喜
郡
八
幡
庄
士
族 

明
治
十
五
年
二
月
六
日 
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賤
民
廃
止
令
の
制
定
意
図
に
つ
い
て

― 

『
明
治
維
新
と
賤
民
廃
止
令
』
後
の
研
究
上
の
前
進
と
批
判
を
ふ
ま
え
て 

―

上
　
杉

　
　
　
聰
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こ
れ
ま
で
の
明
治
維
新
期
の
部
落
史
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ

た
こ
と
に
、
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
に
制
定
さ
れ
た
賤
民
廃
止
令

（
い
わ
ゆ
る
「
解
放
令
」）
が
実
現
し
た
も
の
は
、「
穢
多
・
非
人
等
」

の
名
称
と
そ
の
制
度
を
廃
止
し
た
こ
と
の
み
に
あ
り
、
そ
こ
に
部
落

差
別
の
撤
廃
を
め
ざ
す
よ
う
な
人
権
的
配
慮
は
微
塵
も
な
か
っ
た
こ

と
が
あ
る＊

１

。
明
治
政
府
が
こ
の
よ
う
な
、
差
別
に
対
し
て
全
く
無
力

な
布
告
を
あ
え
て
出
す
必
要
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
私
は
、
拙
著
『
明
治
維
新
と
賤
民
廃
止
令
』（
以

後
『
拙
著
』
と
略
す＊

２

）
に
お
い
て
、
賤
民
廃
止
令
の
成
立
過
程
と
そ

の
法
的
内
容
を
検
証
し
、
次
の
よ
う
に
書
い
た
。
右
の
布
告
が
法
的

な
拘
束
力
の
も
と
に
実
現
し
た
内
容
に
、
部
落
差
別
の
撤
廃
は
含
ま

れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
「
土
地
の
商
品
化
」
と
い
う
当
時
生
ま
れ
つ

つ
あ
っ
た
新
た
な
経
済
制
度
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
地
租
改
正
と
い
う

税
制
度
創
出
の
障
害
と
な
る
近
世
的
な
賤
民
身
分
制
の
諸
側
面
を
解

体
す
る
も
の
と
し
て
、
完
全
か
つ
徹
底
的
に
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
こ

と
は
、
布
告
を
成
立
さ
せ
た
意
図
が
「
土
地
の
商
品
化
」
で
あ
っ
た

こ
と
を
も
っ
と
も
よ
く
証
明
し
て
い
る
、
と＊

３

。

　
賤
民
廃
止
令
の
制
定
過
程
を
示
す
右
の
私
の
見
解
は
、
と
く
に
地

租
改
正
の
研
究
者
の
方
々
か
ら
強
い
支
持
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た＊

４

。

ま
た
布
告
が
持
つ
法
的
内
容
に
か
ん
す
る
右
の
私
の
見
解
に
つ
い
て

も
異
論
は
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
一
部
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な

立
場
か
ら
右
の
制
定
意
図
に
関
す
る
新
説
に
反
発
す
る
方
々
も
お
ら

れ
た
。
そ
の
後
、
批
判
自
体
は
、
実
証
に
耐
え
う
る
も
の
で
な
か
っ

た
た
め
か
、
や
が
て
消
滅
し
て
い
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、

私
の
「
土
地
の
商
品
化
」
説
が
真
に
説
得
的
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
は
、
な
お
今
後
も
客
観
的
な
検
証
を
積
み
重
ね
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考
え
て
い
る
し
、
そ
の
面
で
の
実
証
研
究
の
進
展
を
こ
こ
に

紹
介
し
再
確
認
し
た
う
え
で
、
そ
の
後
、
別
の
角
度
か
ら
疑
問
を
呈

す
る
方
も
お
ら
れ
る
の
で
、
あ
ら
た
め
て
こ
こ
に
お
答
え
し
、
今
後

の
研
究
に
資
し
た
い
と
思
う
。

賤
民
廃
止
令
を
成
立
さ
せ
た
要
因
の
整
理

　
と
こ
ろ
で
、
お
断
り
す
る
ま
で
も
な
く
、
賤
民
廃
止
令
（
以
後
「
廃

止
令
」
と
略
す
場
合
も
あ
る
）
の
制
定
意
図
に
関
す
る
右
の
私
の
見

解
は
、
廃
止
令
を
生
ん
だ
要
因
の
す
べ
て
で
あ
る
と
か
、
た
だ
一
つ

の
原
因
で
あ
る
と
主
張
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。も
し
要
因
を「
間

接
」「
直
接
」
の
二
つ
に
大
別
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
「
直
接
の
要
因
」

に
つ
い
て
で
あ
り
、
最
終
局
面
を
主
導
し
た
核
心
と
な
る
部
分
で
あ

る
、
と
考
え
て
き
た
。

　
廃
止
令
制
定
の
は
る
か
以
前
か
ら
始
ま
る
「
間
接
の
要
因
」
に
つ
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い
て
ま
ず
述
べ
る
な
ら
ば
、
そ
の
過
程
は
、
長
期
的
で
複
雑
な
経
過

を
辿
る
。
右
の
私
の
著
作
を
「
高
等
数
学
」
と
ま
で
評
し
て
下
さ
っ

た
方
も
お
ら
れ
る
が
、
歴
史
の
具
体
的
な
流
れ
と
は
、
長
期
に
わ
た

り
、
多
数
の
要
因
が
絡
み
合
い
、
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
は
高
次
方
程

式
に
似
た
方
法
に
よ
っ
て
し
か
示
し
得
な
い
複
雑
な
様
相
を
呈
す
。

歴
史
家
の
仕
事
と
は
、
そ
う
し
た
要
因
の
複
合
し
た
全
体
像
を
、
資

料
的
な
基
礎
の
上
に
、
再
度
整
理
・
要
約
し
、
な
る
べ
く
分
か
り
や

す
く
単
純
化
し
た
形
式
の
う
ち
に
映
し
出
そ
う
と
す
る
営
み
で
あ
る
。

　
私
は
『
拙
著
』
の
な
か
で
、「
間
接
的
な
要
因
」
の
う
ち
、
ま
ず

部
落
が
お
か
れ
た
社
会
的
な
位
置
を
「
社
会
外
」
と
し
、
こ
の
社
会

関
係
を
基
礎
に
し
た
差
別
意
識
を
、
狭
く
は
室
町
期
以
来
の
部
落
へ

の
「
異
民
族
視
」（
た
と
え
ば
「
こ
わ
い
」
な
ど
と
す
る
意
識
も
）

と
と
ら
え
、
そ
の
発
生
と
強
化
、
ま
た
幕
末
・
維
新
期
ま
で
の
弱
ま

り
と
解
体
過
程
を
分
析
し
た＊

５

。
そ
の
後
も
、
拙
著
『
こ
れ
で
わ
か
っ

た
！
部
落
の
歴
史
』
に
お
い
て
、
も
う
ひ
と
つ
の
差
別
意
識
で
あ
る

「
穢
れ
観
」
に
つ
い
て
、
そ
の
生
成
と
発
展
・
強
化
、
お
よ
び
江
戸

期
に
お
け
る
長
期
的
な
弱
ま
り
を
分
析
し
、
そ
れ
ら
の
弱
化
を
加
速

さ
せ
た
も
の
と
し
て
、
人
間
社
会
と
自
然
の
あ
い
だ
の
未
分
化
な
世

界
観
が
後
退
し
た
こ
と
、
部
落
内
外
の
交
流
の
進
展
、
部
落
人
口
の

増
大
、
国
家
体
制
不
備
の
自
覚
な
ど
を
指
摘
し
た＊

６

。

　
さ
ら
に
「
直
接
的
要
因
」
に
つ
い
て
は
、
幕
末
維
新
期
に
お
け
る

列
強
と
の
緊
張
関
係
が
生
み
出
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
中
で
「
異

民
族
視
」
す
る
偏
見
と
体
制
が
解
体
・
再
編
さ
れ
る
様
相
を
『
拙
著
』

第
一
章
に
お
い
て
描
い
た＊

７

。
と
く
に
長
州
藩
が
幕
府
と
の
第
二
次
長

州
戦
争
に
際
し
、
被
差
別
身
分
を
「
穢
多
の
名
目
」
を
一
時
的
に
で

あ
れ
取
り
除
い
て
動
員
し
た
結
果
、
そ
の
軍
事
的
成
果
と
合
わ
せ
、

部
落
の
側
の
人
間
的
覚
醒
や
周
囲
か
ら
の
共
感
が
広
が
っ
た
影
響
が
、

維
新
後
ま
で
長
く
広
く
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、

少
な
く
と
も
戊
辰
戦
争
直
後
に
は
、
穢
多
頭
・
弾
左
衛
門
と
そ
の
配

下
六
五
人
を
幕
府
が
「
醜
名
除
去
」
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
ま
で
到
達
し

た
。

　
だ
が
、
維
新
の
内
乱
が
終
息
に
向
か
う
と
、
新
政
府
側
も
部
落
を

利
用
し
動
員
す
る
施
策
を
縮
小
な
い
し
放
棄
し
、
政
権
の
交
代
後
の

部
落
問
題
は
、
直
接
に
大
き
な
政
治
的
課
題
と
見
な
さ
れ
な
い
位
置

へ
と
後
退
し
た
。
そ
う
し
た
中
か
ら
部
落
問
題
が
再
浮
上
す
る
の
は
、

新
し
い
国
家
体
制
の
創
出
に
部
落
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
、
と
い
う

問
題
意
識
が
維
新
官
僚
の
中
に
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
統
一
政
権
の
も
と
に
部
落
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
最
初
の

提
案
は
、
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
の
版
籍
奉
還
の
直
前
に
開
か
れ

た
公
議
所
の
論
議
の
中
で
、
裁
判
権
の
一
部
が
（
差
別
の
も
と
で
）

賤民廃止令の制定意図について
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部
落
に
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
状
態
を
廃
止
し
、
新
国
家
へ
統
一

す
べ
き
と
す
る
考
え
方
が
生
ま
れ
、
同
年
末
に
は
裁
判
権
の
一
元
化

が
実
施
さ
れ
て
ゆ
き＊

８

、
戸
籍
上
の
統
一
も
検
討
さ
れ
始
め
た＊

９

。

　
ま
た
、
賤
民
制
度
の
廃
止
を
下
か
ら
要
求
す
る
考
え
は
、
維
新
戦

争
で
の
体
験
を
踏
ま
え
て
、
当
時
部
落
の
内
外
で
各
地
に
広
が
っ
て

お
り

10
＊

、
そ
れ
ら
を
含
め
て
統
一
国
家
形
成
の
課
題
と
し
て
部
落
の
身

分
制
の
撤
廃
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
意
見
書
（
建
言
）
が
、
翌

一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
に
は
、
京
都
府
と
東
京
府
か
ら
提
出
さ
れ

た
。
明
治
新
政
府
直
下
の
二
つ
の
府
か
ら
期
せ
ず
し
て
中
央
政
府
の

対
応
を
迫
る
意
見
書
が
提
出
さ
れ
た
意
義
は
大
き
く
、
翌
七
一
年
に

は
民
部
省
で
同
問
題
に
詳
し
い
大
江
卓
を
招
い
て
検
討
を
開
始
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
大
き
な
問
題
と
し
て
立
ち
は
だ
か
っ
た
の
は
、
具
体

的
に
ど
の
よ
う
な
方
式
・
道
筋
に
よ
り
賤
民
制
度
を
廃
止
す
る
か
と

い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
制
度
を
廃
止
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
す
で
に

合
意
は
ほ
ぼ
で
き
て
い
た
も
の
の
、
反
感
を
も
つ
周
囲
へ
の
対
応
や

国
民
と
し
て
統
合
す
る
方
策
を
め
ぐ
り
、
政
府
部
内
で
大
き
く
意
見

が
対
立
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
民
部
省
（
大
木
喬
任
・
大
輔
）
は
、

大
江
卓
の
意
見
を
採
用
し
て
職
業
的
な
手
当
を
部
落
に
加
え
つ
つ
、

段
階
的
に
二
年
以
上
を
か
け
て
、
順
次
、
個
別
に
「
解
放
」
し
て
い

く
計
画
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
当
時
太
政
官
の
参
議
・
木
戸
孝
允
が
中
心
と
な
り

批
判
を
加
え
た
。
彼
は
、
幕
末
の
長
州
で
の
部
落
民
諸
隊
の
活
躍
を

踏
ま
え
、
何
ら
か
の
社
会
的
貢
献
に
よ
り
順
次
解
放
し
て
い
く
方
法

を
提
案
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
同
年
六
月
、
太
政
官
は
民
部
省
案
を
否

決
し
、
む
し
ろ
木
戸
案
の
線
に
沿
っ
て
そ
の
方
式
を
具
体
化
す
る
こ

と
を
民
部
省
に
命
じ
、
大
江
は
、
も
は
や
用
な
し
と
し
て
同
省
か
ら

解
任
さ
れ
た
。

　
民
部
省
に
お
い
て
そ
の
新
方
式
が
検
討
さ
れ
て
い
る
段
階
で
、
翌

月
一
四
日
に
廃
藩
置
県
が
断
行
さ
れ
、
民
部
省
は
大
蔵
省
に
吸
収
合

併
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
て
民
部
省
に
託
さ
れ
た
課
題
は
、
大
蔵

省
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
蔵
省
は
、
す
べ
て
の
藩
が
廃

止
さ
れ
た
う
え
で
統
一
国
家
の
中
心
を
な
す
最
大
の
省
庁
と
な
り
、

地
租
改
正
の
大
事
業
を
開
始
し
た
。
そ
の
中
心
は
大
蔵

・
大
久
保

利
通
と
大
蔵
大
輔
・
井
上
馨
で
あ
っ
た
。
井
上
は
、
政
治
的
に
は
長

州
閥
を
束
ね
る
立
場
に
あ
り
、
ま
た
近
代
的
諸
制
度
の
創
出
を
計
画

す
る
ブ
レ
ー
ン
集
団
の
改
正
係
（
大
隈
重
信
・
渋
沢
栄
一
な
ど
）
を

従
え
た
解
明
派
の
中
心
人
物
と
し
て
、
大
久
保
を
そ
の
下
か
ら
操
作

で
き
る
位
置
を
確
保
し
て
い
た

11
＊

。

　
以
後
、
井
上
を
中
心
と
し
た
大
蔵
省
は
、
地
租
改
正
案
を
作
成
す

る
過
程
で
、
近
代
的
な
土
地
制
度
の
も
と
で
賤
民
制
度
が
こ
れ
ま
で
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の
よ
う
に
成
立
し
続
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、

廃
藩
置
県
前
に
自
ら
へ
委
ね
ら
れ
た
賤
民
制
度
の
撤
廃
を
、
一
切
の

過
渡
的
処
置
を
施
さ
な
い
即
時
無
条
件
の
処
分
方
式
と
し
て
断
行
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
周
辺
か
ら
差
別
へ
の
対
策
は
も
ち

ろ
ん
、
当
事
者
に
対
す
る
経
済
的
な
補
償
措
置
を
含
め
て
ま
っ
た
く

と
り
行
わ
ず
、
制
度
的
な
平
民
化
の
み
を
急
い
で
決
行
す
る
方
式
と

し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
人
権
へ
配
慮
す
る
姿
勢
は
皆
無
で

あ
り
、
翌
年
二
月
か
ら
開
始
さ
れ
る
地
租
改
正
事
業
（
土
地
永
代
売

買
の
解
禁
か
ら
始
ま
る
）
に
遅
れ
ず
対
応
し
よ
う
と
す
る
動
機
以
外
、

何
も
な
い
急
激
な
制
定
・
実
施
で
あ
っ
た
。
廃
止
令
が
冒
頭
に
述
べ

た
よ
う
に
、「
差
別
に
対
し
て
全
く
無
力
な
布
告
」
と
な
っ
た
の
は
、

こ
う
し
た
理
由
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。

　
『
拙
著
』
で
は
、
そ
の
直
接
的
な
成
立
過
程
を
第
三
章
「
賤
民
廃

止
令
の
成
立
過
程
」、
補
論
三
「
賤
民
制
廃
止
の
論
理
」
で
詳
述
し

た
が
、
こ
の
小
論
で
は
、
ま
ず
賤
民
廃
止
令
に
関
す
る
基
本
史
料
を

示
し
て
こ
れ
ま
で
の
私
の
説
を
概
観
し
た
上
で
、
そ
の
後
新
た
に
滝

島
功
氏
が
発
見
さ
れ
た
史
料
を
紹
介
し
、
認
識
の
全
体
像
を
補
完
し

た
い
。
最
後
に
近
年
、
横
山
百
合
子
氏
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
私
の

説
へ
の
批
判
も
検
証
し
て
お
く
。

賤
民
廃
止
令
の
制
定
に
関
す
る
基
本
史
料
と
新
た
な
研
究
の
進
展

　
右
の
『
拙
著
』
で
取
り
上
げ
た
「
廃
止
令
」
の
制
定
過
程
お
よ
び

意
図
を
直
接
的
に
示
す
第
一
次
史
料
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
か
ら
始

ま
る

12
＊

。史
料
ⓐ
民
部
省
伺
書
（
明
治
四
年
七
月

一
五
日
～

三

〇

日

、
大
蔵
省
か
ら
再

度
八
月
八
日

、『
公

文
録
』
辛
未
一
〇
月
大
蔵
省
伺
全
）

府
県
管
轄
地
穢
多
・
非
人
等
の
屋
敷
地
、
高
入
れ１

或
い
は
除じ

よ
ち
２地

相
成
り
お
り
、
区ま

ち
ま
ち々

に
て
一
定
致
さ
ず
候

間
あ
い
だ
３

、
墓
地
を
除
く

の
ほ
か
一
般４

上
じ
よ
う
ち
５

地
仰
せ
出

い
で
６

ら
れ
て
し
か
る
べ
く
存
じ
候
。よ
っ

て
御
布
告
案
相
添
え
、
こ
の
段
相
伺
い
候
な
り

　
　
辛

（
明
治
四
年
）

未
七
月 

民
部
省

　
　
　
太
政
官
御
伝
達
所

　
　
　
　
　
御
布
告
案

府
県
管
轄
地
穢
多
・
非
人
等
の
類
屋
敷
地
、
除
地
の
内
、
墓

地
を
除
く
の
ほ
か
一
般
上
地
と
相
心
得
べ
き
事

１
高
入
れ
…
年
貢
を
課
す

　
　
２
除
地
…
無
年
貢
地

　
　
３
間
…
と

こ
ろ

　
　
４
一
般
…
基
本
的
に

　
　
５
上
地
…
「
あ
げ
ち
」
と
も
い

う
。
没
収
す
る
こ
と

　
　
６
仰
せ
出
…
命
令
す
る
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右
の
史
料
の
日
付
に
は
「
明
治
四
年
七
月
」
と
だ
け
あ
る
が
、
冒

頭
に
「
府
県
」
と
あ
り
「
藩
」
が
欠
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
四
日

に
行
わ
れ
た
廃
藩
置
県
後
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
。
内
容
は
、
部
落

の
屋
敷
地
に
、
年
貢
の
か
か
っ
て
い
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と

が
あ
り
、
ま
ち
ま
ち
で
一
定
し
て
い
な
い
た
め
、
墓
地
以
外
は
基
本

的
に
没
収
（
後
に
払
い
下
げ
て
課
税
）
す
る
よ
う
命
じ
る
べ
き
で
あ

る
と
、
民
部
省
か
ら
太
政
官
へ
布
告
案
を
添
え
て
提
出
し
た
伺
書
で

あ
る
。

　
こ
の
直
後
に
同
省
は
、
大
蔵
省
に
吸
収
合
併
さ
れ
、
太
政
官
か
ら

の
決
済
も
す
ぐ
出
な
か
っ
た
た
め
、
翌
八
月
八
日
、
大
蔵
省
は
改
め

て
同
文
の
伺
書
を
提
出
し
た
。
そ
れ
に
対
し
太
政
官
（
枢
密
局
）
は

大
蔵
省
へ
宛
て
、「
無
税
地
」
と
い
え
ば
「
穢
多
・
非
人
の
類
の
み

に
限
ら
ず
、
三
府
（
東
京
・
京
都
・
大
阪
）
を
は
じ
め
と
し
て
各
地

に
あ
り
、
穢
多
・
非
人
の
類
だ
け
か
ら
没
収
し
て
年
貢
を
納
め
さ
せ

て
は
不
公
平
の
措
置
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
無
税

地
に
対
す
る
処
置
は
何
の
た
め
に
行
お
う
と
し
て
い
る
の
か
、
太
政

官
の
参
議
た
ち
が
再
検
討
を
求
め
て
い
る
の
で
尋
ね
る

13
＊

」
と
の
質
問

を
、
翌
八
月
九
日
に
寄
せ
た
。

　
大
蔵
省
は
、
こ
れ
へ
の
回
答
を
、
大
久
保
利
通
と
井
上
馨
の
連
名

で
次
の
よ
う
に
八
月
一
九
日
に
提
出
す
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
古

来
武
将
の
由
緒
、
あ
る
い
は
旧
領
主
の
恩
賜
を
も
っ
て

14
＊

」
租
税
が
免

除
さ
れ
て
い
る
の
を
は
じ
め
、
す
べ
て
の
無
税
地
を
廃
止
す
る
こ
と

を
、
す
で
に
前
年
の
四
月
に
太
政
官
へ
上
申
し
て
い
る
。
今
回
は
、

そ
こ
に
漏
れ
て
い
た
穢
多
・
非
人
の
土
地
に
つ
い
て
調
査
が
で
き
た

の
で
伺
っ
た
ま
で
で
あ
る
。
と
は
い
え
こ
れ
ま
で
伺
っ
て
お
い
た
も

の
も
未
公
布
で
あ
る
の
で
、
改
め
て
収
税
を
計
画
し
て
い
る
件
す
べ

て
を
こ
こ
に
一
括
し
て
伺
い
た
い
と
、
次
の
よ
う
な
布
告
案
を
、
改

め
て
大
蔵
省
か
ら
太
政
官
へ
提
出
し
直
し
た
（
傍
線
は
上
杉
に
よ
る

―
意
図
は
後
述
。
右
の
民
部
・
大
蔵
省
と
太
政
官
と
の
や
り
と
り

に
つ
い
て
も
、
あ
ら
た
め
て
後
述
す
る
）。

史
料
ⓑ
御
布
告
案
（
明
治
四
年
八
月
一
九
日
、『
公
文
録
』
辛

未
一
〇
月
大
蔵
省
伺
全
）

元
諸
藩
大た

い
ふ
１夫

士
に
至
る
ま
で
封
土
奉
還
相
成
り
候
に
付
い
て
は
、

旧
領
主
あ
る
い
は
古
昔
武
将
の
由
緒
を
以
て
、
三
都
府
を
始
め

そ
の
余
宿や

ど
ま
ち町

、
郷
士
・
百
姓
・
町
人
の
う
ち
屋
敷
地
・
山
林
そ

の
ほ
か
、
地じ

子し
２

免
除
申
し
つ
け
置
き
候
分
（
は
）
御
廃
止
（
し
）、

そ
の
他
穢
多
・
非
人
等
に
至
る
ま
で
屋
敷
地
除
地
の
う
ち
、
墓

地
を
除
く
の
ほ
か
一
般３

高
請
け４

相
成
候
条５

、
以
来
相
当
の
租
税

上
納
申
し
つ
け
、
反た

ん
べ
つ別

そ
の
ほ
か
子
細
に
取
り
調
べ
、
か
つ
御
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取と
り
か
６箇

付
け
の
模
様
な
ど
篤
と
検
査
の
上
、
伺
い
出い

づ

べ
き
事

但
し
、
世
に
功
有
り
、
国
に
益
有
り
、
そ
の
跡
湮い

ん
め
つ滅

す
べ
か

ら
ざ
る
も
の
は
、
そ
の
事
情
詳
細
取
り
調
べ
、
他
の
御
賞
典

相
伺
う
べ
き
事

１
大
夫
…
大
名
の
家
老
の
こ
と

　
　
２
地
子
…
地
税

　
　
３
一
般
…

広
く
共
通
す
る

　
　
４
高
請
け
…
税
額
を
登
録
す
る

　
　
５
条
…
の

で
　
　
６
取
箇
…
年
貢

　
右
に
よ
る
と
、
版
籍
奉
還
さ
れ
た
旧
領
地
の
中
に
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
理
由
か
ら
、
三
都
府
な
ど
の
市
街
地
や
郷
士
・
百
姓
・
町
人
な
ど

の
屋
敷
等
に
つ
い
て
地
税
が
免
除
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、穢
多
・

非
人
等
の
屋
敷
地
を
含
め
て
、
墓
地
以
外
は
す
べ
て
税
を
徴
収
す
る

こ
と
と
し
、
以
後
は
相
当
の
税
額
を
納
め
る
よ
う
申
し
つ
け
る
の
で
、

土
地
の
広
さ
な
ど
を
詳
し
く
調
査
し
、
年
貢
付
け
の
様
子
な
ど
も
調

べ
て
報
告
す
る
よ
う
命
じ
る
、
と
あ
る
。
そ
し
て
「
但
し
書
き
」
に

は
、
無
税
と
な
っ
た
理
由
が
、
社
会
に
と
っ
て
有
益
で
現
在
も
取
り

消
せ
な
い
よ
う
な
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
詳
し
く
取
り
調
べ
、
代
わ

り
と
な
る
賞
典
を
検
討
し
、
上
申
す
る
よ
う
達
し
て
い
る
。

　
こ
こ
に
は
、
太
政
官
が
問
い
合
わ
せ
た
も
う
一
つ
の
質
問
、
そ
も

そ
も
な
ぜ
無
税
地
を
廃
止
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
回
答
は
欠
け
て
い

る
が
、『
拙
著
』（
一
二
六
頁
）
で
は
こ
の
無
税
地
の
廃
止
が
、
当
時

「
小
改
正
」
と
呼
ば
れ
、
地
租
改
正
へ
向
け
て
の
準
備
作
業
で
あ
っ

た
と
解
説
し
、
そ
れ
を
欠
い
て
は
土
地
の
転
売
を
前
提
と
す
る
地
租

改
正
に
と
っ
て
や
が
て
重
大
な
欠
陥
と
亀
裂
を
も
ち
こ
む
た
め

15
＊

と
説

明
し
て
お
い
た
。

　
そ
し
て
右
の
ⓑ
「
御
布
告
案
」
は
、
現
在
の
法
制
審
議
会
に
あ
た

る
当
時
「
左
院
」
の
指
示
に
よ
り
、
廃
藩
置
県
と
い
う
新
段
階
を
踏

ま
え
て
「
元
諸
藩
…
封
土
奉
還
相
成
り
候
に
付
て
は
」
を
大
蔵
省
が

削
除
し
、
さ
ら
に
次
の
ⓒ
の
よ
う
に
改
訂
す
る
こ
と
を
指
示
さ
れ
て

承
認
さ
れ
た
（
傍
線
は
上
杉
に
よ
る
）。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
先
の

ⓑ
に
あ
っ
た
傍
線
箇
所
「
三
都
府
を
始
め
そ
の
余
宿
町
」、
す
な
わ

ち
「
市
街
地
」
と
総
称
さ
れ
る
土
地
が
省
か
れ
て
い
た
こ
と
が
注
目

さ
れ
る
。

史
料
ⓒ
御
布
告
案
（
明
治
四
年
八
月
一
九
日
以
後
、『
公
文
録
』

辛
未
一
〇
月
大
蔵
省
伺
全
）

従
来
、
旧
領
主
ま
た
は
古
昔
武
将
の
由
緒
を
以
て
、〈
も
と
あ
っ

た
「
市
街
地
」
を
削
除
〉、
郷
士
・
百
姓
・
町
人
の
う
ち
、
屋

敷
地
・
山
林
等
地
子
免
除
申
し
つ
け
置
き
候
分
一
切
廃
止
、
そ

の
他
穢
多
・
非
人
等
に
至
る
ま
で
墓
地
を
除
く
の
ほ
か
屋
敷
地
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除
地
、
一
般
高
請
け
相
成
候
条
、
以
来
相
当
の
租
税
上
納
申
し

つ
け
、
反
別
そ
の
ほ
か
精
細
に
取
り
調
べ
、
か
つ
御
取
箇
付
け

の
模
様
な
ど
篤
と
検
査
の
上
、
伺
い
出
べ
き
事

但
し
、
国
家
に
功
益
こ
れ
有
り
、
そ
の
跡
湮
滅
す
べ
か
ら
ざ

る
も
の
は
、
そ
の
事
情
詳
し
く
取
り
調
べ
、
他
の
御
賞
典
相

伺
う
べ
き
事

　
こ
こ
で
大
蔵
省
は
指
示
に
従
い
、
ⓒ
の
形
で
布
告
す
る
準
備
を
し

て
い
た
の
だ
が
、
再
び
太
政
官
に
お
い
て
（
大
蔵
省
の
役
人
を
含
め

た
会
議
か
）、
右
の
傍
線
箇
所
「
そ
の
他
穢
多
・
非
人
等
に
至
る
ま

で
墓
地
を
除
く
の
ほ
か
屋
敷
地
除
地
、
一
般
高
請
け
相
成
候
条
」、

す
な
わ
ち
「
穢
多
等
の
屋
敷
地
」
等
の
部
分
を
さ
ら
に
削
除
し
、
次

の
ⓓ
の
布
告
案
を
作
成
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
削
除
の
理
由
は
、
史

料
上
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
賤
民
廃
止
令
の
公
布
を
二
二
日
に

決
め
る
〈
後
述
す
る
史
料
ⓖ
に
よ
る
〉
動
き
が
省
内
で
進
ん
で
い
た

の
で
、
関
連
す
る
箇
所
が
削
除
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

史
料
ⓓ
御
布
告
案
（
明
治
四
年
八
月
一
九
以
後

九
月
二
三
日

ま
で
の
間

、『
公
文

録
』
辛
未
一
〇
月
大
蔵
省
伺
全
）

従
来
、
旧
領
主
ま
た
は
古
昔
武
将
の
由
緒
を
以
て
、
郷
士
・
百

姓
・
町
人
等
の
う
ち
、
屋
敷
地
・
山
林
等
地
子
免
除
申
し
付
け

置
き
候
分
一
切
廃
止
、
以
来
相
当
の
地
税
上
納
申
し
つ
け
、
反

別
そ
の
ほ
か
精
細
に
取
り
調
べ
、
か
つ
収
穫
の
模
様
な
ど
篤
と

検
査
の
上
、
伺
い
出
べ
き
事

但
し
、
国
家
に
功
益
こ
れ
有
り
、
そ
の
跡
湮
滅
す
べ
か
ら
ざ

る
も
の
は
、
そ
の
事
情
詳
し
く
取
り
調
べ
、
他
の
御
賞
典
相

伺
う
べ
き
事

無
税
地
処
分
過
程
で
生
じ
た
大
き
な
転
換

　
右
の
一
連
の
史
料
の
流
れ
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
明
治
新
政
府
は

地
租
改
正
へ
向
け
、
当
時
存
在
し
て
い
た
「
三
都
府
な
ど
の
市
街
地
」

「
郷
士
・
百
姓
・
町
人
な
ど
の
由
緒
地
」「
穢
多
等
の
屋
敷
地
」
の

三
種
類
の
土
地
の
無
税
状
態
を
順
次
撤
廃
す
る
こ
と
を
明
治
三
年
段

階
か
ら
検
討
し
て
い
た
。
そ
こ
で
「
穢
多
等
の
屋
敷
地
」
の
有
税
化

案
ⓐ
を
提
出
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
改
め
て
大
蔵
省
が
廃

藩
置
県
後
の
明
治
四
年
八
月
一
九
日
に
、
無
税
地
全
体
を
廃
止
す
る

ⓑ
案
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
太
政
官
は
一
応
こ
れ
を
全
体
と
し
て
了

解
し
た
も
の
の
、
三
種
類
の
無
税
地
か
ら
「
市
街
地
」
部
分
を
削
除

し
、
ⓒ
の
形
で
出
す
よ
う
い
っ
た
ん
指
示
し
た
。
こ
の
た
め
、
大
蔵

省
が
改
め
て
布
告
案
を
書
き
直
し
て
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
再
び
太
政
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官
は
賤
民
廃
止
令
を
出
す
（
あ
る
い
は
、
出
す
予
定
な
）
の
で
、
大

蔵
省
は
「
穢
多
等
の
屋
敷
地
」
を
更
に
除
き
、
残
る
「
由
緒
地
」
単

独
の
有
税
化
を
指
示
す
る
ⓓ
案
を
、
九
月
二
三
日
ま
で

16
＊

に
太
政
官
へ

再
々
度
提
出
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
ⓑ
案
が
順
次
分
割
さ
れ
、
細
分
化
さ
れ
て
い
っ
た
の

は
、
同
じ
無
税
地
と
い
っ
て
も
三
種
類
の
土
地
は
、
そ
れ
ぞ
れ
性
格

や
成
り
立
ち
が
異
な
る
た
め
、
撤
廃
に
向
け
て
の
方
策
が
そ
れ
ぞ
れ

異
な
る
こ
と
が
判
明
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
民
部
・
大
蔵
省
と
太
政
官
と
の
や
り
と
り
の
結
果
、
そ

れ
ぞ
れ
の
無
税
地
に
関
す
る
布
告
が
最
終
的
に
ど
う
公
布
さ
れ
た
か

と
い
え
ば
、「
由
緒
地
」
を
有
税
化
す
る
布
告
は
、
一
〇
月
八
日
に
次

に
示
す
ⓔ
と
し
て
公
布
さ
れ
、「
市
街
地
」
に
つ
い
て
は
少
し
遅
れ

て
一
二
月
に
ⓕ
の
布
告
と
し
て
、
東
京
府
を
手
は
じ
め
に
公
布
さ
れ

て
ゆ
く
。
と
こ
ろ
が
、
右
の
一
連
の
文
書
の
発
端
と
な
っ
た
ⓐ
の
「
穢

多
等
の
屋
敷
地
」
に
関
す
る
最
終
の
布
告
は
、
右
の
一
連
の
文
書
綴

り
に
は
み
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
解
釈
し
、
ⓐ
は
一
連
の

史
料
中

17
＊

に
あ
る
ⓒ
↓
ⓖ
の
段
階
を
へ
て
ⓗ
と
し
て
、
身
分
制
の
撤
廃

と
か
ら
め
て
太
政
官
か
ら
別
に
賤
民
廃
止
令
と
し
て
公
布
さ
れ
た
、

と
し
た
。
現
に
ⓐ
の
「
穢
多
等
の
屋
敷
地
」
の
有
税
化
に
あ
た
る
文

面
は
ⓒ
ⓖ
ⓗ
の
中
に
継
続
し
て
含
ま
れ
続
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
下
に
、
右
に
紹
介
し
た
四
つ
の
史
料
を
掲
載
し
て
お
こ
う
。

史
料
ⓔ
太
政
官
布
告
（
明
治
四
年
一
〇
月
八
日
）

旧
来
の
由
緒
を
以
て
、
郷
士
・
百
姓
・
町
人
共
の
う
ち
、
屋
敷

地
・
山
林
等
地
子
免
除
の
分
一
切
廃
止
、
自じ

こ
ん
１今

相
当
の
地
税
上

納
申
し
つ
け
、
反
別
そ
の
ほ
か
精
細
に
取
り
調
べ
、
か
つ
収
穫

の
模
様
な
ど
篤と

く

と
検
査
の
上
、
伺
い
出
べ
き
事

但
し
、
国
家
に
功
益
こ
れ
有
り
、
そ
の
跡
湮
滅
す
べ
か
ら
ざ

る
も
の
は
、
そ
の
事
情
詳
し
く
取
り
調
べ
、
他
の
御
賞
典
相

伺
う
べ
き
事

１
自
今
…
今
か
ら
の
ち

史
料
ⓕ
太
政
官
布
告
（
明
治
四
年
一
二
月
二
七
日
）

東
京
府
下
、
従
来
武
家
地
・
町
地
の
称
こ
れ
有
り
候
と
こ
ろ
自

今
相
廃
し
、
一
般
地
券
発
行
、
地
租
上
納
仰
せ
つ
け
ら
れ
候
条
、

こ
の
旨
相
心
得
べ
き
事

史
料
ⓖ
大
蔵
省
作
成
布
告
案
（
明
治
四
年
八
月
二
二
日
、『
公

文
録
』
辛
未
八
月
大
蔵
省
之
部
全
）

穢
多
・
非
人
の
称
廃
せ
ら
れ
候
条
、
一
般
平
民
に
編
入
し
、
身
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分
・
職
業
と
も
す
べ
て
同
一
に
相
成
り
候
よ
う
取
り
扱
う
べ
し
。

も
っ
と
も
地
租
そ
の
ほ
か
除

じ
よ
け
ん
１蠲

の
仕
来
り
も
こ
れ
有
り
候
は
ば
、

引
き
直
し
方
見
込
み
取
り
調
べ
、
大
蔵
省
へ
伺
い
出
べ
き
事

　
　
辛明

治
四
年未

八
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
←

史
料
ⓗ
太
政
官
御
布
告
（
明
治
四
年
八
月
二
八
日
）

穢
多
・
非
人
等
の
称
廃
せ
ら
れ
候
条
、
自
今
、
身
分
・
職
業
と

も
平
民
同
様
た
る
べ
き
事

　
同
上

府
県
へ

　
　
　

穢
多
・
非
人
等
の
称
廃
せ
ら
れ
候
条
、
一
般
民
籍２

に
編
入
し
、

身
分
・
職
業
と
も
す
べ
て
同
一
に
相
成
り
候
よ
う
取
り
扱
う
べ

し
。
も
っ
と
も
地
租
そ
の
ほ
か
除
蠲
の
仕し

き
た来

り３

も
こ
れ
有
り
候

わ
ば５

、
引
き
直
し
方６

見
込
み７

取
り
調
べ
、
大
蔵
省
へ
伺
い
出い

づ

べ

き
こ
と１

除
蠲
…
租
税
の
免
除

　
　
２
民
籍
…
平
民
籍

　
　
３
仕
来
り
…
慣

例
　
　
５
こ
れ
有
り
候
わ
ば
…
あ
る
な
ら
ば

　
　
６
引
き
直
し
方
…

修
正
の
方
法

　
　
７
見
込
み
…
計
画

　
以
上
が
、
賤
民
廃
止
令
の
成
立
に
か
ん
す
る
私
の
説
の
骨
格
で
あ

る
。
こ
の
説
は
、
丹
羽
邦
男
氏
を
は
じ
め
と
し
て
地
租
改
正
の
研
究

者
か
ら
積
極
的
な
支
持
を
受
け
、
今
の
と
こ
ろ
廃
止
令
制
定
過
程
に

か
ん
す
る
最
も
有
力
な
説
で
あ
る
と
自
負
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
丹

羽
邦
男
氏
は
、
地
租
改
正
事
業
と
身
分
制
の
撤
廃
が
深
く
連
関
し
て

い
る
事
実
を
一
冊
の
本
に
ま
と
め
ら
れ
、
改
め
て
そ
れ
を
主
導
し
た

「
改
正
係
」
の
存
在
を
明
ら
か
に
さ
れ
、
大
隈
重
信
、
渋
沢
栄
一
な

ど
の
開
明
官
僚
と
そ
の
ブ
レ
ー
ン
、
お
よ
び
人
脈
の
動
向
を
裏
付
け
、

一
連
の
近
代
化
政
策
の
流
れ
の
解
明
に
大
き
く
寄
与
を
さ
れ
た
（
丹

羽
『
地
租
改
正
法
の
起
源
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
五
年
）。

ま
た
滝
島
功
氏
は
、
こ
れ
ま
で
の
地
租
改
正
研
究
が
農
村
に
偏
重
し

て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
空
白
に
近
か
っ
た
都
市
部
の
解
明
へ
と
さ

ら
に
進
ん
で
行
か
れ
、
い
く
つ
も
の
画
期
的
な
成
果
を
あ
げ
ら
れ
た

（
滝
島
『
都
市
と
地
租
改
正
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）。

土
地
の
商
品
化
の
う
え
に

　
こ
れ
ら
『
拙
著
』
後
の
研
究
に
よ
り
、
賤
民
廃
止
令
の
制
定
過
程

の
研
究
は
新
た
な
段
階
に
入
っ
た
と
い
っ
て
よ
く

18
＊

、
と
く
に
滝
島
氏

が
新
た
に
解
明
さ
れ
た
市
街
地
の
有
税
化
へ
の
経
過
（
ⓑ
か
ら
ⓕ
へ

の
移
行
）
は
、
右
の
拙
論
に
お
い
て
大
き
な
空
白
部
分
と
な
っ
て
い

た
が
、
氏
は
そ
う
し
た
動
き
が
、
す
で
に
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年

七
月
段
階
か
ら
民
部
・
大
蔵
両
省
内
で
準
備
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
士
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族
か
ら
商
家
ま
で
を
含
ん
だ
市
街
地
の
無
税
地
に
対
し
租
税
を
賦
課

す
る
検
討
が
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
三
月
段
階
に
な
る
と
大
蔵
省
は
、「
三
都
府
」

の
市
街
地
の
居
住
民
が
「
半
銭
・
一
粒
の
租
税
を
も
お
さ
め
ず
」
い

る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
「
偏
愛
・
不
公
平
」
に
あ
た
る
と
批
判
、

「
新
税
法
」
を
計
画
す
べ
き
と
す
る
上
申
を
太
政
官
へ
提
出
し
た

19
＊

、

さ
ら
に
廃
藩
置
県
後
の
八
月
一
九
日
、「
租
税
寮
事
務
章
程
」
を
完

成
さ
せ
る
際
（
ⓑ
案
提
出
の
日
で
あ
る
こ
と
に
注
意
）、
租
税
寮
が

収
税
方
法
と
し
て
の
「
地
券
」
の
事
務
を
執
行
す
る
こ
と
を
明
記
す

る
こ
と
で
、
土
地
売
買
を
自
由
化
し
た
上
で
収
税
す
る
体
制
を
整
え

た
こ
と
を
解
明
さ
れ
た

20
＊

。

　
「
地
券
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
地
租
改
正
の
前
提
と
な
る
も

の
で
、
土
地
の
所
有
権
の
公
認
証
書
で
あ
る
。
そ
の
地
券
を
売
買
す

る
こ
と
に
よ
り
土
地
が
転
売
さ
れ
る
こ
と
を
認
定
し
、
そ
の
売
買
価

格
に
一
定
の
税
を
課
す
の
が
地
租
改
正
で
あ
る
。
大
蔵
省
が
、
そ
の

地
券
の
発
行
へ
向
け
て
準
備
を
整
え
た
こ
の
八
月
一
九
日
の
後
、（
そ

し
て
賤
民
廃
止
令
の
公
布
の
翌
日
に
あ
た
る
）
八
月
二
九
日
に
は
、

同
省
租
税
寮
が
次
の
ⓘ
の
よ
う
な
連
絡
を
同
省
内
へ
向
け
て
行
っ
た

こ
と
を
滝
島
氏
は
発
見
さ
れ
た

21
＊

。
一
八
七
〇
年
七
月
か
ら
彼
ら
が
模

索
を
始
め
、
翌
年
三
月
段
階
で
予
告
し
た
市
街
地
へ
の
「
新
税
法
」

と
は
、「
地
券
税
法
」（
史
料
に
は
「
沽
券
」
と
も
あ
る
）
で
あ
る
こ

と
を
大
蔵
省
租
税
寮（
地
租
改
正
を
中
核
と
な
っ
て
主
導
し
た
部
局

22
＊

）

が
明
言
し
、
間
も
な
く
実
施
す
る
と
予
告
し
た
の
で
あ
っ
た
。

史
料
ⓘ
租
税
寮
回
達
（
明
治
四
年
八
月
二
九
日
『
松
方
正
義
関

係
文
書
』
書
簡
の
部
）

無
税
地
を
止や

め
、
更
に
地
税
一
般
を
起
こ
す
の
議
は
も
っ
と
も

な
り
。
そ
の
法
則１

に
お
い
て
は
当
寮
よ
り
日
な
ら
ず２

三
府
下
に

地
券
税
を
伺
い
出
る
筈
な
り
。
そ
の
規
定
に
従
ひ
施
行
相
成
り

然
る
べ
し
（
中
略
）
武
家
屋
敷
は
今
般
、
何
程
づ
つ
か
に
軽
く

御
払
い
下
げ
に
相
成
り
、
更
に
近
傍
の
沽こ

け
ん券

税
に
照
準４

し
、
相

当
の
税
を
定
め
て
可
な
ら
ん
。
町
屋
敷
な
ど
売
買
押
し
移
り
候

地
面
は
別
段
御
払
い
下
げ
に
及
び
申
す
ま
じ
く
勘
考
仕
り
候

　
　
（
明
治
四
年
）
八
月
二
十
九
日 

租
税
寮

　
　
　
　
　
　
本
省

１
法
則
…
守
る
べ
き
規
則

　
　
２
日
な
ら
ず
…
間
も
な
く

　
　
３
沽

券
…
近
世
以
前
の
土
地
売
買
証
文

　
　
４
照
準
…
照
ら
し
合
わ
せ
る

　
租
税
寮
と
し
て
は
、
都
市
に
お
い
て
無
税
地
化
を
推
し
進
め
る
予

定
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
間
も
な
く
東
京
・
京
都
・
大
阪
の
三
府
へ
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地
券
（
沽
券
）
を
発
行
し
、
そ
の
場
合
（
所
有
権
者
を
確
定
す
る
た

め
）
武
家
屋
敷
は
比
較
的
安
価
に
払
い
下
げ
、
町
屋
敷
で
転
売
が
進

ん
で
い
る
よ
う
な
土
地
は
、
と
く
に
払
い
下
げ
を
不
要
と
考
え
て
い

る
、
と
す
る
内
容
の
省
内
事
務
連
絡
で
あ
る
。
地
租
改
正
研
究
を
牽

引
し
て
き
た
福
島
正
夫
氏
も
、「
八
月
に
は
す
で
に
東
京
府
下
を
は

じ
め
追
々
各
府
県
に
ま
で
市
街
地
券
に
よ
る
沽
券
税
法
を
実
施
す
る

案
が
確
定
し
て
い
た

23
＊

」
と
推
定
し
て
お
ら
れ
た
が
、
そ
れ
を
直
接
的

に
実
証
す
る
と
と
も
に
、
都
市
へ
の
地
券
発
行
の
意
図
が
、
無
税
地

の
廃
止
と
強
く
連
動
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
明
記
し
て
い
る
重
要

史
料
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
合
意
形
成
の
上
に
、
大
蔵
省
は
一
ヶ
月
あ
ま
り
の
ち
に
、

次
の
伺
書
ⓙ
を
太
政
官
へ
提
出
し
た

24
＊

。

史
料
ⓙ
大
蔵
省
伺
書
（
明
治
四
年
一
〇
月
七
日
、『
公
文
録
』

壬
申
大
蔵
省
伺
附
録
地
券
）

　
　
地
券
税
発
行
の
儀
に
つ
き
伺
い
書

地
税
収
納
の
法
制
、
都と

鄙ひ
１

市
村
と
も
公
平
適
当
を
得
候
よ
う
改

正
仕
り
た
く
、
方
今
専
ら
詮
議
中
に
こ
れ
有
り
候
へ
ど
も
（
中

略
）
差
し
向
き
三
府
下
地
租
の
儀
は
、
従
来
地
子
免
除
の
仕
来

り
を
以
て
さ
ら
に２

収
税
等
こ
れ
無
く
（
中
略
）
偏

ひ
と
え

に３

農
税
の

み
を
収
課
し
、
市
井４

の
地
租
は
措お

い
て
収
め
ざ
る
は
い
か
に
も

不
公
平
の
儀
に
こ
れ
有
り
候
間
、
追
々
一
般５

の
法
制
相
立
て
た

く
、
先
ず
以
て
東
京
府
下
の
地
券
を
発
行
致
し
、
年
々
地
租
取

り
立
て
、
政
府
（
に
よ
る
）
保
護
の
費
用
に
充
て
候
様
仕
り
た

く
、
右
東
京
府
下
の
地
租
収
法
施
行
い
た
し
候
上
は
そ
の
成
規６

を
以
て
実
際
に
対
し
取
捨７

い
た
し
、
二
都
・
開
港
場
そ
の
他
、

従
来
地じ

子し
８

免
除
の
市
場９

に
及
ぼ
し
、
海

10

か
い
だ
い内

（
の
）
租
法
適
当11

を
得
候
様
仕
り
度
く
、
よ
っ
て
規
則
取
り
調
べ
差
し
上
げ
申
し

候
。
右
ご
許
可
の
上
は
別
紙
達
し
案
の
通
り
、
当
省
よ
り
同
府

へ
相
達
す
べ
し
と
存
じ
候

　
　
辛明

治
四
年未

十
月
七
日 

大
蔵
大
輔

　
井
上

　
馨

 

