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

正
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。
講
演
の
行
わ
れ
た
月
日
と
テ
ー
マ
は
次
の
と
お
り
で
す
。
尚
、
所
属
は
講
演
当
時
の
も
の
で
す
。
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２
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は
じ
め
に

　
こ
の
度
は
、
京
都
近
郊
の
あ
る
村
の
被
差
別
民
が
、
幕
末
の
洪
水

対
策
で
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。
併
せ
て
、
こ
の

洪
水
対
策
の
工
事
の
際
に
、
そ
の
村
の
被
差
別
民
が
、
当
時
の
地
域

住
民
が
共
有
し
て
い
た
個
別
の
村
や
町
を
超
え
た
連
携
・
情
報
公
開
・

利
害
調
整
・
合
意
形
成
な
ど
の
公
共
的
な
仕
組
み
に
、
ど
の
程
度
参

加
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
か
に
つ
い
て
も
、
見
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
な
お
今
日
は
、
被
差
別
民
の
動
向
に
焦
点
を
あ
て
る
の
で
、

時
々
時
代
を
遡
っ
て
対
象
と
し
て
い
る
村
の
被
差
別
民
の
歴
史
に
つ

い
て
も
ふ
れ
ま
す
。
話
が
飛
ぶ
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
幕
末
の
被
差
別
民
の
動
向
に
は
、
そ
れ
以
前
の
歴
史
が
反
映

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

Ⅰ
　「
今
村
家
文
書
」
に
つ
い
て

１
　「
今
村
家
文
書
」
と
は

　
今
日
お
話
し
す
る
の
は
、
現
在
の
京
都
市
の
南
部
に
あ
た
る
地
域

に
あ
っ
た
、
大
仏
柳
原
庄
と
い
う
村
に
住
ん
で
い
た
被
差
別
民
の
事

例
で
す
。
こ
の
人
々
が
関
わ
っ
た
洪
水
対
策
の
工
事
は
、
鴨
川
浚
あ

る
い
は
鴨
川
普
請
と
よ
ば
れ
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
に
行
わ
れ
ま

し
た
。

　
鴨
川
浚
（
普
請
）
の
際
の
被
差
別
民
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
当
時
大
仏
柳
原
庄
の
庄
屋
を
務
め
て
い
た
八
代
目
今
村
忠

右
衛
門
が
残
し
た
記
録
の
お
か
げ
で
す
。
レ
ジ
ュ
メ
の
Ⅰ
の
１
「
今

村
家
文
書
と
は
」
の
と
こ
ろ
で
、
そ
の
ご
子
孫
の
も
と
に
残
さ
れ
た

「
今
村
家
文
書
」
と
よ
ば
れ
る
文
書
群
に
つ
い
て
、
ご
紹
介
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

　
今
村
さ
ん
の
お
宅
は
、
現
在
本
町
通
り
と
呼
ば
れ
て
い
る
伏
見
街

道
沿
い
に
あ
り
、
こ
こ
は
、
京
都
で
も
特
に
古
い
町
家
の
一
つ
と
し

て
現
在
、
市
の
有
形
文
化
財
に
登
録
さ
れ
て
お
り
、
ま
も
な
く
国
の

有
形
文
化
財
に
も
登
録
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
す
。
今
村
家
は
、
戦
国

時
代
か
ら
続
く
有
力
な
土
豪
の
系
譜
を
引
く
家
で
、
所
蔵
す
る
文
書

は
六
七
〇
〇
点
余
り
に
も
の
ぼ
り
ま
す
が
、
今
日
ご
紹
介
す
る
鴨
川

浚
（
普
請
）
関
連
の
文
書
は
そ
の
ご
く
一
部
で
す
。

２
　
今
村
家
文
書
の
被
差
別
民
関
連
の
記
録

　
「
今
村
家
文
書
」
は
、
戦
国
時
代
か
ら
近
代
に
至
る
京
都
の
歴
史

に
関
す
る
、
様
々
な
分
野
の
興
味
深
い
情
報
を
含
ん
で
い
る
こ
と
で
、

注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
、
今
日
の
お
話
の
中

心
と
な
る
江
戸
時
代
の
被
差
別
民
の
動
向
に
関
わ
る
注
目
点
だ
け
、

挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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注
目
点
の
第
一
は
、「
今
村
家
文
書
」
の
被
差
別
民
に
関
す
る
記

録
か
ら
は
、
被
差
別
民
と
そ
の
他
の
住
民
と
の
関
係
の
あ
り
方
や
、

そ
れ
が
変
化
し
て
い
く
様
子
が
読
み
取
れ
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
第

二
は
、
今
村
家
文
書
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
被
差
別
民
の
動
向
か

ら
は
、
近
世
初
頭
に
再
編
成
さ
れ
た
支
配
や
統
制
の
枠
組
み
に
は
収

ま
り
切
れ
な
い
被
差
別
民
の
姿
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
の
二
点
は
、
今
日
お
話
し
す
る
鴨
川
浚
（
普
請
）
に