大
蔵


　
大
久
保
利
通

　
　
正
院12

御
中

１
都
鄙
…
都
会
と
田
舎

　
　
２
さ
ら
に
…
ま
っ
た
く

　
　
３
偏
に
…

も
っ
ぱ
ら

　
　
４
市
井
…
人
家
の
多
い
所
、
待
町

　
　
５
一
般
…
史

料
ⓑ
註
３
参
照

　
　
６
成
規
…
成
文
化
し
た
規
則

　
　
７
取
捨
…
よ

い
も
の
を
選
ん
で
他
を
す
て
る

　
　
８
地
子
…
史
料
ⓑ
註
２
参
照

　 

９
市
場
…
市
井
に
同
じ

　
　
10
海
内
…
国
内

　
　
11
適
当
…
ふ
さ
わ

し
さ

　
　
12
正
院
…
太
政
官
の
中
心
機
関
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史
料
ⓙ
は
、
市
街
地
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
三
府
下
」
の
地
券
発
行

と
有
税
化
を
、
ま
ず
東
京
か
ら
開
始
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
経
験
を

も
と
に
「
二
都
」（
京
都
・
大
阪
）
ほ
か
の
「
市
井
」（「
宿
町
」
を

含
む
）
へ
と
拡
大
し
、
や
が
て
全
国
統
一
の
「
租
法
」
を
打
ち
立
て

る
計
画
を
作
成
し
た
の
で
許
可
を
求
め
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
へ
の
太
政
官
か
ら
の
許
可
は
一
一
月
五
日
に
太
政
官
か
ら
下
り
、

史
料
ⓕ
の
布
告
と
な
る
。

　
滝
島
氏
の
研
究
に
よ
り
、
こ
う
し
た
新
事
実
が
判
明
し
た
結
果
、

か
つ
て
図
示
し
た
「
無
税
地
廃
止
法
成
立
過
程

25
＊

」
の
う
ち
、
ⓑ
か
ら

ⓕ
の
成
立
へ
い
た
る
市
街
地
部
分
の
史
料
的
な
空
白
を
埋
め
る
こ
と

が
で
き
た
。
そ
れ
を
も
と
に
整
理
す
れ
ば
、
下
図
の
よ
う
に
示
す
こ

と
が
で
き
る
（
滝
島
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
箇
所
は
、
太
枠
囲
い
し

た
ⓘ
ⓙ
で
あ
る
）。当
初
計
画
さ
れ
た
三
種
類
の
無
税
地
廃
止
案（
ⓑ
）

が
分
割
さ
れ
て
三
つ
の
布
告
（
ⓔ
ⓕ
ⓗ
）
へ
と
変
化
・
推
移
し
て
い

く
経
過
が
よ
り
鮮
明
か
つ
緻
密
に
裏
付
け
ら
れ
た
。
あ
と
は
、
な
ぜ

「
穢
多
等
の
屋
敷
地
」の
無
税
廃
止
が
史
料
ⓖ
な
い
し
ⓗ
へ
と
変
貌
・

飛
躍
を
遂
げ
た
か
、
と
い
う
問
題
に
集
約
さ
れ
よ
う
。

　
そ
れ
を
検
討
す
る
前
に
、
三
種
類
の
土
地
の
無
税
状
態
の
撤
廃
に

関
す
る
右
の
よ
う
な
制
定
―
公
布
過
程
の
説
明
に
、
横
山
百
合
子
氏

か
ら
次
の
よ
う
な
批
判
が
私
に
寄
せ
ら
れ
た
の
で
、
そ
れ
に
答
え
な

無税地廃止法の成立過程

 （日付はいずれも明治４年）

公　　布 布　告　案　の　推　移

ⓕ12.27 ⓙ10.7 ⓘ8.29 大蔵省内通知 ⓑ8.19 太政官（弁官）宛提出

東京府地券発行令 ← 東京府地券発行伺 ← 地券税方針提示 ← 市 街 地

（ⓐ）
穢 多 屋 敷 地

由 緒 地

ⓗ8.28 ⓖ8.22 太政官に提出 ⓒ8.－ 太政官の指令で作成、提出

賤 民 廃 止 令 ← 賤民廃止令原案 ← 穢 多 屋 敷 地

←ⓔ10.8 ⓓ9.23 までに太政官に提出

由 緒 地由緒地廃止令 ← 由 緒 地 ←

 （細枠は上杉聰『明治維新と賤民廃止令』、太枠は滝島功『都市と地租改正』より）
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が
ら
、
本
格
的
な
課
題
へ
と
入
っ
て
い
こ
う
。

横
山
氏
に
よ
る
上
杉
説
批
判
の
検
討

　
横
山
百
合
子
氏
は
、
右
の
私
の
説
（
そ
し
て
丹
羽
邦
男
・
滝
島
功

両
氏
を
含
め
て
）
を
批
判
し
、「
賤
民
廃
止
令
の
制
定
理
由
と
そ
の

歴
史
的
位
置

26
＊

」
を
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
を
私
な
り
に
要
約
す
れ

ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
（
１
）
ⓑ
は
三
分
割
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
ⓔ
の
布
告
の
中
に
す

べ
て
含
ま
れ
て
い
る
。
ⓔ
に
お
い
て
「『
三
都
府
始
め
其
余
宿
町
』

や
『
穢
多
非
人
屋
敷
地
』
は
そ
の
対
象
か
ら
は
ず
さ
れ
て
お
ら
ず
、

そ
の
様
な
具
体
的
例
示
が
削
除
さ
れ
」
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
ⓑ
と

ⓔ
は「
表
記
は
異
な
っ
て
い
て
も
実
質
的
内
容
は
同
一
な
の
で
あ
る

27
＊

」。

そ
の
理
由
は

―

　
（
２
）
ⓑ
の
「
三
都
府
」（
市
街
地
）
の
無
税
地
に
は
、
上
杉
が

い
う
よ
う
に
「
武
士
地
は
含
ん
で
お
ら
ず
、
町
人
地
（
の
み
―
上
杉
）

を
対
象
と
す
る
も
の

28
＊

」
で
あ
り
、
武
士
地
を
含
む
ⓕ
と
は
つ
な
が
ら

な
い
。
た
だ
し
ⓘ
に
武
士
地
は
含
ま
れ
る
が
、
そ
れ
は
ま
だ
「
大
蔵

省
の
構
想
と
し
て
検
討
さ
れ
て
い
る
段
階

29
＊

」
に
す
ぎ
な
い
。

　
（
３
）
ⓔ
に
「
穢
多
非
人
屋
敷
地
」
は
一
見
し
て
含
ま
れ
て
い
な

い
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
八
月
「
二
八
日
公
布
の
賤
民
廃
止
令

に
よ
っ
て
穢
多
・
非
人
と
一
般
民
籍
を
区
別
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が

禁
じ
ら
れ
た
」
か
ら
に
す
ぎ
ず
、
ⓔ
に
賤
民
の
屋
敷
地
の
無
税
化
が

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ⓗ
の
文
面
を
読
む
か
ぎ
り
「
有
税
地
化
は
、

視
野
に
は
い
っ
て
い
る
が
、
実
質
的
に
は
無
税
地
の
実
態
調
査
の
指

示
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
有
税
地
化
を
布
告
す
る
も
の
で
は
な
い
」

こ
と
か
ら
わ
か
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
右
論
文
を
ま
と
め
ら
れ
た
横
山
百
合
子
氏
に
つ
い
て
は
、
そ
の
手

堅
い
実
証
性
と
緻
密
な
論
理
構
成
に
私
も
か
ね
て
か
ら
着
目
し
、
高

く
評
価
し
て
き
た
。
身
分
制
研
究
が
運
動
や
政
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

か
ら
強
い
バ
イ
ア
ス
を
受
け
る
な
か
、
事
実
と
史
料
に
基
づ
く
誠
実

な
研
究
を
期
待
で
き
る
研
究
者
の
お
一
人
で
は
な
い
か
、
と
期
待
し

て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
今
回
も
右
の
論
文
で
、
私
が
提
唱
し
て
き
た

「
賤
民
廃
止
令
」
の
略
称
を
タ
イ
ト
ル
と
し
て
採
用
し
て
い
た
だ
い

た
。
ま
た
私
の
発
見
し
た
右
の
ⓐ
か
ら
ⓖ
ま
で
の
史
料
の
相
互
関
連

を
内
容
を
含
め
て
正
面
か
ら
検
討
し
て
い
た
だ
い
た
数
少
な
い
研
究

者
と
し
て
受
け
止
め
、改
め
て
拙
論
を
読
み
直
す
こ
と
を
含
め
て「
横

山
氏
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
可
能
か
」
を
、
真
剣
に
検
討
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
改
め
て
賤
民
身
分
制
の
解
体
過
程
の
要
因

が
総
合
的
に
説
明
な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
。
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検
討
一
、
賤
民
廃
止
令
が
命
じ
た
無
税
地
廃
止
は
調
査
ま
で
か

　
行
論
の
関
係
か
ら
ま
ず
右
の
（
３
）
の
点
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

ⓗ
が
「
地
租
そ
の
ほ
か
除
蠲
の
仕
来
り
も
こ
れ
有
り
候
わ
ば
、
引
き

直
し
方
見
込
み
取
り
調
べ
、
大
蔵
省
へ
伺
い
出
べ
き
こ
と
」
と
し
て

お
り
、
そ
の
解
釈
を
私
は
、
ⓗ
の
末
尾
の
註
記
に
あ
る
通
り
、「
無

税
地
の
慣
習
が
あ
る
な
ら
ば
修
正
（
す
な
わ
ち
収
税
）
の
予
定
を
立

て
て
大
蔵
省
へ
伺
い
出
な
さ
い
」
と
い
う
意
味
と
し
た
が
、
こ
れ
を

横
山
氏
は
「
無
税
地
の
実
態
調
査
の
指
示
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
有

税
地
化
を
布
告
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
本
当
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
こ
で
東
京
府
公
文
書
館
が
所
蔵
す
る
次
の
史
料
を
検
討
し
て
み

よ
う
。
提
出
し
た
の
は
町
役
の
中
年
寄
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
東
京
府

へ
宛
て
た
も
の
で
あ
る

30
＊

。

今
般
、
穢
多
・
非
人
等
の
称
廃
せ
ら
れ
候
条
、
一
般
民
籍
へ
編

入
し
、
身
分
職
業
と
も
都す

べ

て
同
一
に
相
成
り
候
よ
う
取
り

扱
う
べ
き
旨
仰
せ
出
ら
れ
候
に
つ
い
て
は
、
弾
直
樹
は
じ

め
付
属
の
者
、
な
ら
び
に
是
ま
で
支
配
致
し
来
た
り
候
府

下
の
穢
多
・
非
人
等
、
戸
数
人
員
と
も
巨
細
取
り
調
べ
、
そ
の

区
々
町
役
へ
引
き
渡
し
、
各
地
散
在
の
分
も
同
様
、
そ
の
向
き

向
き
へ
遺
漏
な
く
送
籍
致
す
べ
し
。
且
つ
、
右
の
者
居
住
ま
か

り
在
り
候
「
里
俗
新
町
」
と
唱
え
来
た
り
候
一
廓
、
上
地
申
し

つ
け
候
末
、
な
お
ま
た
区
々
年
寄
ど
も
よ
り
別
紙
の
廉
々
伺
い

出
で
候
に
つ
き
、
朱
書
き
の
指
図
致
し
た
く
、
そ
の
通
り
に
て

然
る
べ
き
や
、
こ
の
段
相
伺
い
候
な
り

　
　
辛

（
明
治
四
年
）

未
九
月
十
八
日 

東
京
府

　
　
　
大
蔵
省
御
中

「
（
付
箋
）書

面
朱
書
き
指
図
の
通
り
に
て
然
る
べ
き
事

　
　
　
辛
未
九
月
二
九
日

 

大
蔵


　
大
久
保
利
通
印
（
大
蔵
省
）
」

穢
多
・
非
人
の
称
廃
せ
ら
れ
、
一
般
民
籍
に
編
入
、
身
分
職
業

と
も
同
一
相
な
り
候
よ
う
仰
せ
出
で
ら
れ
候
に
つ
き
、
左
の
通

り
伺
い
奉
り
候

一
、
穢
多
・
非
人
の
儀
は
従
前
、
市
中
川
岸
地
ま
た
は
川
中
な

だ
れ
地１

、
社
寺
境
内
な
ど
普
通
の
町
地
を
離
れ
、
無
税
の
地
に

罷ま
か

り
あ
り
候
ゆ
え
、
一
時
に
町
地
え
借
地
・
借
店
な
り
か
ね
候

情
態
も
こ
れ
有
り
、
至
急
転
居
（
は
）
行
き
届
き
ま
じ
く
に
付

き
、
ま
づ
在
来
の
場
所
に
差
し
置
き
、
川
岸
地
ま
た
は
付
属
地

＜ ＊ ＞

＜ ＊ ＞
（
割
印
）

賤民廃止令の制定意図について

89



住
居
人
の
名
録
に
さ
し
加
え
置
き
申
す
べ
き
や
（
中
略
）

一
、
地
税
の
儀
は
川
岸
地
ま
た
は
付
属
地
と
も
場
所
々
々
に
て

相
当
の
見

け
ん
き
よ
う
２

競
取
り
調
べ
、
区
々
よ
り
相
伺
う
べ
く
候
（
中
略
）

一
、
川
中
住
居
の
者
は
引
き
払
わ
せ
候
つ
も
り

但
し
、
い
さ
さ
か
引
き
払
い
（
の
）
お
手
当
下
し
置
か
る

べ
き
や

　
（
中
略
）

『
（
朱
書
）伺

い
の
通
り

但
し
、
お
手
当
の
儀
は
下
さ
れ
難
く
候
間
、
移
住
（
の
）

都
合
で
き
候
ま
で
引
き
払
い
方
猶
予
致
し
つ
か
わ
し（
て
）

苦
し
か
ら
ず
候
事
』

右
の
通
り
伺
い
奉
り
候
、
以
上

　
　
辛
未
九
月 

世
話
掛

　
中
年
寄

１
な
だ
れ
地
…
斜
面

　
　
２
見
競
…
競
（
せ
）
り
な
ど
に
よ
っ
て
価

格
を
決
め
る

　
後
半
の
伺
書
（
世
話
掛
・
中
年
寄
か
ら
）
を
受
け
た
東
京
府
は
、

朱
書
き
（『 

』
内
）
で
示
し
た
指
令
案
と
と
も
に
大
蔵
省
へ
九
月
一

八
日
に
伺
い
書
を
提
出
し
、
是
非
を
問
う
た
。
こ
れ
に
対
し
大
蔵
省

は
全
体
の
冒
頭
に
あ
る
＊
印
（
最
初
は
付
箋
の
添
付
場
所
、
後
者
は

そ
の
付
箋
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
）
に
あ
る
よ
う
に
「
指
図
の
通
り

で
よ
い
」
と
大
久
保
名
で
回
答
す
る
ま
で
の
一
連
の
文
書
で
あ
る
。

　
中
年
寄
の
伺
書
を
読
む
か
ぎ
り
、「
地
税
の
儀
は
…
場
所
々
々
に

て
相
当
の
見
競
取
り
調
べ
、
区
々
よ
り
相
伺
う
」
と
な
っ
て
お
り
、

有
税
化
を
既
定
の
事
実
に
す
る
と
と
も
に
、
た
だ
地
価
に
つ
い
て
は

周
囲
の
土
地
の
売
買
価
格
と
釣
り
合
わ
せ
て
決
め
る
段
階
へ
入
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
こ
の
史
料
に
従
う
限
り
、
ⓗ
に
よ
る

指
示
は
決
し
て
「
無
税
地
の
実
態
調
査
」
に
と
ど
ま
る
よ
う
な
も
の

で
な
く
、
彼
ら

―
世
話
掛
・
中
年
寄
と
い
う
現
場
に
近
い
担
当
者

―
に
お
い
て
は
、
地
税
を
「
周
囲
と
比
べ
て
大
き
な
違
い
を
な
く

す
方
向
で
徴
集
す
る
地
価
を
決
め
る
」
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
こ
の
文
書
は
、
史
料
ⓔ
が
一
〇
月
八
日
に
出
さ
れ
る
前
の

こ
と
で
あ
る
か
ら
、
も
し
ⓗ
が
横
山
氏
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
部
落

の
「
有
税
地
化
を
布
告
す
る
も
の
で
は
な
」
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
段

階
で
中
年
寄
・
東
京
府
の
い
ず
れ
も
が
無
税
地
化
を
進
め
る
と
い
う

〝
勇
み
足
〟
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
し
て
大
蔵
省
か
ら
の
冒

頭
の
指
示
が
「
指
図
の
通
り
に
て
然
る
べ
き
事
」
と
な
る
筈
も
な
い
。

　
ⓗ
の
布
告
の
後
半
は
、
難
解
な
漢
語
が
あ
る
反
面
、
曖
昧
に
感
じ

さ
せ
る
和
語
も
あ
り
、
明
瞭
さ
に
欠
け
る
点
が
横
山
氏
の
誤
解
を
招

い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
そ
の
表
現
は
、
以
下
の
（

　
）
内
の

＜ ＊
＊ ＞＜ ＊

＊ ＞
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よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま
り
、
部
落
の
「
除じ

よ
け
ん蠲

（
無

税
）」
の
「
仕
来
り
（
慣
習
）」
に
つ
い
て
そ
の
「
引
き
直
し
方
（
あ

る
べ
き
所
へ
も
ど
す
方
法
）」
に
つ
き
、「
見
込
み
（
め
あ
て
・
計
画
）」

を
取
り
調
べ
る
よ
う
に
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
取
り
調

べ
る
」
よ
う
に
、
と
し
た
理
由
も
、
右
の
東
京
府
の
史
料
が
語
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
有
税
化
す
る
に
は
、
税
額
を
決
め
る
必
要
が
あ
る
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
そ
の
前
に
、
ま
ず
所
有
者
が
誰
で
あ
る
か
を

確
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
右
の
場
合
、「
川
岸
地
ま

た
は
川
中
な
だ
れ
地
」
に
居
住
し
て
い
る
部
落
民
に
対
し
、
そ
の
ま

ま
居
住
権
を
与
え
て
よ
い
か
、
中
年
寄
・
東
京
府
と
も
に
検
討
し
て

お
り
、
指
令
案
（
朱
書
）
と
し
て
は
、
川
岸
地
（
ま
た
は
付
属
地
）

の
場
合
は
そ
れ
を
認
め
て
地
税
を
取
る
が
、
川
中
地
の
場
合
は
居
住

を
認
め
ず
、
そ
こ
を
追
放
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
後
者
の

場
合
、
有
税
化
は
当
然
「
さ
れ
な
い
」
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
各
地
に
あ
る
部
落
の
居
住
地
は
、
同
じ
無
税
地
と

い
っ
て
も
、
ま
ず
所
有
権
が
本
来
認
め
ら
れ
な
い
右
の
川
中
地
の
よ

う
な
場
合
を
含
め
て
実
に
多
様
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
ず
居
住
地

な
い
し
土
地
の
所
有
権
自
体
を
ど
の
よ
う
に
処
置
す
る
か
が
先
で
あ
っ

た
。
た
と
え
ば
、
元
穢
多
頭
・
弾
直
樹
た
ち
の
居
住
地
（
右
の
東
京

府
伺
い
書
に
「
里
俗
新
町
」
と
あ
る
）
の
場
合
は
「
拝
領
地
」
と
さ

れ
、
こ
の
種
の
土
地
は
、
い
っ
た
ん
没
収
（「
上
地
」）
し
た
上
で
、

改
め
て
払
い
下
げ
て
所
有
権
者
を
確
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

実
際
、
彼
ら
の
居
住
す
る
一
画
に
対
し
、
そ
う
し
た
措
置
を
と
っ
た

こ
と
が
、
前
半
の
東
京
府
の
伺
い
書
に
記
さ
れ
て
い
る
。
有
税
化
は
、

そ
の
上
で
初
め
て
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
（
払
い
下
げ
の
対
象

者
が
土
地
の
購
入
を
拒
否
す
れ
ば
、
当
然
に
収
税
の
対
象
に
も
な
ら

な
か
っ
た

31
＊

）。

　
ま
た
地
方
に
よ
り
、
部
落
の
人
び
と
は
村
有
地
に
住
ん
で
き
た
た

め
、
村
と
し
て
地
税
を
支
払
い
、
部
落
は
税
を
支
払
っ
て
こ
な
か
っ

た
、
と
い
う
長
野
の
場
合
な
ど
も
あ
る

32
＊

。
あ
る
い
は
、
も
と
も
と
無

税
地
で
あ
る
寺
院
や
市
街
地
に
住
ん
で
い
る
よ
う
な
場
合
は
ど
う
す

る
か
な
ど
、
部
落
の
土
地
の
無
税
の
実
態
と
は
実
に
ま
ち
ま
ち
で
、

と
て
も
一
律
に
把
握
で
き
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
。

　
こ
う
し
た
部
落
の
土
地
に
関
し
て
正
確
な
実
情
を
全
国
に
わ
た
り

熟
知
し
て
い
る
者
は
当
時
の
政
府
部
内
に
は
お
ら
ず
、
元
穢
多
頭
で

あ
っ
た
弾
直
樹
お
よ
び
そ
の
周
辺
も
、
支
配
地
は
広
か
っ
た
と
は
い

え
全
国
を
管
轄
し
て
い
た
の
で
は
な
い
た
め
、
す
べ
て
を
知
っ
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
政
府
と
し
て
は
そ
の
有
税
化
を
一

般
的
な
方
針
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
を
推
進
し
な
が
ら
も
、
個
別
の

土
地
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
所
有
権
を
具
体
的
に
確
定
し
つ
つ
有
税
化
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せ
ざ
る
を
え
ず
、そ
の
結
果
と
し
て
ⓗ
の
よ
う
な
布
告
の
文
面
に
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
ⓗ
の
布
告
へ
の
理
解
は
、
弾
直
樹
に
よ
る
支
配
か
ら
は

ず
れ
て
い
た
京
都
に
お
い
て
も
確
か
め
ら
れ
る
。

 

余あ
ま
べ部

村１

こ
の
度
平
民
籍
に
相
加
え
候
条２

、
か
ね
て
農
商
間
へ
相
達
し
置

き
候
諸
令
、
制
法
、
お
よ
び
向

き
よ
う
こ
う
３

後
相
達
す
る
事
件４

、
総す

べ

て
平

民
同
様
謹

つ
つ
し

み
て
相
守
る
べ
き
事

一
、
当
時５

住
居
（
す
る
）
村
々
の
内
、
無
税
地
は
取
調
べ
の
上
、

町
村
の
分
界
相
定
め
、
町
地
は
軒

の
き
や
く
６役

そ
の
外
一
統７

の
町
議８

相

務
め
さ
せ
、
村
地
は
納
税
申
し
付
く
べ
く
候
条
、
そ
の
旨む

ね

心
得

べ
き
事

　
　
（
中
略
）

右
の
通
り
相
達
し
候
事

　
　
　
辛

（
明
治
四
年
）

未
九
月

　
京
都
府

１
余
部
…
部
落
の
村
名
。
京
都
の
頭
村

　
　
２
条
…
の
で

　
　
３
向

後
…
こ
れ
か
ら
の
ち

　
　
４
事
件
…
内
容

　
　
５
当
時
…
現
在

　
　

６
軒
役
…
家
屋
単
位
の
役
賦
課
。「
け
ん
や
く
」
と
も

　
　
７
一
統

…
一
同

　
　
８
町
議
…
町
の
寄
り
合
い
の
こ
と
か

　
つ
ま
り
、
こ
の
京
都
で
は
所
有
権
が
明
確
で
あ
り
、
有
税
化
で
き

る
「
村
地
」
の
場
合
は
、「
廃
止
令
」
に
も
と
づ
い
て
直
ち
に
「
納
税
」

さ
せ
る
こ
と
を
、
ⓔ
の
公
布
前
だ
が
「
取
調
べ
」
の
う
え
命
じ
て
い

る
（
五
行
目
）。
そ
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
部
落
の
土
地
が
「
町
地
」

に
あ
る
場
合
、
軒
役
（
町
税
）
は
納
め
さ
せ
る
が
、
地
税
に
つ
い
て

の
徴
収
を
命
じ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
ⓔ
の
公
布

前
だ
か
ら
で
な
く
、
ま
だ
三
都
府
の
有
税
化
そ
の
も
の
が
東
京
か
ら

始
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
段
階
に
あ
り
、
京
都
市
街
地
に
あ
っ
て

町
人
の
住
む
「
町
地
」
全
体
の
地
券
発
行
後
の
有
税
化
は
、
さ
ら
に

先
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
場
合
も
、
部
落
の
土
地
が
無
税
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
周

囲
に
あ
る
町
人
全
体
が
地
税
負
担
を
し
て
い
な
い
と
き
、
直
ち
に
部

落
か
ら
の
み
税
を
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
廃
止
令
」
に
伴
う
土

地
の
有
税
化
が
、
賤
民
制
に
付
随
し
た
無
税
地
の
場
合
に
限
定
さ
れ

る
こ
と
は
、
布
告
ⓗ
の
文
面
か
ら
み
て
当
然
で
あ
り
、
部
落
も
「
平

民
同
様
」
と
同
布
告
に
よ
り
命
じ
ら
れ
た
以
上
、
そ
の
負
担
の
範
囲

を
「
平
民
」
か
ら
出
ら
れ
な
い
の
は
当
然
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
た
だ
、
賤
民
廃
止
令
に
よ
り
無
税
地
の
廃
止
が
直
ち
に
進
め
ら
れ

た
ケ
ー
ス
は
非
常
に
多
く
、
右
で
紹
介
し
た
以
外
に
も
、『
拙
著
』

第
四
章
五
節
で
、
多
数
に
つ
い
て
論
証
し
た

33
＊

。
横
山
氏
を
そ
れ
を
検
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討
し
な
い
で
右
の
批
判
を
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

検
討
二
、
武
家
地
は
「
三
都
府
」
に
含
ま
れ
な
い
の
か
？

　
で
は
次
に
横
山
氏
の
主
張
（
２
）
の
検
討
へ
と
移
ろ
う
。
横
山
氏

が
、
ⓑ
に
あ
る
「
三
都
府
」（
市
街
地
）
の
無
税
地
に
武
士
地
は
含

ま
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
ⓑ
案
（
の
市
街
地
部
分
）
は
ⓕ
と
完
全
に
つ

な
が
ら
ず
、
ⓗ
・
ⓔ
の
布
告
へ
と
分
割
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
な
こ
と

も
あ
り
得
な
い
、
と
主
張
さ
れ
た
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場

合
、
横
山
氏
が
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
た
の
は
、
ⓑ
に
お
い
て
地
税

免
除
が
廃
止
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
、
あ
く
ま
で
「『
旧
領
主
』

（
の
認
可
）
ま
た
は
『
古
昔
武
将
の
由
緒
』
の
い
ず
れ
か
を
地
子
免

除
の
根
拠
と
し
た
土
地
」
に
つ
い
て
で
あ
り
、
そ
こ
に
為
政
者
で
あ

る
武
家
の
屋
敷
地
は
対
象
と
し
て
含
ま
れ
な
い
は
ず
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
ⓔ
へ
は
つ
な
が
る
が
、
ⓑ
の
布
告
が
対
象
と
し
た
の
は
「
地

子
を
免
除
さ
れ
た
土
地
、
お
よ
び
、
本
来
は
地
子
を
納
入
す
べ
き
人

民
34
＊

」
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
、
ⓕ
と
の
関
係
を
否
定
し
た
か
ら
で
あ
っ

た
。

　
事
実
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
横
山
氏
の
主
張
は
、
滝
島
氏
に
よ

る
新
し
い
研
究
成
果
に
よ
り
、
ま
っ
た
く
不
可
能
に
な
っ
た
、
と
い

え
る
。
滝
島
氏
に
よ
る
新
し
い
研
究
に
よ
る
と
、
そ
の
前
年
の
明
治

三
年
七
月
段
階
か
ら
、
士
族
の
み
な
ら
ず
商
家
を
含
む
市
街
地
の
無

税
地
に
対
し
租
税
を
賦
課
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
た

35
＊

。
そ
れ
を

知
っ
た
太
政
官
の
参
議
た
ち
は
、
八
月
九
日
に
「
三
府
を
は
じ
め
無

税
地
の
ご
処
置
、
い
か
が
の
御
目
的
に
候
や
」
と
訊
ね
、
枢
密
局
を

通
し
て
大
蔵
省
へ
伝
え
て
い
た
。

　
そ
し
て
、
そ
の
一
〇
日
後
に
出
さ
れ
た
ⓘ
に
は
、「
武
家
屋
敷
」

を
「
払
い
下
げ
」
て
、
個
人
財
産
化
（
つ
ま
り
地
券
の
発
行
）
を
は

か
り
、「
町
屋
敷
」
に
つ
い
て
も
そ
の
ま
ま
地
券
発
行
に
よ
る
有
税

化
を
進
め
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
盛
り
込
ん
で
い
た
。
そ
し

て
公
布
さ
れ
た
ⓕ
に
も
、
明
確
に
「
武
家
地
・
町
地
」
と
あ
る
。
ⓘ

と
ⓕ
の
あ
い
だ
の
ⓙ
に
は
武
家
・
町
地
の
文
言
は
欠
け
て
は
い
る
が
、

「
三
府
」
の
文
言
は
ⓙ
に
も
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
語
が
武
家
・
町

地
の
双
方
を
示
す
こ
と
は
ⓘ
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
た
め
、わ
か
り
き
っ

た
こ
と
を
書
か
な
か
っ
た
だ
け
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
考
え
な
け
れ

ば
ⓕ
で
武
家
地
が
復
活
し
た
理
由
は
説
明
で
き
な
い
。

　
む
し
ろ
、
政
権
中
枢
に
あ
っ
た
参
議
た
ち
が
、
無
税
地
は
「
三
府

を
は
じ
め
往
々
こ
れ
あ
り
」
と
疑
問
を
発
し
た
と
き
、
い
っ
た
い
彼

ら
の
う
ち
の
誰
が
、
あ
え
て
〝
三
府
か
ら
武
家
地
は
除
く
〟
な
ど
と

考
え
た
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
東
京
を
と
っ
て
み
れ
ぱ
、
武
家
地
は

全
体
の
六
〇
％
以
上
を
占
め
て
い
た
。
他
の
二
府
は
そ
こ
ま
で
い
か
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な
か
っ
た
と
は
い
え
、
と
も
に
町
地
が
武
家
を
経
済
的
・
人
的
に
支

え
る
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
に
疑
い
は
な
く
、
三
府
と
い
え
ば
武
家
地

を
中
心
と
し
た
社
会
を
意
味
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
横
山
氏
は
、「
も
ち
ろ
ん
滝
島
氏
が
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
、
廃
藩
置
県
後
の
大
蔵
省
が
武
士
地
へ
の
賦
課
を
検
討
し

始
め
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
り
、
東
京
府
側
も
大
蔵
省
と
協
議
の
う

え
、
武
士
地
・
町
人
地
・
社
寺
地
を
問
わ
ず
地
税
を
課
す
案
を
立
て

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
府
や
大
蔵
省
の
構
想
と
し
て
検
討
さ

れ
て
い
る
段
階
で
あ
っ
て
、
府
に
お
い
て
も
政
府
に
お
い
て
も
、
統

治
行
政
自
体
は
、
武
士
地
・
町
人
地
・
社
寺
地
と
い
う
区
分
に
の
っ

と
り
、
そ
れ
ら
の
空
間
に
対
応
し
た
身
分
組
織
を
通
じ
て
行
わ
れ
て

お
り
」（
点
線
は
引
用
者
、
意
味
は
後
述
）
と
説
明
し
て
お
ら
れ
る
。

　
だ
が
、
た
と
え
構
想
の
段
階
で
あ
れ
、
武
家
地
・
町
地
の
有
税
化

が
、
と
も
に
政
府
・
東
京
府
の
部
内
で
確
定
し
た
方
向
と
し
て
推
進

さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
関
連
す
る
布
告
に
そ
の
計
画
が
何

ら
か
の
形
で
事
前
に
反
映
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
考
え
て
、
は
じ
め
て
ⓑ
案
が
裁
可
さ
れ
た
際
、
そ
の
文
面
か
ら

成
立
や
撤
廃
へ
の
事
情
や
様
相
を
異
に
す
る
土
地
と
し
て
「
三
都
府

を
始
め
そ
の
余
宿
町
」
が
意
識
さ
れ
、
そ
れ
に
応
じ
た
別
の
有
税
化

計
画
を
進
め
る
必
要
か
ら
、
布
告
の
文
面
か
ら
削
除
し
て
お
く
ⓒ
案

が
作
成
さ
れ
た
と
理
解
で
き
る
。

　
か
り
に
百
歩
譲
っ
て
横
山
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、ⓙ
の
内
に「
武

士
地
」
が
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
仮
定
し
て
み
よ
う
。
す
る

と
、
こ
れ
は
ⓕ
の
前
提
と
な
る
文
書
な
の
だ
か
ら
、
少
な
く
と
も
町

地
の
課
税
化
だ
け
は
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
そ
う
し
な
け

れ
ば
伺
書
を
作
成
し
た
意
味
が
な
く
な
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
ⓙ
文
書
は
、
回
答
を
待
つ
形
で
ⓔ
の
布
告
が
公
に
さ

れ
る
前
日
に
太
政
官
へ
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
回
答
は
一
一
月
五
日
に

出
さ
れ
た
こ
と
も
先
に
記
し
た
。
も
し
横
山
氏
が
い
う
よ
う
に
ⓔ
に

三
都
府
に
お
け
る
町
地
の
有
税
化
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

大
蔵
省
の

・
大
輔
は
、
太
政
官
か
ら
回
答
の
来
る
一
ヶ
月
近
く
前

に
、
独
断
専
行
し
て
東
京
府
下
の
町
地
に
関
す
る
無
税
化
を
ⓔ
と
し

て
宣
告
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
ん
な
想
定
は
、
も
と
よ
り
成
り
立
た

な
い
の
で
あ
る
。

検
討
三
、
町
地
は
由
緒
地
と
同
じ
か
？

　
ど
の
よ
う
に
考
え
て
も
、
横
山
氏
の
〝
ⓑ
に
あ
る
「
三
都
府
」
の

無
税
地
に
武
士
地
は
含
ま
れ
て
い
な
い
〟
と
す
る
見
解
は
成
り
立
ち

そ
う
に
な
い
。
そ
こ
で
、
さ
ら
に
、
も
う
百
歩
譲
っ
て
み
よ
う

―

そ
れ
が
（
１
）
へ
の
正
面
か
ら
の
批
判
と
な
る
の
だ
が

―
横
山
氏
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が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
ⓑ
と
ⓔ
が
、「
表
記
は
異
な
っ
て
い
て
も

実
質
的
内
容
は
同
一
」
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、「
町
地
」
の
有
税
化

が
ⓕ
に
も
明
確
に
文
言
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
（
ⓑ
↓

ⓕ
へ
の
流
れ
が
図
の
よ
う
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
も
）、「
町

地
」
の
有
税
化
に
関
す
る
同
じ
命
令
内
容
が
ⓔ
・
ⓕ
両
方
の
布
告
に

盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
同
一
内
容
の
布
告
が
、

二
度
に
わ
た
っ
て
出
さ
れ
る
な
ど
あ
り
え
な
い

―
と
く
に
近
代
に

お
い
て
は

―
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
ⓔ
の
布
告
に
は
「
郷
士
・
百
姓
・
町
人
共
」
と
、
そ
こ
に

「
町
人
」
と
い
う
名
前
が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
ど
こ
に
あ

る
の
だ
ろ
う
か
（
横
山
氏
は
書
い
て
お
ら
れ
な
い
が
、
も
し
か
す
る

と
こ
れ
こ
そ
が
ⓑ
と
ⓔ
を
同
一
と
す
る
積
極
的
な
根
拠
で
あ
る
か
も

し
れ
な
い
）。そ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、町
地
が
無
税
で
あ
っ

た
の
は
、
封
建
領
主
に
よ
る
一
部
中
核
都
市
へ
の
経
済
的
活
性
化
政

策
の
ほ
か
、
宿
町
な
ど
は
助
郷
制
度
へ
の
協
力
の
見
返
り
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、全
国
の
都
市
す
べ
て
が
無
税
地
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
た
だ
し
、
都
市
全
体
を
無
税
地
に
す
る
場
合
、
い
ず
れ
も
、
そ

の
特
定
の
空
間
全
体
を
一
律
に
地
税
を
免
除
し
た
。

　
た
と
え
ば
江
戸
は
、
家
康
が
一
五
九
〇
（
天
正
一
八
）
年
に
江
戸

入
府
し
た
直
後
の
町
割
り
（
古
町
）
へ
移
住
し
て
き
た
商
工
業
者
の

無
税
化
か
ら
は
じ
ま
り

36
＊

、
一
六
〇
三
～
四
（
慶
長
八
～
九
）
年
に
新

都
市
計
画
に
基
づ
い
て
日
本
橋
か
ら
新
橋
に
至
る
土
地
が
埋
め
立
て

ら
れ
た
と
き
、
町
地
と
し
て
全
国
か
ら
商
人
を
呼
び
寄
せ
る
方
針
を

と
り
、「
地
子
免
除
」
を
布
告
し
た
。
そ
れ
以
来
、
江
戸
町
奉
行
の

支
配
下
（
黒
引
内
）
は
す
べ
て
地
税
免
除
が
明
治
維
新
ま
で
つ
づ
い

た
37
＊

。
京
都
の
場
合
も
、
秀
吉
が
天
下
を
統
一
し
た
一
五
九
一
（
天
正

一
九
）
年
に
京
都
洛
中
の
町
屋
す
べ
て
を
地
子
免
除
と
し
、
徳
川
家

も
そ
の
政
策
を
引
き
継
い
だ
。
家
光
が
上
洛
し
た
一
六
三
四
（
寛
永

一
一
）
年
、
洛
外
へ
と
続
く
町
屋
へ
も
そ
れ
を
拡
大
し
た

38
＊

。
家
光
は
、

こ
の
直
後
に
さ
ら
に
大
坂
城
へ
入
り
、
大
坂
三
郷
（
市
内
全
域
）
を

は
じ
め
堺
・
奈
良
を
地
子
免
除
と
す
る
こ
と
を
布
告
し
た

39
＊

。
い
ず
れ

も
幕
府
の
直
轄
地
な
い
し
拠
点
と
す
る
都
市
の
経
済
的
か
つ
人
的
基

礎
を
拡
充
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。し
か
し
、そ
う
な
ら
な
か
っ

た
地
域
の
方
が
、
む
し
ろ
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
い
っ
ぽ
う
宿
場
町
（
宿
駅
）
で
は
、
参
勤
交
代
な
ど
の
た
め
に
必

要
な
人
馬
、
宿
、
茶
店
な
ど
を
無
料
な
い
し
低
価
格
で
提
供
す
る
見

返
り
と
し
て
、
多
く
の
宿
町
に
地
子
免
除
地
が
あ
り
、
た
と
え
ば
追

分
宿
で
は
九
八
八
五
坪
が
免
除
さ
れ
た

40
＊

。
加
賀
藩
の
例
と
し
て
は
、

北
国
街
道
沿
い
の
野
々
市
町
を
一
六
一
四
（
慶
長
一
九
）
年
に
宿
駅

と
し
、
以
後
一
五
〇
間
の
玄
関
口
と
奥
行
き
一
五
間
が
無
税
と
な
り
、

賤民廃止令の制定意図について

95



駅
馬
七
三
頭
と
駅
夫
二
一
〇
人
を
置
い
た
と
さ
れ
る
。
東
海
道
の
箱

根
宿
も
、
類
似
の
人
馬
の
提
供
に
代
え
て
、
全
体
が
無
税
地
で
あ
っ

た
。
こ
れ
ら
も
宿
駅
制
度
に
よ
る
交
通
を
維
持
す
る
た
め
の
方
策
で

あ
っ
た
。

　
そ
の
意
味
で
、む
し
ろ
無
税
と
な
ら
な
か
っ
た
町
地
の
方
が
多
か
っ

た
の
で
あ
る
。
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
の
地
図
に
よ
る
と
、
品
川
宿

で
も
、
中
心
と
な
る
約
半
数
が
無
税
地
に
と
ど
ま
っ
て
い
た

41
＊

。
そ
し

て
有
税
で
あ
っ
た
町
の
内
部
に
も
、
何
ら
か
の
理
由

―
後
世
ま
で

賞
典
な
ど
の
対
象
に
な
り
得
る
よ
う
な
固
有
性
を
も
つ
他
の
理
由

―
に
よ
り
、
特
例
と
し
て
地
子
免
除
さ
れ
た
町
人
の
宅
地
が
あ
っ

た
。
同
じ
町
地
を
対
象
と
し
た
無
税
地
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
施
行

し
た
理
由
と
性
格
が
三
府
な
ど
と
は
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
同

様
の
理
由
で
、
郷
士
・
百
姓
の
宅
地
や
山
林
の
一
部
が
、
周
囲
は
有

税
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
免
租
地
と
し
て
存
在
し
て
い
た

42
＊

。
そ
う

し
た
性
格
の
無
税
地
を
郷
士
・
百
姓
の
持
地
と
と
も
に
「
由
緒
」
に

よ
る
無
税
の
町
地
と
し
て
廃
止
し
た
の
が
ⓔ
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
「
由
緒
地
」
は
、
三
府
な
ど
市
域
地
全
域
が
無
税
化
し

て
い
た
の
と
比
較
し
、規
模
も
範
囲
も
狭
く
、限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
と
く
に
地
子
免
除
の
理
由
が
異
な
る
た
め
、
そ
の
解
消
方
法
も

異
に
せ
ざ
る
を
得
ず
、「
三
都
府
」
と
は
別
に
「
由
緒
地
」
と
し
て

処
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
公
布
も
ⓕ
と
ⓔ
を
分
け
て
行

う
し
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
ⓔ
の
布
告
に
は
但
し
書
き
を
加
え
、
代

わ
り
の
賞
典
が
必
要
と
な
る
場
合
を
想
定
し
た
。
し
か
し
、
ⓕ
に
そ

う
し
た
文
言
は
な
い
。決
定
し
た
理
由
か
ら
し
て
、ま
た
当
然
で
あ
っ

た
。

　
こ
う
し
た
理
解
は
、
何
か
特
別
な
も
の
で
な
く
、
ご
く
常
識
的
な

も
の
で
あ
る
。
ⓑ
が
ⓔ
・
ⓕ
・
ⓗ
へ
と
、
事
情
に
応
じ
て
三
分
割
さ

れ
て
い
っ
た
と
す
る
私
の
説
は
、
き
わ
め
て
自
然
で
妥
当
な
解
釈
と

思
え
る
。

近
世
―
近
代
の
土
地
制
度
の
連
続
面
と
断
絶
面
の
通
史
的
把
握

　
横
山
氏
の
説
は
、
神
学
論
争
に
陥
っ
た
あ
げ
く
の
牽
強
付
会
で
あ

る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
こ
う
し
た
説
を
立
て
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
ず
い
ぶ
ん
考
え
て
み
た
が
、
右
の
点
線
部
分
に
示

さ
れ
て
い
る
よ
う
な
認
識
が
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た

だ
、
そ
れ
が
何
の
説
明
に
も
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
直
後
に
書
い

た
と
お
り
で
あ
る
。

　
横
山
氏
が
そ
こ
で
強
調
し
た
か
っ
た
こ
と
は
、
右
で
「（
東
京
）

府
や
大
蔵
省
（
＝
政
府
）」「（
東
京
）
府
に
お
い
て
も
政
府
に
お
い

て
も
」
と
、
同
意
の
類
似
表
現
を
一
行
の
中
に
繰
り
返
し
二
度
使
っ
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て
お
ら
れ
る
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
横
山

氏
が
強
調
し
て
お
ら
れ
る
の
は
政
府
・
大
蔵
省
よ
り
も
、
東
京
府
の

方
で
あ
る
。
決
定
権
は
、
あ
た
か
も
東
京
に
あ
る
の
か
と
言
わ
ん
ば

か
り
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
い
る
。

　
右
は
、
滝
島
氏
の
研
究
が
、
政
府
・
大
蔵
省
の
政
策
が
東
京
府
と

の
強
い
結
び
つ
き
の
中
で
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
こ
と
を
承う

け
て
の
記
述
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
政
府
と
東
京
府

と
の
間
に
は
明
確
な
立
場
の
違
い
が
存
在
し
た
こ
と
を
、
横
山
氏
は

忘
れ
て
お
い
で
で
は
な
か
ろ
う
か
。
政
府
と
東
京
府
は
互
い
密
接
な

関
係
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
権
限
は
大
き
く
異
な
っ
た

―
も

は
や
江
戸
徳
川
時
代
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
権

限
は
も
ち
ろ
ん
、
視
野
も
政
策
論
理
も
異
な
っ
て
い
た
。

　
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
踏
ま
え
な
が
ら
様
々
な
場
面
で
協
議

し
、
協
力
し
合
っ
て
進
む
場
合
は
多
か
っ
た
。
だ
が
互
い
の
立
場
は
、

と
く
に
廃
藩
置
県
以
後
、
も
は
や
完
全
に
違
う
の
で
あ
る
。
東
京
府

の
役
人
が
実
務
に
精
を
出
し
て
い
る
こ
ろ
、
大
蔵
省
内
部
で
は
、
東

京
府
の
役
人
に
は
予
想
も
つ
か
な
い
よ
う
な
地
租
改
正
の
構
想

―

土
地
の
商
品
化
を
基
礎
に
置
き
、
居
住
の
自
由
化
を
も
た
ら
し
、
賤

民
制
度
の
撤
廃
を
も
必
然
化
す
る
租
税
体
系
の
根
底
的
変
革

―
を

独
自
に
進
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
決
定
権
は
東
京
府

に
で
は
な
く
政
府
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
も
う
江
戸
時

代
で
は
な
い
の
で
あ
る

―
横
山
氏
は
初
歩
的
な
点
に
つ
い
て
誤
り

を
犯
し
て
お
ら
れ
る
。

　
横
山
氏
に
よ
る
と
、
東
京
府
の
行
政
の
延
長
線
上
に
、
あ
た
か
も

日
本
全
国
の
歴
史
展
開
を
想
定
し
て
お
ら
れ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

確
か
に
江
戸
時
代
で
あ
れ
ば
、
江
戸
の
決
定
は
す
な
わ
ち
幕
府
の
決

定
で
も
あ
っ
た
。
両
者
は
直
結
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
と
く

に
廃
藩
置
県
以
降
の
近
代
と
は
、
東
京
が
一
地
方
へ
と
転
落
し
た
時

代
で
あ
る
。
氏
は
東
京
都
公
文
書
館
、
す
な
わ
ち
東
京
府
の
（
地
方
）

史
料
を
か
な
り
活
用
し
て
こ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
が
直
ち
に
政
府
の
動

向
を
示
す
と
は
限
ら
な
い
こ
と
に
注
意
を
払
う
べ
き
で
は
な
か
っ
た

か
。

　
つ
ま
り
横
山
氏
の
論
理
展
開
の
特
徴
は
、
近
世
身
分
制
の
延
長
線

上
に
、
近
代
の
身
分
制
の
誕
生
を
展
望
す
る
も
の
と
こ
ろ
に
あ
る

43
＊

。

た
と
え
ば
、「
維
新
後
に
再
編
さ
れ
た
『
華
・
士
・
卒
』
籍
―
平
民

―
賤
民
籍
の
う
ち
、
前
二
者
の
統
治
組
織
は
八
月
一
八
日
に
統
合
が

決
定
さ
れ
る
が
、
の
こ
る
賤
民
籍
の
廃
止
も
同
時
に
決
定
さ
れ
た
と

み
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
、
同
論
文
の
最
後
の
部
分
で
推

測
し
て
お
ら
れ
る
。
横
山
氏
は
賤
民
廃
止
令
の
成
立
を
、
近
世
的
な

身
分
制
の
整
理
、
簡
略
化
の
延
長
上
に
構
想
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
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る
。

　
こ
う
し
た
近
世
の
統
治
組
織
の
再
編
成
が
、
と
く
に
明
治
初
頭
に

お
い
て
進
ん
だ
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
過
程
を
私
は
『
拙
著
』

に
お
い
て
戸
籍
法
や
行
政
機
構
に
つ
い
て
紹
介
し
、
廃
止
令
制
定
の

前
史
と
し
て
描
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
な
ぜ
「
前
史
」
な
の
か
と

い
え
ば
、
賤
民
身
分
の
処
理
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に

大
江
卓
や
木
戸
孝
允
た
ち
の
漸
進
的
な
い
し
抜
擢
の
解
放
論
と
し
て
、

近
世
秩
序
を
徐
々
に
変
革
す
る
も
の
と
し
て
発
案
さ
れ
、
数
年
か
け

て
推
進
す
る
こ
と
が
、
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
七
月
の
廃
藩
置
県

ま
で
の
方
針
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
は
、
廃
藩
置
県
後
に
、
賤
民
廃
止
令
の
も
つ
ド

ラ
ス
チ
ッ
ク
な
政
策
に
よ
り
、
瞬
時
の
う
ち
に
覆
さ
れ
、
制
度
構
想

と
し
て
は
連
続
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
七
月
前
半
ま
で
の
政
府
部

内
の
論
議
は
、
史
料
を
厳
密
に
検
証
す
る
と
き
、
賤
民
廃
止
令
と
内

容
的
に
断
絶
し
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
最
重
要
点
で
あ
る
。

　
た
だ
、
こ
れ
ま
で
に
も
、
何
人
も
の
方
が
、
右
の
『
拙
著
』
が
た

ど
り
着
い
た
地
点
、
す
な
わ
ち
断
絶
の
視
点
を
無
視
し
、
ふ
た
た
び

そ
れ
以
前
の
議
論
に
逆
戻
り
さ
せ
、
戸
籍
法
や
地
方
統
治
機
構
の
再

編
の
延
長
上
に
、
つ
ま
り
断
絶
を
欠
い
た
近
世
と
の
連
続
性
の
う
ち

に
廃
止
令
の
成
立
を
展
望
し
よ
う
と
す
る
努
力
を
繰
り
返
し
、
当
然

の
結
果
と
し
て
挫
折
し
て
こ
ら
れ
た
。
横
山
氏
も
同
様
で
あ
る
と
言

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
う
し
た
理
由
の
第
一
は
、
即
時
無
条
件
の
廃
止
と
い
う
、
廃
止

令
が
も
つ
法
制
的
な
論
理
構
造
を
多
く
の
研
究
者
が
理
解
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
戸
籍
法
や
地
方
統
治
機
構
の
再
編
な

ど
と
い
っ
た
要
因
は
、
そ
も
そ
も
、
あ
く
ま
で
も
副
次
的
な
要
因
で

あ
り
、
前
史
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
『
拙
著
』
に
お
い

て
検
討
済
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
が
自
説
を
発
表

し
て
後
、
す
く
な
か
ら
ず
の
方
が
再
検
討
と
称
し
て
行
っ
て
き
た
の

は
、
ほ
と
ん
ど
一
様
に
、
私
の
発
見
し
た
史
料
の
読
み
直
し
で
あ
り
、

そ
れ
を
別
の
意
味
内
容
へ
と
解
釈
し
よ
う
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
言
わ
せ
て
い
た
だ
く
な
ら
ば
、
そ
の
程
度
の
検
討
な
ら
ば
、
私

個
人
に
お
い
て
は
、
も
う
と
っ
く
に
終
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
不

可
能
と
な
っ
て
い
る
解
釈
の
縮
小
再
生
産
を
一
々
読
み
直
す
の
は
も

う
飽
き
た
。
そ
う
し
た
こ
と
に
気
づ
か
な
い
の
は
、
先
行
研
究
へ
の

軽
視
で
あ
ろ
う
。

　
そ
も
そ
も
他
人
の
発
見
し
た
史
料
を
使
い
、
そ
こ
に
す
べ
て
ぶ
ら

下
が
り
な
が
ら
、
何
か
新
し
い
発
見
を
期
待
す
る
と
い
う
怠
惰
な
姿

勢
か
ら
は
、
何
も
生
ま
れ
な
い
と
私
は
信
じ
て
い
る
。
横
山
氏
が
こ

98



れ
ら
難
解
な
史
料
を
読
み
解
こ
う
と
さ
れ
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
何

人
か
の
研
究
者
よ
り
優
れ
て
い
る
。
だ
が
、
氏
が
私
を
批
判
す
る
た

め
に
使
わ
れ
た
史
料
は
す
べ
て
、
私
が
発
見
し
、
す
で
に
発
表
を
済

ま
せ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
自
ら
三
井
文
庫
ま
で
足
を
運
び
再

確
認
さ
れ
た

―
こ
れ
も
他
の
研
究
者
よ
り
僅
か
優
れ
て
い
る

―

が
、
大
同
小
異
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
廃
止
令
に
直
結
す
る
史
料
は
あ
く
ま
で
も
ⓖ
で
あ
る
。

こ
の
全
文
は
『
公
文
録
』
辛
未
八
月
大
蔵
省
伺
（
一
九
）
に
収
め
ら

れ
て
い
る

44
＊

。
そ
の
立
案
者
は
、
史
料
ⓑ
ⓙ
と
同
じ
大
久
保
・
井
上
コ

ン
ビ
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
、
大
久
保
・
井
上
と
そ
の
周
辺
に
い

る
開
明
官
僚
た
ち
が
、
三
種
類
の
無
税
地
処
理
と
と
も
に
賤
民
廃
止

令
の
制
定
に
、
人
格
的
に
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
丹
羽
邦

男
氏
の
研
究
は
よ
く
示
し
て
い
る

45
＊

。
も
し
新
し
い
廃
止
令
研
究
を
行

お
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
が
発
見
・
紹
介
し
た
史
料
の
成
り
立

ち
を
、
せ
め
て
私
の
紹
介
し
た
す
べ
て
の
史
料
に
目
を
通
し
て
い
た

だ
き
、
そ
し
て
さ
ら
に
新
史
料
の
一
、
二
で
も
よ
い
、
少
し
は
追
加

し
て
、
新
た
な
角
度
か
ら
説
明
し
て
い
た
だ
け
な
い
か
ぎ
り
、
こ
れ

以
上
研
究
は
進
ま
な
い
だ
ろ
う
。

　
横
山
氏
の
論
文
に
私
は
期
待
し
た
が
、
他
の
何
人
か
の
方
と
同
じ

よ
う
に
、
右
の
三
つ
の
限
界

―
断
絶
性
の
認
識
の
欠
如
・
新
史
料

発
見
へ
の
努
力
の
欠
如
・
核
心
と
な
る
史
料
を
再
検
討
す
る
努
力
の

欠
如

―
を
大
き
く
超
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
く
に
、
横
山

氏
が
発
見
さ
れ
た
賤
民
廃
止
令
に
直
結
す
る
新
し
い
史
料
は
、
一
つ

と
し
て
な
か
っ
た
こ
と
が
残
念
で
あ
る
。
新
し
い
研
究
は
、
新
し
い

史
料
の
発
見
の
上
に
の
み
生
ま
れ
る
。
他
人
の
ま
わ
し
を
借
り
て
相

撲
を
取
る
こ
と
は
、
も
う
や
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
歴
史
研
究
に
お
い
て
も
っ
と
も
難
し
く
ま
た
力
量
が
試
さ

れ
る
の
は
、
時
代
を
通
底
す
る
連
続
性
と
と
も
に
、
そ
の
断
絶
を
も

合
わ
せ
理
解
し
、
記
述
す
る
こ
と
で
あ
る
。
横
山
氏
は
こ
れ
ま
で
、

そ
の
連
続
面
に
緻
密
な
成
果
を
あ
げ
て
こ
ら
れ
た
が
、
私
の
説
を
批

判
さ
れ
て
き
て
こ
ら
れ
た
方
々
と
同
様
に
、
断
絶
性
の
把
握
に
大
い

に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
連
続
面
と
断
絶
面
の
認

識
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
べ
き
通
史
と
い
う
全
体
性
の
把
握
が
欠
け
た

と
き
、
各
部
分
も
ま
た
学
問
的
な
正
確
性
を
失
お
う
。

　
と
く
に
、
今
回
の
よ
う
な
土
地
制
度
の
変
革
が
も
た
ら
す
急
激
な

社
会
変
革
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
都
市
と
し
て
の
江
戸
が
、
近
代

に
な
っ
て
ど
う
変
化
す
る
か
を
、
卑
近
な
と
こ
ろ
か
ら
具
体
的
に
イ

メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
一
八
七
二
（
明

治
五
）
年
以
降
、
そ
れ
ま
で
の
武
家
地
が
ど
う
変
わ
っ
て
い
っ
た
か

を
概
観
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
江
戸
城
や
各
藩
邸
が
過
半
を
占
め
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て
い
た
江
戸
の
町
は
、
近
代
に
な
っ
て
誰
の
土
地
に
な
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
？

　
皇
居
を
は
じ
め
か
な
り
が
明
治
政
府
の
上
地
政
策
に
よ
っ
て
国
の

所
有
物
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
多
く
は
、 

い
っ
た
ん
政
府
が
上
地
し
た
あ
と
、
旧
藩
主
や
武
士
た
ち
へ
払
い
下

げ
ら
れ
、
彼
ら
の
個
人
財
産
へ
と
転
じ
て
い
っ
た

46
＊

。
旧
藩
主
ク
ラ
ス

に
お
い
て
は
、
一
八
七
二
年
七
月
以
降
、
華
族
と
し
て
東
京
住
ま
い

を
命
じ
ら
れ
、
彼
ら
の
宅
地
と
し
て
そ
の
土
地
が
利
用
さ
れ
た
。
使

わ
れ
な
か
っ
た
空
き
地
は
、
桑
や
茶
な
ど
の
農
地
へ
変
え
ら
れ
た
。

明
治
前
半
の
都
市
風
景
と
は
、
そ
う
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
歴
史
を
、
あ
る
い
は
都
市
を
通
史
的
に
把
握
す
る
と
は
、
こ
の
よ

う
な
劇
的
変
化
を
踏
ま
え
た
具
体
的
な
認
識
作
業
の
積
み
重
ね
で
あ

る
。
史
料
の
う
ち
の
微
細
な
点
の
理
解
も
、
そ
う
し
た
巨
視
的
な
視

野
と
結
び
つ
い
た
と
き
、
ま
た
生
き
る
。
横
山
氏
に
欠
け
て
い
る
の

は
通
史
的
視
点
で
あ
る

―
氏
の
視
野
に
は
近
世
史
し
か
な
く
、
近

代
は
、
い
つ
ま
で
待
っ
て
も
始
ま
ら
な
い
。
二
〇
一
八
年
に
刊
行
さ

れ
た
横
山
氏
の
『
江
戸
東
京
の
明
治
維
新

47
＊

』
も
、
武
士
や
町
人
な
ど

の
主
要
身
分
に
つ
い
て
の
叙
述
は
廃
藩
置
県
ま
で
て
終
わ
り
、
そ
の

後
の
記
述
は
、
遊
郭
や
屠
場
な
ど
に
限
定
さ
れ
る
。

　
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
は
私
の
希
望
で
あ
る
が
、
横
山
氏
に
は
右
の

よ
う
な
神
学
論
争
め
い
た
議
論
を
す
る
よ
り
も
、
堂
々
と
構
え
た
研

究
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
と
に
近
代
（
廃
藩
置
県
以
後
）
に
お

け
る
身
分
制
の
解
体
と
変
容
の
研
究
を
深
め
て
い
た
だ
き
た
く
思
う
。

そ
う
す
れ
ば
、
横
山
氏
が
こ
れ
ま
で
読
み
込
ん
で
こ
ら
れ
た
江
戸
・

東
京
の
史
料
は
、
よ
り
広
く
、
通
史
的
・
全
体
的
な
視
点
に
お
い
て

位
置
づ
け
ら
れ
直
す
こ
と
と
な
り
、
ひ
い
て
は
歴
史
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
そ
の
も
の
を
捉
え
た
研
究
と
し
て
、
狭
い
意
味
の
都
市
史
の
研
究

者
の
み
な
ら
ず
、
幅
広
い
人
々
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
研
究
と
な
る

こ
と
だ
ろ
う
。

　
賤
民
廃
止
令
の
理
解
も
、
丹
羽
氏
や
滝
島
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

と
領
域
か
ら
賤
民
廃
止
令
を
位
置
づ
け
て
ゆ
か
れ
た
こ
と
を
参
考
に

し
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
う
し
た
先
に
賤
民
廃
止
令
の
制
定
過
程
や

位
置
づ
け
が
変
わ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
私
は
横
山
氏
の
見
解
を
喜
ん

で
受
け
入
れ
る
だ
ろ
う
。

　
今
回
批
判
は
し
た
と
い
う
も
の
の
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
私

は
横
山
氏
の
研
究
者
と
し
て
の
実
力
と
精
神
を
評
価
し
て
い
る
。
互

い
に
歴
史
の
真
実
の
解
明
に
資
す
る
研
究
を
進
め
て
い
け
る
な
ら
ば
、

研
究
者
冥
利
に
尽
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

―
賤
民
制
廃
止
と
通
史

　
こ
う
し
て
、
史
料
ⓐ
が
ⓒ
、
さ
ら
に
ⓖ
（
賤
民
廃
止
令
原
案
）
を

へ
て
ⓗ
（
正
式
な
賤
民
廃
止
令
）
と
な
り
公
布
さ
れ
た
、
と
す
る
私

の
立
て
た
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
は
、
丹
羽
邦
男
氏
と
滝
島
功
氏
に
よ
る
研

究
や
新
発
見
に
よ
り
補
強
さ
れ
、
よ
り
精
緻
な
も
の
な
り
、
横
山
氏

の
批
判
に
も
耐
え
、
再
び
根
拠
を
与
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
な
ぜ
ⓐ
↓
ⓖ
ⓗ
へ
と
転
じ
た
の
か
に
つ
い
て
、
改
め
て

説
明
を
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
は
、
ⓖ
↓
ⓗ
の
流
れ
は
簡
単
に

説
明
で
き
る
が
、
ⓒ
↓
ⓖ
に
つ
い
て
は
慎
重
さ
の
あ
ま
り
、『
拙
著
』

に
お
い
て
簡
潔
に
説
明
で
き
て
い
な
い
う
ら
み
が
残
っ
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
さ
ら
に
同
書
に
書
い
て
い
な
い
側
面
も
こ
こ
で
指
摘
し
て

お
き
た
い
。

　
史
料
ⓐ
を
見
る
限
り
、
部
落
の
除
地
廃
止
は
、
必
ず
し
も
身
分
制

の
撤
廃
へ
と
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
部
落
の
無
税
地
は
多

く
の
場
合
、
刑
吏
・
清
掃
役
の
代
償
と
し
て
設
定

48
＊

さ
れ
て
い
た
と
は

い
え
、
こ
の
布
告
案
を
作
成
し
た
時
点
で
は
、
除
地
を
上
地
し
て
の

ち
、
払
い
下
げ
に
よ
っ
て
所
有
権
者
を
確
定
し
、
そ
の
上
で
の
有
税

化
を
計
画
す
る
こ
と
に
留
ま
っ
て
い
た
。
穢
多
等
の
屋
敷
地
の
除
地

撤
廃
は
、
維
新
政
府
の
役
人
た
ち
に
と
っ
て
、
必
ず
し
も
身
分
制
の

撤
廃
と
は
結
び
つ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
い
っ
ぽ
う
東
京
府
下
に
は
、
拝
領
地
と
い
う
性
格
を
も
つ
土
地
が

全
敷
地
の
六
〇
％
以
上
あ
り
、
さ
ら
に
約
二
〇
％
ず
つ
の
町
地
と
社

寺
地
が
こ
れ
も
無
税
地
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
土
地
の

有
税
化
を
徐
々
に
進
め
な
が
ら
（
最
初
は
社
寺
地
）、
そ
れ
以
外
を

順
次
検
討
し
て
い
っ
た
。
当
初
か
ら
政
府
は
、
こ
の
東
京
府
内
の
武

家
地
を
、
町
地
と
と
も
に
有
税
化
す
る
こ
と
で
、
地
租
改
正
に
む
け

て
税
負
担
の
公
平
を
も
た
ら
そ
う
と
し
た
。
史
料
ⓙ
に
は
、
そ
う
し

た
公
平
さ
を
貫
く
と
と
も
に
、
都
市
に
お
け
る
土
地
の
価
値
の
重
大

性
を
踏
ま
え
た
姿
勢
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
決
定
的
と
思
わ
れ
る
点
は
、
こ
う
し
た
政
策
の
根
底
に
は
、

も
し
無
税
地
が
、
や
が
て
土
地
の
売
買
が
完
全
に
自
由
化
さ
れ
て
そ

の
ま
ま
転
売
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
な
ら
、
新
た
な
重
大
事

態
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
危
機
感
を
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
無
税
地
ゆ
え
に
希
少
価
値
を
持
ち
、
取
引
価
格
は
高

騰
し
、
た
と
え
ば
数
年
分
の
地
税
を
上
乗
せ
し
て
で
も
買
い
た
い
高

価
な
土
地
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
な
が
ら
、
逆
に
そ
う
し
た
土
地
か

ら
は
肝
心
の
税
を
徴
集
で
き
な
い
事
態
が
広
く
発
生
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
と
き
、
民
衆
の
税
の
不
公
正
感
は
極
点
に

達
し
、
地
租
改
正
の
も
の
へ
の
批
判
と
な
っ
て
表
出
す
る
可
能
性
も

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
少
し
頭
の
よ
い
官
僚
、
政
治
家
で
あ
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れ
ば
す
ぐ
気
づ
く
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
が
「
小
改
正
」
を
急

ぎ
実
施
す
る
目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
か
く
し
て
社
寺
地
に
と
ど
ま
ら
ず
、
本
稿
で
紹
介
し
た
ⓑ
に
含
ま

れ
る
市
街
地
・
穢
多
屋
敷
地
・
由
緒
地
の
有
税
化
が
、
地
租
改
正
の

前
提
と
し
て
「
小
改
正
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
推
進
さ
れ
た
と
推
測
さ

れ
る
。
そ
れ
は
、
表
面
的
に
は
近
世
的
な
税
制
度
に
散
在
す
る
欠
陥

を
是
正
す
る
性
格
を
も
っ
て
出
発
し
た
政
策
で
は
あ
っ
た
が
、
廃
藩

置
県
を
う
け
て
八
月
一
九
日
に
地
券
制
度
の
実
施
方
針
が
確
定
す
る

と
、
さ
ら
に
新
た
な
性
格
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は

「
地
券
」
の
発
行
が
、
身
分
を
超
え
た
土
地
の
売
買
へ
と
転
化
す
る

こ
と
が
意
識
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
と
く
に
市
街
地
と
穢
多
地
は
、
い
ず
れ
も
宅
地
が
主
で
あ
っ
た
た

め
、
そ
の
転
売
は
、
身
分
を
超
え
た
居
住
移
転
の
自
由
化
を
実
現
す

る
こ
と
を
意
味
し
た
。
一
般
の
市
街
地
で
は
、
新
し
く
町
人
が
旧
武

家
地
に
住
む
、
も
し
く
は
逆
の
こ
と
が
起
こ
り
え
た
し
、
部
落
か
ら

も
、
一
般
の
武
家
地
・
町
地
・
百
姓
地
へ
の
移
住
・
移
転
を
も
た
ら

す
可
能
性
が
生
じ
た
。
こ
う
し
て
、
社
会
全
体
に
居
住
の
自
由
が
な

し
崩
し
的
に
実
現
す
る
事
態
を
想
定
し
た
と
き
、
武
家
地
や
町
地
と

い
う
身
分
的
土
地
制
限
を
撤
廃
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、

や
が
て
部
落
に
お
い
て
も
、
土
地
の
商
品
化
が
賤
民
へ
の
支
配
制
度

と
衝
突
し
、
そ
こ
を
「
穢
多
地
」
と
す
る
制
度
の
撤
廃
へ
と
進
ま
ざ

る
を
得
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
居
住
制
限
の
撤
廃
は
、
部
落
以
外
で
あ
れ
ば
す
ぐ
さ
ま

身
分
的
な
在
り
方
そ
の
も
の
の
撤
廃
に
つ
な
が
る
と
は
限
ら
な
い
。

つ
ま
り
武
士
と
町
人
の
居
住
地
の
制
限
や
、
武
家
地
と
町
地
と
い
う

区
別
そ
の
も
の
は
な
く
な
る
と
し
て
も
、
身
分
（
家
的
な
結
合
）
そ

れ
自
体
が
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
部
落
の
場
合
、

そ
う
は
い
か
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
と
い
う
の
は
、
部
落
は
法
制
度

上
「
社
会
外
」
の
存
在
で
あ
り
、
一
般
社
会
か
ら
居
住
地
の
隔
離
は

も
と
よ
り
、
日
常
的
な
つ
き
あ
い
の
上
で
の
忌
避
・
排
除
を
受
け
、

行
政
的
機
構
や
裁
判
制
度
も
、
他
の
身
分
と
支
配
形
態
を
異
に
し
て

い
た
。
他
の
身
分
で
あ
れ
ば
居
住
地
を
自
由
に
変
え
て
も
身
分
と
し

て
存
続
で
き
る
が
、
部
落
の
場
合
、
居
住
の
自
由
は
「
社
会
内
」
存

在
へ
の
転
入
を
意
味
し
、
そ
れ
自
身
が
直
ち
に
賤
民
を
差
別
し
て
き

た
制
度
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
史
料
ⓐ
で
目
指
さ
れ
た
、
賤
民
の
宅
地
の
有
税
化
構
想
の
時
点
で

は
、
ま
だ
単
な
る
居
住
地
の
税
の
近
世
的
な
改
革
の
延
長
に
す
ぎ
ず
、

身
分
制
そ
の
も
の
と
の
衝
突
は
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

居
住
制
限
を
解
か
れ
た
形
で
、
部
落
民
が
身
分
的
性
格
を
保
っ
た
ま

ま
各
地
へ
自
由
に
移
動
す
る
こ
と
想
定
し
た
と
き
、
当
時
の
社
会
が
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も
つ
部
落
へ
の
理
解
を
も
と
に
考
え
れ
ば
、
そ
れ
が
部
落
の
身
分
そ

の
も
の
の
廃
止
・
撤
廃
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
、
賤
民
の
実
態
に
詳

し
い
者
な
ら
ば
、
つ
い
に
理
解
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　
こ
う
し
た
認
識
へ
の
転
換
と
飛
躍
は
、
無
税
地
全
体
を
撤
廃
す
る

「
小
改
正
」
の
進
行
の
上
に
、
地
券
（
土
地
の
商
品
化
）
に
も
と
づ

く
税
法
が
政
府
部
内
で
固
ま
っ
て
い
く
な
か
で
、
官
僚
た
ち
の
頭
脳

の
中
で
融
合
・
合
体
し
、
や
が
て
化
学
変
化
を
引
き
起
こ
し
た
と
推

測
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
同
時
並
行
的
な
進
行
の
あ
り
さ
ま
は
、
本
章

で
こ
れ
ま
で
述
べ
た
事
実
を
時
系
列
で
並
べ
て
み
る
と
よ
く
わ
か
る
。

　
八
月

　
八
日

　
大
蔵
省
が
穢
多
屋
敷
地
の
有
税
化
の
伺
書
を
太

政
官
へ
提
出
（
ⓐ
を
再
提
出
）

　
同
月
一
九
日

　「
大
蔵
省
租
税
寮
事
務
章
程
」に
お
い
て「
地
券
」

制
度
の
採
用
を
正
式
決
定

　
同
月 

同 

日
　
大
蔵

・
大
輔
連
名
で
市
街
地
・
穢
多
地
・
由

緒
地
の
有
税
化
案
（
ⓑ
）
を
提
出

　
同
月 

同 

日
　
太
政
官
が
ⓑ
案
か
ら
市
街
地
を
除
く
よ
う
指
示

（
ⓒ
）

　
同
月
二
二
日

　
大
蔵
省
が
賤
民
廃
止
令
の
原
案
（
ⓖ
）
を
作
成

し
て
提
出

　
同
月
二
八
日

　
賤
民
廃
止
令
を
太
政
官
が
公
布
（
ⓗ
）

　
同
月
二
九
日

　
三
府
下
へ
の
地
券
税
方
針
の
実
施
を
租
税
寮
が

予
告
（
ⓘ
）

　
九
月
二
三
日

　
こ
の
日
ま
で
に
ⓒ
案
か
ら
さ
ら
に
穢
多
地
を
削

除
し
ⓓ
案
を
作
成

一
〇
月

　
七
日

　
地
券
発
行
を
東
京
府
か
ら
開
始
す
る
伺
い（
ⓙ
）

を
大
蔵
省
が
提
出

　
同
月

　
八
日

　
太
政
官
は
ⓓ
案
を
そ
の
ま
ま
公
布

一
二
月
二
七
日

　
東
京
府
地
券
発
行
令
（
ⓕ
）
を
太
政
官
が
公
布

　　
こ
の
よ
う
に
時
系
列
で
と
ら
え
た
場
合
、
部
落
問
題
に
と
っ
て
焦

点
と
な
る
の
は
、
八
月
一
九
日
か
ら
二
二
日
ま
で
の
二
～
三
日
間
の

こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
居
住
地
へ
地
券
税
法
を
施
行

す
る
な
ら
、
と
く
に
部
落
の
場
合
、
賤
民
制
度
と
矛
盾
せ
ざ
る
を
え

ず
、
地
租
改
正
の
実
現
の
た
め
に
は
賤
民
制
の
方
を
廃
止
す
る
し
か

な
い
と
い
う
認
識
が
、
こ
の
短
期
間
に
生
ま
れ
、
賤
民
廃
止
令
の
制

定
が
急
き
ょ
断
行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
理
解
こ
そ
ⓐ
↓
ⓒ
↓
ⓖ
へ
の
展
開
の
説
明
で
あ
り
、『
拙

著
』
の
核
心
と
な
る
説
で
あ
っ
た
。
私
は
、
同
書
に
収
録
し
た
処
女
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論
文
を
発
表
す
る
前
に
、
改
め
て
渡
辺
広
・
黒
田
俊
雄
両
氏
の
著
作

か
ら
、「
社
会
外
」
と
い
う
賤
民
規
定
が
成
り
立
つ
こ
と
を
再
確
認
し
、

拙
稿
の
発
表
に
踏
み
切
っ
た
経
緯
が
あ
る
。
以
後
、
私
の
廃
止
令
研

究
は
、
こ
の
「
社
会
外
」
と
い
う
賤
民
へ
の
差
別
規
定
が
通
史
的
に

確
認
で
き
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
と
不
可
分
の
も
の
と
な
っ
た
。
私

が
通
史
に
こ
だ
わ
っ
て
き
た
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
。

　
し
か
し
今
、『
こ
れ
で
わ
か
っ
た
！
部
落
の
歴
史
』
と
『
こ
れ
で 

な
っ
と
く
！
部
落
の
歴
史
』
の
二
冊
を
書
き
上
げ

49
＊

、
改
め
て
「
社
会

外
」
規
定
が
部
落
の
歴
史
全
体
に
通
用
す
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。

右
の
二
書
に
は
、
そ
う
し
た
賤
民
規
定
を
証
明
す
る
史
料
を
、
中
世

か
ら
近
代
に
か
け
て
多
数
掲
載
し
た
こ
と
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

た
と
え
ば
幕
末
に
お
い
て
、
部
落
民
が
町
地
へ
密
か
に
移
住
す
る
よ

う
に
な
る
と
、「
穢
多
狩
り
」
と
称
す
る
摘
発
が
各
地
で
厳
し
く
実

施
さ
れ
た
。
こ
れ
は
他
の
身
分
に
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、

も
し
賤
民
身
分
が
居
住
の
自
由
を
得
て
一
般
社
会
に
流
入
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
制
度
は
維
持
で
き
な
い
と
い
う
、
賤
民
廃
止
令
の
伏
線
と

な
る
事
実
を
示
し
て
い
る

50
＊

。

　
も
ち
ろ
ん
成
り
立
た
な
い
の
は
「
制
度
」
だ
け
で
あ
り
、
慣
行
（
慣

習
）
と
し
て
の
部
落
民
個
人
へ
の
日
常
的
な
「
つ
き
合
い
上
の
差
別
」

に
つ
い
て
は
、「
廃
止
令
」
後
も
、
そ
の
ま
ま
存
続
す
る
こ
と
が
容

認
さ
れ
た
。
こ
ち
ら
は
地
租
改
正
（
土
地
の
商
品
化
）
と
矛
盾
し
な

い
か
ら
で
あ
る
。
賤
民
制
度
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
部
落

を
全
体
と
し
て
「
社
会
外
」
へ
排
除
し
た
上
で
、
行
政
的
・
法
律
的

支
配
を
行
う
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
と
く
に
近
世
の
賤
民
制
度
は
、

そ
う
し
た
観
点
か
ら
は
じ
め
て
説
明
可
能
で
あ
る
。
地
租
改
正
と
い

う
動
機
の
も
と
で
は
、
そ
う
し
た
制
度
の
全
的
撤
廃
が
必
要
で
あ
る

と
意
識
は
さ
れ
た
も
の
の
、
慣
習
的
な
差
別
に
つ
い
て
為
政
者
た
ち

の
関
心
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

　
こ
う
し
た
近
代
的
変
革
を
受
け
て
、
町
人
・
百
姓
も
「
平
民
」
と

い
う
、
近
代
性
を
獲
得
し
た
家
（
族
）
的
な
身
分
と
し
て
（
戦
後
憲

法
の
施
行
ま
で
）
と
ど
ま
り
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
し
、
武
士
も

「
士
族
」
と
し
て
、
ま
た
「
華
族
」
も
、
同
じ
形
態
を
も
っ
て
同
時

期
ま
で
生
き
続
け
た
。
部
落
も
、
賤
民
制
度
こ
そ
撤
廃
さ
れ
た
が
、

日
常
的
で
慣
習
的
な
差
別
を
国
家
的
に
容
認
さ
れ
つ
づ
け
た
。
拙
著

『
こ
れ
で
な
っ
と
く
！
部
落
の
歴
史
』
に
お
い
て
私
は
、
近
代
に
お

け
る
法
体
系
や
裁
判
所
の
判
決
へ
と
検
討
を
進
め
、
そ
の
こ
と
を
確

認
し
た
。
そ
れ
ら
は
近
世
的
な
身
分
で
は
な
く
、
近
代
的
な
居
住
と

職
業
の
自
由
の
も
と
で
存
在
し
た
差
別
で
あ
り
、
近
代
的
身
分
の
姿

で
あ
っ
た
。
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註
＊
１

　『
こ
れ
で
な
っ
と
く
！
部
落
の
歴
史
』
解
放
出
版
社
、
二

〇
一
〇
年
一
〇
月
、
三
〇
～
四
二
頁
、
一
一
七
～
一
一
九
頁
な

ど
に
お
い
て
、
生
活
上
の
差
別
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
抑
止
す
る

効
果
が
布
告
に
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
多
数
紹
介

し
た
。
と
く
に
「
便
器
の
教
訓
」（
同
上
一
一
八
頁
）
は
衝
撃

的
で
あ
る
。

＊
２

　
拙
著
『
明
治
維
新
と
賤
民
廃
止
令
』
解
放
出
版
社
、
一
九

九
〇
年
二
月
。
廃
止
令
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
同
書
の
第

三
章
「
賤
民
廃
止
令
の
成
立
過
程
」（
初
掲
載
は
『
部
落
解
放

研
究
』
第
二
〇
、
二
一
号
に
「『
解
放
令
』
成
立
過
程
の
研
究
」

上
・
下
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
）、
お
よ
び
補
論
三
「
賤
民
制
廃

止
の
論
理
」
に
詳
述
し
た
。

＊
３

　
拙
著
『
明
治
維
新
と
賤
民
廃
止
令
』
第
四
章
「
賤
民
廃
止

令
の
法
的
内
容
」
二
六
八
頁
。
こ
れ
が
初
掲
載
さ
れ
た
の
は
『
ヒ

ス
ト
リ
ア
』
第
九
三
号
の
拙
著
「
明
治
四
年
賤
民
制
廃
止
令
の

法
的
内
容
」
に
お
い
て
で
あ
る
。

＊
４

　
丹
羽
邦
男
『
土
地
問
題
の
起
源
』
平
凡
社
、
一
九
八
九
年

八
月
。
同
『
地
租
改
正
法
の
起
源
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九

九
五
年
三
月
。
滝
島
功
『
都
市
と
地
租
改
正
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
三
年
一
二
月
な
ど
。

＊
５

　
拙
著
『
明
治
維
新
と
賤
民
廃
止
令
』「
序
章
」
を
参
照
さ

れ
た
い
。

＊
６

　
拙
著
『
こ
れ
で
わ
か
っ
た
！
部
落
の
歴
史
』
第
九
回
（
章
）、

解
放
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
。

＊
７

　
拙
著
『
明
治
維
新
と
賤
民
廃
止
令
』
第
一
章
参
照

＊
８

　
拙
著
『
明
治
維
新
と
賤
民
廃
止
令
』
六
〇
頁
以
下
の
大
岡

玄
蔵
の
建
議
。

＊
９

　
拙
著
『
明
治
維
新
と
賤
民
廃
止
令
』
六
三
頁
以
下
に
紹
介

し
た
渋
沢
栄
一
の
記
憶
に
よ
る
と
、
統
一
戸
籍
の
編
成
に
合
わ

せ
て
公
議
所
で
の
議
論
を
吸
収
し
よ
う
と
彼
は
試
み
た
け
れ
ど

も
、
結
果
と
し
て
大
き
な
変
化
を
み
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。

＊
10

　
拙
著
『
明
治
維
新
と
賤
民
廃
止
令
』
六
二
頁
以
下
の
「
版

籍
奉
還
以
後
の
賤
民
問
題
」「
東
京
府
と
賤
民
制
の
矛
盾
」
の

二
つ
の
節
、
お
よ
び
五
四
～
五
五
頁
も
合
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た

い
。

＊
11

　「
改
正
掛
」
に
つ
い
て
は
、
前
出
の
丹
羽
『
地
租
改
正
法

の
起
源
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。

＊
12

　
以
下
の
基
本
史
料
の
う
ち
ａ
～
ｈ
ま
で
は
原
田
・
上
杉
編

『
近
代
部
落
史
資
料
集
成
』
第
一
巻
、
三
一
書
房
、
五
四
頁
以
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下
に
、
日
付
を
追
っ
て
収
録
し
た
。
な
お
『
拙
著
』
で
は
一
一

七
頁
末
以
下
。

＊
13

　
拙
著
『
明
治
維
新
と
賤
民
廃
止
令
』
一
一
八
頁
。

＊
14

　
明
治
三
年
四
月
の
民
部
省
伺
書
。
前
出
の
原
田
・
上
杉
編

『
近
代
部
落
史
資
料
集
成
』
第
一
巻
、
三
一
書
房
、
五
五
頁
下

段
。

＊
15

　
拙
著
『
明
治
維
新
と
賤
民
廃
止
令
』
一
二
六
～
一
二
七
頁
。

＊
16

　
財
団
法
人
三
井
文
庫
所
蔵
の
「
井
上
侯
建
議
要
項
一
」。 

『
拙
著
』
二
二
〇
頁
。

＊
17

　
前
出
の
原
田
・
上
杉
編
『
近
代
部
落
史
資
料
集
成
』
第
一

巻
、
五
八
～
五
九
頁
。

＊
18

　
拙
稿
「
明
治
維
新
と
賤
民
廃
止
令
」（
研
究
史
）『
部
落
史

研
究
か
ら
の
発
信
』
第
二
巻
（
黒
川
み
ど
り
編
、
解
放
出
版
社
、

二
〇
〇
九
年
六
月
）
参
照
。

＊
19

　
滝
島
功
『
都
市
と
地
租
改
正
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三

年
一
二
月
、
二
五
～
二
七
頁
。

＊
20

　
滝
島
前
書
三
〇
頁
、『
法
規
分
類
大
全
』
官
職
門
三
（
原

書
房
、
二
三
六
頁
）。

＊
21

　
滝
島
前
書
、
三
一
頁
。

＊
22

　
福
島
正
夫
『
地
租
改
正
の
研
究
』（
増
補
版
）
有
斐
閣
、

一
九
七
〇
年
一
一
月
、
八
三
頁
。

＊
23

　
福
島
正
夫
『
地
租
改
正
の
研
究
』（
増
補
版
）
有
斐
閣
、

一
九
六
二
年
九
月
、
八
六
頁
。

＊
24

　
国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
公
文
録
』
壬
申
大
蔵
省
伺
附
録
地

券
、
２
Ａ

－

９

－

公
６
５
９
。
滝
島
前
書
、
二
五
頁
。

＊
25

　
拙
著
『
明
治
維
新
と
賤
民
廃
止
令
』
二
二
三
頁
。

＊
26

　『
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要
』
別
冊
・
藤
田
先
生

退
職
記
念
、
二
〇
一
〇
年
三
月
。

＊
27

　
同
右
、
二
九
七
頁
。

＊
28

　
同
右
、
二
九
五
頁
。

＊
29

　
同
右
、
二
九
六
頁
。

＊
30

　
部
落
解
放
研
究
所
編『
史
料
集
・
明
治
初
期
被
差
別
部
落
』

二
六
〇
～
二
六
一
頁
。
わ
か
り
や
す
さ
を
考
慮
し
て
体
裁
に
若

干
の
改
変
を
加
え
た
。

＊
31

　
前
掲
『
史
料
集 

明
治
初
期
被
差
別
部
落
』「
解
題
」
一
〇

四
六
～
七
頁
参
照
。

＊
32

　
青
木
孝
寿
『
近
代
部
落
史
の
研
究
』
部
落
問
題
研
究
所
、

一
九
八
二
年
。

＊
33

　
そ
こ
で
紹
介
し
た
の
は
東
京
・
品
川
・
山
梨
・
長
野
・
岐

阜
・
広
島
・
京
都
・
岡
山
・
神
山
・
高
知
・
長
崎
の
例
で
あ
る
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が
、
典
拠
な
ど
す
べ
て
挙
げ
、
多
く
は
『
近
代
部
落
史
資
料
集

成
』
第
一
～
二
巻
に
採
録
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
が
す
べ
て

賤
民
廃
止
令
に
直
結
し
て
い
る
こ
と
が
、
史
料
の
文
面
か
ら
理

解
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

＊
34

　
註
26
横
山
論
文
二
九
四
頁
下
段
。

＊
35

　
滝
島
前
書
『
都
市
と
地
租
改
正
』
二
五
頁
に
は
、
膳
所
藩

か
ら
の
「
士
族
邸
宅
そ
の
他
管
内
の
寺
地
、
商
戸
沽
券
地
に
至

る
ま
で
」
の
有
税
化
計
画
が
浮
上
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、

こ
れ
が
地
租
改
正
の
発
端
と
な
っ
た
こ
と
は
「
研
究
史
上
の
常

識
」
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

＊
36

　『
東
京
百
年
史
』
第
一
巻
、
四
九
三
頁
。

＊
37

　
東
京
都
編
『
都
市
紀
要
一
三

　
明
治
初
年
の
武
家
地
処
理

問
題
』
一
九
六
五
年
九
月
、
一
頁
。

＊
38

　
京
都
市
編
『
京
都
の
歴
史
』
四
、
一
九
六
九
年
一
〇
月
、

三
八
九
～
三
九
五
頁
。

＊
39

　『
新
修
大
阪
市
史
』
第
三
巻
、
一
九
八
九
年
三
月
、
一
九

八
頁
以
下
。

＊
40

　
児
玉
幸
多
『
近
世
宿
駅
背
戸
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一

九
五
七
年
、
三
八
九
頁
。

＊
41

　「
弘
化
二
年
九
月
沿
革
御
調
に
つ
き
品
川
領
宿
村
書
上
控
」

＊
42

　『
公
文
録
』
五
三
五
の
二
八
に
は
宮
谷
県
か
ら
「
百
姓
持

ち
除
地
」
の
有
税
化
に
つ
い
て
の
伺
い
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
「
村
々
百
姓
ど
も
の
内
に
も
、
前
々
荒
蕪
の
地

開
墾
い
た
し
候
勤
行
に
よ
り
、
旧
幕
お
よ
び
旧
地
頭
に
お
い
て

開
墾
地
の
内
差
し
遣
わ
し
、
英
世
高
外
除
地
所
持
罷
り
あ
り
候

類
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
例
は
、
郷
士
や
町
地

の
造
成
に
協
力
し
た
町
人
の
場
合
な
ど
も
想
定
さ
れ
る
。

＊
43

　
横
山
百
合
子
『
明
治
維
新
と
近
世
身
分
制
の
解
体
』
山
川

出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
一
五
・
二
〇
四
頁
に
お
い
て
「
移
行

期
」
の
概
念
を
提
出
し
て
お
ら
れ
、
こ
れ
は
戸
籍
法
に
内
在
し

た
矛
盾
と
し
て
の
属
地
空
間
と
身
分
制
に
よ
る
二
重
支
配
が
併

存
す
る
時
期
を
想
定
し
て
お
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の

矛
盾
は
戸
籍
法
自
身
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
は
な
く
。

横
山
氏
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
人
の
移
動
を
生
み
出
し

た
社
会
的
原
動
力
と
寄
留
人
を
管
理
す
る
行
政
の
矛
盾
が
生
み

出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
す
る
な
ら
ば
、
地
租
改
正
へ
向
け

た
土
地
の
有
税
化
と
売
買
に
よ
る
居
住
の
自
由
化
の
現
実
が
、

さ
ら
な
る
矛
盾
を
戸
籍
法
体
制
に
持
ち
込
む
こ
と
は
必
然
で
あ
っ

た
。
行
政
施
策
や
法
の
外
部
に
あ
る
こ
う
し
た
経
済
的
要
因
が

行
政
や
法
の
矛
盾
を
さ
ら
に
押
し
広
げ
、
や
が
て
劇
的
な
変
化
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が
起
こ
り
、
新
た
な
法
制
度
を
生
み
出
す
と
い
う
見
方
が
、
横

山
氏
に
も
う
一
つ
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

＊
44

　
原
田
・
上
杉
編
『
近
代
部
落
史
資
料
集
成
』
第
一
巻
、
五

八
頁
下
段
。
ま
た
拙
著
『
明
治
維
新
と
賤
民
廃
止
令
』
一
一
六

～
七
頁
に
収
録
し
た
。
た
だ
し
、
簿
冊
名
を
「
辛
未
八
月
大
蔵

省
之
部
全
」
と
誤
記
し
た
場
合
が
あ
る
。
目
録
番
号
は
２
Ａ

－

９

－

公
５
７
９
で
あ
る
。

＊
45

　
と
く
に
実
質
的
中
心
は
井
上
馨
で
あ
る
が
、
そ
の
周
囲
の

人
物
に
つ
い
て
は
丹
羽
邦
夫
『
地
租
改
正
法
の
起
源
』
ミ
ネ
ル

ヴ
ァ
書
房
、
第
三
章
三
節
参
照
。

＊
46

　
明
治
初
年
か
ら
地
租
改
正
ま
で
の
土
地
所
有
の
変
化
に
関

す
る
概
観
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
編
『
都
市
紀
要
一
三

　
明
治

初
年
の
武
家
地
処
理
問
題
』（
都
政
史
料
館
、一
九
六
五
年
九
月
）

が
、
地
租
改
正
の
結
果
の
土
地
所
有
者
状
況
に
つ
い
て
は
野
口

孝
一
「
明
治
初
期
東
京
の
土
地
所
有
状
況
」（『
総
合
都
市
研
究
』

第
三
〇
号
、
一
九
八
七
年
）
な
ど
が
詳
し
い
。

＊
47

　
横
山
百
合
子
『
江
戸
東
京
の
明
治
維
新
』
岩
波
新
書
、
二

〇
一
八
年
八
月
。

＊
48

　
拙
著
『
明
治
維
新
と
賤
民
廃
止
令
』
二
三
八
頁
註
34
参
照
。

＊
49

　
二
冊
に
つ
い
て
は
、
註
１
と
２
を
参
照
。

＊
50

　
拙
著
『
こ
れ
で
わ
か
っ
た
！
部
落
の
歴
史
』
一
七
四
下
段

～
一
七
五
頁
。
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江
戸
時
代
の
清
水
寺
に
存
在
し
た
「
仁
王
門
下
の
惣
門
」
と
門
番

― 

『
成
就
院
日
記
』
を
中
心
に 

―

吉
　
住

　
恭

　
子
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今
回
は
、
江
戸
時
代
の
清
水
寺
に
存
在
し
た
「
仁
王
門
下
の
惣
門
」

と
門
番
に
つ
い
て
『
成
就
院
日
記
』
を
中
心
に
お
話
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
の
お
話
の
順
番
と
し
ま
し
て
は
、
ま

ず
そ
も
そ
も
『
成
就
院
日
記
』
と
は
ど
ん
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
を

簡
単
に
ご
説
明
し
た
後
に
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
ま
す
「
馬
駐
門
の

門
番
六
兵
衛
に
ふ
り
か
か
っ
た
災
難
」
で
す
と
か
、
こ
の
馬
駐
門
以

外
に
も
清
水
寺
の
伽
藍
廻
り
に
は
江
戸
時
代
に
い
く
つ
か
の
門
が
設

置
さ
れ
ま
し
た
の
で
そ
う
い
っ
た
も
の
の
歴
史
と
、
そ
れ
ら
が
絵
図

や
あ
る
い
は
地
誌
な
ど
に
ど
う
描
か
れ
て
い
る
か
を
見
て
い
き
ま
し

て
、
最
後
に
馬
駐
門
が
い
か
に
重
要
だ
っ
た
の
か
、
そ
こ
に
は
清
水

寺
な
ら
で
は
の
問
題
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

は
じ
め
に

　
『
成
就
院
日
記
』
に
つ
い
て

　
『
成
就
院
日
記
』
と
い
う
の
は
、
清
水
寺
の
僧
坊
の
一
つ
で
あ
る

成
就
院
に
お
い
て
書
き
継
が
れ
た
公
用
日
記
で
す
。
現
在
で
も
成
就

院
は
存
在
し
て
い
ま
す
が
、
江
戸
時
代
初
め
の
寛
永
の
時
に
火
災
に

あ
い
、
今
の
場
所
に
移
り
ま
し
た
。
も
と
も
と
成
就
院
と
い
う
の
は

清
水
寺
の
中
で
も
、
い
わ
ゆ
る
寺
僧
と
呼
ば
れ
る
法
会
な
ど
に
携
わ

る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
伽
藍
の
修
理
を
お
こ
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は

江
戸
時
代
に
な
り
ま
す
と
門
前
町
を
支
配
す
る
と
い
う
よ
う
な
仕
事

を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
代
々
書
き
継
が
れ
た
日
記
が
残
さ
れ
て

い
ま
す
。
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
か
ら
文
久
四
年
（
元
治
元
・
一

八
六
四
）
ま
で
の
約
百
七
十
年
分
が
冊
子
の
形
状
で
二
百
十
冊
残
さ

れ
て
い
ま
す
。
た
だ
百
七
十
年
と
申
し
ま
し
て
も
、
中
に
は
抜
け
て

い
る
年
次
な
ど
も
あ
り
ま
す
の
で
、
す
べ
て
を
通
じ
て
残
っ
て
い
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
九
九
〇
年
の
初
頭
に
『
清
水
寺
史
』
が

編
纂
さ
れ
、
そ
の
時
に
は
こ
の
『
成
就
院
日
記
』
の
存
在
は
知
ら
れ

て
い
ま
し
た
し
、
寺
史
の
中
に
も
数
多
く
引
用
さ
れ
て
重
要
な
史
料

だ
と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
寺
史
が
完
成

し
た
後
に
そ
れ
を
す
べ
て
翻
刻
し
よ
う
、
全
貌
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
い
う
こ
と
で
始
ま
っ
た
の
が
現
在
の
編
纂
事
業
に
な
り
ま
す
。

　
私
も
今
回
お
話
し
す
る
の
で
、
何
年
前
か
ら
お
手
伝
い
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
か
な
と
思
い
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
二
〇
〇
六
年
で
す

の
で
も
う
十
三
年
く
ら
い
た
っ
て
い
ま
す
。
現
在
は
第
一
巻
の
元
禄

七
年
か
ら
第
四
巻
の
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
六
月
ま
で
が
刊
行
さ

れ
て
お
り
ま
し
て
、
今
は
そ
の
次
の
第
五
巻
の
刊
行
の
た
め
の
校
正

作
業
で
す
と
か
、
あ
と
は
そ
の
次
の
第
六
巻
以
降
の
原
稿
を
作
っ
て

い
く
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
ま
す
。『
清
水
寺
史
』
の
方
で
も
た
く

さ
ん
引
用
さ
れ
て
は
い
る
の
で
す
が
、
や
は
り
全
部
一
言
一
句
追
っ
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て
い
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
今
回
翻
刻
作
業
を
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
今
ま
で
あ
ま
り
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
わ
か
っ
て
き

て
い
ま
す
。
今
回
は
そ
ち
ら
の
ほ
う
の
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
が
成
就
院
と
い
う
の
は
「
門
前
境
内
」
を

管
轄
す
る
立
場
と
い
う
こ
と
で
、
門
前
に
住
む
人
々
と
町
奉
行
所
と

の
間
の
仲
介
を
し
て
い
ま
す
。
京
都
町
奉
行
配
下
の
与
力
・
同
心
で

す
と
か
、
あ
る
い
は
洛
外
で
す
の
で
、
方
角
で
い
う
と
南
東
を
管
轄

す
る
四
座
雑
色
の
う
ち
松
尾
と
い
う
家
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う

雑
色
と
の
行
政
上
の
や
り
と
り
に
関
す
る
も
の
が
大
変
克
明
に
残
っ

て
い
ま
す
。
例
え
ば
門
前
町
に
住
ん
で
い
る
家
の
売
買
で
す
と
か
、

こ
う
い
う
商
売
を
し
た
い
と
か
、
あ
る
い
は
喧
嘩
の
仲
裁
か
ら
、
本

当
に
い
ろ
ん
な
人
の
や
り
と
り
、
そ
れ
も
で
き
る
だ
け
門
前
町
内
で

お
さ
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
お
さ
ま
ら
な
い
時
に
は
町
奉

行
所
ま
で
訴
え
出
て
し
ま
う
、
そ
う
な
る
と
今
度
は
町
奉
行
所
の
方

が
で
て
き
て
大
袈
裟
に
な
る
、
そ
う
い
う
大
変
面
白
い
内
容
と
い
う

の
が
豊
富
に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
現
存
し
な
い
清
水
寺

の
堂
舎
、
今
日
お
話
し
す
る
の
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
昔
あ
っ
た

弁
財
天
池
と
か
は
今
は
な
い
で
す
け
ど
、
そ
う
い
っ
た
昔
の
景
観
ま

で
き
ち
ん
と
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
重
要
だ
と
思
い
ま

す
。

　
先
ほ
ど
司
会
の
方
か
ら
ご
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
「
京
都
武
鑑
」

で
す
が
、
こ
れ
は
江
戸
時
代
の
京
都
で
書
肆
、
出
版
業
者
が
刊
行
し

ま
し
た
京
都
に
お
け
る
江
戸
幕
府
の
役
人
の
名
鑑
に
な
り
ま
す
。
今

残
っ
て
い
る
最
古
の
も
の
は
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
版
で
す
が
、

こ
れ
（
図
１
）
は
幕
末
、
元
治
二
年
（
慶
応
元
・
一
八
六
五
）
の
も

の
で
す
。
以
前
、
京
都
市
歴
史
資
料
館
で
「
京
都
武
鑑
」
が
現
在
ど

れ
く
ら
い
残
さ
れ
て
い
る
の
か
整
理
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
東
京

の
三
井
文
庫
で
す
と
か
そ
う
い
っ
た
所
の
調
査
を
し
ま
し
て
集
め
た

も
の
を
上
下
巻
に
分
け
て
影
印
本
で
刊
行
し
ま
し
た
。

　
京
都
で
す
と
公
家
の
町
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
の
で
す
が
、
当

然
な
が
ら
京
都
所
司
代
が
あ
り
ま
す
し
、
京
都
町
奉
行
も
あ
り
ま
す

し
、
二
条
城
周
辺
は
完
全
に
武
士
た
ち
の
住
む
場
所
に
な
っ
て
い
ま

す
。
御
所
の
方
に
も
禁
裏
付
と
い
う
役
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
、

実
は
江
戸
幕
府
の
役
人
た
ち
が
た
く
さ
ん
来
て
い
ま
す
。
中
で
も
一

番
住
民
に
と
っ
て
密
接
な
つ
な
が
り
を
も
つ
の
が
町
奉
行
の
与
力
、

同
心
に
な
り
ま
す
。
こ
の
地
図
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
住
宅
地

図
だ
と
い
う
の
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。こ
れ
は
ち
ょ

う
ど
今
の
二
条
駅
の
あ
た
り
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
京
都
町
奉
行

が
あ
っ
た
周
辺
に
与
力
・
同
心
の
役
宅
、
い
ま
で
い
う
社
宅
が
あ
り

ま
し
て
、
そ
こ
に
ど
ん
な
人
が
い
ま
す
よ
、
さ
ら
に
は
そ
の
人
が
ど

江戸時代の清水寺に存在した「仁王門下の惣門」と門番
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ん
な
仕
事
を
し
て
い
ま
す
よ
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。
こ
れ

を
見
れ
ば
、
例
え
ば
何
か
相
談
が
あ
る
時
と
か
、
お
願
い
が
あ
る
時

に
は
そ
こ
に
行
け
ば
い
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
大
変
重
宝
が
ら

れ
て
い
ろ
い
ろ
と
作
り
替
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
裏
側
の
面
（
図

２
）
が
こ
う
い
う
形
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、
一
番
上
は
幕
末
で
す
か

ら
、
京
都
守
護
職
で
松
平
肥
後
守
（
容
保
）
と
か
も
出
て
き
て
い
ま

す
け
れ
ど
も
、
下
の
方
に
は
東
町
奉
行
と
西
町
奉
行
の
与
力
・
同
心

が
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
い
う
仕
事
に
つ
い
て
い
る
か
と
い
う
の
を
書
い
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
町
奉
行
の
与
力
・
同
心
が
住
民
と
密
接
に
関

わ
っ
て
い
た
の
は
わ
か
る
の
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
京
都
町
奉
行
の

史
料
自
体
と
い
う
の
は
ま
と
ま
っ
て
は
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
散
逸

し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
し
、
与
力
・
同
心
が
具
体
的
に
ど
ん
な
事
を

し
て
い
た
の
か
と
い
う
の
は
い
ろ
ん
な
史
料
か
ら
拾
っ
て
い
か
な
い

と
い
け
な
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、『
成
就
院
日
記
』
に
は
こ
う
い
っ

た
町
奉
行
の
与
力
・
同
心
の
名
前
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。
私
が

『
成
就
院
日
記
』
の
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
が
二
〇
〇

六
年
か
ら
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
前
に
「
京
都
武
鑑
」
の
仕
事
を

し
て
い
ま
し
て
、
与
力
・
同
心
の
動
向
と
か
を
調
べ
て
い
た
の
で
す
。

史
料
が
な
く
て
ど
う
し
よ
う
か
な
と
思
っ
て
い
た
時
に
お
声
を
か
け

て
い
た
だ
い
て
、『
成
就
院
日
記
』
を
読
み
ま
し
た
ら
、
今
ま
で
出

図１　元治２年版「京都武鑑」（京都市歴史資料館大塚コレクション）
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て
こ
な
か
っ
た
人
た
ち
が
い
っ
ぱ
い
出
て
き
ま
し
た
。
職
務
と
し
て

町
に
来
て
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
い
る
、
亡
く
な
っ
た
人
が
い
れ
ば
そ
の

検
死
に
も
来
る
と
い
う
状
況
で
、
も
の
す
ご
く
克
明
に
与
力
・
同
心

の
動
き
が
わ
か
り
ま
す
。
し
か
も
元
禄
七
年
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
ま

す
の
で
、
現
存
す
る
武
鑑
よ
り
前
の
時
代
の
与
力
・
同
心
た
ち
が
出

て
く
る
と
い
う
こ
と
で
、
私
と
し
て
は
『
成
就
院
日
記
』
の
翻
刻
作

業
を
し
て
一
番
良
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
こ
の
与
力
・
同
心
た
ち
の

実
態
が
わ
か
っ
た
こ
と
で
す
。
但
し
、
今
日
お
話
を
し
た
い
の
は
、

与
力
・
同
心
で
は
な
く
て
、
今
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
「
馬
駐
門
」

と
い
う
門
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
　
馬
駐
門
の
門
番
六
兵
衛
に
ふ
り
か
か
っ
た
災
難

　
最
初
に
、
こ
の
馬
駐
門
の
門
番
六
兵
衛
に
ふ
り
か
か
っ
た
災
難
に

つ
い
て
で
す
。
元
禄
七
年
、
第
一
巻
の
記
事
で
す
が
、
ま
る
で
時
代

小
説
を
読
ん
で
い
る
か
の
よ
う
な
内
容
で
す
の
で
、
紹
介
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
こ
れ
（
図
３
）
が
ち
ょ
う
ど
該
当
の
箇
所
で
す
。
記
録

を
し
て
最
後
に
日
付
を
書
き
ま
す
の
で
、「
六
月
二
十
三
日
」
と
書

い
て
あ
る
そ
の
翌
日
、
次
の
行
で
す
ね
。「
壱
丁
目
」
と
い
う
と
こ

ろ
か
ら
が
話
に
な
り
ま
す
。（
史
料
Ａ
）

　
ど
ん
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
こ
れ
は
一
丁

図２　図１の裏面
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目
の
年
寄
が
成
就
院
に
そ
の
日
に
あ
っ
た
揉
め
事
を
報
告
し
た
こ
と

か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
ま
す
。
ど
ん
な
揉
め
事
が
あ
っ
た
か
と
い
い
ま

す
と
、「
今
朝
七
つ
時
分
」
で
す
の
で
午
前
四
時
く
ら
い
に
「
馬
駐

の
門
へ
何
方
の
者
共
知
ら
ざ
る
侍
一
人
来
り
」
と
い
う
こ
と
で
、
ど

こ
の
者
と
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
侍
が
一
人
来
ま
し
て
「
参
詣
の

者
な
の
で
門
を
明
け
て
く
れ
」
と
い
う
こ
と
を
言
う
わ
け
で
す
ね
。

と
こ
ろ
が
番
人
の
六
兵
衛
は
、「
ま
だ
門
を
開
け
る
時
間
に
は
な
っ

て
い
な
い
。
間
も
な
く
明
六
つ
（
午
前
六
時
頃
）
に
な
り
ま
す
の
で
、

そ
れ
ま
で
ち
ょ
っ
と
お
待
ち
く
だ
さ
い
」
と
侍
に
答
え
ま
し
た
。
そ

の
ま
ま
門
を
開
け
ず
に
「
夫
よ
り
堂
廻
り
吟
味
に
上
り
候
」
と
い
う

こ
と
で
、
伽
藍
廻
り
の
巡
回
に
出
か
け
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
た
め

侍
は
そ
こ
で
待
た
さ
れ
た
状
態
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
タ
イ
ミ
ン
グ
悪
く
、
六
坊
の
中
の
一
つ
「
義
乗
院
の
家

来
」
が
愛
宕
詣
に
出
か
け
て
い
た
の
が
戻
っ
て
来
ま
し
た
。
当
然
な

が
ら
門
を
叩
い
た
。
け
れ
ど
も
六
兵
衛
は
巡
回
し
て
い
ま
す
の
で
門

に
は
い
ま
せ
ん
。
な
に
も
応
答
が
な
い
の
で
し
き
り
に
門
を
叩
い
て

い
た
ら
、
そ
ば
に
あ
っ
た
「
子
安
」
と
い
う
の
は
子
安
の
塔
、
泰
産

寺
の
こ
と
で
す
が
、
そ
こ
の
家
来
の
藤
兵
衛
と
申
す
者
が
出
て
き
て
、

「
何
事
で
す
か
」
と
尋
ね
た
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、「
私
は
儀

（
義
）
乗
院
の
家
来
で
愛
宕
詣
に
行
っ
て
い
て
帰
っ
て
き
た
と
こ
ろ

図３　『成就院日記』元禄７年６月24日条（清水寺蔵）
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で
す
」
と
言
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
藤
兵
衛
は
そ
の
ま
ま
門
を
開
け
て

通
し
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
時
に
勿
論
そ
ば
で
待
っ
て
い
た
侍
も
、

門
が
開
い
た
も
の
で
す
か
ら
一
緒
に
入
っ
て
行
き
、
参
詣
を
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
ば
っ
た
り
六
兵
衛
と
出
会
う
わ
け
で
す
ね
。
六
兵
衛
は

堂
よ
り
の
帰
り
道
だ
っ
た
の
で
す
が
、
侍
は
「
こ
ん
な
に
簡
単
に
開

け
る
こ
と
が
で
き
る
門
を
な
ぜ
開
け
な
か
っ
た
の
か
」
と
言
っ
て
六

兵
衛
の
頭
を
は
り
倒
し
た
の
で
す
。
そ
う
し
た
ら
六
兵
衛
は
堪
忍
で

き
な
い
と
、
き
ち
ん
と
い
わ
れ
る
と
お
り
に
仕
事
を
し
た
の
に
、
な

ん
で
自
分
が
怒
ら
れ
な
く
て
は
い
け
な
い
の
か
訴
え
出
る
わ
け
で
す

ね
。
門
前
町
の
年
寄
勘
左
衛
門
に
訴
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
勘
左
衛
門

は
様
子
を
聞
い
て
六
兵
衛
に
会
わ
ず
に
居
留
守
を
つ
か
っ
て
、
事
な

き
に
し
よ
う
、
あ
ま
り
揉
め
事
を
大
き
く
し
た
く
な
い
と
す
る
わ
け

で
す
ね
。
そ
の
う
ち
に
侍
の
方
も
子
安
の
塔
に
寄
っ
て
い
た
の
で
す

が
、
そ
の
ま
ま
出
発
し
た
と
聞
い
て
、
勘
左
衛
門
は
成
就
院
に
こ
う

い
う
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
と
報
告
に
来
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
勘

左
衛
門
に
し
て
は
穏
便
に
済
ま
せ
た
と
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
成

就
院
か
ら
言
わ
れ
た
の
は
、
勘
左
衛
門
の
や
り
方
は
承
知
で
き
な
い
、

侍
を
留
め
置
い
て
ど
う
し
て
調
べ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
し

た
。

　
ち
ょ
っ
と
史
料
を
中
略
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
勘
左
衛
門
の
言

い
分
と
し
て
は
、
大
袈
裟
に
す
る
と
大
変
な
こ
と
に
な
る
の
で
、
兎

も
角
、
門
番
の
六
兵
衛
に
堪
忍
さ
せ
た
な
ら
そ
れ
で
良
い
だ
ろ
う
と
、

六
兵
衛
に
言
い
含
め
て
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
、
と
い
う
こ
と
で

し
た
。
成
就
院
の
方
も
ど
こ
の
侍
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
ど
、
侍
相
手

で
す
か
ら
そ
れ
な
ら
ば
し
よ
う
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

そ
れ
と
は
別
に
「
役
人
に
て
も
こ
れ
無
き
藤
兵
衛
御
門
を
明
け
候
事

合
点
参
ら
ず
候
」
と
い
う
こ
と
で
、
門
番
で
も
な
い
の
に
子
安
の
塔

の
家
来
の
藤
兵
衛
が
馬
駐
門
を
明
け
た
こ
と
は
承
知
で
き
な
い
と
、

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
厳
し
く
取
り
調
べ
な
さ
い
と
言
っ
て
注
意
す

る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
で
年
寄
は
藤
兵
衛
を
呼
び
寄
せ
て
取
り
調
べ

た
と
こ
ろ
、
藤
兵
衛
は
自
分
の
「
無
調
法
致
し
候
間
」
と
、
勝
手
な

こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
と
お
詫
び
を
言
っ
た
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ

て
い
ま
す
。

　
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
わ
か
る
の
は
、
元
禄
七
年
の
時
点

に
清
水
寺
に
は
「
馬
駐
門
」
と
称
さ
れ
る
門
が
あ
っ
て
、
門
番
が
い

て
門
の
開
閉
や
さ
ら
に
は
伽
藍
廻
り
の
巡
回
な
ど
を
行
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
は
門
の
開
閉
の
時
間
が
決
ま
っ
て
い
て
緊

急
の
用
事
で
な
け
れ
ば
、
た
だ
参
詣
に
来
た
と
か
で
あ
れ
ば
、
あ
く

ま
で
待
つ
よ
う
に
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
こ
の
侍
だ

け
の
話
で
は
な
く
、
少
し
後
に
な
り
ま
す
が
、
同
じ
く
清
水
寺
に
参
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詣
に
来
た
け
れ
ど
惣
門
が
ま
だ
開
い
て
い
な
い
の
で
寒
い
し
ち
ょ
っ

と
休
ま
せ
て
く
だ
さ
い
と
い
う
こ
と
で
門
前
の
知
り
合
い
を
訪
ね
て

来
た
人
が
そ
こ
で
切
腹
を
は
か
る
と
い
う
大
問
題
を
起
こ
し
た
話
も

あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
門
の
開
閉
時
間
は
厳
守
さ
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
も
う
一
つ
は
、
子
安
の
家
来
で
あ
っ
た
藤
兵
衛
が
開
け
た

こ
と
で
厳
し
く
叱
ら
れ
た
よ
う
に
、
門
番
以
外
の
も
の
が
「
馬
駐
門
」

を
勝
手
に
開
閉
す
る
こ
と
は
厳
し
く
咎
め
ら
れ
て
い
ま
す
。『
成
就

院
日
記
』
で
現
存
す
る
一
番
古
い
も
の
が
元
禄
七
年
で
す
け
れ
ど
も
、

元
禄
七
年
の
こ
の
一
年
間
で
、
二
月
か
ら
八
月
ま
で
の
間
に
三
名
、

馬
駐
門
の
門
番
が
交
代
を
す
る
と
い
う
く
ら
い
「
馬
駐
門
」
は
い
ろ

ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
時
期
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
史

料
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
で
は
「
馬
駐
門
」
と
い
う
の
は
何
処
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と

で
、
当
時
の
地
誌
な
ど
を
見
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
番
有
名
な
地
誌

『
都
名
所
図
会
』
の
清
水
寺
を
描
い
た
俯
瞰
図
に
は
、
残
念
な
が
ら

そ
れ
ら
し
き
門
は
描
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
何
に
載
っ
て
い

る
か
と
い
い
ま
す
と
『
花
洛
細
見
図
』（
図
４
）
で
す
。
こ
れ
が
ち
ょ

う
ど
元
禄
の
終
わ
り
で
す
の
で
、
先
ほ
ど
の
六
兵
衛
た
ち
と
近
い
時

期
の
も
の
に
な
り
ま
す
。
こ
ち
ら
が
本
堂
あ
た
り
に
な
っ
て
、
こ
ち

図４　宝永元年（1704）刊『花洛細見図』の馬駐と子安塔

（国立国会図書館デジタルコレクションより）
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ら
が
仁
王
門
に
な
り
ま
す
。
一
番
左
側
の
と
こ
ろ
に
仁
王
門
と
「
馬

と
ゝ
め
（
駐
）」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
手
前
に
少
し
だ

け
塔
が
見
え
ま
し
て
、「
子
や
す
の
と
う
（
子
安
の
塔
）」
と
書
い
て

あ
り
ま
す
。
そ
の
間
に
こ
れ
が
門
な
の
か
と
い
う
く
ら
い
簡
略
さ
れ

て
い
ま
す
け
れ
ど
、
門
ら
し
き
も
の
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が

お
そ
ら
く
は
「
馬
駐
門
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

元
禄
の
頃
の
状
況
を
描
い
て
い
る
の
は
残
念
な
が
ら
こ
れ
く
ら
い
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
今
、
清
水
寺
は
修
復
を
さ
れ
て
い
る
所
で
、

馬
駐
の
ほ
う
は
修
復
が
終
わ
り
ま
し
た
の
で
、
修
理
工
事
報
告
書
な

ど
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
馬
駐
の
建
物
自

体
は
江
戸
時
代
の
初
期
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
場
所

は
移
動
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
境
内
の
整
備
に
と
も

な
っ
て
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
に
元
々
あ
っ
た
場
所
か
ら
北
へ

約
一
〇
メ
ー
ト
ル
曳
屋
を
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
昭
和

九
年
（
一
九
三
四
）
に
は
室
戸
台
風
の
被
害
を
受
け
て
、
そ
の
三
年

後
に
馬
駐
の
修
復
を
し
ま
す
け
れ
ど
、
そ
の
際
に
建
築
位
置
を
こ
ん

ど
は
反
対
側
、
南
東
に
約
一
・
三
メ
ー
ト
ル
ず
れ
た
場
所
に
解
体
移

築
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
現
在
の
馬
駐
の
場
所
に
な
り
ま
す
。
で

す
の
で
、
先
ほ
ど
の
絵
に
描
か
れ
て
い
た
馬
駐
と
は
場
所
が
違
う
と

い
う
こ
と
を
先
に
ご
紹
介
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
　
清
水
寺
の
伽
藍
廻
り
に
設
置
さ
れ
た
諸
門〔
馬
駐
門
・
瀧
下
門
・

延
年
寺
越
門
〕
の
歴
史

　
つ
ぎ
に
「
馬
駐
門
」
が
い
つ
か
ら
置
か
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
す

け
れ
ど
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
『
成
就
院
日
記
』
に
詳
し
い
記
録
が
書

か
れ
て
い
ま
す
。
史
料
Ｂ
で
す
。
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
の
史

料
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
「
覚
」
と
書
い
て
あ
る
一
行
目
の
と
こ
ろ
に

「
清
水
二
（
仁
）
王
門
の
前
幷
に
瀧
の
南
の
方
、
両
所
の
簀
戸
」
簀

戸
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
該
当
の
箇
所
に
な
り
ま
す
（
図

５
）。
こ
れ
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
、
雑
色
の
松
尾
左
兵
衛
か
ら
清

水
寺
の
成
就
院
の
役
人
で
あ
る
藤
林
孫
九
郎
兼
定
に
、
仁
王
門
前
の

門
や
瀧
の
下
に
あ
る
門
は
い
つ
頃
で
き
た
の
か
、
詳
し
く
書
い
て
報

告
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
で
藤
林

が
提
出
し
た
回
答
書
を
『
成
就
院
日
記
』
に
も
書
き
留
め
た
も
の
が

残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
見
ま
す
と
、
清
水
寺
仁
王
門
の
前
と
瀧
の

南
の
方
、
こ
の
二
か
所
の
「
簀
戸
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が

簀
戸
門
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
が
、
い
つ
頃
で
き
た
の
か
と
言
い
ま

す
と
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
で
す
。
そ
の
時
分
の
「
前
田
安
芸
守
」

と
「
小
出
淡
路
守
」
と
い
う
の
は
京
都
町
奉
行
で
す
。
そ
の
奉
行
の

時
に
寺
社
方
に
対
し
て
、
こ
れ
か
ら
朝
夕
の
六
時
頃
に
参
詣
し
て
い

る
人
、
あ
る
い
は
参
籠
し
よ
う
と
し
て
い
る
人
で
疑
わ
し
き
者
が
い
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な
い
か
を
改
め
、
疑
わ
し
い
者
が
い
た
ら
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
か
な

い
よ
う
に
と
の
命
令
が
下
さ
れ
た
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
に
成
就
院

か
ら
右
の
二
か
所
に
簀
戸
を
作
り
た
い
と
い
う
こ
と
を
町
奉
行
に
申

請
し
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
許
可
が
下
り
た
の
で
、
二
つ
の
場
所
に

簀
戸
を
作
り
、
さ
ら
に
門
の
番
人
は
門
前
中
よ
り
差
し
出
し
置
」
く

こ
と
に
し
た
と
書
き
留
め
て
い
ま
す
。
清
水
寺
仁
王
門
の
前
の
門
と

書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
後
に
「
馬
駐
門
」
あ
る
い
は
「
仁
王
門

下
の
惣
門
」
と
呼
ば
れ
る
場
所
に
な
り
ま
す
。
瀧
の
南
の
方
の
門
と

い
う
の
が
「
瀧
（
ノ
）
下
門
」、
こ
れ
は
番
人
が
『
成
就
院
日
記
』

に
も
出
て
き
ま
す
が
「
瀧
の
下
の
番
人
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い

ま
す
の
で
、
お
そ
ら
く
は
そ
う
い
う
感
じ
で
呼
ば
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
馬
駐
門
と
瀧
下
門
の
簀
戸
門
設
置

の
時
期
と
い
う
の
は
、
元
禄
三
年
、
東
町
奉
行
の
前
田
直
勝
と
西
町

奉
行
の
小
出
守
里
が
在
任
中
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。
寺
社
方
に
対
し

て
朝
夕
六
つ
時
、
午
前
六
時
頃
と
午
後
六
時
頃
に
は
寺
社
内
に
い
る

人
物
を
改
め
て
、
参
詣
者
や
参
籠
者
に
疑
わ
し
い
も
の
が
い
た
場
合

は
放
置
し
て
お
か
な
い
様
に
命
じ
ま
し
た
。
元
禄
三
年
八
月
あ
た
り

に
そ
う
い
う
史
料
が
な
い
か
と
町
触
な
ど
を
見
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
れ
に
近
い
、
た
ぶ
ん
こ
れ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
が
六
月
に
出

さ
れ
て
い
ま
す
。（『
京
都
町
触
集
成
』
別
巻
二
）

図５　『成就院日記』元禄15年正月19日条（清水寺蔵）
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こ
の
触
書
に
よ
れ
ば
、
神
社
仏
閣
に
対
し
て
、
伊
勢
参
り
な
ど
と

称
し
て
や
っ
て
く
る
人
々
、
そ
の
人
た
ち
が
昼
夜
に
限
ら
ず
神
社
仏

閣
な
ど
を
徘
徊
し
て
い
る
の
で
、
常
々
悪
い
こ
と
を
し
な
い
よ
う
に

と
い
ろ
い
ろ
禁
止
を
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
今
後
は
「
酉
の
上
刻
よ

り
神
社
仏
閣
は
申
す
に
及
ば
ず
、
境
内
に
一
夜
も
差
し
置
く
べ
か
ら

ず
候
」
と
い
う
こ
と
で
そ
の
建
物
だ
け
で
は
な
く
境
内
で
も
野
宿
と

か
で
き
な
い
よ
う
に
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
但
し
、
通
夜
な

ど
を
望
み
参
籠
し
た
い
と
い
う
人
が
、
正
式
に
申
請
を
し
て
身
元
も

確
か
な
人
物
だ
と
わ
か
れ
ば
、
そ
の
時
に
は
幾
晩
で
も
参
籠
を
許
し

た
ら
良
い
と
し
て
い
ま
す
。
注
目
す
べ
き
は
「
境
内
に
あ
や
し
き
も

の
住
居
せ
し
め
ざ
る
様
に
」
と
い
う
こ
と
で
、
建
物
以
外
の
と
こ
ろ
、

特
に
清
水
寺
は
山
も
そ
ば
に
ひ
か
え
て
い
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
所

に
怪
し
い
も
の
が
住
ま
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
な
さ
い
と
い
う
触
書

が
出
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
そ
の
触
書
を
受
け
て
、
成
就
院
が
二
か
所
、

清
水
寺
の
仁
王
門
の
前
と
瀧
の
南
の
方
に
門
を
作
り
た
い
と
願
い
出

て
、
許
可
が
下
り
た
た
め
に
門
を
設
置
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ

ら
に
、
そ
の
門
番
は
門
前
中
の
住
人
か
ら
勤
め
さ
せ
た
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
先
ほ
ど
の
藤
林
の
記
録
の
続
き
を
見
ま
す
と
、「
右
両
所
の
簀
戸
」

と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
二
か
所
の
門
は
夜
五
つ
時
（
午
後
八
時
頃
）

に
閉
め
て
、
参
詣
者
は
門
で
改
め
て
か
ら
通
す
よ
う
に
し
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
特
に
瀧
の
下
門
と
い
う
の
は
清
閑
寺
に
抜
け
る
所
で
、

渋
谷
街
道
と
か
に
つ
な
が
り
ま
す
の
で
山
科
や
醍
醐
に
通
り
抜
け
た

い
と
い
う
人
も
い
る
、
そ
う
い
う
場
合
は
理
由
を
聞
い
て
承
諾
で
き

る
場
合
は
、
そ
の
門
と
門
の
内
側
も
、
勝
手
に
ど
う
ぞ
で
は
な
く
、

門
番
が
し
っ
か
り
付
き
添
っ
て
通
す
よ
う
に
し
な
さ
い
と
あ
り
ま
す
。

疑
わ
し
い
者
は
一
切
門
内
に
は
出
入
り
さ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
を
決

め
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、
こ
れ
は
清
水
寺
な
ら
で
は
で
す
が
、「
毎
月
十
七
日
夜
、

ま
た
は
七
月
九
日
の
夜
は
、
仁
王
門
の
方
の
簀
戸
は
明
け
置
き
、
参

詣
通
し
申
し
候
」、
こ
れ
は
も
う
お
わ
か
り
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ

の
毎
月
十
七
日
夜
、
十
八
日
と
い
う
の
は
観
音
の
縁
日
に
当
た
り
ま

す
の
で
、
も
の
す
ご
く
参
詣
者
が
増
え
る
わ
け
で
す
ね
。
し
か
も
七

月
九
日
は
今
で
も
あ
り
ま
す
千
日
詣
で
す
。
こ
の
時
に
は
夜
を
徹
し

て
参
詣
者
が
や
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
時
に
は
こ
の
門
を
閉
じ
ず

に
一
晩
中
開
け
て
お
き
な
さ
い
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
十
八
日

の
夜
は
参
詣
の
人
が
も
う
だ
い
た
い
い
な
く
な
っ
た
頃
に
閉
め
た
ら

良
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
最
後
に
あ
り
ま
す
よ
う
に 

「
成
就
院
下
人
、
其
の
外
右
門
番
共
に
堂
廻
り
火
の
用
心
等
見
巡
り

申
し
候
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
だ
け
た
く
さ
ん
の
人
が
境
内
を
出

江戸時代の清水寺に存在した「仁王門下の惣門」と門番
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入
り
し
て
い
れ
ば
、
火
事
な
ど
の
不
測
の
事
態
が
起
こ
り
か
ね
な
い

と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
そ
な
え
て
成
就
院
の
関
係

者
も
門
番
と
一
緒
に
境
内
を
巡
回
し
て
警
備
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。

　
そ
れ
を
具
体
的
に
お
こ
な
っ
て
い
る
状
況
が
、
史
料
Ｃ
に
書
き
留

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
見
ま
す
と
、
昼
と
夜
二
回
、
そ
れ
ぞ
れ

門
前
町
の
年
寄
や
五
人
組
の
人
な
ど
も
一
緒
に
行
動
し
て
い
ま
す
。 

「
本
堂
か
ら
奥
ノ
院
の
境
土
橋
迄
、
夫
よ
り
地
主
下
本
堂
の
裏
廻
り
、

廊
下
よ
り
諸
堂
の
前
廻
り
、
仁
王
門
の
下
竹
門
迄
打
廻
り
、
夫
よ
り

瀧
の
下
見
分
に
て
石
段
を
上
り
本
堂
へ
罷
り
越
す
」
と
い
う
こ
と
で
、

清
水
寺
の
伽
藍
廻
り
を
隅
々
ま
で
廻
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
仁
王
門

の
下
竹
門
」、
惣
門
で
は
な
く
こ
こ
を
「
竹
」
と
い
う
言
い
方
を
し

て
い
る
例
も
多
い
で
す
が
、
そ
こ
ま
で
き
ち
っ
と
廻
る
と
い
う
こ
と

で
す
。「
門
前
の
も
の
共
は
御
門
の
内
に
て
戻
し
申
し
候
」
と
い
う

こ
と
で
、
そ
こ
で
解
散
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
夜
に
も
同
じ
く
伽
藍

廻
り
の
巡
回
を
勤
め
ま
す
。
こ
の
「
菊
田
外
記
」
と
い
う
の
は
成
就

院
の
役
人
と
呼
ば
れ
る
俗
人
で
勤
め
て
い
る
侍
で
す
け
ど
、
そ
の
人

が
代
表
で
勤
め
る
わ
け
で
す
。
伽
藍
を
ず
っ
と
廻
っ
て
門
前
四
丁
目

境
目
ま
で
廻
る
と
い
う
こ
と
で
、
夜
五
つ
時
（
午
後
八
時
頃
）
過
ぎ

に
出
て
四
つ
時
（
午
後
十
時
頃
）
に
帰
る
と
い
う
長
い
時
間
を
か
け

て
巡
回
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
馬
駐
門
は
特
別
に
観
音
の
縁
日
で
す
と
か
、
千
日
詣

の
時
は
一
晩
中
開
け
て
お
き
ま
し
た
。
そ
の
他
、
清
水
寺
の
伽
藍
廻

り
に
は
も
う
一
か
所
、
門
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
史
料
Ｂ
で

は
「
延
念
寺
越
の
簀
戸
口
」
と
い
う
書
き
方
を
し
て
い
ま
す
。
こ
こ

に
は
「
右
の
仰
せ
渡
さ
る
以
前
よ
り
六
坊
中
用
心
と
し
て
、
朝
夕
六

ツ
切
に
〆
一
切
通
し
申
さ
ず
候
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
「
延
念
寺

越
の
簀
戸
門
」
と
い
う
の
は
先
ほ
ど
出
て
き
た
元
禄
三
年
に
町
奉
行

か
ら
い
わ
れ
る
前
か
ら
六
坊
中
が
用
心
の
た
め
設
置
し
て
い
て
、
朝

夕
六
つ
時
（
午
前
六
時
頃
と
午
後
六
時
頃
）
に
は
門
を
閉
め
て
、
閉

め
て
い
る
間
は
一
切
通
行
を
許
さ
な
か
っ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

「
延
念
（
年
）
寺
越
え
」
と
い
う
の
は
『
雍
州
府
志
』
と
か
に
も
出

て
き
て
い
ま
す
が
、「
今
鳥
辺
山
よ
り
清
水
寺
西
門
の
前
に
出
る
所

の
径
路
を
延
年
寺
の
辻
子
と
號
す
」
と
い
う
も
の
で
、
今
で
は
門
自

体
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
こ
の
道
と
い
う
の
は
あ
り
ま
す
。

私
も
『
成
就
院
日
記
』
を
読
ん
だ
後
、
実
際
に
歩
い
て
み
ま
し
た
。

西
門
の
下
か
ら
ず
っ
と
鳥
辺
野
、
西
大
谷
の
方
へ
向
か
う
所
で
す
が
、

そ
の
道
の
横
に
は
い
ろ
い
ろ
な
寺
が
、
江
戸
時
代
と
同
じ
場
所
に
存

在
し
て
い
ま
し
て
、
こ
こ
が
延
年
寺
越
え
の
門
な
ん
だ
な
と
思
い
ま

し
た
。
今
も
清
水
寺
の
境
界
フ
ェ
ン
ス
扉
を
閉
め
る
の
は
朝
夕
六
時
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と
い
う
こ
と
で
開
閉
の
時
間
と
い
う
の
は
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
ま

す
。

三
　
江
戸
時
代
の
絵
図
や
地
誌
な
ど
に
描
か
れ
た
馬
駐
門
や
そ
の
他

の
門

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
三
つ
の
門
が
ど
ん
な
ふ
う
に
描
か
れ
て
い
た
の

か
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
初
に
ご
紹
介
し
た
『
花
洛
細

見
図
』
に
は
馬
駐
の
門
だ
け
し
か
描
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
（
図

６
）
は
大
変
貴
重
な
史
料
で
『
成
就
院
日
記
』
の
中
に
描
か
れ
て
い

る
指
図
に
な
り
ま
す
。
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
で
す
の
で
少
し
後

の
時
代
に
な
り
ま
す
が
、
成
就
院
の
役
人
が
日
記
を
書
い
て
そ
の
中

に
こ
の
境
内
図
の
こ
と
を
描
き
込
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
宝
性
院
で

す
と
か
、
上
の
方
に
は
六
坊
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。
成
就
院
の
役
人

が
描
い
た
境
内
の
堂
塔
配
置
図
と
い
う
こ
と
で
、
馬
駐
の
近
く
に
は

簡
単
な
形
状
で
門
を
描
い
て
「
サ
ク
（
柵
）
門
」
と
か
、
そ
の
傍
に

「
バ
ン
（
番
所
）」
が
あ
っ
た
こ
と
ま
で
を
注
記
し
て
い
ま
す
。
こ

の
図
は
『
清
水
寺
史
』
第
四
巻
の
図
録
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
て
、

先
ほ
ど
見
て
い
た
だ
い
た
通
り
一
見
す
る
と
ち
ょ
っ
と
荒
々
し
く
、

そ
ん
な
に
丁
寧
に
描
い
て
な
い
か
の
よ
う
な
感
じ
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
の
建
物
の
位
置
関
係
は
し
っ
か
り
と
描
い
て
い
ま
し
て
、
注
記
も

図６　『成就院日記』文政５年２月８日条（清水寺蔵）
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正
確
で
す
。
他
の
絵
図
に
は
み
ら
れ
な
い
情
報
も
数
多
く
盛
り
込
ま

れ
て
い
る
と
の
評
価
を
受
け
て
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、
右
側
の
丁
の
上
の
と
こ
ろ
に
六
坊
が
描
い
て
あ
り
ま
す

が
、
六
坊
、
建
物
自
体
は
五
つ
あ
り
ま
し
て
左
側
に
は
何
も
描
い
て

な
い
所
に
「
真
乗
坊
跡
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
織
田
信
長

に
よ
っ
て
潰
さ
れ
た
か
つ
て
あ
っ
た
堂
坊
の
場
所
で
す
が
、
建
物
は

な
い
け
れ
ど
も
こ
こ
が
跡
地
で
す
よ
と
い
う
こ
と
が
き
ち
ん
と
書
い

て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
拡
大
し
ま
す
と
（
図
７
）
が
馬
駐
近
辺
に
な

り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
西
の
方
を
向
い
て
い
ま
す
が
、
馬
駐
の
所
に
「
サ

ク
門
」（
柵
門
）
と
書
い
て
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
右
側
の
と
こ
ろ
に

小
さ
く
「
バ
ン
」
と
書
い
て
あ
る
の
が
番
所
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
仁
王
門
が
あ
り
ま
す
の
で
、
仁
王
門
と
馬
駐
の
位
置
関
係
を

見
て
い
た
だ
く
と
今
に
比
べ
て
か
な
り
馬
駐
が
仁
王
門
側
の
方
に
位

置
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
「
西
門
」
が
あ
り
ま
す
。
西
門
の
方
か
ら
右
の
方
に
い
き
ま

す
と
「
六
坊
門
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
六
坊
惣
門
と
も

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
僧
坊
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の

出
入
り
口
の
と
こ
ろ
に
大
き
な
立
派
な
門
が
構
え
ら
れ
て
い
た
の
で

す
が
、
そ
の
「
六
坊
門
」
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
「
バ
ン
（
番
所
）」

が
あ
り
ま
す
。
僧
坊
の
ひ
と
つ
で
「
智
文
院
」
と
記
さ
れ
て
い
る
所

図７　『成就院日記』文政５年２月８日条　馬駐近辺の拡大図（清水寺蔵）
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の
横
に
道
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
鳥
辺
山
に
向
か
う
道
、
延

年
寺
辻
子
に
な
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
柵
で
は
な
く
「
ス
ト
（
簀
戸

門
）」
と
書
き
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
（
図
８
）
は
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
作
成
の
清
水
寺
に
現

在
も
残
さ
れ
て
い
る
と
て
も
大
き
な
「
寺
領
惣
領
絵
図
」
と
い
う
も

の
で
、
馬
駐
近
辺
の
部
分
を
出
し
ま
し
た
。
子
安
の
塔
が
あ
り
ま
し

て
、
そ
れ
の
反
対
側
、
向
か
い
あ
う
か
た
ち
で
「
馬
駐
」
と
書
か
れ

て
い
ま
す
。
馬
駐
の
ち
ょ
っ
と
右
上
の
所
に
「
仁
王
門
」
と
書
い
て

あ
り
ま
す
。
そ
の
馬
駐
と
子
安
の
塔
の
所
を
拡
大
し
ま
す
と
、
こ
う

い
う
形
で
門
ら
し
き
も
の
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
門
の
間
、

「
明
二
間
三
尺
五
寸
」（
約
四
・
七
㍍
）
と
寸
法
ま
で
書
き
込
ま
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
「
寺
領
惣
領
絵
図
」
で
他
の
門
も
確
認
し
た
の
で

す
が
、
残
念
な
が
ら
瀧
の
下
門
と
か
延
年
寺
越
の
門
と
か
は
そ
こ
ま

で
明
確
な
形
で
は
描
き
込
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
こ
れ
も
た
い
へ
ん
有
名
な
も
の
で
す
が
、
大
工
頭
中
井
家
の
絵
図

に
な
り
ま
す
。
大
工
頭
で
西
日
本
の
大
工
の
棟
梁
と
も
い
え
る
立
場

で
、
御
所
で
す
と
か
あ
る
い
は
神
社
仏
閣
な
ど
の
修
復
を
幕
府
に
命

じ
ら
れ
る
中
井
家
に
伝
わ
っ
た
も
の
で
す
。「
洛
東
清
水
寺
惣
絵
図
」

と
い
う
も
の
で
清
水
寺
の
全
景
を
描
い
た
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
該
当
の
と
こ
ろ
を
本
か
ら
と
っ
た
の
で
荒
い
で
す
け
れ
ど 

図８　天保６年作成「寺領惣領絵図」の馬駐近辺（清水寺蔵）
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「
楼
門
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
が
「
仁
王
門
」
で
す
。
そ
の
下
に
「
馬

駐
」
が
あ
り
ま
し
て
、
手
前
に
あ
る
塔
が
子
安
の
塔
で
す
。
そ
の
馬

駐
と
子
安
の
塔
の
壁
の
間
に
門
が
描
か
れ
て
い
る
の
が
馬
駐
門
に
な

り
ま
す
。
こ
れ
が
拡
大
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
こ
う
い
う
か
た
ち
で
「
馬

駐
」
と
子
安
の
間
、
先
ほ
ど
の
門
番
六
兵
衛
が
い
な
か
っ
た
時
に
子

安
の
塔
の
家
来
が
出
て
き
た
と
い
う
の
も
、
す
ぐ
そ
ば
で
す
の
で
門

を
叩
い
て
い
た
ら
何
事
か
っ
て
出
て
く
る
の
も
仕
方
が
な
い
よ
う
な

距
離
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
が
同
じ
中
井
家
の
絵
図
の
延
年
寺
越
門
の
あ
た
り
に
な
り
ま

す
。
わ
か
り
づ
ら
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
三
重
の
塔
の
左
に
「
西

門
」
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
下
に
立
派
な
門
が
あ
る
の
は
六
坊
の
門

で
す
。
そ
の
下
に
六
坊
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
建
物
の
横
に
細
い
道

が
描
か
れ
て
い
ま
し
て
そ
こ
に
「
鳥
辺
野
道
」
と
書
い
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
鳥
辺
山
に
向
か
う
道
で
す
が
、
そ
こ
に
簡
単
な
門
、
さ
っ
き

の
馬
駐
門
に
比
べ
る
と
も
の
す
ご
く
簡
単
な
門
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
が
史
料
Ｂ
で
藤
林
孫
九
郎
が
言
っ
た
と
こ
ろ
の
、「
延
念
寺
越

え
の
簀
戸
口
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
場
所
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
ち
ら

が
瀧
の
南
の
方
で
す
。
音
羽
の
滝
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
下
の
境
目

の
と
こ
ろ
に
小
さ
い
で
す
け
れ
ど
門
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も

本
当
に
簡
単
な
門
で
す
が
、
元
禄
三
年
に
成
就
院
が
建
て
た
「
瀧
の

下
の
門
」
と
い
う
の
は
こ
の
門
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
こ
ち
ら
（
図
９
）
は
『
花
洛
名
勝
図
会
』
と
い
う
、
幕
末
に
京
都

町
奉
行
の
与
力
を
し
て
い
た
平
塚
瓢
斎
が
洛
東
の
い
ろ
ん
な
名
所
に

つ
い
て
著
し
た
地
誌
の
中
の
挿
図
で
、
か
な
り
詳
細
な
と
こ
ろ
ま
で

描
い
て
い
ま
す
。
馬
駐
近
辺
に
な
り
ま
す
。「
子
安
観
音
」
の
塔
が 

あ
っ
て
、
馬
駐
が
あ
り
、
そ
こ
に
門
が
あ
り
ま
す
。
か
な
り
立
派
な

門
が
描
か
れ
て
い
る
の
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

常
夜
灯
が
前
に
あ
っ
て
、
し
か
も
門
の
下
は
石
垣
を
積
ん
だ
よ
う
な

形
に
な
っ
て
、
先
ほ
ど
の
中
井
家
に
比
べ
る
と
か
な
り
立
派
な
門
に

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
幕
末
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
頃
で
す

の
で
後
の
時
期
に
な
り
ま
す
が
、
他
の
門
が
ど
ん
な
ふ
う
に
描
か
れ

て
い
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
こ
れ
（
図
10
）
が
延
年
寺
越
の
門
で
す

ね
。
右
側
に
あ
る
立
派
な
門
が
六
坊
御
門
で
す
。
左
の
ほ
う
に
「
鳥

辺
野
道
」
と
書
い
て
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
門
の
と
こ
ろ
を
人
が
通
っ
て

来
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど
も
、
簡
単
な
門
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
が
延
年
寺
越
門
と
い
う
場
所
に
な
り
ま
す
。
こ
ち

ら
（
図
11
）
が
瀧
の
下
の
門
で
す
が
、
清
閑
寺
に
向
か
う
渋
谷
街
道

へ
の
道
で
ご
く
簡
単
な
門
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
状
態
に
な
り
ま

す
。

　
こ
の
よ
う
に
江
戸
時
代
の
絵
図
あ
る
い
は
地
誌
を
見
ま
す
と
、
清
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図９　元治元年刊『花洛名勝図会』の馬駐門近辺（個人蔵）

図10　元治元年刊『花洛名勝図会』の延年寺越門と六坊惣門（個人蔵）

江戸時代の清水寺に存在した「仁王門下の惣門」と門番
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水
寺
の
門
が
描
か
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、
中
で
も
馬
駐
門
は
別
格
だ

と
い
う
こ
と
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
た
か
と
思
い
ま
す
。

四
　
馬
駐
門
の
役
割
と
形
状

　
そ
れ
で
は
、
馬
駐
門
が
な
ぜ
他
の
門
と
比
べ
て
重
要
視
さ
れ
た
の

で
し
ょ
う
か
。そ
れ
は
清
水
寺
な
ら
で
は
の
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
っ

た
こ
と
か
ら
わ
か
り
ま
す
。

　
先
ほ
ど
門
の
設
置
の
と
こ
ろ
で
出
て
き
ま
し
た
史
料
Ｂ
に
は
、「
清

水
寺
仁
王
門
前
幷
に
瀧
の
南
の
方
両
所
の
簀
戸
」「
延
念
寺
越
え
の

簀
戸
口
」
と
書
い
て
あ
り
、
門
の
形
状
は
三
つ
と
も
簀
戸
門
と
い
う

形
で
書
い
て
い
ま
す
。
簀
戸
門
と
い
う
の
は
、
柵
門
に
も
な
り
ま
す

が
、
竹
を
使
う
ほ
う
が
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
比
較
的
簡
素
な
門
だ

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
『
成
就
院
日

記
』
に
は
「
竹
門
」
と
い
う
表
記
が
よ
く
出
て
き
ま
す
。
そ
の
た
め
、

簀
戸
門
と
い
う
の
は
当
初
は
竹
製
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
今
は
考

え
て
い
ま
す
。
千
日
詣
の
と
こ
ろ
で
ご
紹
介
し
た
「
仁
王
門
の
下
竹

門
迄
」
と
い
う
表
記
を
は
じ
め
、
竹
門
と
い
う
文
言
が
よ
く
出
て
き

ま
す
。
そ
の
竹
門
の
場
所
を
記
す
場
合
、
常
に
仁
王
門
の
近
辺
と
い

う
か
た
ち
で
記
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
位
置
関
係
か
ら
み
て
も
「
仁

王
門
下
の
竹
門
」
と
い
う
の
は
馬
駐
門
だ
と
思
い
ま
す
。
後
で
ご
紹

図11　元治元年刊『花洛名勝図会』の瀧の下門（個人蔵）
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介
し
ま
す
が
、
馬
駐
門
の
門
番
で
角
兵
衛
と
い
う
人
物
が
出
て
き
ま

す
け
れ
ど
も
、
そ
の
角
兵
衛
が
番
を
し
た
所
は
「
仁
王
門
下
の
惣
門
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ほ
ぼ
確
定
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
名
前
は
竹
門
と
シ
ン
プ
ル
で
す
が
、
大
変
重
要
な
場

所
に
な
っ
て
い
ま
す
。
清
水
寺
は
も
と
も
と
興
福
寺
一
乗
院
の
末
寺

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
一
乗
院
宮
や
江
戸
幕
府
の
高
官
な
ど
を

送
迎
す
る
場
所
と
し
て
、
こ
の
竹
門
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に

門
前
町
の
人
々
が
い
ろ
い
ろ
な
仕
事
を
す
る
時
に
も
、
こ
の
伽
藍
廻

り
と
門
前
を
区
切
る
の
を
竹
門
と
い
う
か
た
ち
に
し
て
い
て
、
重
要

な
境
界
の
場
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
史
料
Ｄ
に
そ
の
代
表
的
な
シ
ー
ン
を
あ
げ
て
み
ま
し
た
。
元
文
三

年
（
一
七
三
八
）
に
本
堂
で
ご
本
尊
の
開
帳
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ

の
時
に
奈
良
か
ら
一
乗
院
宮
が
参
詣
に
訪
れ
ま
す
が
、
そ
れ
を
出
迎

え
た
と
い
う
記
事
に
な
り
ま
す
。「
竹
門
の
前
、
北
の
方
に
六
坊
・

目
代
列
し
、
南
の
方
に
御
院
主
、
宮
様
執
行
へ
御
入
り
」
と
あ
り
ま

す
。
仁
王
門
と
竹
門
の
間
の
所
、
子
安
の
塔
の
方
が
南
に
な
り
ま
す
。

馬
駐
の
方
が
北
で
す
。
北
の
方
に
六
坊
と
目
代
た
ち
が
並
ん
で
い
た
。

南
の
方
に
御
院
主
、
こ
れ
は
成
就
院
住
職
の
こ
と
で
す
。
成
就
院
も

並
ん
で
お
迎
え
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
時
に
興
味
深
い
の

は
、
一
乗
院
宮
は
執
行
、
す
な
わ
ち
宝
性
院
の
建
物
に
入
る
わ
け
で

す
。
そ
れ
で
成
就
院
の
方
に
も
ち
ょ
っ
と
寄
り
ま
す
け
れ
ど
、
す
ぐ

に
出
て
い
き
ま
す
。
や
は
り
一
乗
院
と
宝
性
院
や
六
坊
と
の
密
な
つ

な
が
り
が
こ
こ
で
も
う
か
が
え
ま
す
。
そ
の
後
、
成
就
院
の
院
主
が

自
分
の
建
物
に
戻
っ
て
い
ま
す
と
、
や
が
て
宮
様
御
一
行
が
お
帰
り

に
な
り
ま
す
よ
と
い
う
連
絡
が
宝
性
院
か
ら
き
ま
す
。
成
就
院
の
院

主
は
「
今
朝
の
ご
と
く
御
供
に
て
竹
門
迄
御
出
、
何
も
今
朝
の
ご
と

く
」
と
い
う
こ
と
で
、
帰
る
時
も
同
じ
よ
う
に
竹
門
ま
で
出
て
そ
こ

で
お
見
送
り
を
し
ま
し
た
。
こ
の
馬
駐
と
仁
王
門
の
間
の
場
所
が
そ

う
い
う
御
院
主
様
と
か
が
賓
客
を
送
迎
す
る
場
所
に
な
っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
つ
ぎ
の
史
料
Ｅ
も
同
じ
で
す
。
こ
の
「
御
目
付
」
と
い
う
の
は
幕

府
の
役
人
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
京
都
へ
来
た
時
は
い
ろ
ん
な
所

を
巡
見
し
て
い
ま
す
。
こ
の
時
に
は
「

園
筋
御
巡
見
」
と
い
う
こ

と
で
清
水
寺
に
も
来
る
わ
け
で
す
。
出
家
を
し
て
い
な
い
俗
人
の
家

来
の
こ
と
を
、『
成
就
院
日
記
』
で
は
「
役
人
」
と
記
し
ま
す
。
こ

の
役
人
の
斎
藤
主
計
は
「
裏
付
上
下
に
て
例
の
通
三
年
坂
の
上
迄
出

向
き
ご
案
内
仕
る
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
「
役
者
代
」、

こ
れ
は
僧
侶
で
あ
り
成
就
院
の
役
務
に
も
つ
い
て
い
る
人
で
す
が
、

そ
の
役
者
代
の
来
迎
院
は
「
竹
門
下
迄
罷
り
出
て
ご
案
内
仕
り
候
」

と
い
う
こ
と
で
、
竹
門
ま
で
出
迎
え
る
の
で
す
ね
。
つ
ま
り
普
通
の

江戸時代の清水寺に存在した「仁王門下の惣門」と門番
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寺
侍
は
外
の
、
寺
領
の
境
目
ま
で
出
迎
え
に
出
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
巡
見
で
は
来
た
道
と
ち
が
っ
て
、
鳥
辺
野
の

方
に
帰
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
の
で
、
見
送
っ
た
場
所
は
御
院
主
様

は
西
門
の
下
迄
、
斎
藤
主
計
に
関
し
て
は
「
五
条
坂
町
は
つ
れ
迄
」

町
の
は
ず
れ
ま
で
お
見
送
り
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
僧
侶
で
あ
る

の
か
、
あ
る
い
は
俗
人
で
あ
る
の
か
に
よ
っ
て
送
迎
の
場
所
も
使
い

分
け
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
史
料
Ｆ
も
も
う
一
つ
の
例
で
す
が
、
同
じ
く
京
都
に
来
た
江
戸
幕

府
の
高
官
が
清
水
寺
へ
巡
見
に
訪
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
御
迎

え
ご
案
内
し
た
の
は
成
就
院
の
家
臣
、
役
者
と
呼
ば
れ
る
真
淳
房
で

竹
門
に
て
出
迎
え
ま
し
た
。そ
の
後
に
本
堂
・
奥
院
・
其
の
外
諸
堂
・

地
主
・
瀧
宮
な
ど
を
ご
案
内
し
、「
御
当
院
へ
入
ら
れ
御
休
息
」
さ

れ
て
い
ま
す
。
幕
府
関
係
の
役
人
た
ち
が
清
水
寺
に
巡
見
で
訪
れ
る

場
合
、
成
就
院
で
休
息
す
る
と
い
う
事
例
が
多
い
で
す
。
先
ほ
ど
一

乗
院
宮
と
か
は
宝
性
院
の
方
へ
入
っ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
幕
府
の

役
人
は
成
就
院
の
方
へ
来
る
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
つ
な
が
り
が
密

だ
っ
た
と
い
う
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。
御
院
主
様
は
御
座
敷
に
て
お

会
い
に
な
ら
れ
、
こ
の
高
官
が
出
発
さ
れ
る
時
に
は
玄
関
ま
で
御
院

主
は
見
送
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
あ
と
竹
門
迄
は
真
淳
房
が
お
見

送
り
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
竹
門
と
い
う
の
が
僧
侶
の
送
迎
す
る

場
所
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
比
較
的
決
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
ま
す
。

　
幕
府
の
高
官
な
ど
が
清
水
寺
を
訪
問
す
る
際
の
送
迎
場
所
を
ま
と

め
ま
す
と
こ
ん
な
ふ
う
に
な
り
ま
す
。
役
者
（
僧
）
の
場
合
は
「
竹

門
」
が
多
い
で
す
。
役
人
（
俗
人
）
の
場
合
は
「
境
内
は
づ
れ
」
な

ど
と
称
し
ま
し
て
、
清
水
寺
寺
領
の
境
界
ま
で
出
迎
え
た
り
送
っ
た

り
し
て
い
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
「
竹
門
」
と
い
う
の
が
他
の
門
と
比
べ
て
役
割
が
違

う
の
で
あ
れ
ば
、
形
状
も
当
然
異
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
先
ほ
ど
ご
紹
介
し
た
『
成
就
院
日
記
』
の
境
内
堂
塔
配
置
図

を
も
う
一
度
見
ま
す
と
、
延
年
寺
越
の
簀
戸
門
な
ど
は
「
ス
ト
」
の

ま
ま
で
す
。
そ
の
上
に
「
バ
ン
」
と
記
さ
れ
て
ま
す
が
、
こ
れ
は
延

年
寺
越
の
簀
戸
門
で
は
な
く
六
坊
が
申
請
し
作
っ
た
六
坊
惣
門
の
番

所
に
な
り
ま
す
。
鳥
辺
山
に
向
か
う
「
ス
ト
」
と
い
う
の
は
あ
い
も

変
わ
ら
ず
た
だ
の
簀
戸
門
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
馬
駐
の
方
は
「
サ
ク
門
」
と
い
う
形
状
で
、
傍
に
番

所
も
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。『
花
洛
名
勝
図
会
』
で
馬
駐
門
の
方
を

見
ま
す
と
、
石
垣
の
上
に
柵
を
建
て
る
と
い
う
立
派
な
構
造
と
な
り
、

そ
の
前
に
は
常
夜
灯
ま
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
馬
駐
門
に
つ
い
て
は
、
以
前
、『
成
就
院
日
記
』
に
こ
う
い
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う
記
事
が
あ
り
ま
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
に
、『
花
洛
名
勝
図
会
』
で
こ
ん
な
ふ

う
に
描
か
れ
て
い
ま
す
と
喜
ん
で
い
ま
し
た
ら
、
清
水
寺
の
学
芸
員

の
先
生
か
ら
「
良
い
写
真
が
あ
り
ま
す
よ
」
と
教
え
て
い
た
だ
い
た

の
が
次
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
で
す
（
図
12
）。
清
水
寺
で
お
持
ち
の

明
治
の
頃
の
門
前
を
写
し
た
写
真
で
、
手
彩
色
の
写
真
で
す
が
、『
花

洛
名
勝
図
会
』
と
ほ
ぼ
同
じ
風
景
で
す
。
こ
の
右
側
に
あ
り
ま
す
の

が
子
安
の
塔
で
す
。
子
安
の
塔
は
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
に

今
の
場
所
に
移
さ
れ
ま
す
の
で
、
そ
れ
よ
り
も
前
の
も
の
だ
と
い
う

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
さ
ら
に
こ
れ
を
少
し
拡
大
し
ま
す
と
門
の
す

ぐ
そ
ば
に
馬
駐
も
あ
り
ま
す
。
馬
駐
も
修
理
報
告
書
で
明
治
三
十
年

に
北
へ
約
一
〇
メ
ー
ト
ル
曳
屋
さ
れ
た
と
あ
り
ま
す
。
そ
う
な
る
と

こ
の
場
所
に
あ
る
と
い
う
の
は
、
さ
ら
に
明
治
三
十
年
よ
り
以
前
だ

と
い
う
こ
と
が
絞
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
仁
王
門
の

下
、
そ
こ
に
こ
う
い
う
門
が
あ
っ
て
、
し
か
も
子
安
の
塔
の
所
に
壁

が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
ん
な
に
間
も
ス
ペ
ー
ス
が
あ
り
ま
せ
ん
。
と

な
れ
ば
、
こ
の
門
を
し
っ
か
り
と
塞
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
か
な
り
人
の

出
入
り
と
い
う
の
を
見
張
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
馬
駐
門
に
関
し
ま
し
て
は
、
設
置
当
初
の
簀
戸
門
か
ら
、
簡
単
な

柵
門
に
な
っ
て
、
さ
ら
に
石
垣
を
と
も
な
っ
た
柵
門
と
い
う
三
段
階

図12　明治期の清水寺門前を写した手彩色写真（清水寺蔵）

江戸時代の清水寺に存在した「仁王門下の惣門」と門番
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の
変
化
が
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
で
は
な
ぜ
、
こ
の
馬

駐
門
だ
け
が
簀
戸
門
か
ら
柵
門
へ
変
わ
っ
た
の
か
と
い
う
の
を
考
え

ま
す
と
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
門
の
作
り
で
も
簀
戸
門
と
柵
門
で
は

そ
の
と
ら
え
方
が
違
う
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
て
、
そ
れ
に
関
係
す
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
建
築
史
学
の
丸
山
俊
明
さ
ん
と
い
う
方
が
町
触
や
町
の
古
文
書
な

ど
を
も
と
に
京
都
の
木
戸
門
に
つ
い
て
膨
大
な
研
究
を
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
方
の
研
究
に
よ
り
ま
す
と
、
京
都
町
奉
行
は
当
初
か
ら
町

内
に
門
を
設
置
し
て
番
を
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す

が
、
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
に
は
町
内
で
木
戸
門
の
設
置
を
徹
底

す
る
よ
う
命
じ
て
い
ま
す
。
享
保
六
年
五
月
の
触
書
で
「
京
都
町
中

木
戸
の
儀
、
向
後
は
夜
四
つ
時
よ
り
木
戸
〆
申
す
べ
く
候
」
と
、
木

戸
門
を
き
ち
ん
と
閉
め
て
不
要
な
通
行
者
が
出
な
い
よ
う
に
し
な
さ

い
と
し
て
、
同
年
七
月
の
触
書
に
木
戸
の
無
い
町
は
「
軽
く
も
木
戸

造
候
様
」
と
手
軽
で
も
良
い
、
仮
で
も
良
い
の
で
木
戸
を
造
る
よ
う

命
じ
て
い
ま
す
（『
京
都
町
触
集
成
』
巻
一
）。
と
こ
ろ
が
、
天
明
の

大
火
（
一
七
八
八
）
で
罹
災
し
た
後
は
、
か
な
り
の
木
戸
門
が
建
て

直
し
を
せ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
、
あ
る
い
は
空
き
地
に
な
っ
た
ま
ま
の

場
所
も
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
出
さ
れ
た
寛
政
十
二
年
（
一

八
〇
〇
）
十
月
の
触
書
に
は
、「
町
家
の
も
の
共
難
儀
の
趣
相
聞
へ
候
、

右
躰
明
地
面
多
く
こ
れ
有
り
候
町
々
の
儀
は
、
木
戸
門
取
り
建
て
候

義
も
い
た
し
兼
」
と
い
う
こ
と
で
、
地
面
は
空
き
地
の
ま
ま
に
な
っ

て
い
る
。
と
は
言
え
、
町
自
体
も
財
政
的
に
厳
し
く
な
っ
て
い
る
。

そ
う
い
う
時
に
木
戸
門
を
建
て
る
の
は
難
し
い
だ
ろ
う
と
、
そ
う
い

う
町
々
で
あ
っ
て
も「
先
ず
手
軽
く
竹
垣
竹
簀
戸
に
て
も
取
り
建
て
」

と
い
う
こ
と
で
、
と
も
か
く
手
軽
に
竹
垣
や
竹
の
簀
戸
で
も
い
い
の

で
門
を
建
て
な
さ
い
、
と
命
じ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
言
い
な

が
ら
も
同
じ
触
書
に
「
追
々
に
木
戸
門
等
に
取
り
建
て
」
と
し
て
、

後
で
木
戸
門
に
立
て
直
す
様
に
と
付
け
加
え
て
い
ま
す
（『
京
都
町

触
集
成
』
巻
七
）。

　
こ
の
よ
う
に
、
簀
戸
門
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
一
時
し
の
ぎ

的
な
簡
略
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
で
あ

れ
ば
、
馬
駐
門
み
た
い
に
い
わ
ば
清
水
寺
の
正
面
玄
関
の
よ
う
な
門

を
い
つ
ま
で
も
簀
戸
門
の
状
態
に
し
て
お
く
こ
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ

ん
の
で
、
や
は
り
木
戸
門
に
建
て
直
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

五
　
馬
駐
門
の
重
要
性

　
清
水
寺
な
ら
で
は
の
理
由

　
馬
駐
門
の
こ
と
を
「
仁
王
門
下
の
惣
門
」
と
称
す
く
ら
い
重
要
視

さ
れ
て
い
た
の
は
、
清
水
寺
な
ら
で
は
の
理
由
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
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ま
ず
伽
藍
廻
り
の
地
理
的
環
境
で
い
き
ま
す
と
、
背
後
は
山
で
す
。

山
を
ぬ
う
よ
う
に
道
が
通
る
と
い
う
地
理
的
環
境
も
あ
っ
て
、
ど
こ

か
ら
不
審
な
人
が
入
っ
て
く
る
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
の
う
え
多

く
の
参
詣
者
が
訪
れ
る
信
仰
の
地
で
あ
り
、
さ
ら
に
清
水
寺
の
場
合

は
他
の
寺
社
に
は
な
い
信
仰
心
か
ら
の
「
飛
び
落
ち
」
と
い
う
事
件

が
起
き
る
可
能
性
も
多
々
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
特
に
参
詣
者

の
出
入
り
が
多
い
馬
駐
門
の
警
備
が
重
要
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
最
初
の
門
番
六
兵
衛
の
話
に
戻
り
ま
す
と
、
門
番
以
外
の
者
が
馬

駐
門
を
勝
手
に
開
閉
す
る
こ
と
を
厳
し
く
禁
じ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

元
禄
七
年
、
わ
ず
か
半
年
足
ら
ず
で
三
名
も
門
番
が
替
わ
り
ま
し
た

が
、
史
料
Ｇ
に
こ
れ
と
関
係
の
あ
る
こ
と
が
出
て
き
ま
す
。
元
禄
七

年
二
月
の
記
事
で
す
が
「
此
の
比
、
盗
人
沙
汰
に
つ
き
世
間
さ
わ
が

し
く
候
間
、
馬
止
（
駐
）
門
の
番
弥
念
入
に
し
、
其
の
上
此
の
節
は

門
前
よ
り
四
五
人
、
初
夜
過
ぎ
に
人
を
上
げ
、
伽
藍
廻
り
吟
味
致
し
、

門
出
入
の
人
に
も
気
を
付
け
候
様
に
と
年
寄
伝
右
衛
門
に
申
し
付
け
」

た
と
あ
り
ま
す
。
世
情
不
安
の
時
期
で
も
あ
る
の
で
馬
駐
の
門
の
番

を
一
層
念
入
り
に
し
な
さ
い
、
さ
ら
に
門
番
だ
け
で
な
く
、
門
前
か

ら
四
、
五
人
出
て
伽
藍
廻
り
を
巡
回
し
て
不
審
な
人
物
が
い
な
い
か

気
を
付
け
な
さ
い
、
と
い
う
こ
と
を
成
就
院
の
役
人
か
ら
町
の
年
寄

に
伝
え
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
ま
さ
に
こ
の
日
の
夜
に
事
件
が
起

こ
り
ま
す
。
そ
れ
が
飛
び
落
ち
で
す
。
飛
び
落
ち
た
人
物
を
見
つ
け

た
の
は
瀧
の
下
門
の
番
人
で
し
た
。
ま
だ
そ
の
時
に
は
息
が
あ
っ
た

の
で
す
ぐ
に
医
者
に
見
せ
た
の
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
亡
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
門
前
町
の
年
寄
た
ち
や
門
番
が
連

署
し
て
町
奉
行
に
お
詫
び
の
一
札
を
出
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
史
料

Ｈ
で
す
。

　
「
清
水
寺
門
前
馬
留
木
戸
」
こ
こ
は
木
戸
と
書
い
て
あ
り
ま
す
け

ど
「
馬
留
木
戸
の
儀
、
常
は
夜
五
ツ
切
に
し
め
申
し
候
得
共
、
参
詣

こ
れ
有
り
候
時
分
は
、
五
ツ
半
・
四
ツ
前
迄
も
参
詣
致
さ
せ
申
し
候
、

毎
月
十
七
日
・
十
八
日
縁
日
に
は
参
詣
人
夜
通
し
御
座
候
に
つ
き
、

右
両
日
は
翌
日
迄
明
け
通
し
に
仕
り
候
」
と
い
う
こ
と
で
、
常
日
頃
、

馬
駐
門
を
開
閉
す
る
時
間
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
参
詣
者
が
多
い
時
に

は
時
間
を
延
長
し
て
参
詣
さ
せ
て
い
ま
す
と
、
特
に
観
音
の
縁
日
に

は
一
晩
中
開
け
て
い
ま
す
。
昨
夜
も
気
に
は
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、

ま
だ
参
籠
し
て
い
る
人
が
い
る
の
に
気
づ
か
ず
門
を
閉
め
て
し
ま
っ

た
わ
け
で
す
ね
。
中
に
人
が
い
る
と
気
づ
か
ず
に
閉
め
て
し
ま
っ
た

ら
、
そ
の
人
が
飛
び
落
ち
を
し
て
落
命
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と

で
、
何
卒
お
赦
し
い
た
だ
き
た
い
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の

よ
う
に
飛
び
落
ち
ま
で
も
門
番
が
責
任
を
問
わ
れ
た
の
で
し
た
。
こ

の
五
兵
衛
は
門
番
と
し
て
適
任
で
は
な
か
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
後
で

江戸時代の清水寺に存在した「仁王門下の惣門」と門番
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五
兵
衛
は
長
い
こ
と
門
番
を
勤
め
さ
せ
る
人
物
で
は
な
い
か
ら
替
わ

り
の
者
を
探
し
な
さ
い
と
い
う
事
を
成
就
院
の
役
人
が
町
の
人
た
ち

に
言
っ
て
い
ま
す
。
町
の
方
で
も
替
わ
り
の
人
を
探
そ
う
と
し
て
い

た
と
こ
ろ
に
六
兵
衛
が
立
候
補
し
て
き
ま
し
た
。
五
兵
衛
を
そ
の
ま

ま
勤
め
さ
せ
る
か
六
兵
衛
に
す
る
か
、
決
定
す
る
前
に
五
兵
衛
は
暇

を
出
さ
れ
、
六
兵
衛
が
次
の
門
番
に
な
り
ま
す
。
六
兵
衛
に
す
れ
ば
、

前
の
五
兵
衛
は
門
番
の
役
を
果
た
せ
ず
に
解
任
さ
れ
た
わ
け
で
す
か

ら
、
自
分
は
尚
更
し
っ
か
り
し
な
く
て
は
と
意
気
込
ん
で
仕
事
に
励

ん
で
い
た
二
週
間
後
に
例
の
侍
に
叩
か
れ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
が
理

由
か
は
不
明
で
す
が
一
か
月
経
つ
と
自
分
は
も
う
門
番
を
勤
め
ら
れ

な
い
、
病
気
だ
と
い
っ
て
辞
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
後
を
継
い

だ
の
が
角
兵
衛
で
す
。
こ
の
角
兵
衛
は
そ
つ
な
く
仕
事
を
し
た
と
思

わ
れ
、
こ
の
後
全
く
出
て
き
ま
せ
ん
。
史
料
で
も
門
番
に
つ
い
て
は

出
て
く
る
こ
と
な
く
、
よ
う
や
く
出
て
き
た
の
が
六
年
も
経
っ
た
元

禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）、
仁
王
門
の
下
惣
門
の
と
こ
ろ
に
迷
い
牛

が
来
て
、
そ
の
迷
い
牛
を
角
兵
衛
が
保
護
し
て
飼
い
主
を
探
し
引
き

渡
し
た
と
い
う
記
事
で
、
角
兵
衛
が
出
て
き
た
の
は
そ
れ
だ
け
で
す
。

な
の
で
、
角
兵
衛
は
そ
つ
な
く
門
番
を
勤
め
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
最
後
に
、
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
馬
駐
門
の
構
造
と
し
て
、

『
花
洛
名
勝
図
会
』
の
よ
う
に
石
垣
を
つ
け
た
柵
門
へ
と
変
わ
っ
た

時
期
を
考
え
る
の
に
大
変
参
考
と
な
る
史
料
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
こ

れ
は
『
伽
藍
御
修
覆
』
と
い
う
記
録
で
す
（
図
13
）。
今
清
水
寺
は図13　『伽藍御修覆』（清水寺蔵）
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『
花
洛
名
勝
図
会
』
の
よ
う
な
門
と
い
う
の
は
弘
化
四
年
よ
り
も
さ

ら
に
遡
っ
た
時
期
に
で
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、「
木

簀
戸
門
」
と
い
う
門
の
構
造
も
改
め
て
、
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。

お
わ
り
に

　
今
後
の
課
題
と
し
て
、『
成
就
院
日
記
』
を
翻
刻
す
る
中
で
、
こ

の
馬
駐
門
に
つ
い
て
の
記
載
が
次
々
と
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
今

作
業
し
て
い
る
の
が
ま
だ
延
享
が
終
わ
っ
た
頃
で
す
の
で
、
先
ほ
ど

の
弘
化
年
間
な
ど
の
幕
末
ま
で
に
か
な
り
長
期
間
、
ま
だ
百
何
十
冊

あ
り
ま
す
。
そ
の
間
に
い
ろ
ん
な
門
番
に
関
す
る
記
載
が
出
て
く
る

と
思
い
ま
す
。
今
日
は
そ
こ
ま
で
行
き
つ
か
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

門
番
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
す
と
、
門
番
に
就
く
人
物
も
門
前
町
の

住
人
か
ら
成
就
院
の
家
来
へ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す

の
で
、
そ
の
要
因
な
ど
も
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
先
程
、
門
番
の
五
兵
衛
・
六
兵
衛
・
角
兵
衛
と
い
う
の
が
元
禄
七

年
で
三
人
替
わ
っ
て
、
元
禄
十
三
年
ま
で
角
兵
衛
が
勤
め
た
と
言
い

ま
し
た
が
、
角
兵
衛
の
あ
と
の
門
番
が
誰
だ
っ
た
の
か
は
今
の
と
こ

ろ
確
実
に
は
追
え
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
そ
の
後
に
就
い
た
も
の
に
与

助
と
い
う
門
番
が
い
ま
し
た
。
そ
の
与
助
は
成
就
院
の
家
来
で
下
人

本
堂
の
修
復
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
寺
史
と
は
別
に
、
修
復
関
係

の
記
録
の
調
査
の
お
手
伝
い
も
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
ま
し
て
、
こ
の

よ
う
な
伽
藍
修
復
関
係
の
記
録
を
調
査
し
て
い
た
時
に
こ
の
記
録
に

出
会
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
見
ま
す
と
、
ち
ょ
う
ど
馬
駐
の
所
と
番
小

屋
の
間
の
所
に
「
簀
戸
門
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
横
に
「
石

カ
キ
（
垣
）」「
明
キ
二
間
三
尺
五
寸
」
と
い
う
寸
法
迄
書
か
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
『
伽
藍
御
修
覆
』
は
江
戸
時
代
に
お
け
る
清
水
寺
の
伽

藍
廻
り
の
修
復
を
ま
と
め
た
記
録
で
、
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
の

五
月
二
十
七
日
付
で
京
都
町
奉
行
所
へ
修
復
を
し
た
い
と
書
い
た
願

書
と
絵
図
の
写
し
で
す
。
絵
図
に
は
馬
駐
門
を
「
簀
戸
門
」
と
し
、

両
脇
に
「
石
カ
キ
」
を
書
い
て
い
ま
す
。
門
の
間
を
「
明
キ
二
間
三

尺
五
寸
」
と
書
い
て
い
ま
す
が
、
こ
の
寸
法
と
い
う
の
は
先
程
ご
紹

介
し
た
「
寺
領
惣
領
絵
図
」
に
書
か
れ
た
寸
法
と
ま
っ
た
く
一
緒
で

す
。
さ
ら
に
文
章
で
書
か
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、「
西
の
方

木
簀
戸
門
、
明
き
弐
間
三
尺
五
寸
に
て
有
り
来
た
り
候
処
、
大
破
に

及
び
候
に
つ
き
取
り
払
い
、
元
の
如
く
建
て
直
す
、（
中
略
）
右
、

簀
戸
門
の
両
脇
の
石
垣
崩
れ
損
じ
候
に
つ
き
、
元
の
如
く
積
み
直
し

申
し
度
候
事
」
と
、
弘
化
四
年
の
段
階
で
す
で
に
門
の
下
段
は
石
垣

で
作
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
石
垣
が
崩
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
元
の
よ
う

に
修
復
を
し
た
い
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
と
な
る
と
、 

江戸時代の清水寺に存在した「仁王門下の惣門」と門番
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だ
っ
た
の
で
す
が
、
門
番
に
任
じ
ら
れ
て
わ
ず
か
四
日
後
に
出
奔
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
後
に
七
助
と
い
う
人
物
も
い
ま
す
。
七
助

は
最
初
は
門
番
の
名
前
で
、
飛
び
落
ち
の
目
撃
者
と
し
て
『
成
就
院

日
記
』
に
登
場
し
ま
す
が
、
二
年
後
に
は
成
就
院
の
御
院
主
に
供
奉

し
て
江
戸
に
下
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
江
戸
か
ら
戻
っ
て
き
た
後
、

成
就
院
の
使
者
と
し
て
外
に
出
て
行
く
機
会
が
多
く
な
っ
て
き
ま
す

の
で
、
お
そ
ら
く
七
助
は
門
番
か
ら
普
通
の
家
来
に
変
わ
っ
た
の
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
七
助
の
後
に
も
当
然
門
番
は
い
る
は
ず
で
す
。

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
京
都
の
町
の
木
戸
の
場
合
、

非
人
の
ひ
と
を
町
が
雇
っ
て
番
を
し
て
も
ら
う
、
番
非
人
と
呼
ば
れ

る
ひ
と
が
多
く
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
清
水
寺
の
場
合
は
、
門
番
を

当
初
は
門
前
町
の
住
人
、
そ
れ
が
成
就
院
の
家
来
に
変
わ
る
と
い
う

傾
向
を
示
し
て
い
ま
す
。
や
は
り
清
水
寺
の
門
番
（
特
に
馬
駐
門
）

と
い
う
の
は
か
な
り
重
要
な
任
務
の
た
め
か
、
門
前
町
の
方
か
ら
の

立
候
補
が
無
く
な
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
重
要
な
職
務
な
の
で
成
就

院
の
方
が
門
前
の
人
に
頼
む
よ
り
は
自
ら
の
家
来
を
あ
て
よ
う
と
思
っ

た
の
か
、
他
の
寺
院
の
門
前
で
の
実
態
を
含
め
て
追
究
し
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

～
参
考
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落
史
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落
史
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京都部落問題研究資料センター連続講座二〇一九年十月二十五日（金）

江戸時代の清水寺に存在した「仁王門下の惣門」と門番

『成就院日記』を中心に

吉住恭子

はじめに『成就院日記』について

・清水寺の僧房の一つである成就院において書き継がれた公用日記。特に成就院が「門

前境内」を管轄する立場であったことから、京都町奉行配下の与力・同心や雑色など

との行政上のやりとりに関する克明な情報、現存しない清水寺の堂舎や景観などの記

録は重要である。

・元禄七年（一六九四）から文久四年（一八六四）までの約一七〇年分が冊子の形状で

二一〇冊残されている。ただし、途中に現存しない年次もある。

・翻刻作業を順次進めながら、第一巻の元禄七年（一六九四）から第四巻の延享四年（一

七四七）六月までを刊行し、現在は第五巻の刊行を準備している。

Ⅰ馬駐門の門番六兵衛にふりかかった災難

★史料Ａ『成就院日記』元禄七年（一六九四）六月二十四日条

・当該期の清水寺には「馬駐門」と称される門があり、門番がいて門の開閉や伽藍廻り

の巡回などの職務を担っていた。

・緊急の用事でなく参詣のためであれば、門の開閉時間を厳守した。

→『成就院日記』元禄十二年（一六九九）閏九月二十三日条

「清水参詣致し申候処に、惣門未だ明け申さず候間、休み申し度、」

・門番以外の者が「馬駐門」を勝手に開閉することは厳しく咎められた。

・元禄七年は馬駐門の門番が半年間で三名も交代する程、警備上も重要視されていた。

★史料Ｇ・Ｈ

この「馬駐門」は何処にあったのか？

→『花洛細見図』宝永元年（一七〇四）刊（国立国会図書館デジタルコレクション）

仁王門の石段下で、馬駐と子安塔の間に描かれた門のこと。

ただし、当該期の馬駐は現在の位置とは異なっている。

『国宝清水寺本堂ほか八棟修理工事報告書第一集（馬駐門・本坊北総門）』

（京都府教育庁指導部文化財保護課編、二〇一二年発行）

馬駐は、室町時代中期には既に存在していたとみられるが、文明元年（一四六九）に諸

堂舎とともに焼失したと伝える。十六世紀中期の制作とされる「清水寺参詣曼荼羅」に

再建された馬駐の一部が板葺屋根で描かれている。ただし現存する馬駐は、資材の年輪

年代測定調査や鬼瓦の形式や建造物の意匠などから鑑みて、江戸時代初期（元和年間中

頃）の建立と推測され、寛永六年（一六二九）の火災に焼け残った堂舎の一つとされる。

江戸時代の清水寺に存在した「仁王門下の惣門」と門番
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近代になって行われた境内整備にともない、明治三十年（一八九七）に旧位置より北へ

約一〇㍍曳屋された。さらに、昭和九年（一九三四）九月に室戸台風の被害を受けたた

め同十二年（一九三七）に修復、その際に建築位置を南東に約一・三㍍ずれた現在地に

解体移築された。

Ⅱ清水寺の伽藍廻りに設置された諸門〔馬駐門・瀧下門・延年寺越門〕の歴史

★史料Ｂ『成就院日記』元禄十五年（一七〇二）正月十九日条

成就院の役人である藤林孫九郎兼定は、雑色の松尾左兵衛から、仁王門の簀戸(門)が

設置された経緯を提出するよう言われて作成した内容を日記にも書き留めている。

要約は左記の通り。

①清水寺の仁王門の前ならびに瀧の南の方、この二ヶ所にある簀戸門が設置されたのは、

元禄三年（一六九〇）八月、当時の東町奉行前田安芸守直勝・西町奉行小出淡路守守里

が在任中のことである。当該時期に寺社方へ、朝夕六つ時（午前六時頃と午後六時頃）

に寺社内にいる人物を改め、参詣者や参籠者に疑わしい者がいた場合はそのままにして

おかない様に命じられた。その際、成就院が清水寺の仁王門の前と瀧の南方の二ヶ所に

簀戸門を設置することを願い出て、許可がおりると門を設置した。

②門番は門前町中の住人から勤めさせた。

③上記二ヶ所の簀戸門は、夜五つ時（午後八時頃）に閉めて、参詣者は門で改めてから通

すようにした。また山科・醍醐方面へ通り抜けたい者も理由を聞き承諾した場合、二ヶ

所の簀戸門の内側は門番が付き添って通す。疑わしい者は一切門内に出入させないこと。

④仁王門前の門（馬駐門）は観音の縁日である毎月十八日の前夜と千日詣の七月九日は一

晩中開門しておくこと。それは夜を徹して訪れる参詣者のためであった。ただし、一晩

中開門し、数多くの参詣者が集っている状況に配慮して、成就院の関係者も門番と一緒

に境内を巡回警備することになっていた。

⑤仁王門の前と瀧の南にある二ヶ所の門以外に、元禄三年以前から延念(年)寺越にも簀戸

門があり、六坊が管理して、朝夕六つ時（午前六時頃と午後六時頃）には門を閉めて、

通行禁止にしていたこと。

①にみえる京都町奉行からの命令とは、元禄三年（一六九〇）六月二十五日付の触状に

関係すると思われる。（『京都町触集成』別巻二）

一神社仏閣へ順礼伊勢参乞食の類、昼夜にかぎらず徘徊せしむ由に候、悪事を致さざる様

に常々制禁を加へ、酉の上刻より神社仏閣は申すに及ばず、境内に一夜も差し置くべか

らず候、併し通夜など望みの者これ有るに於いては断を聞き届け、紛れ無き者に候はば、

幾夜も相免し、惣て境内にあやしきもの住居せしめざる様に申し付けらるべきの旨、寺

社方へ相触れるべき者なり、

④に関しては、★史料Ｃ『成就院日記』延享四年（一七四七）七月九日条にも千日詣の

際の巡回として、その道筋までも書き留めている。
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↓

千日詣には参詣者も多いことから、昼夜二回にわたり成就院の役人が引率して巡回する。

夜の場合、五つ時（午後八時頃）過ぎから四つ時（午後十時頃）までと二時間近くかけ

て、伽藍廻りをすみずみまで巡回していることがわかる。

⑤の延年寺越とは、天和二年（一六八二）成立の『雍洲府志』に「今、鳥部山より清水寺

西門の前に出る所の径路を延年寺の辻子と號す」と記される道である。

次頁の図版ｂ『成就院日記』文政五年（一八二二）二月八日条の境内堂塔配置図には、

「六坊門」とは別に、鳥辺(部)山への道に「スト(簀戸)」があり、「バン(番)」も設置さ

れている。清水寺の西門から鳥部山へ抜ける道で通行者も多かったが、この道は閉門時

は一切の通行禁止となっていた。

なお、六坊惣門の番所については、正徳三年（一七一三）五月に六坊の一つである光乗

院から京都町奉行へ、六坊惣番所を建てたいとの願書が出されている（『成就院日記』

正徳三年五月二十四日条）

Ⅲ江戸時代の絵図や地誌などに描かれた馬駐門やその他の門

ａ『花洛細見図』宝永元年（一七〇四）刊

ｂ『成就院日記』文政五年（一八二二）二月八日条【清水寺蔵】

ｃ「寺領惣領絵図」天保六年（一八三五）作成【清水寺蔵】

ｄ「洛東清水寺惣絵図」大工頭中井家絵図【個人蔵】

制作年代は不明だが十八世紀から十九世紀の様子を描いたものと思われる

ｅ『花洛名勝図会』元治元年（一八六四）刊【個人蔵】

ｆ明治期の清水寺門前を写した手彩色写真【清水寺蔵】

ｄは谷直樹編『大工頭中井家建築指図集中井家所蔵本』（思文閣出版、二〇〇三年）

Ⅳ馬駐門の重要性～清水寺ならではの問題～

・史料Ｂの藤林兼定が提出した元禄十五年（一七〇二）の書付では、三ヶ所の門について

は「清水寺二王門前幷に瀧の南の方両所の簀戸」や「延念寺越の簀戸口」と明記され、

（仁）

門の形状は当初は簀戸門であったことがわかる。

・『成就院日記』にはその後も「竹門」という語句が頻出する。史料Ｃの延享四年の千日

詣でも「仁王門の下竹門迄打廻り」とある。それ以外の表記例でも、竹門は仁王門との

位置関係から馬駐門のことだと考えられ、しかも一乗院宮や幕府の高官を出迎える場所

になっており、伽藍廻りと門前境内を区切る重要な門となっている。★史料Ｄ～Ｆ

興味深いのは送迎の場所が、役者（僧）の場合は「竹門」が主であるのに対して、役人

（俗人）の場合は「境内はづれ」など寺領の境界になっていること。

・馬駐門は他の二つの門とは形状も異なっているのではないか。

大工頭中井家の「洛東清水寺惣絵図」

江戸時代の清水寺に存在した「仁王門下の惣門」と門番
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…馬駐門と延年寺越門の描き方は異なり、馬駐門は柵門とみた方が良い。

『花洛名勝図会』元治元年（一八六四）刊

…馬駐門は石垣の上に柵を立てるという立派な構造となり、その前には常夜灯ま

じようやとう

で描かれている。同じ風景が明治時代に撮影された清水寺所蔵の写真でも確認。

延年寺越の門は「スト(簀戸)」

馬駐門は「サク(柵)門」と明記

ｂ『成就院日記』文政五年二月八日条

境内堂塔配置図

【清水寺蔵】

・馬駐門に関しては、設置当初の簀戸門→柵門→石垣をともなった柵門、と三段階の変化

があった可能性がある。

・簀戸門から柵門へと変化した理由について、

建築史学の丸山俊明氏の研究によれば、京都町奉行は享保六年（一七二一）に町内での

木戸門設置を徹底するよう命じている。その後も幾度となく同様の趣旨の触状が出され

るが、そこには「手軽く竹垣、竹簀子にても取建」とあり、仮門として竹製の門も認め

ている。しかし同じ触状で「追々に木戸門など取建」と述べるなど、最終的には木製で、

本格的に建て直すことが義務付けられた、とされている。

・清水寺の伽藍廻りで馬駐門が特に重要視されるのは、清水寺ならではの問題点もあった。

伽藍廻りの背後は山であり、山をぬうように道が通るという地理的環境、多くの参詣者

や参籠者が訪れる信仰の地であることからも、不審者の出入りは特に注意する必要があ

った。さらに、他の寺社にはない、信仰心からの「飛び落ち」という事件の起きる可能

性も多々あるため、特に参詣者の出入りが多い馬駐門の警備は重要だといえる。

★史料Ｇ・Ｈ
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おわりに

以上のことをふまえて、馬駐門の構造上の変化を予測すると以下の通りになる。

元禄三年（一六九〇）の設置当初

↓馬駐門は簀戸門として設置

延享四年（一七四七）までの間

↓木戸門へと構造上に変化があったのではないか

文政五年（一八二二）までの間

↓石垣をつけた新しい柵門へと変わったと考えられる

弘化四年（一八四七）までの間

清水寺に現存する『伽藍御修覆』（江戸時代における清水寺の伽藍廻りの修復をまとめ

た記録）には、弘化四年（一八四七）五月二十七日に京都町奉行へ提出した願書と絵図

が写されている。

・絵図には馬駐門を「簀戸門」とし両脇には「石カキ」を記載。

・願書には、「一西の方木簀戸門、明き弐間三尺五寸にて有り来たり候処、大破に及び

候につき取り払い、元の如く建て直す、（中略）右、簀戸門の両脇の石垣崩れ損じ候

につき、元の如く積み直し申し度候事」と記載される。

そのため、弘化四年よりも早い時期に『花洛名勝図会』のような門の両脇を石垣で積ん

だ形状に変更されていたことがわかる。さらに、門の間を「明き弐間三尺五寸」と記す

法量は、清水寺所蔵の天保六年（一八三五）作成「寺領惣領絵図」と同じであること、

柵門を「木簀戸門」と表記するのも重要な検討事項となる。

『成就院日記』を今後も翻刻する中で、馬駐門をはじめとする諸門や門番などの記事を

確認できるだろう。門の構造上の変化だけでなく、清水寺における諸門の位置づけや、

門前町から成就院の家来へと門番の就任が変化していることも考えていきたい。

～参考文献～

清水寺史編纂委員会『清水寺史』（全四巻）清水寺・法蔵館、一九九五～二〇一一年

清水寺史編纂委員会『清水寺成就院日記』（既刊一～四巻）

清水寺・法蔵館、二〇一五～二〇一九年

京都町触研究会編『京都町触集成』（十三巻別巻三巻）岩波書店、一九九四～二〇一七年

京都府教育庁指導部文化財保護課編

『国宝清水寺本堂ほか八棟修理工事報告書第一集（馬駐門・本坊北総門）』二〇一二年

谷直樹編『大工頭中井家建築指図集中井家所蔵本』思文閣出版、二〇〇三年

丸山俊明『京都の町家と火消衆』昭和堂、二〇一一年

吉住恭子「清水寺を災いから守った人びと（『成就院日記』翻刻・刊行にあたって⑮）」

『清水』清水寺、二〇一八年

江戸時代の清水寺に存在した「仁王門下の惣門」と門番
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＊引用史料は、すべて読み下しにしてあります。

Ａ『成就院日記』元禄七年（一六九四）六月二十四日条

一壱町目清左衛門申し来り候は、今朝七ツ時分に馬駐の門へ何方の者共知らざる侍一人来

り候て、参詣の者にて候間、門を明け候様にと申すにつき、番人六兵衛申し様は、未だ

明け申す時分に成り申さず候、頓て明六ツに成り申すべく候間、今少し待ち申され候様

にと申し、明け申さず候て、夫より堂廻り吟味に上り候跡に、儀乗院の家来、愛宕へ参

(義)

詣致し帰り候て門をたゝき候へ共、何の沙汰もこれ無く候故、しきりにたゝき申すにつ

(叩)

き、子安の家来藤兵衛と申す者出合い様子尋ね候へば、儀乗院の家来にて候故、其のま

(義)

ま明け通し申し候節、右の侍も通り参詣致し候処に、六兵衛堂より帰りに道にて侍に逢

い候へば、侍申し候は、是程に明き申す門を何とて明け申さず候と、頓て頭をはり申し

候故、六兵衛堪忍成り申さず候と侍の下向を待ち請け、年寄勘左衛門方へ参り断申し候

へば、勘左衛門様子を聞き、留守を遣い出合い申さず候、其の内に右の侍、子安に居り

申し候か家来藤兵衛に様子を聞き、其のままはつし申し候由申し来り候故、勘左衛門仕

(発)

かた何共合点参らず候、侍を留め置き、何とそ吟味致さず候哉と申し候へば、左様に致

（て）

し候はば事むつかしく成り申すべしと存じ、兎角六兵衛に堪忍にを致させ候へば能候

（ママ）

と存じ、異見を致し、其の分にて置き候と申し候故、左候はば、役人にてもこれ無き藤

（意）

兵衛御門を明け候事合点参らず候、此の段急度吟味致し候へと申し付け候てしかり戻し

（叱）

候故、藤兵衛呼び右の段を吟味致し候へば、無調法致し候間、幾重にも御侘言申し上げ

候間、宜しく御断頼み入り候と申す由申し来り候、

Ｂ『成就院日記』元禄十五年（一七〇二）正月十九日条

一清水寺二王門の前幷に瀧の南の方、両所の簀戸出来仕り候は、元禄三年八月、其の時分

（仁）

前田安芸守様・小出淡路守様御奉行の節、寺社方に向後朝夕六ツ限に改め、参詣人又は

籠り申す者已下疑わしき者差し置き申す間敷由、仰せ渡され御座候、其の節成就院より

右両所の簀戸仕り度旨願い奉り御免し遊ばされ、簀戸仕り候、門の番人は門前中より差

出し置き申し候、扶持・番所の油等、成就院より仕り候、又壱人は扶持切米共に成就院

方よりこれを遣し置き申し候

一右両所の簀戸、夜五ツ切に〆申し候て、参詣人相改め通し申し候、又は山科・醍醐へ通

り申し候者も断承け届け、両所簀戸の内は送り候て相通し申し候、尤も疑わしき者は一

切出入り致させ申さず候、

一毎月十七日夜、又は七月九日の夜は、二王門の方の簀戸は明け置き、参詣通し申し候、

（仁）

十八日夜は参詣相尽き候節、門〆申す儀に御座候、尤も成就院下人、其の外右門番共に

堂廻り火の用心等見巡り申し候

一延念寺越の簀戸口は、右の仰せ渡さる以前より六坊中用心として、朝夕六ツ切に〆一切

通し申さず候、

（以下、略）

Ｃ『成就院日記』延享四年（一七四七）七月九日条

一例の如く境内風廻りの見分として、門前四丁町年寄・組(頭)召し連れ、幷に下部弐人看

板見せ棒付、外に草履取壱人召し連れる、今日の昼廻り池上左伯相勤む、先格は年寄共
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存知これ有り、本堂より奥ノ院の境土橋迄、夫より地主下本堂の裏廻り、廊下より諸堂

の前廻り、仁王門の下竹門迄打廻り、夫より瀧の下見分にて石段を上り本堂へ出て罷り

越す、門前のもの共は御門の内にて戻し申し候、夜廻りは菊田外記相勤め申し候、是は

先格通り本堂廻り、右の順に相廻り、門前四丁町境目まで打廻り申し候、夜五つ時過に

罷り出て、四つ時帰る、

Ｄ『成就院日記』元文三年（一七三八）二月二十四日条

…二月十七日より開帳が始まり、雨で延引していた宮様（尊賞法親王）が御参詣

（前略）

一卯半刻過ぎ、竹門の前北の方に六坊・目代列し、南の方に御院主、宮様執行へ御入り、

御斎出る、辰半刻に御堂参、御院主は執行より御帰り、（以下、略）

一戌刻過ぎ、一門様執行より還御の由申し来る、今朝のごとく御供にて竹門迄御出、何も

今朝のごとく、

Ｅ『成就院日記』延享四年（一七四七）四月十七日条

一御目付水野清六殿・遠藤宮内殿祇園筋御巡見、四ツ半時比当山へ御移り、斎藤主計裏付

上下にて例の通三年坂の上迄出向き御案内仕る、役者代の来迎院竹門に下迄罷り出で御

案内仕り候、御院主様田村堂・経堂の間迄御出向き遊ばされ候、御供真淳房・藤林繁相

勤め候、本堂・奥院迄御巡見相済み、御当院へ御立寄御休息成され候、御玄関へ清住軒

罷り出で候、御書院へ御通り、御茶・御たはこ盆ばかり出す、即刻御立成され、五条坂

（煙草）

より鳥部野大谷へ御通り成され候、御院主様西門の下迄御見送り、五条坂町はつれ迄主

（辺）（外）

計御見送り仕り候

Ｆ『成就院日記』延享四年（一七四七）六月三日条

一松平主計頭殿四時当山へ御出、御迎え御案内竹門迄真淳房罷出る、本堂・奥院其の外諸

堂・地主・瀧宮迄御巡見成され、御当院へ入られ御休息の内、御望にて太閤様濡鷲の御

笛・権現公ノの杖・清水寺絵入の縁起御覧成され候、御弁当召し上られ候、御次より下

々迄弁当支度致され候故、茶・たはこ出す、首尾よく御立被遊ばされ候、跡にて御目

（煙草）（発）（後）

録弐百疋用人中より出さる、礼謝申し置かれ候、御院主様御座敷にて御対顔、御立の節

玄関迄御見送り遊ばされ候、竹門迄真淳房御見送り勤め候、此節は役人罷り出でず、

Ｇ『成就院日記』元禄七年（一六九四）二月二十八日条

一此の比、盗人沙汰につき世間さわがしく候間、馬止門の番弥念入にし、其の上此の節

（駐）

は門前より四五人初夜過ぎに人を上げ伽藍廻り吟味致し、門出入の人にも気を付け候様

にと年寄伝右衛門へ申し付け遣し候、

Ｈ『成就院日記』元禄七年（一六九四）二月二十九日条

一清水寺門前馬留木戸の儀、常は夜五ツ切にしめ申し候得共、参詣これ有り候時分は、

（駐）（閉）

五ツ半・四ツ前迄も参詣致させ申し候、毎月十七日・十八日縁日には参詣人夜通し御座

候につき、右両日は翌日迄明け通しに仕り候、昨夜六ツ過にも参り居り申し候を存じ奉

らず、不念仕り迷惑至極に存じ奉り候、此已後、弥念を入れ申すべく候間、此度の儀、

御赦免遊ばされ下され候はば有難く存じ奉るべく候、後日の為一札件の如し（以下、略）

江戸時代の清水寺に存在した「仁王門下の惣門」と門番
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宝永元年（一七〇四）刊

ａ『花洛細見図』の清水寺境内図

（国立国会図書館

デジタルコレクション）
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日
本
国
憲
法
制
定
期
の
新
聞
論
説
（
１
９
４
５
～
１
９
４
７
年
）

：

京
都
発
行
新
聞
に
も
注
目
し
て

梶
　
居

　
佳

　
広
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ご
存
知
の
よ
う
に
日
本
国
憲
法
は
制
定
以
来
一
度
も
改
正
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
が
、
絶
え
ず
改
正
要
求
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

新
聞
レ
ベ
ル
で
み
て
も
、
現
在
『
読
売
新
聞
』『
産
経
新
聞
』『
日
本

経
済
新
聞
』、
そ
れ
に
地
方
紙
の
『
北
國
新
聞
（
石
川
県
）』
が
改
憲

を
主
張
し
て
い
ま
す
。
で
は
、
日
本
が
戦
争
に
負
け
て
日
本
国
憲
法

が
制
定
・
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
憲
法
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て

日
本
の
各
新
聞
は
ど
の
よ
う
な
主
張
を
し
て
い
た
の
か
。
今
回
は
こ

の
問
題
に
つ
い
て
報
告
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
今
日
の
話
の
資
料
と
し
て
レ
ジ
ュ
メ
と
十
六
頁
に
わ
た
る「
メ
モ
・

参
考
資
料
」
を
付
け
て
い
ま
す
。「
メ
モ
・
参
考
資
料
」
は
、
京
都

に
あ
る
『
京
都
新
聞
』
な
ら
び
に
（
か
つ
て
存
在
し
た
）『
夕
刊
京
都
』

と
い
う
新
聞
の
中
の
憲
法
に
関
す
る
記
事
の
切
り
貼
り
で
す
が
、
そ

の
際
「
書
き
手
」
と
し
て
住
谷
悦
治
さ
ん
に
も
注
目
し
て
い
ま
す
。

住
谷
さ
ん
は
吉
野
作
造
さ
ん
の
お
弟
子
さ
ん
に
あ
た
る
著
名
な
経
済

学
者
で
、
後
に
同
志
社
大
学
総
長
も
務
め
ま
し
た
が
、
敗
戦
直
後
の

一
時
期（
一
九
四
五
年
の
一
〇
月
頃
か
ら
四
七
年
の
一
一
月
頃
ま
で
）

『
京
都
新
聞
』
と
『
夕
刊
京
都
』
の
論
説
を
担
当
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

当
時
の
新
聞
は
署
名
記
事
が
少
な
い
の
で
住
谷
さ
ん
が
ど
こ
ま
で
書

い
た
の
か
解
ら
な
い
の
も
事
実
で
す
が
、『
京
都
新
聞
』
で
住
谷
さ

ん
の
書
い
た
と
思
わ
れ
る
憲
法
や
広
く
人
権
、
政
治
に
つ
い
て
の
記

事
の
抜
粋
を
貼
り
付
け
ま
し
た
。『
夕
刊
京
都
』
に
つ
い
て
は
、
住

谷
さ
ん
が
書
い
た
論
説
は
そ
う
多
く
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す

が
、
今
回
の
報
告
は
京
都
の
新
聞
に
も
注
目
し
て
と
い
う
こ
と
も
あ

り
、『
夕
刊
京
都
』
の
論
調
と
し
て
紹
介
し
て
い
い
だ
ろ
う
と
思
い

ま
し
た
の
で
や
や
範
囲
を
広
げ
て
貼
り
付
け
て
い
ま
す
。

は
じ
め
に
（
自
己
紹
介
）

　
初
め
て
の
講
演
で
す
か
ら
、
簡
単
に
自
己
紹
介
し
ま
す
。
一
九
七

一
生
ま
れ
で
す
が
、
高
校
二
、
三
年
＝
一
九
八
九
年
に
起
こ
っ
た
出

来
事
が
決
定
的
で
し
た
。
一
九
八
九
年
は
憲
法
学
者
の
樋
口
陽
一
先

生
が
「
四
つ
の
八
九
年
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
三
百
年
前

に
あ
た
る
一
六
八
九
年
が
イ
ギ
リ
ス
の
権
利
章
典
、
一
七
八
九
年
が

フ
ラ
ン
ス
革
命
、一
八
八
九
年
が
大
日
本
帝
国
憲
法
制
定
と
い
う「
人

権
を
考
え
る
上
で
重
要
な
出
来
事
の
年
」
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
新
年

早
々
昭
和
天
皇
が
死
去
し
、
六
月
に
中
国
で
天
安
門
事
件
、
秋
か
ら

年
の
暮
れ
に
か
け
て
ベ
ル
リ
ン
の
壁
崩
壊
に
代
表
さ
れ
る
東
欧
民
主

化
、
さ
ら
に
冷
戦
終
結
宣
言
と
文
字
通
り
「
歴
史
の
転
換
点
」
に
あ

た
る
年
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
こ
れ
ら
一
連
の
出
来
事
に
は
ま
っ

て
し
ま
い
、
大
学
で
文
学
部
史
学
科
に
入
り
ま
し
た
が
、
学
部
二
回

生
の
頃
に
バ
ブ
ル
経
済
が
は
じ
け
た
こ
と
も
あ
っ
て
（
本
人
の
怠
惰

144



が
一
番
の
原
因
で
す
が
）
就
職
と
は
縁
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
文
学
部
卒
業
後
、
公
務
員
試
験
対
策
と
称
し
て
法
学
部
に
学
士

入
学
し
ま
し
た
が
、
法
学
部
な
の
に
日
本
史
（
政
治
、
思
想
）
の
赤

澤
史
朗
先
生
の
ゼ
ミ
に
入
っ
た
こ
と
が
「
運
の
つ
き
」
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
、
結
局
大
学
に
残
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
卒
論
は
東
京

裁
判
、
大
学
院
は
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
史
料
（
現
地
駐
在
外
交
官
の
報

告
）
か
ら
日
本
の
植
民
地
支
配
を
み
る
と
い
う
内
容
で
博
士
論
文
を

書
き
本
も
出
し
ま
し
た
。
博
士
号
取
得
直
後
、
赤
澤
先
生
が
憲
法
を

め
ぐ
る
日
本
各
地
の
新
聞
論
調
に
つ
い
て
の
研
究
を
始
め
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
で
参
加
し
ま
し
た
。科
研
費
に
よ
る
共
同
研
究
の
は
ず
だ
っ

た
の
で
す
が
、
い
つ
の
間
に
か
僕
だ
け
が
や
っ
て
い
る
と
い
う
感
じ

に
な
り
、
そ
れ
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
調
査
研
究
を
進
め
て
き
た
と

い
う
わ
け
で
す
。最
近
は
大
学
院
時
代
の
研
究
の
延
長
と
し
て
日
韓
・

日
中
関
係
を
め
ぐ
る
論
調
も
調
査
し
て
い
ま
す
が
、
新
聞
の
社
説
・

論
説
を
検
討
対
象
と
し
て
い
る
点
で
は
同
じ
で
す
。
そ
の
た
め
、
人

前
で
は
「
古
紙
回
収
」
を
仕
事
に
し
て
い
る
と
称
し
て
い
ま
す
。

　
報
告
テ
ー
マ
の
先
行
研
究
を
紹
介
し
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
に
も
あ
げ

て
い
ま
す
が
、
憲
法
学
の
古
関
彰
一
さ
ん
の
著
書
が
日
本
国
憲
法
の

制
定
過
程
に
つ
い
て
、
同
じ
く
憲
法
学
並
び
に
政
治
史
の
専
門
家
で

あ
る
渡
辺
治
さ
ん
の
著
書
が
改
憲
論
の
動
き
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
決

定
的
な
研
究
と
い
え
ま
す
。
た
だ
し
、
新
聞
の
論
調
や
動
向
に
つ
い

て
は
断
片
的
に
し
か
触
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
点
、
レ
ジ
ュ
メ

の
三
番
目
に
あ
げ
て
い
ま
す
（
メ
デ
ィ
ア
史
研
究
の
第
一
人
者
で
あ

る
）
有
山
輝
雄
さ
ん
の
『
戦
後
史
の
な
か
の
憲
法
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
』
は
、
占
領
期
の
い
わ
ゆ
る
三
大
新
聞
、『
朝
日
』『
読
売
』『
毎
日
』

の
態
度
・
論
調
に
つ
い
て
検
証
し
て
お
り
、
全
国
紙
に
つ
い
て
は
有

山
さ
ん
の
研
究
で
ほ
ぼ
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
こ
の
点
、
私

の
今
回
の
報
告
は
三
大
紙
を
中
心
と
し
た
全
国
紙
以
外
の
い
わ
ゆ
る

地
方
紙
（
地
方
新
聞
）、
特
に
京
都
の
新
聞
の
論
調
を
調
査
し
て
い

る
所
に
独
自
性
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ま
で

地
方
紙
の
動
向
の
調
査
が
全
く
な
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
な
く
、
四

番
目
に
あ
げ
て
い
る
『
日
本
国
憲
法
を
国
民
は
ど
う
迎
え
た
か
』
は

憲
法
が
制
定
さ
れ
た
時
に
近
畿
や
九
州
と
い
っ
た
日
本
の
各
地
方
は

ど
う
い
う
態
度
を
し
た
か
を
扱
っ
た
本
で
、
新
聞
の
議
論
も
断
片
的

に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
丸
山
重
威
さ
ん
の
『
新
聞
は
憲
法
を

捨
て
て
い
い
の
か
』
は
、
対
象
時
期
こ
そ
今
回
の
報
告
（
憲
法
制
定

期
）
と
は
異
な
り
ま
す
が
、
重
要
な
研
究
で
す
。
と
い
う
の
も
、
全

国
紙
は
『
朝
日
』『
毎
日
』
が
護
憲
、『
読
売
』『
産
経
』『
日
経
』
は

改
憲
と
二
極
分
化
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
地
方
紙
は
大
半
が
護
憲

派
で
あ
る
と
い
う
「
定
説
」
が
あ
り
ま
す
。
丸
山
さ
ん
の
研
究
は
小
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泉
政
権
の
頃
（
二
〇
〇
〇
年
代
前
半
）
の
論
調
を
調
査
し
て
、「
定 

説
」
が
一
応
正
し
い
こ
と
を
実
証
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う

な
地
方
紙
＝
護
憲
と
い
う
傾
向
が
い
つ
か
ら
遡
っ
て
見
ら
れ
る
の
か

と
い
う
の
も
研
究
の
動
機
に
な
り
ま
し
た
。
な
お
上
丸
洋
一
さ
ん
は

『
朝
日
新
聞
』
を
中
心
に
特
に
憲
法
九
条
の
問
題
を
扱
っ
て
お
り
、

境
家
史
郎
さ
ん
の
著
書
は
「
日
本
人
は
憲
法
と
ど
う
向
き
合
っ
て
き

た
か
」
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
の
世
論
調
査
を
素
材
に
検
証
し
た
も
の

で
す
。
最
後
の
田
中
秀
臣
さ
ん
の
著
書
は
今
回
の
報
告
で
主
に
取
り

上
げ
る
住
谷
悦
治
さ
ん
の
伝
記
で
あ
り
、『
夕
刊
京
都
』
や
『
京
都

新
聞
』
の
時
期
も
当
然
取
り
上
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。

１
　
日
本
の
新
聞
に
つ
い
て
（「
昭
和
」
以
降
）

　
本
論
に
入
る
前
に
、
日
本
の
新
聞
業
界
を
見
て
い
こ
う
と
思
い
ま

す
。
幕
末
維
新
の
頃
に
創
刊
さ
れ
た
日
本
新
聞
は
、
自
由
民
権
の
頃

に
な
る
と
政
論
新
聞
と
い
う
形
で
時
勢
を
め
ぐ
っ
て
の
様
々
な
政
治

的
主
張
を
展
開
す
る
タ
イ
プ
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の

結
果
、
東
京
・
大
阪
以
外
の
地
方
で
は
党
派
色
が
残
存
す
る
傾
向
が

み
ら
れ
ま
す
。
具
体
的
に
言
う
と
、
政
友
会
系
と
憲
政
会
・
民
政
党

系
、
中
立
系
と
い
っ
た
新
聞
が
各
県
の
主
要
新
聞
で
あ
り
、
現
実
政

治
に
お
け
る
党
派
対
立
と
む
す
び
つ
き
つ
つ
相
手
を
批
判
す
る
と
い

う
こ
と
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
の
で
し
た
。

　
一
方
、
東
京
と
大
阪
で
は
、
そ
う
い
う
党
派
対
立
と
は
離
れ
た
商

業
新
聞
（
例
え
ば
、
福
沢
諭
吉
創
刊
の
『
時
事
新
報
』）
が
発
達
し

て
い
き
ま
し
て
、
こ
れ
が
『
朝
日
』
と
か
『
毎
日
』
に
つ
な
が
っ
て

い
き
ま
す
。
た
だ
そ
の
時
に
ち
ょ
っ
と
興
味
深
い
の
は
一
九
二
三
年

関
東
大
震
災
の
影
響
で
す
。
現
在
の
全
国
五
紙
の
「
出
自
」
を
み
ま

す
と
、『
朝
日
』、『
毎
日
』、『
産
経
』
以
上
三
紙
が
大
阪
で
、
東
京

は
『
読
売
』『
日
経
』
の
二
紙
と
少
数
で
す
。
実
の
と
こ
ろ
東
京
に

は
『
時
事
新
報
』
の
ほ
か
徳
富
蘇
峰
の
『
国
民
新
聞
』
や
文
芸
に
強

い
『
都
新
聞
』
と
い
っ
た
有
力
紙
が
多
数
あ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
、

震
災
で
大
打
撃
を
受
け
た
の
で
す
。
そ
の
間
隙
を
縫
う
形
で
大
阪
発

祥
の
『
朝
日
』『
毎
日
』
が
台
頭
し
、
全
国
的
に
み
て
も
こ
の
二
紙

が
突
出
し
た
部
数
を
誇
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
な
お
『
朝
日
』『
毎 

日
』
に
対
抗
す
べ
く
、
大
震
災
直
後
に
内
務
官
僚
だ
っ
た
正
力
松
太

郎
が
経
営
を
握
り
「
育
成
」
す
る
こ
と
で
急
成
長
し
た
新
聞
が
『
読

売
』
で
す
。

　
日
本
の
新
聞
に
と
っ
て
も
う
一
つ
重
要
な
出
来
事
は
第
二
次
世
界

大
戦
の
影
響
で
す
が
、
こ
れ
は
よ
り
決
定
的
で
す
。
と
い
う
の
も
、

戦
時
体
制
構
築
の
一
環
と
し
て
所
謂
「
新
聞
統
合
」
が
行
わ
れ
た
か

ら
で
す
。
日
中
全
面
戦
争
が
始
ま
っ
た
一
九
三
七
年
に
は
一
、
四
二
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二
紙
も
あ
っ
た
新
聞
―
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
新
聞
は
現
在
の
ミ
ニ

コ
ミ
誌
の
よ
う
な
規
模
の
も
の
が
多
か
っ
た
と
い
い
ま
す
が
―
、
そ

れ
が
最
終
的
に
は
な
ん
と
五
五
紙
に
統
合
さ
れ
る
の
で
す
。
具
体
的

に
見
て
い
き
ま
す
と
、
全
国
紙
は
所
謂
三
大
紙
、
た
だ
し
『
読
売
』

は
東
日
本
だ
け
で
す
（『
読
売
』
が
西
日
本
に
進
出
し
た
の
は
一
九

五
二
年
）。
経
済
紙
は
東
京
に
『
日
本
経
済
新
聞
』、
大
阪
に
『
産
業

経
済
新
聞
』、
夕
刊
紙
は
『
東
京
新
聞
』
と
『
大
阪
新
聞
』
に
整
理

さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
い
わ
ゆ
る
地
方
は
基
本
的
に
は
一
紙
に
統
合
さ

れ
た
の
で
す
。
例
え
ば
京
都
府
は
『
京
都
日
出
新
聞
』
と
『
京
都
日

日
新
聞
』
が
あ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
統
合
さ
れ
て
『
京

都
新
聞
』
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
さ
て
敗
戦
後
で
す
が
、
同
盟
国
ド
イ
ツ
は
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
時
に

存
在
し
た
新
聞
が
全
て
廃
刊
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ナ
チ
ス
の
宣
伝
を

し
た
新
聞
と
い
う
こ
と
で
全
て
潰
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

日
本
の
新
聞
は
占
領
軍
の
方
針
も
あ
っ
て
基
本
的
に
残
る
の
で
す
。

と
な
る
と
、
ど
う
な
る
か
。
例
え
ば
大
分
の
県
紙
で
あ
る
『
大
分
合

同
新
聞
』
は
、
一
九
四
五
年
八
月
一
三
日
社
説
で
「
人
類
の
敵
を
抹

殺
せ
よ
」
を
主
張
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
「
新
型
爆
弾
」
を
落
と
し

た
ア
メ
リ
カ
は
鬼
畜
米
英
で
人
類
の
敵
だ
、
こ
れ
を
抹
殺
す
る
ま
で

戦
え
、
と
勇
ん
で
書
い
て
い
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
二
日
後
に
終
戦

の
詔
書
、
玉
音
放
送
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
か
ら
二
週
間
経
過
す
る

と
（
独
自
記
事
で
な
く
、
同
盟
通
信
配
信
と
推
測
さ
れ
ま
す
が
）「
軍

閥
の
暴
虐
を
暴
く
」
と
い
う
特
集
記
事
を
掲
載
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
つ
ま
り
、
敗
戦
前
と
敗
戦
後
で
全
く
違
う
こ
と
を
主
張
し
て

い
る
の
で
す
。
両
方
の
記
事
を
読
ん
だ
読
者
が
ど
う
感
じ
た
の
か
も

興
味
深
い
と
こ
ろ
な
の
で
す
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
同
じ
新
聞
で

正
反
対
の
主
張
を
し
て
い
る
こ
と
が
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
閲
覧
で

も
確
認
で
き
ま
す
し
、
新
聞
自
体
が
潰
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
わ
か

り
ま
す
。

　
ま
た
、
レ
ジ
ュ
メ
に
「
夕
刊
の
問
題
」
と
書
い
て
い
ま
す
が
、
占

領
軍
の
方
針
で
一
九
五
〇
年
ま
で
全
国
紙
を
含
め
朝
刊
紙
は
同
時
に

夕
刊
紙
を
出
す
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
す
る
と
戦
地
・

海
外
か
ら
復
員
し
て
き
た
新
聞
関
係
者
を
新
聞
社
は
雇
え
な
く
な
り

ま
す
。
キ
ャ
パ
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。
占
領
軍
の
奨
励
と
日
本
側
の

人
手
の
問
題
に
よ
り
、
戦
争
が
終
わ
っ
て
し
ば
ら
く
す
る
と
い
わ
ゆ

る
「
復
興
紙
」「
新
興
紙
」」
が
大
量
に
（
約
百
紙
）
創
刊
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
新
興
新
聞
を
分
類
す
る
と
、
第
一
に
戦

時
期
に
統
合
さ
れ
た
既
存
県
紙
に
対
抗
す
る
よ
う
な
存
在
と
し
て
の

第
二
県
紙
の
新
聞
（
例
え
ば
『
山
梨
時
事
新
聞
』『
石
川
新
聞
』
な
ど
）、

第
二
に
、
今
日
で
い
う
夕
刊
紙
に
も
近
い
都
市
新
興
紙
、
第
三
に
、
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よ
り
小
さ
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
範
囲
し
た
地
域
紙
と
い
っ
た
感
じ
で

す
。
京
都
府
の
場
合
は
『
京
都
日
日
新
聞
』『
都
新
聞
』『
夕
刊
京
都
』

で
す
。『
京
都
日
日
』
が
一
九
四
六
年
四
月
、『
夕
刊
京
都
』
が
五
月
、

『
都
新
聞
』
が
六
月
と
、
い
ず
れ
も
一
九
四
六
年
春
に
創
刊
さ
れ
ま

す
。
し
か
し
そ
う
い
っ
た
新
聞
は
、
結
局
戦
時
期
に
統
合
さ
れ
た
新

聞
に
は
勝
て
ず
、あ
と
当
初
か
ら
経
営
的
に
苦
し
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ

て
占
領
の
終
わ
る
頃
に
は
大
多
数
が
廃
刊
し
て
し
ま
い
ま
す
。
で
す

か
ら
、
こ
の
一
九
五
一
年
時
点
の
表
（
表
１
）
で
は
だ
い
ぶ
無
く
な
っ

て
い
ま
す
。
な
お
現
在
一
つ
の
県
に
二
つ
以
上
有
力
な
地
方
新
聞
が

あ
る
と
こ
ろ
は
福
島
県
の
『
福
島
民
報
』
と
『
福
島
民
友
』、
沖
縄

県
の
『
琉
球
新
報
』
と
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』、
そ
れ
に
青
森
県
の
『
東

奥
日
報
』『
デ
ー
リ
ー
東
北
（
た
だ
し
、
こ
の
新
聞
は
八
戸
中
心
の

地
域
紙
と
も
い
え
ま
す
）』
な
ど
、
ご
く
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
要
す

る
に
、
戦
時
期
に
統
合
さ
れ
た
「
一
県
一
紙
」
が
維
持
さ
れ
現
在
に

至
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

２
　
日
本
国
憲
法
制
定
と
新
聞

　
い
よ
い
よ
憲
法
制
定
期
の
新
聞
論
調
の
概
要
を
み
て
い
く
こ
と
に

し
ま
す
が
、
便
宜
上
時
期
区
分
を
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
第
一

期
が
憲
法
議
論
の
開
始
か
ら
憲
法
改
正
草
案
要
綱
が
発
表
さ
れ
る
頃

ま
で
、
第
二
期
が
帝
国
議
会
で
審
議
さ
れ
て
い
る
期
間
、
第
三
期
が

公
布
と
施
行
で
す
。

（
１
）
第
一
期
（
一
九
四
五
年
一
〇
月
～
一
九
四
六
年
四
月
）

　
ま
ず
第
一
期
で
す
。
大
日
本
帝
国
憲
法
を
変
え
る
べ
き
と
い
う
主

張
が
新
聞
の
社
説
で
あ
が
り
は
じ
る
の
は
一
九
四
五
年
一
〇
月
で
す
。

「
人
権
指
令
（
一
〇
月
四
日
）」
の
余
波
で
東
久
邇
宮
内
閣
が
崩
壊
、

幣
原
内
閣
に
代
わ
る
と
連
合
国
軍
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
か
ら
改
革

が
指
示
さ
れ
て
、
と
い
う
中
で
憲
法
改
正
も
表
面
化
し
ま
す
。
こ
れ

が
ま
ず
初
っ
端
で
す
。

　
「
表
面
化
」
す
る
と
、
全
国
紙
、
地
方
紙
の
多
く
が
社
説
で
憲
法

問
題
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
地
方
紙
の
多
く
は
同
盟
通
信

（
翌
年
、
共
同
通
信
と
時
事
通
信
に
再
編
）
の
配
信
を
利
用
し
て
い

る
点
、
注
意
が
必
要
で
す
。
論
調
を
み
る
と
、
全
国
紙
の
う
ち
『
朝

日
』
は
解
説
中
心
で
あ
っ
て
自
社
の
主
張
は
ほ
と
ん
ど
出
さ
な
い
社

説
ば
か
り
出
し
て
お
り
、『
日
経
』
に
な
る
と
（
後
述
す
る
多
く
の

地
方
紙
と
同
様
）
社
説
で
憲
法
は
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
て
い
ま
せ
ん
。

『
毎
日
』『
読
売
』
は
『
朝
日
』
よ
り
「
積
極
的
」
で
若
干
改
正
す

べ
き
点
を
指
摘
し
て
い
ま
す
が
、
全
体
に
慎
重
な
姿
勢
で
あ
っ
た
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。
も
っ
と
も
、『
読
売
』
は
労
働
争
議
（
読
売
争
議
）
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で
左
翼
の
従
業
員
組
合
の
影
響
力
が
強
ま
る
と
主
張
も
「
急
進
的
」

に
な
っ
て
き
ま
す
（
一
一
月
以
降
）。
一
方
、
地
方
紙
に
つ
い
て
は

先
程
言
及
し
た
同
盟
通
信
の
配
信
が
憲
法
の
大
幅
改
正
、
つ
ま
り
天

皇
主
権
の
根
源
を
さ
す
大
日
本
国
帝
国
憲
法
第
一
条
（
大
日
本
帝
国

ハ
万
世
一
系
ノ
天
皇
之
ヲ
統
治
ス
）
か
ら
第
四
条
（
天
皇
ハ
統
治
権

ヲ
総
攬
シ
）
も
検
討
対
象
に
含
む
べ
き
と
思
い
切
っ
た
こ
と
を
主
張

し
て
い
ま
し
た
。
た
だ
し
、
同
時
に
「
憲
法
改
正
は
大
御
心
に
よ
る
」

と
い
い
、「
日
本
民
主
主
義
」
の
確
立
と
国
体
護
持
の
立
場
も
明
ら

か
に
し
て
い
ま
す
。
国
体
護
持
の
た
め
に
も
民
主
化
が
必
要
、「
一

君
万
民
」
と
か
「
天
皇
と
国
民
の
直
結
（〝
特
権
層
〟
の
排
撃
）」
と

い
っ
た
感
じ
で
す
ね
。
こ
の
あ
と
の
配
信
記
事
は
国
体
護
持
に
力
点

を
置
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
地
方
紙
の
多
く
（
例
え
ば
『
神

戸
新
聞
』『
下
野
新
聞
』『
福
井
新
聞
』『
徳
島
新
聞
』『
高
知
新
聞
』

『
大
分
合
同
新
聞
』『
南
日
本
新
聞
』
な
ど
）
は
後
に
触
れ
る
草
案

発
表
ま
で
憲
法
問
題
を
社
説
で
取
り
上
げ
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
で
し

た
し
、
有
力
地
方
紙
と
い
え
る
『
北
海
道
新
聞
』
は
そ
も
そ
も
改
正

不
要
、『
中
部
日
本
新
聞
』『
愛
媛
新
聞
』
な
ど
は
改
正
不
急
の
立
場

を
明
ら
か
に
し
ま
す
。
結
局
の
所
、
一
〇
月
時
点
で
は
一
定
数
の
新

聞
が
改
正
必
要
と
書
い
た
も
の
の
、
そ
の
後
は
多
く
が
国
体
護
持
へ

と
力
点
を
置
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
そ
う
し
た
中
で
『
京
都
新
聞
』
は
ど
う
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
ち
ょ
う
ど
改
正
論
議
が
始
ま
っ
た
頃
に
住
谷
悦
治
さ
ん
を
論

説
担
当
に
迎
え
る
の
で
す
（
い
つ
住
谷
さ
ん
が
新
聞
論
説
を
書
き
出

し
た
か
は
正
直
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
新
聞
紙
面
を
見
る
限

り
、
一
〇
月
八
日
の
「
晩
鐘
」、
現
在
は
「
凡
語
」
で
コ
ラ
ム
欄
に
「
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
い
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
コ
ラ

ム
が
最
初
で
あ
る
よ
う
に
推
測
さ
れ
ま
す
）。
住
谷
さ
ん
の
回
顧
に

よ
る
と
、『
京
都
新
聞
』
の
後
川
社
長
が
や
っ
て
き
来
て
、『
京
都
新

聞
』
は
戦
争
中
時
局
に
迎
合
す
る
報
道
ば
か
り
し
て
き
た
け
れ
ど
も
、

こ
れ
か
ら
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
世
の
中
で
あ
る
か
ら
先
生
の
よ
う
な

議
論
が
必
要
だ
と
い
い
「
三
顧
の
礼
」
で
迎
え
た
そ
う
で
す
。
も
っ

と
も
、
こ
の
時
期
は
他
の
新
聞
と
同
様
、
そ
れ
ほ
ど
明
確
な
主
張
は

し
て
い
ま
せ
ん
。「
メ
モ
・
参
考
資
料
」
の
一
〇
月
段
階
を
見
る
と

解
る
と
思
い
ま
す
が
、
従
来
の
身
分
制
度
を
批
判
し
、
立
身
出
世
的

な
考
え
に
は
厳
し
い
意
見
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
、
君
主
制
を
否
定

す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
自
由
民
権
の
頃
か

ら
の
日
本
人
の
人
権
と
か
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
模
索
（
福
沢
諭
吉
、
加

藤
弘
之
ら
）
を
紹
介
し
て
議
論
を
喚
起
す
る
感
じ
で
す
ね
。
共
産
党

の
天
皇
制
批
判
と
い
っ
た
こ
と
に
対
し
て
は
む
し
ろ
批
判
的
な
の
で

す
。『
朝
日
新
聞
』
の
よ
う
な
単
な
る
現
状
解
説
で
な
く
、
歴
史
か

日本国憲法制定期の新聞論説（1945～1947年）：京都発行新聞にも注目して

149



ら
素
材
を
提
供
し
て
議
論
喚
起
は
図
る
も
の
の
、
自
分
は
こ
う
考
え

る
と
い
っ
た
強
い
主
張
は
控
え
る
と
い
う
感
じ
で
す
。

　
一
九
四
五
年
一
二
月
に
な
る
と
日
本
政
府
の
態
度
が
次
第
に
明
ら

か
に
な
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
日
本
政
府
で
憲
法
問
題
を
担
当
す
る

松
本
烝
治
を
ト
ッ
プ
と
す
る
委
員
会
が
「
松
本
四
原
則
」、
つ
ま
り

議
会
の
権
限
拡
大
、
人
民
の
権
利
強
化
、
内
閣
・
大
臣
の
責
任
を
明

確
化
は
進
め
る
も
の
の
「
天
皇
は
統
治
権
の
総
攬
者
」
で
あ
る
こ
と

は
絶
対
に
変
え
な
い
、
要
す
る
に
天
皇
主
権
は
変
更
し
な
い
こ
と
を

前
提
に
条
文
の
微
修
正
を
す
す
め
る
と
の
方
針
を
た
て
た
こ
と
に
対

し
て
一
定
数
の
新
聞
が
社
説
で
取
り
上
げ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
た

だ
し
、
注
意
し
な
い
と
い
け
な
い
の
は
、
相
当
数
の
新
聞
（
主
と
し

て
中
小
の
地
方
新
聞
）
は
憲
法
問
題
を
社
説
で
取
り
上
げ
ま
せ
ん
で

し
た
し
、『
北
海
道
新
聞
』『
中
部
日
本
新
聞
』
は
改
正
不
要
、『
朝
日
』

は
（
日
本
政
府
へ
の
不
満
を
交
え
た
）
解
説
中
心
で
改
正
の
方
向
に

つ
い
て
の
主
張
が
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
の
も
之
ま
で
と
同
様
だ
っ
た
こ

と
で
す
。
以
上
の
事
実
を
前
提
に
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
が
、
社
説

で
憲
法
を
取
り
上
げ
た
新
聞
の
多
く
は
日
本
政
府
の
施
政
に
批
判
的

に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
こ
の
う
ち
、
一
九
四
六
年
二
月
一
日
に
日
本
政
府
案
の
ス
ク
ー
プ

報
道
を
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
『
毎
日
』
並
び
に
『
中
国
新
聞
』『
西

日
本
新
聞
』『
愛
媛
新
聞
』『
合
同
新
聞
（
岡
山
）』
あ
た
り
が
、
こ

れ
ま
で
の
不
急
論
な
い
し
部
分
改
正
か
ら
大
幅
改
正
論
に
シ
フ
ト
し

て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
主
権
の
所
在
は
曖
昧
に
す
る
な
ど
具
体
性
に

欠
け
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。
一
方
、
興
味
深
い
の
は
、
現
在
安

倍
政
権
を
支
持
す
る
日
本
国
憲
法
改
憲
派
で
「
戦
後
」
に
も
否
定
的

な
『
読
売
』
と
『
北
國
新
聞
』
が
思
い
切
っ
た
憲
法
改
正
を
主
張
し

て
い
る
点
で
す
。
こ
の
う
ち
『
北
國
新
聞
』
は
後
に
立
命
館
の
教
授

と
な
る
安
藤
孝
行
が
天
皇
の
権
限
を
剥
奪
す
べ
き
と
の
主
張
を
繰
り

返
し
外
部
寄
稿
の
論
説
で
書
い
て
い
ま
す
。
こ
の
主
張
に
嘩
道
文
芸

（
元
京
大
教
授
）
が
反
発
し
て
紙
上
論
争
が
展
開
さ
れ
る
の
で
す
け

ど
、
社
説
レ
ベ
ル
で
は
安
藤
の
主
張
も
入
れ
る
か
た
ち
で
天
皇
の
政

治
上
の
一
切
の
権
力
は
否
定
す
べ
き
で
あ
る
、
た
だ
し
天
皇
は
元
首

と
し
て
残
せ
、
と
主
張
し
て
い
ま
す
。『
読
売
』
に
つ
い
て
は
前
述

の
よ
う
に
左
翼
の
従
業
員
組
合
に
「
乗
っ
取
ら
れ
」
て
い
た
た
め
、

現
在
の
『
読
売
』
か
ら
は
想
像
も
出
来
な
い
論
調
と
な
り
、
主
権
在

民
の
明
確
化
、
憲
法
制
定
議
会
を
作
れ
と
い
っ
た
こ
と
を
主
張
し
て

い
ま
す
。
た
だ
、
同
時
に
民
主
革
命
を
優
先
す
る
ス
タ
ン
ス
だ
っ
た

の
で
積
極
的
に
憲
法
問
題
に
力
を
入
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
点
、
一
九
四
五
年
一
二
月
に
松
本
重
治
さ
ん
を
中
心
に
東
京
の

進
歩
的
・
左
派
的
な
人
が
集
ま
っ
た
新
興
紙
『
民
報
』
も
民
主
革
命
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志
向
で
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
創
刊
直
後
に
「
天
皇
退
位
」
と
か

「
天
皇
を
政
治
の
圏
外
に
置
く
べ
き
」
と
い
っ
た
『
読
売
』
に
近
い
、

急
進
的
な
主
張
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
そ
う
し
た
中
で
の
『
京
都
新
聞
』
の
論
調
も
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

「
メ
モ
・
参
考
資
料
」
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
一
一
月
二
九
日
に
「
新

し
き
平
和
」
と
い
う
特
集
記
事
が
掲
載
さ
れ
ま
す
が
こ
れ
は
住
谷
さ

ん
の
執
筆
で
す
。
こ
の
特
集
記
事
で
、
住
谷
さ
ん
は
日
本
が
戦
争
に

負
け
国
際
情
勢
も
大
き
く
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
た
う
え

で
新
た
な
国
際
秩
序
、
特
に
国
際
連
合
の
平
和
保
障
機
構
を
高
く
評

価
し
、
日
本
も
新
秩
序
に
即
応
し
た
新
し
い
政
治
を
進
め
る
べ
き
だ

と
主
張
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
特
集
記
事
が
出
た
頃
か
ら
、

天
皇
制
も
含
め
、
現
状
批
判
の
ト
ー
ン
が
強
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

例
え
ば
、
一
二
月
二
一
日
の
社
説
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
議
論
を
紹
介

し
つ
つ
、
批
判
の
自
由
を
通
し
て
こ
そ
近
代
的
な
立
憲
君
主
制
が
確

立
さ
れ
う
る
、
こ
れ
を
通
さ
な
け
れ
ば
天
皇
制
は
維
持
す
る
べ
き
で

は
な
い
、
天
皇
の
論
議
を
す
る
こ
と
を
「
赤
化
」
と
す
る
態
度
も
克

服
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
憲
法
の
論
調
に
つ
い
て
は
、
一

二
月
三
〇
日
「
民
間
憲
法
草
案
と
天
皇
制
」
と
い
う
見
出
し
で
、
鈴

木
安
蔵
さ
ん
や
高
野
岩
三
郎
さ
ん
と
い
っ
た
人
た
ち
が
集
ま
っ
た
憲

法
研
究
会
が
作
っ
た
―
後
に
象
徴
天
皇
・
主
権
在
民
と
い
っ
た
点
で

日
本
国
憲
法
の
原
型
と
評
さ
れ
る
―
憲
法
草
案
を
紹
介
し
「
現
在
の

と
こ
ろ
民
主
主
義
憲
法
と
し
て
ギ
リ
ギ
リ
結
着
の
所
で
あ
ろ
う
」
と

い
い
、
一
定
の
評
価
を
与
え
て
い
ま
す
。
加
え
て
天
皇
制
が
今
後
も

残
る
の
で
あ
れ
ば
、
残
る
た
め
の
何
か
積
極
的
な
意
義
が
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
も
主
張
し
て
い
ま
す
（「（
憲
法
研
究
会
の
案
は
）
天
皇

制
を
左
右
両
翼
よ
り
護
ろ
う
と
す
る
革
新
的
努
力
を
示
し
た
民
主
主

義
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
お
形
式
的
な
一
線
と
し
て
何
故

保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
質
疑
も
出
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ

は
国
民
の
自
由
な
判
断
が
最
終
時
に
決
定
す
べ
き
も
の
と
し
て
民
主

主
義
的
な
含
み
を
保
た
し
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
」と
締
め
て
い
ま
す
）。

一
九
四
六
年
に
入
り
ま
す
と
、
コ
ラ
ム
紙
面
で
天
皇
制
批
判
も
含
め

盛
ん
に
議
論
の
紹
介
、
喚
起
を
行
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
一
月
七

日
は
「
民
主
主
義
憲
法
の
民
間
草
案
は
た
っ
た
一
つ
公
に
さ
れ
た
だ

け
で
、
新
憲
法
へ
の
革
新
意
見
へ
の
貧
困
さ
は
ど
う
し
た
こ
と
か
」

「
民
主
主
義
憲
法
ま
で
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
司
令
部
に
ご
厄
介
に
な
る
気

か
、
こ
れ
だ
け
は
断
じ
て
先
手
を
打
た
れ
る
な
か
れ
」
と
書
い
て
い

ま
す
。
国
民
自
ら
が
憲
法
に
つ
い
て
天
皇
制
も
含
め
て
議
論
し
て
や

る
べ
き
だ
、
あ
る
べ
き
憲
法
、
あ
る
べ
き
君
主
制
は
ど
う
あ
る
べ
き

か
と
い
う
議
論
を
せ
よ
と
盛
ん
に
主
張
し
て
い
る
の
で
す
ね
。
そ
の

後
羽
仁
五
郎
、
鈴
木
安
蔵
、（
日
本
研
究
で
も
知
ら
れ
る
カ
ナ
ダ
外
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交
官
の
）
Ｅ
・
Ｈ
ノ
ー
マ
ン
の
言
動
も
紹
介
し
て
い
ま
す
（
な
お
、

今
回
の
報
告
は
他
紙
が
ほ
ぼ
社
説
の
み
チ
ェ
ッ
ク
し
た
の
に
対
し
、

住
谷
さ
ん
が
論
説
ト
ッ
プ
で
あ
る
京
都
新
聞
だ
け
コ
ラ
ム
欄
も
見
て

い
ま
す
。
他
の
新
聞
も
コ
ラ
ム
欄
に
は
「
思
い
切
っ
た
こ
と
」
を
書

い
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
記
憶
す
る
限
り
で
は
、
こ
こ

ま
で
天
皇
制
や
日
本
の
現
状
を
批
判
的
に
こ
だ
わ
っ
て
書
い
て
る
の

は
『
京
都
新
聞
』
と
東
京
の
『
民
報
』
な
ど
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
）。

　
と
こ
ろ
が
、
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
一
九
四
六
年
三
月
六
日

に
突
然
、
大
日
本
帝
国
憲
法
改
正
の
草
案
要
綱
が
日
本
政
府
に
よ
っ

て
発
表
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
現
在
の
日
本
国
憲
法
の
原
案
で
す
。
憲

法
制
定
の
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
二
月
一
三
日
に
Ｇ

Ｈ
Ｑ
民
政
局
が
日
本
政
府
に
「
押
し
つ
け
」
を
行
っ
て
い
る
の
で
す
。

つ
ま
り
、
二
月
八
日
に
提
出
さ
れ
た
日
本
政
府
案
は
問
題
が
多
す
ぎ

る
の
で
賛
成
で
き
な
い
。
よ
っ
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
内
で
独
自
の
案
を
ま
と
め

た
の
で
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
、
も
し
こ
の
案
を
受
け
い
れ
ら

れ
な
い
の
な
ら
我
々
は
日
本
国
民
に
こ
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
案
を
公
表
し
ま
す

と
通
告
し
た
わ
け
で
す
ね
。
有
無
を
言
わ
せ
な
い
と
い
う
意
味
で
の

押
し
つ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
日
本
政
府
側
か
ら
す
る
と
、

自
分
た
ち
の
案
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
と
思
っ
た
ら
、
い
き
な
り
Ｇ

Ｈ
Ｑ
が
案
を
出
し
て
こ
れ
を
認
め
ろ
と
言
わ
れ
た
の
で「
押
し
付
け
」

と
感
じ
た
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
意
し
な
い
と
い
け
な
い

の
は
、
以
上
の
動
向
は
新
聞
に
は
全
く
出
て
こ
な
い
こ
と
で
す
。
交

渉
は
秘
密
裏
で
し
た
し
、
当
時
は
検
閲
も
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
ね
。

二
月
上
旬
に
日
本
政
府
の
憲
法
案
が
浮
か
ん
で
き
た
頃
か
ら
、
三
月

六
日
ま
で
全
く
憲
法
の
記
事
は
出
て
こ
な
い
の
で
す
。
そ
の
間
に
日

本
政
府
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
折
衝
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
記
事
が
な
い
の

で
も
ち
ろ
ん
日
本
国
民
は
全
く
知
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
三
月
六
日
に

い
き
な
り
日
本
政
府
に
よ
っ
て
憲
法
草
案
要
綱
が
発
表
さ
れ
た
の
で

す
。

　
さ
て
、
草
案
要
綱
に
対
し
て
各
新
聞
は
ど
う
反
応
し
た
か
で
す
が
、

結
論
か
ら
言
え
ば
、
こ
れ
ま
で
は
っ
き
り
し
た
意
見
を
言
わ
な
い
、

社
説
も
取
り
上
げ
な
か
っ
た
新
聞
も
含
め
た
大
多
数
が
草
案
に
対
し

て
肯
定
的
評
価
を
下
し
て
い
ま
す
。
こ
の
案
で
良
い
と
い
う
の
で
す
。

全
国
紙
に
つ
い
て
見
る
と
、
こ
れ
ま
で
自
社
の
主
張
を
ほ
と
ん
ど
展

開
し
な
か
っ
た
『
朝
日
』
は
「
画
期
的
な
平
和
憲
法
」
と
い
う
見
出

し
を
付
け
全
面
的
に
肯
定
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
こ
の
案
を
自
ら

の
も
の
と
し
て
完
成
す
る
よ
う
努
力
す
る
必
要
が
あ
る
と
も
う
出
来

た
こ
と
を
前
提
に
啓
蒙
活
動
を
す
る
と
い
う
感
じ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

一
方
、
大
幅
改
正
の
必
要
を
認
め
て
い
た
『
毎
日
』
も
草
案
に
賛
成
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で
す
。
た
だ
し
注
文
も
つ
け
て
い
ま
す
。
憲
法
研
究
会
案
で
は
労
働

者
の
休
息
す
る
権
利
と
か
社
会
権
的
規
定
も
詳
細
に
書
か
れ
て
い
た

の
で
す
が
、
草
案
要
綱
は
、
そ
う
い
う
社
会
権
的
要
素
が
バ
ッ
サ
リ

切
ら
れ
自
由
権
が
メ
イ
ン
で
す
。『
毎
日
』
は
憲
法
研
究
会
案
を
あ

げ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、「
社
会
的
平
等
を
補
充
」
す
る
必
要
が
あ
る

と
の
主
張
を
行
っ
た
わ
け
で
す
。
な
お
『
読
売
』
の
場
合
、
ま
だ
こ

の
時
点
で
は
左
派
の
従
業
員
組
合
が
論
説
も
お
さ
え
て
い
ま
す
の
で

「
画
期
的
な
憲
法
案
」
と
評
価
す
る
一
方
で
、「
世
襲
的
天
皇
制
」

の
残
存
と
か
問
題
点
も
指
摘
し
て
い
ま
す
。
あ
と
面
白
い
の
は
戦
争

放
棄
も
批
判
し
て
い
る
の
で
す
ね
。
国
家
に
は
自
衛
権
が
あ
る
、
そ

れ
も
含
め
す
べ
て
放
棄
す
る
の
は
い
か
が
な
も
の
か
と
主
張
す
る
の

で
す
が
、
当
時
の
共
産
党
の
影
響
も
あ
る
で
し
ょ
う
。『
日
経
』『
産

経
』
は
基
本
肯
定
的
な
評
価
で
す
か
ら
、
全
国
紙
は
『
読
売
』
が
や

や
批
判
的
で
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
全
紙
、
草
案
を
評
価
し
て
い

ま
す
。

　
一
方
、
地
方
紙
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
こ
れ
ま
た
大
多
数
が
評
価

し
て
い
ま
す
。
面
白
い
の
は
共
同
通
信
の
配
信
で
こ
う
い
っ
て
い
る

の
で
す
。
内
容
に
つ
い
て
は
「
主
権
在
民
、
天
皇
世
襲
、
戦
争
放
棄
」

が
特
徴
で
あ
る
と
。
つ
ま
り
人
権
保
障
に
は
ふ
れ
ず
、
天
皇
制
の
維

持
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。
た
だ
一
部
の
新
聞
が
草
案
を
批

判
し
て
い
ま
す
。
特
に
『
北
海
道
新
聞
』
が
一
番
激
烈
で
「
一
部
特

権
階
級
の
一
方
的
立
案
」
で
あ
る
と
ま
で
書
い
て
い
ま
す
。
で
も
お

か
し
い
で
す
ね
。
先
ほ
ど
『
北
海
道
新
聞
』
は
改
正
不
要
論
（
＝
大

日
本
帝
国
憲
法
維
持
）
と
紹
介
し
た
の
に
、
こ
の
三
月
の
論
説
は
全

く
見
解
が
違
う
の
で
す
。
実
は
、『
北
海
道
』
は
一
九
四
六
年
二
月

下
旬
に
左
翼
系
の
組
合
に
編
集
を
含
め
て
「
乗
っ
取
ら
れ
」、
六
月

く
ら
い
ま
で
『
読
売
』
以
上
に
左
翼
急
進
的
な
主
張
を
展
開
す
る
よ

う
に
な
っ
た
か
ら
な
ん
で
す
。『
北
海
道
』
の
読
者
は
か
な
り
戸
惑
っ

た
よ
う
で
す
。
あ
と
『
河
北
新
報
』
は
、
草
案
で
言
う
天
皇
規
定
に

つ
い
て
、
象
徴
と
い
う
形
で
「
天
皇
制
と
い
う
も
の
を
擁
護
し
よ
う

と
す
る
も
の
」
と
暗
に
批
判
的
な
社
説
を
一
本
か
二
本
書
い
て
い
ま

す
し
、
例
の
『
民
報
』
は
「
象
徴
」
は
評
価
す
る
も
の
の
全
体
に
距

離
を
置
い
た
社
説
で
す
。
加
え
て
『
岐
阜
新
聞
』
が
「
新
味
な
し
」

と
い
い
、『
和
歌
山
新
聞
』
も
否
定
的
で
す
。
た
だ
し
、
こ
の
種
の

議
論
は
（『
民
報
』
並
び
に
一
時
期
の
『
読
売
』『
北
海
道
』
は
さ
て

お
き
）
そ
の
後
表
面
に
出
て
こ
な
い
、
と
い
う
か
、
継
続
し
て
主
張

さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
一
時
的
で

あ
る
に
せ
よ
論
説
部
門
に
左
翼
的
な
人
が
入
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う

け
ど
、
社
論
と
し
て
統
一
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
と
推
測
で

き
ま
す
。
な
お
『
毎
日
』
の
よ
う
に
、
草
案
に
注
文
を
つ
け
た
の
は
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『
北
日
本
』『
合
同
』『
西
日
本
』
な
ど
の
新
聞
で
す
。
華
族
制
度
は

や
め
て
し
ま
え
と
か
、
社
会
保
障
や
労
働
権
が
貧
弱
で
あ
る
か
ら
そ

れ
を
拡
充
し
ろ
と
い
う
意
見
な
ど
で
す
。
た
だ
こ
れ
は
注
文
で
あ
っ

て
、
憲
法
草
案
全
体
に
は
好
意
的
評
価
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
さ
て
、『
京
都
新
聞
』
は
ど
う
か
と
い
い
ま
す
と
、
実
は
憲
法
を

積
極
的
に
取
り
上
げ
て
い
ま
せ
ん
。
三
月
八
日
に
「
憲
法
改
正
案
と

華
族
」、
九
日
は
「
地
方
自
治
の
強
化
」
と
、
こ
の
二
本
が
草
案
に

対
す
る
コ
メ
ン
ト
な
の
で
す
が
「
憲
法
を
評
価
す
る
」
と
は
言
っ
て

い
ま
せ
ん
。
八
日
は
明
治
以
来
の
華
族
制
度
を
厳
し
く
批
判
し
、
九

日
の
地
方
自
治
は
草
案
の
規
定
を
画
期
的
と
は
評
価
し
て
い
ま
す
。

で
も
、
い
ず
れ
の
社
説
も
部
分
的
言
及
に
と
ど
め
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
は
非
常
に
興
味
深
い
反
応
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
二
月
ま
で

は
議
論
し
よ
う
、
議
論
す
る
べ
き
だ
と
国
民
を
喚
起
す
る
こ
と
を
盛

ん
に
書
い
て
い
た
の
で
す
が
、
い
ざ
草
案
が
発
表
さ
れ
る
と
そ
れ
に

対
し
て
は
態
度
を
保
留
す
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
な
の
で
す
。
こ
の
あ

た
り
に
、
住
谷
さ
ん
と
い
う
か
京
都
新
聞
の
ひ
と
つ
の
独
自
性
―
草

案
に
一
定
の
評
価
を
与
え
る
が
、
国
民
一
般
の
議
論
な
し
に
決
ま
っ

て
い
く
こ
と
へ
の
不
満
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
―
が
出
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
（
な
お
四
月
に
『
京
都
日
日
新
聞
』

が
創
刊
さ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
憲
法
に
つ
い
て
は
、
資
本
主
義
の
克

服
、
こ
れ
は
社
会
権
拡
充
な
ん
か
と
く
っ
つ
く
話
で
す
け
れ
ど
も
そ

れ
を
紹
介
し
て
い
る
程
度
で
す
）。

　
草
案
発
表
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
衆
議
院
選
挙
が
行
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
の
選
挙
は
憲
法
制
定
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
選
挙
で
も
あ

り
ま
す
。
つ
ま
り
大
日
本
帝
国
憲
法
は
、
天
皇
が
憲
法
改
正
案
を
発

議
し
て
議
会
で
審
議
し
、
最
終
的
に
天
皇
が
判
子
を
押
し
て
改
定
完

了
と
い
う
規
定
に
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
選
挙
に
よ
り
新
た
に
構

成
さ
れ
る
国
会
は
「
憲
法
制
定
議
会
」
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
、
各
紙
社
説
を
見
ま
し
て
も

憲
法
に
つ
い
て
の
言
及
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
今
度
の
選
挙
は

憲
法
制
定
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
極
め
て
重
要
で
あ
る
云
々
と
い
っ

た
よ
う
な
主
張
が
社
説
に
ほ
と
ん
ど
で
て
こ
な
い
の
で
す
。『
読
売
』

が
少
し
書
い
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
他
の
新
聞
は
憲
法
制
定
と
い
う

大
事
な
場
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
社
説
で
言
及
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

ま
た
、
こ
の
時
の
選
挙
で
大
半
の
候
補
者
も
別
に
憲
法
に
つ
い
て
触

れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
案
が
出
た
け
れ
ど
も
、
新
し
い
憲
法
は

ど
う
議
論
す
べ
き
か
、
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
運
動
中
に

議
論
す
る
の
が
理
想
な
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
憲
法
に
つ
い
て
ふ

れ
た
候
補
者
が
二
割
も
い
な
い
の
が
現
実
で
し
た
。
総
選
挙
終
了
直

後
の
四
月
一
七
日
に
草
案
正
文
が
発
表
さ
れ
る
と
、
一
定
数
の
新
聞
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が
社
説
で
コ
メ
ン
ト
し
て
い
ま
す
が
基
本
的
に
三
月
の
草
案
要
綱
発

表
時
と
ほ
ぼ
同
じ
主
張
の
繰
り
返
し
で
し
た
。

　
整
理
し
ま
す
と
、草
案
が
発
表
さ
れ
る
と
、（
改
正
論
議
開
始
以
来
）

態
度
を
明
ら
か
に
し
て
こ
な
か
っ
た
の
も
含
め
た
大
多
数
の
新
聞
が

憲
法
草
案
を
肯
定
的
に
評
価
し
ま
し
た
。
こ
れ
で
憲
法
論
議
の
大
勢

も
決
し
た
と
い
え
ま
す
。
そ
の
後
は
ど
う
修
正
す
べ
き
か
と
い
う
レ

ベ
ル
の
話
に
な
り
ま
す
。

（
２
）
第
二
期

　
次
に
第
二
期
、
一
九
四
六
年
六
月
に
召
集
さ
れ
た
帝
国
議
会
の
審

議
期
間
で
す
。
で
も
そ
の
前
に
「
本
流
」
に
は
な
ら
な
か
っ
た
け
ど

重
要
な
出
来
事
を
い
く
つ
か
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
ず
、
憲
法
を
制
定
す
る
な
ら
ば
独
自
の
憲
法
制
定
議
会
を
つ
く

る
べ
き
と
い
う
議
論
が
三
月
に
一
部
地
方
紙
や
『
読
売
』、
六
月
に 

入
っ
て
か
ら
『
朝
日
』
な
ど
が
主
張
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
う

い
う
動
き
・
主
張
は
ほ
と
ん
ど
主
流
に
な
ら
ず
、
四
月
選
挙
で
招
集

さ
れ
た
帝
国
議
会
の
議
員
が
憲
法
案
に
つ
い
て
議
論
す
る
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
次
に
新
聞
業
界
的
に
は
大
事
な
こ
と
が
六
月
に
起

こ
り
ま
す
。『
読
売
』
が
一
時
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
左
派
系
を
「
追

放
」
し
て
論
調
が
「
正
常
化
」
さ
れ
ま
す
（
第
二
次
争
議
）。
ま
た
『
北

海
道
新
聞
』
も
同
じ
く
六
月
共
産
党
に
近
い
論
説
委
員
が
追
放
さ
れ

る
と
い
う
事
件
が
起
こ
り
ま
す
。
た
だ
し
『
北
海
道
新
聞
』
は
、（
一

時
期
見
ら
れ
た
左
翼
急
進
的
論
調
か
ら
は
変
化
し
た
も
の
の
）
現
在

に
至
る
ま
で
日
本
の
商
業
新
聞
の
中
で
一
番
「
護
憲
色
」
の
強
い
新

聞
で
は
あ
り
ま
す
が
。

　
さ
ら
に
一
九
四
六
年
春
以
降
、
新
興
紙
が
本
格
的
に
登
場
し
ま
す
。

京
都
に
つ
い
て
言
え
ば
四
月
に
『
京
都
日
日
新
聞
』、
五
月
に
『
夕
刊

京
都
』、
六
月
に
『
都
新
聞
』
で
す
が
、
本
報
告
で
重
視
し
た
い
の
は

『
夕
刊
京
都
』
で
す
。
と
い
う
の
も
、『
夕
刊
京
都
』
は
住
谷
悦
治
さ

ん
が
代
表
と
な
っ
た
か
ら
で
す
。
は
じ
め
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の

当
時
朝
刊
紙
は
同
時
に
夕
刊
紙
を
発
行
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ

で
『
京
都
新
聞
』
は
、『
夕
刊
京
都
』
を
代
替
の
新
聞
と
し
て
（
姉
妹

紙
と
規
定
で
き
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
す
が
）
援
助
し
よ
う
と
し
ま

す
。
そ
の
際
、
住
谷
さ
ん
が
『
京
都
新
聞
』
の
論
説
を
担
当
し
て
い

た
の
で
、
彼
を
新
し
い
新
聞
の
代
表
に
担
ぎ
、
能
勢
克
男
さ
ん
や
和

田
洋
一
さ
ん
と
い
っ
た
同
志
社
関
係
、
さ
ら
に
失
業
中
の
左
翼
知
識

人
を
糾
合
す
る
形
で
五
月
一
二
日
『
夕
刊
京
都
』
が
創
刊
さ
れ
た
わ

け
で
す
。
な
お
住
谷
さ
ん
は
『
京
都
新
聞
』
の
論
説
も
四
六
年
一
〇

月
頃
ま
で
担
当
し
て
い
ま
す
が
、
代
表
と
な
っ
た
の
で
す
か
ら
『
夕

刊
京
都
』
に
比
重
が
移
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
と
共
に
『
京
都
新
聞
』
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の
論
説
も
だ
ん
だ
ん
「
普
通
の
地
方
新
聞
」
に
戻
っ
て
い
き
ま
し
た
。

な
お
九
月
頃
か
ら
憲
法
の
社
説
や
論
説
は
黒
田
覚
さ
ん
と
い
う
著
名

な
憲
法
専
攻
の
先
生
―
京
大
教
授
で
の
ち
に
公
職
追
放
と
な
る
の
で

す
が
―
が
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
次
に
帝
国
議
会
の
審
議
に
入
っ
て
以
降
の
各
紙
論
調
で
す
が
、
こ

れ
も
正
直
あ
ま
り
社
説
記
事
が
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
社
説
で
取
り
上

げ
ら
れ
た
の
は
、
ま
ず
六
月
に
憲
法
案
が
上
程
さ
れ
た
頃
で
す
。
次

い
で
六
月
に
開
会
し
て
七
月
に
衆
議
院
で
審
議
が
開
始
さ
れ
た
頃
。

そ
の
後
は
衆
議
院
を
通
過
し
た
八
月
二
四
日
前
後
、
八
月
末
以
降
の

貴
族
院
審
議
、
最
後
に
一
〇
月
七
日
憲
法
案
が
成
立
し
た
時
、
社
説

が
多
く
出
ま
す
。

　
た
だ
、
各
社
社
説
は
本
数
に
大
き
な
差
が
あ
り
ま
す
。
ゼ
ロ
本
、

つ
ま
り
一
本
も
書
か
な
か
っ
た
新
聞
も
け
っ
こ
う
多
い
で
す
。
と
思

え
ば
『
毎
日
新
聞
』
は
九
本
書
い
て
い
ま
す
。
三
大
紙
に
つ
い
て
言

え
ば
『
朝
日
』
三
本
、『
毎
日
』
九
本
、『
読
売
』
五
本
、
憲
法
審
議

中
に
憲
法
に
つ
い
て
社
説
を
書
い
て
い
ま
す
。
一
方
、
地
方
紙
と
い

う
こ
と
で
さ
し
あ
た
り
近
畿
を
見
ま
す
と
、『
滋
賀
新
聞
』『
奈
良
日

日
新
聞
』『
和
歌
山
新
聞
』、
こ
れ
ら
は
戦
時
期
の
「
一
県
一
紙
」
で

作
ら
れ
た
新
聞
で
す
け
れ
ど
、（
大
阪
発
祥
の
全
国
紙
に
圧
迫
さ
れ
）

当
初
か
ら
弱
体
で
あ
っ
た
た
め
、
論
説
を
含
め
共
同
通
信
配
信
が
圧

倒
的
に
多
い
で
す
。
あ
と
近
畿
の
地
方
紙
で
は
最
有
力
と
も
い
え
る

『
神
戸
新
聞
』
も
二
本
し
か
出
し
て
い
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
、
こ
の

当
時「
憲
法
よ
り
メ
シ
」と
い
う
世
相
・
議
論
が
か
な
り
有
力
で
あ
っ

た
こ
と
も
考
慮
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
ね
。
敗
戦
後
の
食
糧
難
、
経

済
的
に
困
窮
し
て
い
る
時
に
、
憲
法
な
ん
か
議
論
す
る
の
は
い
か
が

な
も
の
か
、
憲
法
よ
り
食
糧
問
題
の
方
が
優
先
順
位
も
高
い
の
で
は

な
い
か
、
そ
う
い
う
主
張
で
す
。
で
す
か
ら
、
帝
国
議
会
で
憲
法
改

正
案
が
議
論
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
各
新
聞
が
社
説
と
か
論

説
、
特
集
記
事
で
頻
繁
に
取
り
上
げ
る
こ
と
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。

　
論
点
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
ま
ず
一
点
目
は
主
権
問
題
、
国
体
変

革
で
す
。
こ
れ
は
議
会
の
審
議
が
こ
の
問
題
に
集
中
し
た
か
ら
で
す
。

実
の
と
こ
ろ
、
政
府
が
提
出
し
た
憲
法
改
正
案
は
国
民
主
権
の
原
則

が
曖
昧
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
こ
こ
で
少
し
脱
線
。
現
在
の
日
本

国
憲
法
は
「
変
な
憲
法
」
と
い
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
と
い
う
の
も
、

国
民
主
権
を
明
確
に
規
定
し
た
条
文
が
全
く
な
い
と
い
う
の
は
言
い

過
ぎ
で
す
が
、
前
文
で
「
主
権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
宣
言
」
し

て
い
る
も
の
の
、
本
文
は
第
一
条
「
天
皇
は
日
本
国
の
象
徴
で
あ
り

（
中
略
）
こ
の
地
位
は
主
権
の
存
す
る
日
本
国
民
の
総
意
に
基
づ
く
」

と
い
う
形
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
す
。
そ
し
て
政
府
が
提
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出
し
た
改
正
案
は
今
触
れ
た
二
カ
所
と
も「
国
民
至
高
意
思（
前
文
）」

と
か
「
至
高
ノ
総
意
（
第
一
条
）」
と
い
っ
た
表
現
で
国
民
主
権
を

ぼ
か
し
て
い
た
の
で
す
ね
。
英
語
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
を
日
本
語
に
訳
す

と
き
、（
明
確
に
主
権
在
民
だ
っ
た
原
文
に
対
し
）
あ
く
ま
で
も
天

皇
に
も
主
権
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
匂
わ
し
、
国
民
主
権
を
不
明
確

に
し
た
わ
け
で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
大
多
数
の
新
聞
が
国
民

主
権
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
政
府
案
を
批
判
し
て
お
り
、
京
都
の
新

聞
＝
『
京
都
新
聞
』『
夕
刊
京
都
』『
都
新
聞
』『
京
都
日
日
』
も
ま

た
政
府
批
判
に
加
わ
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
独
自
意
見
・
少
数
派
も
あ

り
ま
し
た
。
鹿
児
島
の
『
南
日
本
新
聞
』
は
主
権
在
民
と
い
い
つ
つ

も
同
時
に
天
皇
が
元
首
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
ろ
と
主
張
し
て
い

ま
す
。『
佐
賀
新
聞
』
も
国
民
主
権
を
疑
問
視
す
る
主
張
を
行
っ
て

い
ま
す
が
、
そ
の
際
、
総
選
挙
の
結
果
、
所
謂
保
守
勢
力
が
国
会
で

多
数
を
し
め
て
い
る
が
、
国
民
主
権
を
主
張
し
た
候
補
な
ん
て
い
な

か
っ
た
は
ず
だ
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
確
か
に
保
守
勢
力
は
改
正
草

案
が
出
る
ま
で
は
憲
法
改
正
不
要
・
不
急
、
仮
に
改
正
す
る
と
い
っ

て
も
微
修
正
程
度
の
立
場
で
あ
り
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
総
選
挙
で

憲
法
を
論
じ
た
候
補
者
も
ご
く
僅
か
だ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
し
た
か

ら
ね
。
も
っ
と
も
議
会
審
議
の
段
階
に
な
る
と
、
多
数
紙
は
（
象
徴

天
皇
制
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
も
）
政
府
案
の
ゴ
マ
カ
シ
に
批
判
的

で
国
民
主
権
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
。
結
局
、
衆
議

院
の
段
階
で
修
正
さ
れ
、
現
在
の
よ
う
な
条
文
に
な
り
ま
す
。

　
二
点
目
は
、
現
在
の
感
覚
な
ら
一
番
問
題
に
な
り
そ
う
な
戦
争
放

棄
、
第
九
条
で
す
が
、
結
論
か
ら
言
う
と
全
国
紙
社
説
で
こ
れ
を
正

面
か
ら
取
り
上
げ
た
の
は
『
毎
日
』
だ
け
で
す
。
地
方
紙
も
多
く
あ

り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
戦
争
放
棄
は
画
期
的
な
条
文
だ
と
い
う
共

通
認
識
は
あ
る
ん
で
す
。
た
だ
議
会
の
議
論
が
前
述
の
主
権
問
題
に

集
中
し
た
経
緯
も
あ
り
、
新
聞
紙
面
・
社
説
と
も
第
九
条
、
戦
争
放

棄
は
さ
ほ
ど
取
り
上
げ
て
い
ま
せ
ん
。
九
条
実
現
の
見
通
し
に
つ
い

て
は
ど
う
な
の
か
、
国
内
的
に
戦
争
放
棄
を
い
っ
て
も
国
際
政
治
上

は
ど
う
な
の
か
、
国
際
法
と
の
関
係
は
、
と
い
っ
た
こ
と
を
議
会
（
貴

族
院
）
で
佐
々
木
惣
一
や
高
柳
賢
三
ら
が
指
摘
し
た
こ
と
を
『
中
国

新
聞
』
が
紹
介
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
戦
争
放
棄
の
意
義

を
強
調
し
た
『
毎
日
』『
徳
島
新
聞
』
も
含
め
、
い
ず
れ
も
単
発
の

問
題
提
起
に
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
九
条

や
戦
争
放
棄
は
画
期
的
と
い
う
こ
と
で
一
致
し
て
い
ま
す
が
こ
れ
以

上
の
議
論
と
い
う
の
は
社
説
レ
ベ
ル
で
は
深
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
し

た
。

　
三
点
目
と
し
て
、
憲
法
条
文
中
の
基
本
的
人
権
に
つ
い
て
で
す
が
、

こ
れ
も
第
九
条
と
同
様
、
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
新
聞
は
少
数
で
し
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た
。『
徳
島
新
聞
』
や
『
河
北
新
報
』
な
ど
一
部
の
新
聞
し
か
取
り

上
げ
て
い
ま
せ
ん
。
議
会
の
審
議
過
程
で
「
健
康
で
文
化
的
な
最
低

限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
」
が
第
二
五
条
と
し
て
挿
入
さ
れ
た
こ
と

は
憲
法
制
定
過
程
の
研
究
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
す
の
で
、
そ

う
い
っ
た
こ
と
も
含
め
、
も
っ
と
議
会
や
新
聞
紙
面
上
で
活
発
な
議

論
が
あ
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
た
く
な
る
と
こ
ろ
で
す
が
、

実
際
の
と
こ
ろ
議
論
は
低
調
で
し
た
。
た
だ
、
憲
法
か
ら
少
し
ず
れ

る
ん
で
す
が
、
家
族
制
度
（
改
革
）
と
い
っ
た
も
の
は
新
聞
社
説
で

わ
り
と
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
社
説
で
取
り
上
げ
て
い

た
新
聞
の
多
数
が
家
父
長
制
を
廃
し
個
人
の
尊
厳
を
尊
重
す
る
改
革

を
肯
定
的
に
み
て
い
ま
し
た
。

　
さ
て
一
〇
月
八
日
に
憲
法
改
正
案
が
帝
国
議
会
で
成
立
し
ま
す
。

す
る
と
、
そ
れ
ま
で
左
翼
的
、
急
進
的
な
立
場
か
ら
憲
法
改
正
案
に

は
批
判
的
な
い
し
冷
淡
で
あ
っ
た
『
北
海
道
新
聞
』
や
『
岐
阜
新
聞
』

な
ど
も
肯
定
的
評
価
に
転
じ
ま
す
。
こ
こ
で
「
一
応
」、
ほ
ぼ
総
て

の
新
聞
が
日
本
国
憲
法
と
い
う
も
の
を
良
い
も
の
だ
、
こ
れ
で
い
き

ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
一
致
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
成
立
す
る

と
、
憲
法
の
意
義
を
指
摘
す
る
だ
け
で
な
く
、
普
及
も
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
と
社
説
で
指
摘
す
る
新
聞
も
多
く
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
新
し
い

憲
法
は
内
容
面
で
は
理
想
的
な
も
の
だ
け
れ
ど
、
日
本
の
現
状
は
憲

法
の
理
想
に
は
追
い
つ
い
て
い
な
い
と
か
、
も
っ
と
憲
法
の
精
神
を

普
及
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
か
、
国
民
は
も
っ
と
自
覚
が
ほ
し
い

と
か
、
現
在
の
憲
法
記
念
日
社
説
で
も
国
民
へ
の
啓
蒙
、
普
及
、
説

教
を
含
ん
だ
内
容
が
多
い
の
で
す
が
、「
原
型
」
は
こ
の
時
期
に
出

来
た
と
い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
ね
。

　
以
上
が
、
帝
国
議
会
審
議
中
の
（
多
数
派
で
あ
る
）
新
聞
社
説
の

概
観
で
す
が
、
今
回
京
都
を
中
心
に
再
調
査
し
て
面
白
か
っ
た
の
は
、

住
谷
さ
ん
が
代
表
と
な
っ
た
『
夕
刊
京
都
』
が
少
数
意
見
＝
急
進
的

な
立
場
か
ら
改
正
憲
法
案
に
批
判
的
な
新
聞
の
代
表
格
で
あ
っ
た
こ

と
で
す
（
な
お
『
京
都
新
聞
』
は
改
正
案
並
び
に
論
議
に
注
文
は
つ

け
て
い
ま
す
が
概
ね
多
数
紙
の
論
調
と
同
じ
で
す
）。
議
会
審
議
の

始
ま
っ
た
七
月
四
日
社
説
で
は
「
憲
法
は
人
民
が
専
制
権
力
に
対
し

て
戦
い
取
っ
た
自
由
と
権
利
の
認
証
、
闘
争
の
ギ
リ
ギ
リ
の
線
を
示

す
も
の
で
あ
る
は
ず
」
な
の
に
、
現
状
は
非
常
に
曖
昧
に
な
っ
て
い

る
。
例
え
ば
天
皇
制
の
議
論
に
つ
い
て
、
政
府
の
説
明
、
議
会
の
議

論
と
も
ぼ
や
か
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
批
判
し
て
い
ま
す
。
ま

た
衆
議
院
を
通
過
し
貴
族
院
審
議
と
な
っ
た
九
月
六
日
社
説
で
も「
こ

の
憲
法
は
人
民
の
素
朴
な
働
く
手
で
作
り
上
げ
た
も
の
で
な
い
」
と

ハ
ッ
キ
リ
主
張
し
て
い
ま
す
（
改
正
案
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
）。
こ
れ
ら
の
論
説
は
住
谷
さ
ん
の
書
い
た
も
の
で
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は
な
い
の
で
す
が
、
あ
と
で
見
る
よ
う
に
住
谷
さ
ん
も
似
た
よ
う
な

考
え
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
ま
す
。
と
も
か
く
全
否
定
で
は
な
い
も

の
の
、
条
文
の
内
容
・
審
議
過
程
と
も
評
価
は
出
来
な
い
と
い
う
の

が
『
夕
刊
京
都
』
は
立
場
で
あ
っ
て
、
こ
こ
ま
で
鮮
明
に
し
て
い
る

の
は
（『
読
売
』
や
『
北
海
道
』
が
転
換
し
た
あ
と
は
）
東
京
の
『
民

報
』
と
『
夕
刊
京
都
』
く
ら
い
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
一
〇
月
の
成
立
時
点
で
も
社
説
で
憲
法
を
取
り
上
げ
よ
う
と
は

し
ま
せ
ん
で
し
た
。

（
３
）
第
三
期

　
で
は
第
三
期
の
公
布
、
施
行
で
す
。
公
布
日
の
各
紙
社
説
を
み
ま

す
と
、
ま
ず
憲
法
の
由
来
や
意
義
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。
た

だ
新
聞
に
よ
っ
て
意
見
の
ち
が
い
が
出
て
い
ま
す
ね
。
特
に
前
の
憲

法
＝
大
日
本
帝
国
憲
法
を
ど
う
評
価
す
る
か
ど
う
か
で
若
干
の
意
見

の
違
い
が
で
て
き
ま
す
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
新
憲
法
の
由
来
や

意
義
を
説
い
て
い
ま
す
。
第
二
に
、
一
九
四
六
年
一
一
月
時
点
で
は

ま
だ
ま
だ
社
会
的
に
も
経
済
的
に
も
日
本
は
こ
の
憲
法
を
受
容
出
来

る
よ
う
な
状
況
に
な
く
、
国
民
の
意
識
の
レ
ベ
ル
も
追
い
つ
い
て
い

な
い
と
い
っ
た
「
現
実
と
（
憲
法
の
）
理
想
」
の
ズ
レ
を
指
摘
し
て

い
ま
す
。第
三
に
、こ
の
憲
法
を
生
か
す
努
力
と
覚
悟
に
つ
い
て
言
っ

て
い
ま
す
。
以
上
が
公
布
日
社
説
の
特
徴
な
の
で
す
が
、
先
に
触
れ

た
よ
う
に
憲
法
案
成
立
時
（
一
〇
月
）
の
社
説
と
類
似
し
て
い
ま
す

し
、
現
状
把
握
と
国
民
へ
の
啓
蒙
を
盛
り
込
む
と
い
う
点
は
そ
の
後
、

す
な
わ
ち
翌
年
の
施
行
日
、
さ
ら
に
は
現
在
の
憲
法
記
念
日
の
各
紙

社
説
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
で
き
ま
す
。
た
だ
、
公
布
日
社

説
で
ち
ょ
っ
と
特
徴
的
な
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
社
説
と
比
べ
る
と
天

皇
へ
の
言
及
が
減
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
憲
法
論
議
が
始
ま
っ
た
当

初
は
国
体
護
持
、
天
皇
制
の
是
非
が
メ
イ
ン
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、

象
徴
天
皇
と
い
う
形
で
の
存
続
と
い
う
こ
と
で
「
一
件
落
着
」
と
判

断
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
公
布
日
か
ら
施
行
の
間
、
こ
の
間
は
過
渡
期
で
す
け
ど
、
多
数
の

新
聞
紙
は
社
説
で
憲
法
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
た

だ
、
新
聞
に
よ
っ
て
は
条
文
の
紹
介
な
ど
で
新
憲
法
に
つ
い
て
の
啓

蒙
活
動
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
『
中
国
新
聞
』

が
社
説
で
憲
法
に
つ
い
て
、
特
に
自
由
権
や
家
族
制
度
と
い
っ
た
人

権
規
定
に
つ
い
て
の
啓
蒙
的
な
内
容
の
論
説
を
十
本
以
上
も
書
い
て

い
ま
す
。
そ
う
で
す
ね
、
憲
法
案
成
立
の
こ
ろ
か
ら
、
国
体
護
持
、

天
皇
云
々
よ
り
新
し
く
保
障
さ
れ
る
人
権
の
紹
介
の
方
が
憲
法
を
め

ぐ
る
話
題
の
中
心
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
五
月
三
日
の
新
憲
法
施
行
日
の
社
説
に
つ
い
て
は
、
公
布
日
の
そ
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れ
と
あ
ま
り
変
わ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
や
は
り
と
い
う
べ
き
で
し
ょ

う
か
、「
新
日
本
建
設
」
と
か
「
民
主
化
完
成
に
向
け
て
の
門
出
」

と
い
う
位
置
づ
け
で
論
ず
る
社
説
が
多
数
で
あ
っ
て
公
布
日
よ
り
は

明
る
い
感
じ
で
す
。
公
布
日
の
社
説
は
現
状
と
条
文
の
乖
離
を
強
調

し
新
憲
法
を
維
持
で
き
る
か
ど
う
か
さ
え
危
う
い
と
い
う
悲
壮
感
が

漂
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
比
べ
施
行
日
の
社
説
は
、
明
る
い
も
の

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
将
来
に
向
け
て
頑
張
り
ま
し
ょ
う
と
い
う

感
じ
に
変
わ
っ
た
よ
う
で
す
。『
朝
日
』『
読
売
』『
毎
日
』
も
含
め
、

基
本
的
に
ほ
と
ん
ど
の
新
聞
が
こ
ん
な
感
じ
で
し
た
。『
京
都
新
聞
』

も
そ
う
で
す
。

　
こ
う
し
た
中
で
少
数
派
と
い
う
べ
き
な
の
が
、や
は
り
東
京
の『
民

報
』
と
『
夕
刊
京
都
』
で
し
た
。
こ
こ
で
『
夕
刊
京
都
』
を
見
て
い

き
ま
す
と
、
こ
れ
が
今
日
の
報
告
の
ひ
と
つ
の
結
論
み
た
い
な
話
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
一
一
月
三
日
、
住
谷
さ
ん
は
「
明
治
欽

定
憲
法
と
新
憲
法
へ
の
熱
意
」
と
い
う
特
集
記
事
を
書
き
、
以
下
の

よ
う
に
指
摘
し
て
い
ま
す
。「
新
憲
法
が
民
主
主
義
的
だ
と
い
う
評

が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
発
布
に
つ
い
て
の
国
民
の
熱
意
と

い
う
も
の
が
盛
り
上
が
っ
て
な
い
よ
う
に
感
ず
る
の
は
ど
う
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
」「
た
と
え
敗
戦
日
本
と
い
へ
、
新
憲
法
へ
の
熱
意

が
低
調
で
あ
り
、
各
政
党
や
民
間
有
志
の
私
案
も
明
治
時
代
に
比
較

し
て
著
し
く
索
漠
の
感
が
深
い
。
海
外
に
は
頗
る
好
評
で
あ
る
と
い

う
こ
の
民
主
新
憲
法
を
、
今
後
我
々
は
い
か
に
良
く
運
営
し
て
い
っ

た
ら
よ
い
か
と
い
う
こ
と
が
残
さ
れ
た
課
題
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」。

次
い
で
（
こ
れ
は
住
谷
さ
ん
の
執
筆
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
）
翌
四
日

の
社
説
は
「
新
憲
法
は
色
々
明
治
憲
法
よ
り
も
進
ん
だ
点
を
持
ち
ま

た
幾
多
の
曖
昧
さ
を
残
し
、
ま
た
反
動
の
痕
跡
」
―
は
っ
き
り
と
書

い
て
い
な
い
け
れ
ど
象
徴
と
し
て
残
っ
た
天
皇
制
何
か
を
さ
す
と
思

い
ま
す
―
も
「
持
っ
て
い
る
」
が
「
憲
法
を
人
民
の
も
の
と
い
わ
れ

る
と
お
り
の
平
和
な
民
主
主
義
日
本
の
礎
石
た
る
も
の
に
し
て
い
か

ね
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
以
上
が
『
夕
刊
京
都
』
の

新
憲
法
へ
の
態
度
で
あ
っ
て
、
施
行
日
ま
で
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
例
え
ば
、（
住
谷
さ
ん
が
執
筆
し
た
可
能
性
の
あ
る
）

施
行
翌
日
の
社
説
で
は
「
進
歩
的
で
あ
る
が
世
界
最
良
の
憲
法
で
あ

る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
多
く
の
問
題
が
あ
る
」
と
い
い
、
具
体
的

に
は
労
働
権
、
休
息
権
、
教
育
権
、
男
女
平
等
、
そ
う
い
っ
た
権
利

に
つ
い
て
は
他
国
の
規
定
も
参
考
に
し
て
今
後
運
用
し
て
い
く
べ
き

こ
と
を
強
調
し
て
い
ま
す
。
条
文
的
に
は
不
十
分
だ
と
い
う
ん
で
す

ね
。「
本
旨
を
活
か
し
て
民
衆
の
為
に
正
し
く
運
用
す
る
こ
と
」
が

肝
要
で
あ
り
、「
徒
に
外
観
の
み
を
た
た
え
て
満
足
す
べ
き
で
な
い

こ
と
で
あ
る
」
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
繰
り
返
し
に
な
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り
ま
す
が
新
憲
法
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、

一
九
四
六
年
一
一
月
一
三
日
の
社
説
は
「
憲
法
を
批
判
す
る
よ
り
、

ま
ず
獲
得
さ
れ
た
も
の
を
生
か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
い
、

具
体
的
に
不
敬
罪
（
の
廃
止
）
や
労
働
基
本
権
な
ど
に
つ
い
て
憲
法

の
条
文
に
沿
い
つ
つ
具
体
化
す
べ
き
と
い
う
主
張
を
し
て
い
ま
す
。 

「
新
憲
法
を
生
か
す
か
殺
す
か
」
は
「
人
民
の
意
思
に
か
か
っ
て
い

る
」
と
も
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
そ
の
後
に
つ
い
て
簡
単
に
。
施
行
直
前
の
総
選
挙
で
社
会
党
が
第

一
党
に
な
り
片
山
社
会
党
内
閣
が
発
足
し
ま
す
が
、
住
谷
さ
ん
は
こ

れ
に
は
か
な
り
期
待
し
ま
す
。「
メ
モ
・
参
考
資
料
」
の
十
六
頁
に

六
月
二
日
社
説
を
載
せ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
住
谷
さ
ん
は
―
社

会
党
政
権
へ
の
期
待
も
投
影
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
―
新
憲
法
に
つ

い
て
以
前
よ
り
好
意
的
な
評
価
を
下
し
て
い
ま
す
。「
憲
法
は
平
和

主
義
と
民
主
主
義
を
根
本
原
則
と
す
る
と
い
う
。
そ
れ
は
さ
ら
に
社

会
的
正
義
と
文
化
国
家
主
義
と
を
も
原
則
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
我

が
新
憲
法
は
敗
戦
と
共
に
深
刻
さ
を
加
え
た
社
会
問
題
の
解
決
と
文

化
国
家
主
義
と
の
実
践
に
淡
々
と
し
た
大
道
を
切
り
開
い
た
」
と
い

う
感
じ
で
す
。
こ
の
あ
と
七
月
三
日
の
社
説
で
も
片
山
内
閣
に
期
待

を
寄
せ
て
い
ま
す
が
、
以
降
、
こ
の
種
の
社
説
が
な
く
な
り
ま
す
。

と
い
う
の
も
政
治
情
勢
の
変
化
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
住
谷
さ
ん
自

身
に
公
職
追
放
の
可
能
性
が
で
て
き
た
こ
と
が
大
き
い
よ
う
に
思
い

ま
す
。
戦
時
中
に
『
大
東
亜
共
栄
圏
植
民
論
』
と
い
っ
た
時
局
に
沿
っ

た
著
書
―
戦
後
住
谷
さ
ん
は
「
屈
辱
の
記
録
」
と
回
顧
さ
れ
て
い
ま

す
が
―
を
書
い
た
こ
と
が
、
公
職
追
放
に
値
す
る
戦
争
協
力
と
指
摘

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
結
局
、
公
職
追
放
に
は
な
り
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
住
谷
さ
ん
は
夏
以
降
社
説
も
記
事
も
ほ
と
ん
ど
書
い

て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
『
夕
刊
京
都
』
自
身
、
内
外
の
政
治
経
済
を
取

り
上
げ
た
社
説
が
以
前
よ
り
少
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
一
一
月
に

住
谷
さ
ん
は
『
夕
刊
京
都
』
社
長
を
辞
職
し
て
い
ま
す
。

ま
と
め

　
「
新
聞
各
紙
の
日
本
国
憲
法
制
定
（
大
日
本
帝
国
憲
法
改
正
）
時

の
論
調
」
と
い
う
こ
と
で
概
観
し
て
き
ま
し
た
が
、
あ
る
時
期
ま
で

は
憲
法
論
議
と
い
う
よ
り
天
皇
制
論
議
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
そ

れ
以
外
の
論
議
は
ほ
と
ん
ど
出
て
き
ま
せ
ん
。
天
皇
制
の
是
非
、
在

り
様
を
ど
う
す
べ
き
が
憲
法
問
題
の
主
テ
ー
マ
で
あ
っ
て
、
憲
法
の

他
の
領
域
、
例
え
ば
統
治
機
構
と
か
人
権
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
の

議
論
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
し
、
天
皇
制
と
か
国
体
に
関
す

る
議
論
が
積
極
的
に
行
わ
れ
た
か
と
い
う
と
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た

よ
う
に
低
調
で
す
。
あ
ま
り
議
論
し
て
い
ま
せ
ん
。
特
に
草
案
発
表
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前
ま
で
は
、
憲
法
は
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
松
本
委
員
会
が
ま

と
め
た
日
本
政
府
案
は
問
題
が
多
い
と
指
摘
は
す
る
の
で
す
が
、
具

体
的
に
ど
う
す
る
か
に
な
る
と
、
方
向
性
を
示
し
た
も
の
は
ご
く
少

数
で
す
。
日
本
政
府
批
判
に
つ
い
て
は
概
ね
一
致
す
る
一
方
、
国
体

護
持
と
い
う
か
天
皇
制
支
持
の
立
場
を
取
る
新
聞
が
大
勢
だ
っ
た
と

推
測
で
き
ま
す
。
丁
寧
に
読
ん
で
い
く
と
、
少
数
意
見
的
な
論
評
も

ち
ら
ほ
ら
出
て
く
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
不
敬
罪
が
ま
だ
残
っ
て
い

ま
し
た
か
ら
、
天
皇
と
か
国
体
の
問
題
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
言
論
の
自
由
を

保
障
す
る
と
い
っ
て
も
書
き
に
く
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
が
一
九
四
六
年
三
月
に
改
正
草
案
が
発
表
さ
れ
る
と
、
一

転
し
て
大
多
数
の
新
聞
が
社
説
で
取
り
上
げ
草
案
を
評
価
し
ま
す
。

そ
し
て
憲
法
問
題
の
大
勢
も
こ
の
時
点
で
事
実
上
決
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
す
。
要
す
る
に
当
時
の
新
聞
論
調
は
後
追
い
、
現
状
追
認
的

な
姿
勢
が
非
常
に
強
か
っ
た
と
い
え
ま
す
。
新
聞
の
書
き
手
の
心
情

か
ら
す
る
と
、
憲
法
や
天
皇
に
つ
い
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
ど
う
い
う
方
針
を

持
っ
て
い
る
か
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
、
不
敬
罪
も
あ
っ
て
天
皇
の
こ

と
を
正
面
切
っ
て
書
く
の
は
不
味
い
と
い
う
意
識
も
働
く
。
と
こ
ろ

が
三
月
に
入
っ
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
示
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
草
案
が
出
る

と
、
こ
れ
で
占
領
軍
の
方
針
が
解
っ
た
の
で
後
追
い
的
に
草
案
を
支

持
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
も
っ
と
も
草
案
発
表
前
の
論
調
を
推

測
す
る
限
り
、
多
く
の
新
聞
は
天
皇
権
限
の
縮
小
、
国
民
の
政
治
的

発
言
力
強
化
を
志
向
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
そ
の
点
象
徴

天
皇
・
主
権
在
民
を
う
た
う
改
正
草
案
に
賛
同
し
や
す
か
っ
た
こ
と

は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
そ
の
こ
と
を
積
極
的
に
発
信
し
な

か
っ
た
こ
と
が
問
題
だ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
（
な
お
、
い
わ
ゆ

る
新
興
紙
の
多
く
は
、
草
案
発
表
後
に
創
刊
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
結

局
天
皇
制
・
憲
法
論
議
に
は
参
加
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
参
加
で
き

た
か
ら
と
い
っ
て
積
極
的
な
議
論
が
出
来
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
す

け
ど
）。

　
新
憲
法
の
内
容
へ
の
論
調
に
つ
い
て
若
干
指
摘
す
る
と
、
第
九
条

（
戦
争
放
棄
・
戦
力
不
保
持
）
に
つ
い
て
は
新
憲
法
の
一
大
特
徴
と

し
て
当
初
か
ら
高
い
評
価
で
す
。
基
本
的
に
批
判
す
る
新
聞
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
し
実
現
の
見
通
し
や
細
部
の
論
議
に
つ
い
て
は
、
議

会
の
議
論
も
不
足
だ
っ
た
こ
と
も
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
新
聞
社
説

の
方
で
も
そ
う
い
っ
た
議
論
を
あ
ま
り
つ
っ
こ
ん
で
行
っ
て
い
ま
せ

ん
。
意
義
だ
け
評
価
し
て
そ
れ
で
お
し
ま
い
と
い
う
感
じ
で
す
。
国

際
社
会
と
か
の
関
係
や
、
ど
う
や
っ
て
こ
の
戦
争
放
棄
、
戦
力
不
保

持
を
実
現
し
て
い
く
か
と
か
い
う
議
論
に
つ
い
て
の
深
い
話
は
行
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
一
方
、
人
権
に
つ
い
て
は
憲
法
案
が
成
立
し
、
公

布
・
施
行
の
時
点
に
な
っ
て
か
ら
関
心
が
高
ま
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
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は
新
し
い
憲
法
を
紹
介
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
か
、
普
及
・
啓
蒙

の
一
環
だ
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
、
人
権
の
紹
介
が
徐
々
に
増
え
て

い
き
ま
す
。
そ
の
際
、
家
族
制
度
や
華
族
制
度
の
改
変
に
つ
い
て
の

記
事
も
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
も
突
っ
込
ん
だ
議

論
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
新
憲
法
制
定
に
よ
っ
て
家
族
関
係
も
大

き
く
変
容
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ま
で
の
家
族
制
度
や
身
分
差
別
・

格
差
が
酷
か
っ
た
と
い
う
認
識
が
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
と
も
か
く
、
憲
法
論
議
が
開
始
さ
れ

た
時
は
天
皇
制
の
是
非
ば
か
り
で
あ
っ
た
の
が
、
草
案
発
表
・
改
正

案
成
立
後
は
新
憲
法
を
支
持
し
、
天
皇
（
制
）
へ
の
関
心
が
減
退
す

る
一
方
で
人
権
の
比
重
が
増
大
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
ま
す
。

こ
れ
が
日
本
国
憲
法
制
定
期
に
お
け
る
大
多
数
の
新
聞
の
論
調
の
傾

向
で
し
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
新
憲
法
や
憲
法
改
正
に
批
判
的
な
新
聞
も
な
い
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
回
あ
ま
り
紹
介
し
ま
せ
ん
で
し
た
右

派
・
保
守
派
的
立
場
か
ら
疑
問
・
批
判
も
若
干
あ
り
ま
し
た
。
草
案

が
発
表
さ
れ
る
前
の
『
北
海
道
新
聞
』
は
憲
法
を
変
え
る
必
要
は
な

い
と
の
立
場
で
し
た
し
、
草
案
が
出
来
て
く
る
と
『
南
日
本
新
聞
』

や
『
佐
賀
新
聞
』
な
ど
一
部
の
地
方
紙
は
、
天
皇
元
首
、
国
民
主
権

へ
の
懐
疑
を
主
張
し
て
い
ま
し
た
、
も
っ
と
も
こ
れ
ら
も
新
憲
法
を

否
定
し
て
い
る
立
場
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
批
判
論
と
し
て
は
む
し
ろ

急
進
論
、
主
権
在
民
を
徹
底
す
る
立
場
の
方
が
目
立
っ
て
い
ま
し
た
。

全
体
か
ら
み
れ
ば
少
数
派
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
具
体
的
に
は
『
読

売
新
聞
』
と
か
『
北
海
道
新
聞
』
と
か
『
民
報
』
な
ど
で
す
。『
読
売
』

『
北
海
道
新
聞
』
は
一
時
、
左
翼
系
の
従
業
員
組
合
が
経
営
を
「
乗
っ

取
り
」、
そ
の
影
響
を
受
け
る
形
で
論
調
も
急
進
的
に
な
り
ま
し
た
。

他
に
も
一
部
地
方
紙
が
散
発
的
に
急
進
的
な
主
張
を
展
開
し
て
い
ま

す
が
、
敗
戦
直
後
と
い
う
こ
と
で
新
聞
業
界
も
非
常
に
混
乱
し
て
い

た
こ
と
も
大
き
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
そ
う
し
た
中
で
、
京
都
で
発
行
さ
れ
た
新
聞
、
特
に
『
京
都
新
聞
』

と
『
夕
刊
京
都
』
は
住
谷
さ
ん
ら
の
主
導
も
あ
っ
て
少
数
意
見
的
な

論
調
が
特
徴
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
住
谷
さ
ん
は
連
合
国
の
占
領
方

針
に
沿
い
な
が
ら
も
日
本
国
民
の
自
主
的
行
動
に
よ
っ
て
戦
後
改
革

と
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
化
」
を
進
め
る
と
い
う
立
場
で
し
た
。
ま
た
「
立

身
出
世
」
或
い
は
「
官
尊
民
卑
」
的
志
向
を
非
常
に
嫌
い
天
皇
制
に

つ
い
て
も
批
判
的
な
方
で
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、
一
九
四
五
年
の
末

あ
た
り
か
ら
四
六
年
の
は
じ
め
に
か
け
て
天
皇
制
を
含
め
た
こ
れ
ま

で
の
日
本
の
有
り
様
に
も
か
な
り
批
判
的
見
解
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

も
っ
と
も
「
上
か
ら
の
指
示
」
で
な
く
国
民
の
間
で
議
論
が
高
揚
す

る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
自
己
の
見
解
を
声
高
に
主
張
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す
る
こ
と
は
避
け
、
と
も
か
く
議
論
喚
起
と
い
う
姿
勢
で
し
た
。
そ

の
点
、
議
論
が
盛
り
上
が
ら
な
い
内
に
日
本
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
て

い
っ
た
こ
と
に
は
大
い
に
不
満
だ
っ
た
と
推
測
で
き
ま
す
。
憲
法
の

内
容
に
つ
い
て
も
（
多
数
紙
が
評
価
一
色
な
の
に
対
し
）
社
会
権
の

規
定
が
不
十
分
と
か
、
天
皇
の
地
位
に
つ
い
て
こ
れ
で
い
い
の
か
と
、

明
ら
か
に
不
満
で
し
た
。
も
っ
と
も
新
憲
法
そ
の
も
の
は
否
定
せ
ず
、

今
後
の
運
用
＝
国
民
、
人
民
が
こ
の
憲
法
を
武
器
に
し
て
進
め
て
い

く
べ
き
大
切
と
主
張
す
る
の
が
『
京
都
新
聞
』『
夕
刊
京
都
』
に
お

け
る
住
谷
さ
ん
ら
の
主
張
の
特
徴
で
あ
っ
て
、
こ
う
い
っ
た
点
で
他

の
新
聞
と
比
べ
独
自
の
主
張
を
し
て
い
た
と
い
え
ま
す
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
、
憲
法
制
定
時
、
憲
法
や
天
皇
に
つ
い
て
の
論
議

は
新
聞
紙
面
上
さ
ほ
ど
高
揚
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
実
際
の
国
民
レ
ベ

ル
で
も
議
論
が
盛
り
上
が
っ
た
ど
う
か
極
め
て
怪
し
い
で
す
。
当
時

は
ご
飯
が
食
べ
た
い
、
経
済
的
困
窮
解
決
が
メ
イ
ン
に
な
り
ま
す
か

ら
。経
済
的
混
乱
を
何
と
か
し
ょ
う
と
い
う
主
張
は
目
立
っ
て
も
、「
憲

法
を
変
え
よ
う
」
さ
ら
に
は
「
人
民
主
権
に
転
換
を
」
と
い
っ
た
意

見
は
主
流
に
は
な
ら
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
不
敬
罪
の
存
在
も
あ
っ

て
議
論
が
盛
り
上
が
ら
ず
、
草
案
が
発
表
さ
れ
る
と
大
多
数
の
新
聞

並
び
に
一
般
国
民
も
後
追
い
的
に
追
認
し
て
い
く
と
い
う
感
じ
で
日

本
国
憲
法
は
制
定
・
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
経
済
的
困

窮
を
考
え
る
と
憲
法
を
制
定
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
が
早
す
ぎ
た
と
い
え

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
従
っ
て
、「
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
押
し
つ
け
か
否
か
」

の
是
非
は
さ
て
お
き
、「
国
民
（
人
民
）
の
自
発
性
」
と
か
「
熟
考
・

熟
議
」
と
い
う
点
で
問
題
を
残
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
ま

た
「
新
憲
法
を
大
多
数
の
国
民
は
大
歓
迎
し
た
」
と
い
う
護
憲
派
の

主
張
は
誤
り
で
は
な
い
に
せ
よ
留
保
す
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
で
し
ょ

う
。
こ
の
点
、
憲
法
制
定
期
の
住
谷
さ
ん
（
や
『
夕
刊
京
都
』）
ら

の
主
張
は
主
流
に
こ
そ
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
七
〇
年
以
上
経
っ

た
現
在
で
も
十
分
傾
聴
に
値
す
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
日
本
国
憲
法
擁
護
の
方
が
期
待
さ
れ
る
よ
う
な
「
明
る
い
話
」
で

は
な
く
、
後
半
が
や
や
駆
け
足
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
こ
れ

で
今
日
の
報
告
は
終
わ
り
に
し
ま
す
。
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2019 年度差別の歴史を考える連続講座（第 6 回）                 2019.11．1 

日本国憲法制定期の新聞論説（1945～1947 年）：京都発行新聞にも注目して 

                                    梶居佳広 
                             立命館大学社会システム研究所研究員 
                              大阪経済大学日本経済史研究所研究員 

はじめに（自己紹介） 

（研究テーマ） 
新聞論説並びに英国外交報告からみた日中・日韓関係、戦後憲法問題 
・「1989 年（4 つの 89 年）」 
 
 

 ・立命館大学文学部（戦後西ドイツ）→法学部（東京裁判）→大学院（植民地支配） 
  →2005 年以降～ 戦後憲法問題並びに日韓、日中関係 
 
 
（報告テーマの先行研究） 
 古関彰一『日本国憲法の誕生（増補改訂版）』（岩波書店、2017 年） 
     （『新憲法の誕生』中央公論社、1989 年） 
 渡辺治『日本国憲法「改正」史』（日本評論社、1987 年） 
    『戦後史のなかの安倍改憲』（新日本出版社、2018 年） 

→改憲論議について 
有山輝雄『戦後史のなかの憲法とジャーナリズム』（柏書房、1997 年） 

  →占領期の三大新聞（朝日、毎日、読売）の態度、論調について 
 歴史教育者協議会編『日本国憲法を国民はどう迎えたか』（高文研、1997 年） 
  →地方の動向も 
 丸山重威『新聞は憲法を捨てていいのか』（新日本出版社、2006 年） 
  →「地方紙＝護憲派」論 
上丸洋一『新聞と憲法 9条』（朝日新聞出版、2016 年） 
 →敗戦から砂川事件判決頃まで 
境家史郎『憲法と世論 戦後日本人は憲法とどう向き合ってきたのか』 
（筑摩書房、2017 年） 

田中秀臣『沈黙と抵抗 ある知識人の生涯、評伝住谷悦治』（藤原書店、2001 年） 
 ※住谷悦治：同志社総長（1963～75）で著名な経済学者だが、敗戦直後言論活動も。 
       『京都新聞』論説担当、『夕刊京都』代表  
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１．日本の新聞について（「昭和」以降） 
  （地方）政論新聞→党派色の残存 
  （中央=東京、大阪）商業新聞の発達、関東大震災や戦争の影響 
  戦時期「一県一紙」体制に移行（1937 年 1,422→1941 年 355→1942 年５５紙） 
   全国：朝日、毎日、読売（東日本）   経済：日本経済（東京）、産業経済（大阪） 
   夕刊：東京、大阪 
   地方：一紙に統合 
      例えば、京都は『京都日出新聞』と『京都日日新聞』などが統合されて 

『京都新聞』に 
 

  敗戦 
   戦時期に統合された新聞は存続 
   復興・新興新聞の登場（占領軍の奨励、夕刊の問題） 
      第二県紙、都市新興紙、地域紙 
      京都府：『京都日日新聞』、『都新聞』、『夕刊京都』（いずれも 1946 年春創刊） 
 
２．日本国憲法制定と新聞 

  時期区分 

  第一期：1945 年 10 月～1946 年 3、４月（憲法改正草案要綱発表） 
  第二期：1946 年６月～10 月（議会で改正案成立） 
  第三期：1946 年 11月～1947 年 5 月（日本国憲法施行） 
 
 ⑴第一期 

・1945 年 10 月～大日本帝国憲法改正の動き表面化 
・1945 年 12 月～2月 政府（松本委員会）の動きなど 

  ・1945 年 3月 6 日 改正草案要綱発表（4 月正文）  
   ※新聞論調：要綱発表前後で激変 
 
  ①表面化（1945 年 10 月～） 

全国紙は一応反応（解説調の『朝日』と改正点にも触れる『毎日』『読売』） 
地方紙は？･･･同盟通信配信論説は「1～4 条」を含め改正の必要を指摘するが、 
それも含め、基本は「日本民主主義の確立と国体護持」の立場。 
→『読売』を除き、その後「国体護持」に傾斜 
（『北海道新聞』は不要論、『中部日本新聞』などは慎重論） 

      10 月のみ社説で取り上げた新聞も多い（『日経』、『神戸』など） 
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    ※『京都新聞』：住谷悦治を論説担当に迎える（1945 年 10 月上旬？） 
            過去の天皇に関する議論やデモクラシーの紹介 

共産党らの天皇批判にも批判的，言論の自由乱用にも。 
→徐々に主張が明確に 

 
     ②日本政府の動きへの反応など（12 月～2月） 
      松本 4 原則（12 月），毎日新聞スクープ（2月） 
      相当数の新聞は社説で取り上げず，『北海道』『中部日本』などは改正不要論 
      『朝日』 日本政府批判はするも憲法問題への態度は？ 
      （「時事新報」「河北新報」議論喚起の必要） 
      『民報』12 月 8日 天皇退位、「政治の圏外」へ 
      『読売』 主権在民の明確化、憲法制定議会の必要 
                    『民報』「中国」なども 

『毎日』 大幅改正（主権の所在は曖昧） 「英国式」？「統治権」に変更？  
         →2月に入り、『西日本』『中国』『愛媛』『合同（岡山県）』も 
         『北國』「政治上の一切の権力は否定すべき」 

     
   ※『京都新聞』 11 月 29 日特集記事「新しき平和」（翌年、出版） 
          天皇制批判（否定ではないが）が明瞭に 
          12 月 30 日 憲法研究会の改正案を肯定的に紹介、論議の必要 

         1946年 1~2月にかけて、天皇制の批判的検討、議論の必要を再三主張。 
    
     ③草案発表（3 月 6日）→正文 
      ※大半の新聞（これまで態度不鮮明，社説で取り上げなかった新聞含む）が 

肯定的評価、内容紹介（「主権在民、天皇世襲，戦争放棄」=共同配信） 
（全国紙） 
『朝日』「画期的な平和憲法」全面的評価、自らのものとして完成するよう 

努力する必要 
      『毎日』経済・社会的平等などで補充必要 
      『読売』「世襲的天皇制」の残存と戦争放棄を批判  
     （地方紙）大半が評価 
      少数派=批判  

『北海道』「一部特権階級の一方的立案」、『河北』（『岐阜』は新味なし） 
『民報』 

      注文 『北日本』『合同』家族・華族制度、『西日本』労働権の補充 
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     ※『京都新聞』 
        部分的言及のみ：華族制度批判（8日），地方自治への期待（9 日） 
         →婦人解放や社会的平等の要求      
       『京都日日新聞（4 月創刊）』憲法―資本主義克服 
 
     ※衆議院総選挙（3～4 月：選挙についての各紙社説において憲法への言及なし 
      
   ⑵第二期（帝国議会における審議：6～10 月） 
    ・憲法制定議会構想：一部の新聞社説（『中部日本』『河北』『中国』，6 月『朝日』） 

が主張 
    ・6月～ 『読売』第二次争議（論調が「正常化」）、『北海道新聞』も 
    ・春以降、新興新聞が本格的登場 
     →『夕刊京都』：京都新聞の「援助」もあり、5月 12日創刊。住谷悦治が代表。 
       住谷は『京都新聞』の論説も 1946 年 10 月ころまで担当するも『夕刊京都』 

に比重が移る（9月ころから『京都新聞』の憲法は黒田覚担当）。 
 

    帝国議会審議 
     憲法案上程（6月 25 日前後）、衆議院審議（7月）、衆議院通過（8 月 24 日前後） 
     貴族院審議（8 月末～9 月）、憲法成立（10 月 7日前後） 
      各紙社説：本数に大きな差（0～9 本） 朝日 3 本、毎日 9 本、読売 5本  
           近畿地方でいえば『滋賀』、『奈良日日』『和歌山』は共同配信大半 
           『大阪新聞』、『神戸新聞』も 2 本のみ。 
         →「憲法よりメシ」という議論も。 
     論点 

１．主権問題（政府案が国民主権を不明確にしていた点），国体の変革？  
        曖昧にする政府の説明批判では一致、大半が国民主権の明確化を主張 
         →京都の 4 新聞も含む 
        （少数派：『南日本』天皇元首論、『佐賀新聞』国民主権を疑問視） 
       なお『京都新聞』は貴族院審議時の社説が多く、国体変革を強調 
     ２．戦争放棄（第 9 条） 
       （主権・国体問題に次いで関心あるテーマ？だが） 

全国紙では『毎日』のみ、地方紙もそう多くない。 
実現の見通しを（課題として）指摘する（例えば『中国新聞』）もあるが、 
単発。 

     3．憲法条文中の基本的人権を正面から取り上げた新聞は少数 
       ただし、家族制度改革を取り上げた地方紙は相当数で大半が肯定的 
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     10 月改正案成立 
       それまで冷淡だった『北海道』や『岐阜』なども肯定的評価へ。 
       普及、意義を指摘する新聞も多い（公布～施行日社説の原型） 
 

※『夕刊京都』：改正憲法案への不満を強調する主張 
 7月「憲法は人民が専制権力に対して戦い取った自由と権利の認証、闘争の 

ギリギリの線を示すものであるはず」なのに曖昧に 
      9 月「この憲法は人民の素朴な働く手で作り上げたものでない」 
      →10 月成立時は社説で取り上げず 
 
 

⑶第三期（公布＝11 月 3日～施行＝5月 3日） 
   公布（11 月 3 日） 
    ⑴新憲法の由来や意義、⑵現実と憲法のズレ、⑶新憲法を生かす努力と覚悟 
    （施行日、さらに憲法記念日社説の原型） 
    （これまでと比べ）天皇への言及減少 
    ↓ 

公布から施行：社説は少数（条文紹介＝人権がメイン→『中国』、普及活動） 
 ↓ 
施行（5月 3 日） 
 公布日と類似する内容・形式であるが、「新日本建設・民主化完成に向けての 
門出」という位置づけ 

 
   ※少数派＝『民報』『夕刊京都』 
    『夕刊京都』 
     ・住谷の論評：新憲法への（憲法制定に至るまでの）国民の熱意が低調、 
            運営に課題 

・公布日社説（11月 4日）「明治憲法より進んだ点、幾多の曖昧を残し、反動の 
痕跡も」→「人民のものにしてゆく必要」 

     
     ・「憲法を批判するより、まず獲得されたものを生かさなければならない 

（11 月 13 日社説）」 
 
・施行日社説（5月 4日） 
「世界最良であるかどうかは多くの問題」、不十分な社会権規定 

日本国憲法制定期の新聞論説（1945～1947年）：京都発行新聞にも注目して
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・片山内閣成立（6 月 2日社説）片山内閣への期待＝新憲法の意義の再評価 
  ←5月 2 日 社会主義（おそらく、「イギリス」型を志向）への展望 

 
      ただし、住谷は公職追放の可能性（1947 年初頭～）が出てきたこともあって 

1947 年 10 月『夕刊京都』社長を辞職（論説担当は夏ころまでか？？） 
 
 

まとめ 

新聞各紙の日本国憲法制定（大日本帝国憲法改正）時の論議＝天皇制の是非、在り様が主 
 
 そのため（？）  
 ・憲法の他の領域・分野（統治機構、人権）への論議は当初ほとんどなし 
 
・天皇制・国体に関する議論も低調（特に草案発表前まで。日本政府批判については 
概ね一致するが。天皇制支持の立場が大勢、…不敬罪の存在も） 
    ↓ 

・草案発表（世襲天皇の維持、主権在民）の段階で天皇制＝憲法問題はほぼ決着、 
大半の新聞は「日本国憲法」（明治憲法改正案）を肯定 
（後追い、現状追認的な姿勢が強い） 
（なお新興新聞の多くが大勢決着の後に創刊のため、議論に参加できず） 

 
・9条：新憲法の一大特徴として当初から高い評価、ただし議会審議時の社説を含め、 

実現の見通しや細部の議論は不足 
  
・人権：憲法案成立、公布～施行の時点で関心が高まる（内容紹介、啓蒙の一環） 

   家族制度への関心 
   天皇（制）への言及現象と人権の比重増大 
 
 
  新憲法批判派（少数） 
   右派・保守的立場からの疑問・批判もみられるものの、 
   左派・主権在民徹底派によるものの方が多い（『読売』『北海道』『民報』など） 
                        一時共産党系が経営、論調形成  
                           ↓ 
          ※憲法制定＝敗戦直後、新聞業界も混乱期、書き手の不足 
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 ※京都発行の『京都新聞』『夕刊京都』：住谷悦治らの関与もあり少数（独自）派に近い  
  住谷の主張：連合国の占領方針に沿いながら、日本国民の自主的行動によって改革・ 

デモクラシー化を進める 
→天皇制批判も含め、国民の間で議論が高揚することを求め、 
盛んに議論喚起（自己の見解吐露は抑制）。 
↓ 

  （ただし） 
   新憲法制定、天皇制議論は高揚せず 
   新憲法の内容には問題＝不十分なところが多い（社会権、天皇） 
   今後の運用が大切、と主張  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本国憲法制定期の新聞論説（1945～1947年）：京都発行新聞にも注目して
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（メモ・参考資料） 
『京都新聞』『夕刊京都』住谷悦治執筆？の論説記事 
 
『京都新聞』 

1945年 
10月 8日 （晩鐘） 

    ・デモクラシーとは国民が皆でする政治であり、国民の意思を基礎とする政治で 
ある。だから国民の欲する政治の指導者が国民によって選ばれ、その指導力に 
よって、国民の参与する力強い政治がなされることになる。 

    ・明治時代からこれを民主主義といい民主政治と呼んできたが、君主主義と対立 
し矛盾するように誤解され易い訳語であり、適訳でない。民意を参与させ、民 
意を基盤とし君主主義との矛盾せぬ意味をも含めて佐々木惣一博士は民意主義 
と訳しては如何といわれたとか。けだし適訳であろう。 

10月 9日 社説  
      民意を基礎とする政治の出現へ向かう胎動 
      五箇条の御誓文、17条憲法→憲政の本義を実行していたら自主的に実現 

しえた政治 
      ポツダム宣言の実行が必ず果たすべき政治行動→あくまでも自主的に 

（無門関）“どくだみ”のごとくに 
   ポツダム宣言の内容：民衆が永い間、求めて達しえられなかった 

        どくだみ：広島原爆で生き残った草 
 
10日社説 思想人の責務は重し  

            公明な政体のあるべき姿を描き出すことが使命 
         晩鐘 内閣：自主的な施策（国民困窮の救済、国民意思の伸長）実現 
       11日晩鐘 万世一系の皇室は我が国民の尊崇の的（不安視するな） 
            国教として強制されたら信仰心が深まる？ 

国賊、非国民と非難された内村、新渡戸 
→「熱烈な祖国愛に燃えていた平和自由な思想家」 

         無門関 「国民の裁判にかけよ」  
      

  12日 社説 須く勤勉の国民たれ 
          日本人：勤勉 

明治以来の先人が血の滲む努力を重ねて獲得した民主主義を汚辱  
した結果、国運を破局の淵へ 

 

172



 2 / 16 
 

       13日 社説 民意に基づく政治への道 
          民主主義とかデモクラシーとか呼ばれている政治は民意に基づく 

政治であり、正しい民意を容れてゆく政治であり、皆が納得して 
やっていく政治である。 
昔は将軍、権門、閥族、最近は軍閥、官僚が一君と万民の間にいて 
政治を勝手に行ってきた。 
→（制度改革だけでなく）政治的、社会的態度の根本的な清算と 
人生的態度の徹底的反省が必要。デモクラシーは政治的な側面の 
みでなく人生生活の側面をも含んでの問題。民意に基づく政治は 
その基盤に立つ（立身出世主義や勲章による昇進制度批判） 

       14日 社説 国民政治への門戸開放 
          選挙権拡大の閣議決定を歓迎（民主主義国家の確立には国民の政治 

参与の道が開けていることを必要とする） 
青年男女への期待（若い感覚に対する鋭い英知と高い道義心の閃き 
こそ唯一の頼みの綱） 

          晩鐘 憲法改正の必要 
           昭和維新とも呼ばれうるべき日本の民主主義国家への生成の苦し 

みは明治維新のそれに劣らない。憲法改正こそはその中枢的問題 
であり、民主主義国家の創造（明治憲法制定時の努力にも言及） 

       17日 社説 武器なき国民の進路（終戦二カ月） 
          武器なき国家が国家としての名に値しないことに思い至る 

ポツダム宣言の履行 
「平和への道」 
自主、自立の創造性を発揮して自己内心の本性に忠実なること、 
従って自己の人格に絶対の信頼をささげると共に他の人格を斉しく 
尊重することが唯一の道 

       18日 社説 民主の字に囚はることなかれ 
         婦人参政権：「画期的」、我が国の政治が「民主」政治の性格を持つ 
         （「民主」は）君主制を否定する政治？ 
         デモクラシーの訳語としての民主制を持って君主主義と相容れないと

考えるのは誤り、「衆民政治」「民意政治」という表現も 
         民主政治すなわち民意に基づく政治は、国民が参与し、納得のいく政

治。国民が自発的に公共生活の協同の責任者となり、自覚ある責任感

と道義観とをもって共同生活に参与すること 
         晩鐘 デモクラシー思想の歴史（坂本竜馬の「藩論」→「万機公論」

→自由民権運動→小野塚博士の「政治学大綱」→佐々木、吉野 
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（民本主義）、福田ら 
模範的な立憲君主制の民主主義政治実現が待望 
新憲法の誕生にかかわる 

        「日本社会党の政策を読む」 （←16日決定）           
          民主主義政策の徹底的主張（と基本的に賛同）、 
          国民の総意に基づく憲法の民主主義化は国民の声だろう 
          戦争の原因究明と敗戦責任の糾弾：当然のこと 
          枢密院、重臣制廃止 
 
      19日晩鐘 華族制度廃止（←社会党政策）について 
      23日社説 国民裁判に附すべし 
           「恒久平和研究所」の発足（京都） 
      25日晩鐘 共産主義者の天皇制廃止演説 
        条理を立てて説き、合理的に民衆を納得せしむる政治がデモクラシー 
        共産党も広義におけるデモクラシイの基礎に立たなくてはいけない 
      26日社説 勇気ある国民たれ 

連合国の介添えによる基本的人権回復の機会（勇気の喪失） 
日本人の自主的な解決と態度の必要  

晩鐘 近衛の行動→華族：およそ民主主義とは相容れないもの 
無門関 福沢諭吉の皇室観 
    「帝室は人心収攬の中心」「帝室は政治社会の外に立ち高尚 

なる学問の中心…」 
      27日社説 思想に対しては思想を 
           共産主義者の天皇制批判とそれへの反発 
           「吾人はいっそう慎重でなければならない」「いずれの思想をして 

も条理を尽くし、冷静に処理せしめよ。それがために、それらを 
条件づける治安の維持（警察も含めたデモクラシーの理解を） 

        無門関 西田幾太郎の皇室観（「日本文化の問題」を引用） 
      28日無門関 加藤弘之博士の天皇論 
            立憲政治の基調を天賦人権に求める 
            国家ノ主眼ハ人民ニシテ人民ノ為ニ君主アリ政府アル 
            （転向以前） 
      30日晩鐘  婦人参政権運動の先駆者＝岸田俊子の紹介 
      31日社説 言論自由の濫用 
            言論の自由：民主主義的平和と秩序ある社会構築のため 

自由には自主的な責任と秩序がなければそれは濫用 
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    11月 6日晩鐘 「万機公論・・・」：民主主義的な立場を表明したもの、 
今日いうデモクラシーであるという思い込みは大きな誤り 
今日いうところのデモクラシーにおける被治者としての一般民衆

の政治参与をさしたものでない 
        無門関「伊藤博文の天皇論」（『憲法義解』の第 3条、4条解釈） 
            政治家であると同時に学究的態度も  
      14日晩鐘 「憲法の改正というより新憲法の制定」 
            東久邇宮らの動き（皇室財産は国家へ、華族全廃の提起） 
            新生民主主義日本への喜ばしき胎動 
      15日社説「デモクラシーかモップクラシ―か」 
           国民の高貴な知的訓練による裏付けの必要 

・民主主義は民意を尊重するとともに、民意の結晶による立派な 
指導者をえることである。自ら選んだ優れたる指導者に自主的協 
力すること、それは決して封建的隷属でなく、自主的協力であり、 
自己の判断による服従であり「指導と協力の原則」に立つもの。 
・個人の自主独立があり、他への尊敬があり、責任と義務が伴 
い、さらに公共の有益の為の自己犠牲が見られるはず 

           ・個別的、暴動的にバラバラに実現さるることのなきよう、出来 
るだけ合法的に、その本質と結びつく世論に迄形成し、民衆をし 
てその志を得せしめ、実現せしめるよう努力することがデモクラ 
シー（そうでないのがモップクラシ―） 

     ？（19 日晩鐘  天皇制：根強い宗教的感情と結びついた祖先崇拝の念が民族

感情の根源として、国民の心情に浸透。 
           上的日本人には理で押し切っても心の底から納得しなければ不可 
           一君万民の本義、万機公論の平民的君主政治を歪曲した罪人（幕

府的政権亡者、藩閥官僚、側近の妄言） 
      21日社説 権威の崩壊 
           ・官尊民卑、封建的奴隷的根性の一掃なければ民主主義もへちま 

もあったものでない。 
・昭和維新の啓蒙期であり、啓蒙期に必ず地ならしに出現しなけ 
ればならぬのはヒューマニズム 
・人と人が尊敬しあい睦みあうことができるところに、民主主義 
も芽生えよう 

      24日社説 旧国際連盟と現下の平和論との差異 
           ・武装平和の旧態依然たる政治、経済、社会機構をそのままに 

維持し保全しようとした戦勝国の世界平和への偽装 
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侵略国への制裁の実力がなかった 
・米ソ英仏支の協同武力が世界平和のために発動 
 アメリカみづからが世界平和への警察力たる役割 
・「武装平和、戦勝力の勝手な平和」との疑問 
→日本に疑いを投げかける資格があるのか（長い間の侵略戦争） 
 まずは真面目に国内の民主主義体制を確立しめ世界平和に歩調 
を合わせ、世界の仲間入りをする資格を作ること 
（29日記事の原型？）  
 

      25日社説 悪法―治安警察法の廃止 
            11月 16日は記念すべき日 
      29日社説 精彩を欠く首相の演説 

       晩鐘  憲法改正（食糧問題優先論への批判） 
        民主化された政治編成と結ぶ憲法改正が果たされない限り、民心を 
        一新し、民衆生活を救うことは不可能。食糧問題と憲法改正は遠きが 

ごとくして極めて近い 
人民の手による改正によってのみ達せられる 
 

特集記事「新しき平和」 
 1．平和に対する人類の夢、 ２．旧国際連盟とウ大統領 
 ３．新しい平和保障機構の内容 ４．国際平和憲章は新理想主義 
 ５．我が国の評壇の批評 6．世界新秩序の方向 
 7．日本の進路と民主主義 
  

      30日社説 婦人よ政治的に目覚めよ 
         （日本）楠瀬多喜子、岸田俊子、景山英子、平民社の有志、 

新婦人協会、婦人参政権期成同盟会）            
    12月 2日晩鐘 北 吉の主張（義は君臣、情は父子の日本的民主主義）への批判 
           支配者の有力な道具 
           君民共治が憲法の真精神といっても、旧来の観念が完全に払拭 

されない限り、封建道徳が再びしのび寄る危険 
言葉の綾に感心せずに冷静に科学的に包み込んで徹底した民主 
主義的憲法を確立せねばならぬ 

      （3日 「天皇制と立身出世」：確認できず） 
       4日社説「惟一つの道」 
           ・日本の政治家への疑問（希薄な反省、自覚）、「日本的民主主義」
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真の民主主義化、自由主義化の道が不徹底のままに残される恐れ 
           ・ポツダム宣言、天皇のＮＹタイムズへの発言（憲法上の手続き

に依て表明せられたる国民の総意に従って必要な変更がなされる

ことを熱心に希望する）→憲法の根本的改正、日本の政治、経済、

社会の根本的変革が熱心に論議され進行さるべきである。 
？（記事）「デモクラシーの定義」 

             問題は事実であって名前でない（共和制、君主制との関係）  
       5日社説 国民よ逮捕令に驚くな 
         晩鐘 議員、大学当局批判 
       6日社説 虚脱より怠業へ顛落す 
       9日社説 追及まことに急 
            徒に詠嘆に時を費やすことはやめよう  
            日本政府・支配的上層部の現状維持的姿勢と追及の落差 
       12日社説 大内兵衛と尾崎咢堂 

大内：資本家への戦債補償を全てする必要なし 
尾崎：年号の改正、議員総辞職など 
を評価 

       13日晩鐘 封建時代の「仁政」批判 
デモクラシー：仁政や慈悲の下に民衆を置くことに反対する 
皇室の為に国家人民の利害を無視することも 

       14日社説 指導者と民衆の乖離 
           議会における議員の発言（日本は独立国でないのか）への驚き 
           民衆の方が指導者より（天皇制論議を含め）進んでいる 
       16日晩鐘 正力社長の退陣 
           日本民族が将来民主主義樹立に対して自ら能力を持っていること 

を世界に示したもの 
       17日社説 責任の取り方について（←近衛元首相の自殺） 
            責任ある政治家の行動としては残念至極 
       18日社説 揺らぐ旧体制（←神道指令） 
            連合国司令部によって切り拓かれた道であるが、その内容を 

自主的に戦いとるのは国民大衆である。断じて旧体制の指導層 
でない。 

       19日記事 煽動にのるな 我らの政党へ投票（住谷悦治） 
          国家は我らの協同団体だ 

社会は人と人との協働生活体であり、個人の生活と団体の生活の 
は有機的な関係、個人の生活は国家という団体的生活を離れては 
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考えられない。 
お互いに自ら進んで幸福と発展の責任者として自覚し国家を運営 
するために直接の責任を分担しなければならない。 

選挙に政治道徳の高さを示そう 
 マッカーサー司令部によって切り拓かれた民主主義政治の道で 
あるが、その内容を正しく戦い取ることは私たちの自主的な努力 

           
       20日社説 先駆者としての女性 
          晩鐘 選挙→政党の検討が必要 
              21日社説 天皇制論の理想派・現実派 
            天皇制の問題を論議すること自体「赤化」とする態度を克服 

する必要（言論と批判の自由） 
アメリカの議論：現実派（天皇を利用）と理想派（天皇退位） 
 政策は理想派に近付く傾向 
 ブライス：天皇・軍隊・財閥の駆逐 

天皇退位→憲法議会で政治形態決定 
           「之までの永い教育に基づく感情や観念に照らし異様に感じる」

かも、天皇の名の下での自由の弾圧など 
            批判の自由を通してこそ近代的な立憲君主制が確立されうる 
       25日晩鐘 憲法改正の現況など 
       27日社説 日本は崩壊するか 
             経済・社会の苦境 
       29日晩鐘 憲法草案（憲法研究会案：熟慮考慮の必要、明治期の私擬憲法） 
            「昭和維新にも民意を反映する憲法草案更に出よ」 
      30日社説 民間憲法草案と天皇制 
            憲法研究会の「憲法草案要綱」について 
            民衆の政治社会、経済の国家的原則として、民衆に親しみ易い 

ものとされるのに苦心し、民衆の意思をよく読みこもうと努力 
した跡 
→現在のところ、民主主義憲法としてギリギリ結着のところ 
天皇制＝積極的な世界平和への協力者としての意義の必要 
「天皇制を左右両翼より護ろうとする革新的努力を示した民主 
主義的のものである。しかし、なお、形式的な一線として何故 
に保持しなければならないという質疑も出るだろうが、それは、 
国民の自由な判断が最後に決定すべきものとして民主主義的な 
含みを保たしめたものであろう。 
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   1946年 
     1月 3日社説 民衆と共に往かう 
            衆愚政治、デーモンクラシーになる危険 
       4日社説 婦人の奮起を望む 
            民主主義の良さは、国民各自がその聡明さと叡智において自己 

の責任を痛感し責任をとるところにある。従って国民の半数を 
占める婦人の意思を無視するような政治のあり方はおよそ民 
主主義的傾向とは背反する 

晩鐘 天皇制論議の必要  
自由に思索し活発に論議することが望ましい。それによって 
天皇制護持の理論もかえって深まることを知るべし 

       7日晩鐘  
         「民主主義憲法の民間草案がたった一つ公にされただけで、新憲法へ 

の革新意見への貧困さはどうしたことか」「民主主義憲法までマッカ 
ーサー司令部にご厄介になる気か、これだけは断じて先手を打たれ 
るなかれ」 

       12日晩鐘 皇室関連の儀式・式典の改善 
       14日晩鐘 枢密院無用 
       17日晩鐘  羽仁五郎、鈴木安蔵の「天皇制の解明」論は近来の白眉 
            天皇制の護持論者に未だ理論的著作が出ない 
            国民感情として、天皇制を護持したいことは山々である。 
            民主主義革命への世界的潮流と世界平和への協力について天皇 

制が矛盾せざることを実証できるか 
       18日社説 民主主義の実験台日本 
            明治維新の変革には進歩的な偉大な意義を含んでいた 
            民主主義への鎖国主義は欽定憲法にいて集中的に表現されてい 

る。民主主義の萌芽は、その萌芽のまま摘み取られた。 
（世界の大勢よりすれば英米自らの資本主義の変革が問題とな 
ろう）。 

      20日社説 婦参権の完全行使へ 
      29日晩鐘 ノルマン氏、エマーソン氏、ベルトラム氏の（近代日本研究会） 

訪問→特にノルマン氏の植木枝盛（民権、私擬憲法）研究 
      31日社説 河上肇博士逝く 
           「来るべき民主と自由の日本は、博士を永く感謝と共に記憶する 

ことだろう」 
     2月 1日晩鐘 河上肇 追想 
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     2月 3日晩鐘 松本批判 憲法全面改正論 
       4日社説 容疑者は速に退陣せよ 
       6日社説 虚言のない政治へ 
            個人の権利と自由を尊重する民主主義は同時にその義務と責任 

の遂行を要求するものであり、こと政治に関しては義務と責任 
をどこまでも追求しようとする。 
 

       8日社説 人民のための政治 
            いかなる政府も利用してきた 
           幣原内閣「人民による、人民の政府」の基礎を欠く 

晩鐘 王制の没落は世界的な近代的な動きである（戦争中の国外逃亡） 
   国家は一つの協同団体。国民の苦労を洞察できない君主が国家 

の意思と別個に支配し続けるという法はない」「君主が不聡明で 
会ったり、側近の輔弼者が不明で会ったりするときは恐るべき 
悪政、度し難い専制が出現」 
「ロンドンタイムズのごとき公平な権威ある新聞の評論も最近 
は天皇制廃止に傾いている」 

      13日晩鐘 クルーガー（？）大使の日本への印象（経験したことのない言論 
の自由付与への戸惑い） 

           戦争の惨禍と軍閥の横暴と言論の封鎖と自由の剥奪。 
           天皇制論議：もっと自由な思索、忌憚なき討論、冷静な判断の為 

に相当永い期間が必要だ。永いほどよい。日本にはこれまで 
「思想」の自由さえなかったのだから。 

      15日晩鐘 野坂参三氏の抱負（人民戦線、天皇制など） 
「日本文化に対する温かい理解を有する」ことが聴衆には異様に。 
偏見の存在→「今こそ自由に冷静に判断して去就を決めよう」 

      21日晩鐘 天皇制 
           護持あるいは廃止というとき、天皇制自体の観念をどのように 

規定しているのか？ 
天皇制：軍閥、官僚、財閥、寄生的大土地所有と不可分に結び 
ついてその中間に主権者としての天皇を持つ国家体制 
→自然人としての上御一人（皇室）とは一応区別 

           日本の民主主義は軍閥、官僚、寄生的大土地所有制度を排除 
することを内容としているから、民主主義を唱える限り「護持」 
するという「天皇制」は天皇制を支える右のつっかえ棒を取り除 
くことではないか 
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      21日社説 眼を世界に開け 
      23日社説 官吏公選と坂本竜馬 
           「藩論」の紹介  
    3月 2日晩鐘  
      5日社説 混迷から起ちあがれ 
      7日社説 現内閣最後の義務（民主政治の実物を示すこと） 
          国民の政治的関心の高揚をみない（政治に冷淡） 
          民主主義とは口では言いながらその何たるやについては無知 
         （原因）政府に対する信用の欠如、政治に関する  教育の不足 
      8日社説 憲法改正案と華族    
           明治以来の華族制度批判 
      9日社説 地方自治の強化 
           知事（官選）：出世街道の一宿場のごとき存在 

知事公選制への期待 
     10日晩鐘 宗教（活動）の自由 
     11日晩鐘 新国歌制定論 

（平和と文化を愛好し人類の福祉増進を理想とする民主的人民国家） 
  
    14日社説 婦人解放における積極性 

          民主主義は、政治、経済、社会上の一切の生活における自由と平等 
と博愛とを実現することを理想とする 

          フランス革命の頃：近代資本主義と立憲主義国家を出現せしめた 

          →（現在）却って資本主義に反対してより一層高い共同社会の為に、

より一層高い社会の合理的な計算と正しい統制のとれた社会の

実現のための武器 

          家庭の民主化、婦人解放こそ、民主主義達成へのバロメーター 

      18日社説 より厳しき批判から 

 

      19日晩鐘（20日社説と類似） 

      20日社説 女性の立場から 

 

     21日社説 最小限度の要求 

           １．封建性の払拭、民主主義の国家をつくるあげること 

           ２．無産大衆の生活向上 

           ３．農村の貧しい人々に利福をもたらす方策（土地所有制度） 

         晩鐘 （天皇制 学生世論調査） 

日本国憲法制定期の新聞論説（1945～1947年）：京都発行新聞にも注目して

181



 11 / 16 
 

      27日社説 投票には細心の注意を 

      28日社説 候補者の考えを聞け 

     30日晩鐘 「藩論」→自由民権→大正デモクラシー 
   4月 1日社説 事大主義を払い切れ 
     5日晩鐘（農村の保守性） 
     6日社説 政治意識の低さ 
     8日社説 正しき批判に徹せよ 
      9日社説 投票こそ至上の義務だ 
     10日社説 投票へ  前に 
     11日社説 新日本は誕生するか 
     12日社説 一切を民意の反映へ 
     13日社説 婦人代議士の前途  
     16日社説 朦朧議員を監視せよ    
     20日社説 即時総辞職あるのみ 
     24日社説 国家の「安定」とは何か 
          労働者階級の利福の為の民主主義国家体制の樹立はあくまで多数者 

のデモクラシーとして世界的に承認されるものであり、日本民族が 
世界各国への仲間入りのできる道でもある 

 
（夕刊京都（1946年 5月 12日創刊）） 
  夕刊京都 1946年 5月 12日「閃光」 
       「文化の建設にはその粛正が先立たなければならない、夕刊京都新聞が 

創刊第一歩に課されている大仕事は文化粛正である。それでは何が 
粛正されるべきであり、何が育成せらるべきか、その目標を閃光の 
ごとく冷静に、無表情に正しく照らし出して読者諸氏の前に持ち出す 
のが小粒なこの欄の任務である」 

      「閃光」：主に戦時体制に協力した人物評、6月末頃まで連載 
           5月 14日 西田直二郎 
           5月 15日 高田保馬 
           5月 24日 室伏高信 は住谷執筆（ほかにも？） 
     
  京都新聞 1946年 5月 13日晩鐘 天皇退位論について（南原繁ら） 
 
  夕刊京都 1946年 5月 20日 記事「都市と農村の文化交流」 
             活動紹介→農村機構の徹底的民主化 

記事「日本婦人運動の草分け」 
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5月 20，21日 楠瀬喜多子 「民権ばあさん」 
5月 22～24日 岸田俊子  男女平等、参政権主張 
5月 25～28日 景山英子  『妾の半生涯』の著者 

          
6月 5日記事 「中島重博士を想う」（赤城和彦） 

   
6月 16日社説「弾力あるデモクラシー」  
  アメリカ・イギリスとソ連：「デモクラシィの国」 

          アメリカ→「いつでも国民の労働階級の中の健全な又は強力な 
指示と励ましによって、進みまた革新を遂げてきた」 
「ブルジョワのデモクラシーだと決めかかったら本当のアメ 
リカの力を知らない田舎者」 

 
    京都新聞 6月 20日社説 第 90臨時議会開く 
           22日社説 審議未了に警戒  
 
    夕刊京都 6月 24日社説「もっと深くさらに一歩を」 
             民主主義とは「政治」や「経済」の公の間にあらわれる前に 

もっと強く、またもっと深く人民の「生活」の中へしっくり 
と這入っていかねばならぬ 

           27日社説「何が民主化をはばむのか」 
             官僚的色彩が国民の中に根を張っている限り、我が国の民主 

化は全く不可能である。 
 

    京都新聞   27日晩鐘 
    夕刊京都   28日社説「婦人代議士にあたふ」（住谷） 
             「超党派的な婦人のみのクラブ」を作り、「女の立場からの 

民主化」を取り上げる動き→「問題は女だけによって解決 
することはできない。それが政治だ」「政党としての実行力 
に結びつくこと」 
 

  京都新聞 6月 29日社説「安手な歴史観を排す」 
        吉田首相の答弁（明治のはじめからデモクラシー国家云々）への批判 
        「万機公論」・・・近代的デモクラシーの制度化ではない 
       7月 2日社説「憲法問題の焦点」 
           論点整理（主権在君、国家法人説、主権在民） 
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  夕刊京都 （憲法社説・論説は住谷以外の執筆である可能性大） 
7月 4日社説 人民の要求する憲法改正 
       主権・天皇制問題 

11～12日 憲法論議を観る（白瀬達夫） 
 

25日社説 国際連合と政治的水準 
         26日社説 世界の中の日本 
         （戦犯裁判） 
         「新たな国際法が目諭まれつつある」「あたかも一国の中で立派に 

訓練された市民がデモクラシーの社会をつくりあげているように 
国際社会もデモクラティクにつくりあげようとするのが国際連合 
の建前である」。 
→「さて、わが日本が戦争を放棄するということがいかなるもの 
であるか、もう多言を要しない」 
 

8月 8日社説「地方の民主化に熱意をもて」 
   外面は整って、内実が伴わないという現状は民主化が好んで、喜 

んで勇んで行われていない証拠である。 
        8月 9日社説 資本主義と社会主義の間 
            崩れかかった資本主義をいくら立て直したとして、それで民衆 

を救うことはできない。といって社会主義は一挙にして生まれ 
るものではない 

 
   京都新聞 8月 31日社説「人間天皇制への準備」 
        9月 2日社説 「政治的良心のあり方」 
          6日社説 「国体論と国民感情」（住谷悦治） 
            「国民的感情が国体論を決める」という主張への疑問 
             半世紀にわたる教育と宣伝の力によるもの 
             初めから存在するものでない 
             国体論について理性の研ぎ澄ました鏡に照らして考え直して 

見なければならない 
       ※9月 8日以降の憲法関連の社説・解説の多く：黒田覚の署名 
        

夕刊京都 8月 22日社説「議会の力を強く」（住谷以外？） 
         議会が人民大衆の代表機関となり、議会の力が強まるなら、 

日本の反動化を食い止めることができる 
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        8月 30日社説「法律と道徳は別物である」（住谷以外？） 
     9月 6日社説「国民は分裂している」（住谷以外？） 
      「国体変革」の不明確さ。「いずれにしても、この憲法は人民の素朴な 

働き手で作り上げたものでない」 
       

9月 8日 記事「答案にみる貧困さ」（住谷） 
  最近数百人の大学生の答案を調べた。・・・問題は学生たちの希望を 
容れて一か月前に出しておいたのであるが、答案についてみると 
特別にそれについて研究するとか、参考書を読むとかいった形跡は 
なく、私の著書のそのまままる写し的なもの、講義ノートのまった 
くの反復にすぎないもので、内容について甲乙を殆ど区別すること 
が困難であった。よくもこのように丹念に軍隊行進に歩調を合わす 
ような同じ態度の答案ができたものと感心させられる。 
13日社説 経営協議会と生産の問題（住谷） 

             資本主義経済組織そのものが労使対立を原則 
             「労働者の争議権は認められねばならない」「その争闘は 

あくまでも生産を継続しつつやっていかねばならない」 
→生産管理の必要 

        9月 30日、10月 1日 
       記事「私淑する明治の二論客―馬場辰猪と酒井雄三郎 」 
        馬場「天賦人権論」酒井「排曲学論」 
        →我が国の民主主義政治思想史上、忘れること出来ない名著 
         「天賦人権論」：加藤弘之の「人権新論」への批判書 
         「排曲学論」：都筑馨六「民政論」への批判書 

                民政と共和政の区別、立憲政（民権拡張：藩閥排斥→ 

責任内閣制）、（多数の専制に対して）多数責任論 
 

        10月 11日 社説「民主主義は一つしかない」 
              「支配被支配の関係が存在し、虐げられた階級はいつでも 

解放のために自由。平等を要求して闘ってきた。そして 
民主主義はこの闘争においてのみ具体的に現れてきた」 
「資本家や資本主義的な諸制度には民主主義はないので 
ある」 
記事「尾佐竹博士と坂本龍馬の「藩論」」 

                 10月 1日死去（訃報記事を切り抜き） 
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       10月 28日社説 一つの世界への示唆 
               国連総会の動向 
          29日社説 階級闘争における素直さ 
               「資本家が素直であることを大衆に要求すればするほど 

大衆は資本家に対して解放のために素直に闘わなければ 
ならない（労働組合の発達、経営協議会の出現）」       

 
11月 3日 明治欽定憲法と新憲法への熱意（住谷悦治） 
   「新憲法が民主主義的だという評があるにもかかわらず、その発布 

についての国民の熱意といったようなものが盛り上がってない 
ように感ずるのはどうしたものであろうか」 

          「たとひ敗戦日本といへ、新憲法への熱意が低調であり、各政党や 
民間有志の私案も明治時代に比較して著しく索漠の感が深い。 
海外には頗る好評であるというこの民主新憲法を、今後我々は 
いかに良く運営していったらよいかということが残された課題と 
いうべきであろう」 

         4日社説「新しい憲法公布の日に」 
           「新憲法は色々明治憲法よりも進んだ点を持ちまた幾多の曖昧さ 

を残し、また反動の痕跡も持っている」が「憲法を人民のもの 
といわれる通りの平和な民主主義日本の礎石たるものにしてい 
かねばならない」    

             →11月 6日社説、12月 5日社説 
              1947年 1月 9日社説「新憲法を殺すか生かすか」 
 
         17日社説 低劣な音楽を排除せよ（住谷） 
               低劣頽廃の小唄 端唄、幕間に繰り返し流される… 
          24日社説 天皇宛親電とヴァ氏口供書（住谷） 
              東京裁判―日本外交：秘密と駆け引きが陰謀とペテンに 

結びついていたことを明らかに。 
国際関係は明朗な人民外交を基礎としなければならない  

       12月 5日社説 商業道徳の退廃と再建日本の困難（住谷） 
 
 
1947年 
   1947年 1月 18日社説 日本再建の第一歩 

        「ポツダム宣言を忠実に履行して民主主義日本を建設する以外にない」 
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        「民主主義は法による支配である」「民主主義は法治主義である」 
       「暴力主義を退けて、日常法を守ることによって打ち建てられる」 

       2月 1日社説 法律を無視する吉田内閣 
           「法の無視＝民主主義否認」  
       2月 8日社説 言論自由を保障するもの 
 
       4月 11日社説 社会主義への展望 
           われわれは国際平和への協力と国内の民主化とが主要関心 
           （日本が一人前の独立国になる条件） 
           社会主義実現へのロシア的方法とイギリス的方法の方法 
           歴史に示された具体的な事実を広く考え、経済と政治と社会の 

民主化を実現するよう努める 
       5月 2日社説 新社会への平和的移行 
           新憲法の運用によって新社会への平和的移行を可能たらしめなけ 

ればならない（平和革命の可能性） 
       5月 4日社説 新憲法下に戒心すべきこと（住谷の可能性？） 
           憲法下、国内の民主主義化、国際平和への協力体制 
           「進歩的であるが決して世界最良の憲法であるかどうかについて 

は多くの問題がある」 
労働権、休息権、教育権、「男女が経済的国家的、文化的および 
社会政治生活の全てにおいて平等の権利」「労働の規律を遵守し 
社会的共同生活も法則を尊重する義務」：他国の規定も参考に 
「本旨を活かして民衆の為に正しく運用することであって、 
徒に外観のみをたたえて満足すべきでないことである」 

       5月 7日 新憲法記念講演「労働界と新憲法」（住谷悦治） 
            第 27条（勤労権）は経済恐慌化では空文化の恐れ 
              

1947年 6月 2日社説 政治的処女性の魅力（住谷） 
       新憲法は平和主義と民主主義を根本原則とするという。それはさら 

に社会的正義と文化国家主義とをも原則とするものである。我が 
新憲法は敗戦と共に深刻さを加えた社会問題の解決と文化国家主義 
との実践に淡々とした大道を切り開いた。 

       7月 3日社説 質問演説に望む→6月社説と同様、片山内閣への期待 
 

   ８月 30日社説 労働基準法施行に寄せる（沼田稲次郎？） 
           機能するかは、法典でなく現実の社会的実力（労働組合） 
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