お
け
る
、
大
仏
柳
原
庄
の
被
差
別
民
と
そ
の
他
の
住
民
の
関
係
の
あ

り
方
に
も
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
お
話
し
す
る
中
で
具
体
的
に

見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

Ⅱ
　
鴨
川
浚
（
鴨
川
普
請
）
と
は

１
　
工
事
の
概
略
と
対
象
地
域

　
そ
れ
で
は
、
鴨
川
浚
（
普
請
）
に
つ
い
て
、
簡
単
に
ご
説
明
い
た

し
ま
す
。
鴨
川
浚
（
普
請
）
は
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
に
幕
府

と
京
都
町
奉
行
所
の
主
導
で
行
わ
れ
た
大
規
模
な
土
木
工
事
で
す
。

工
事
の
主
な
目
的
は
洪
水
対
策
で
、
そ
の
内
容
は
、
市
街
地
は
川
底

の
土
砂
浚
が
中
心
で
、
農
村
部
は
川
浚
の
他
に
堤
防
の
補
強
や
、
川

幅
の
狭
い
場
所
を
掘
り
拡
げ
る
工
事
な
ど
が
、
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
工
事
の
対
象
範
囲
は
、
北
の
西
加
茂
村
に
あ
る
堤
か
ら
市
街
地
・

農
村
部
へ
と
南
下
し
て
、
桂
川
と
の
合
流
点
に
ま
で
至
っ
て
い
ま
す
。

　
大
仏
柳
原
庄
は
市
街
地
と
農
村
部
の
境
目
に
あ
っ
た
石
高
約
四
五

〇
石
の
小
さ
な
村
で
、
レ
ジ
ュ
メ
２
頁
の
表
１
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、

領
主
は
妙
法
院
・
知
恩
院
・
仏
光
寺
の
三
つ
の
門
跡
寺
院
で
し
た
が
、

村
の
九
四
％
以
上
は
妙
法
院
領
で
し
た
。
門
跡
寺
院
と
い
う
の
は
皇

族
や
公
家
が
住
職
と
し
て
入
る
お
寺
の
こ
と
で
す
。

　
工
事
の
経
過
を
お
話
す
る
際
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、
鴨
川
沿

い
の
村
や
町
の
江
戸
時
代
の
支
配
関
係
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

大
坂
・
京
都
を
含
む
畿
内
は
、
江
戸
を
含
む
関
東
と
並
ん
で
、
大
名

の
治
め
る
範
囲
が
少
な
い
地
域
で
す
。
現
在
の
京
都
市
に
あ
た
る
地

域
で
い
う
と
、
市
街
地
の
中
心
部
は
幕
府
の
直
轄
領
で
、
そ
れ
以
外

は
公
家
・
皇
族
・
寺
社
・
京
都
に
在
職
す
る
武
士
な
ど
の
小
規
模
な

領
地
が
入
り
組
ん
で
い
て
、
一
つ
の
村
に
複
数
の
領
主
が
い
る
の
が

普
通
で
す
。
例
え
ば
大
仏
柳
原
庄
の
南
隣
で
、
同
じ
く
鴨
川
沿
い
に

あ
る
東
九
条
村
と
い
う
二
二
七
〇
石
の
石
高
を
持
つ
大
き
な
村
に
は
、

一
八
の
領
主
が
お
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
京
都
の
近
郊
の
村
々
は
、

年
貢
は
そ
れ
ぞ
れ
の
領
主
に
分
割
し
て
納
め
ま
し
た
が
、
行
政
上
は

京
都
町
奉
行
所
の
支
配
を
受
け
て
お
り
、
洪
水
対
策
の
工
事
の
際
は
、

奉
行
所
の
指
示
に
従
っ
て
い
た
の
で
す
。

幕末の洪水対策と被差別民
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２
　
度
重
な
る
洪
水
被
害

　
次
に
、
幕
末
の
こ
の
時
期
に
京
都
で
洪
水
対
策
が
行
わ
れ
た
理
由

を
確
認
し
て
お
き
ま
す
。
鴨
川
の
洪
水
は
平
安
京
以
来
の
こ
と
で
す

が
、
江
戸
時
代
の
半
ば
以
降
は
特
に
頻
繁
に
な
り
、
一
九
世
紀
半
ば

に
は
一
年
ご
と
に
大
き
な
被
害
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

の
原
因
と
し
て
、
当
時
も
今
も
盛
ん
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
上
流
地

域
の
開
発
が
進
ん
だ
こ
と
で
、
山
の
土
砂
が
川
に
流
れ
込
み
、
川
床

が
上
昇
し
て
水
が
溢
れ
や
す
く
な
っ
た
こ
と
で
す
。
レ
ジ
ュ
メ
の
参

考
文
献
⑥
に
あ
げ
た
吉
越
昭
久
先
生
の
ご
研
究
で
は
、
一
七
世
紀
の

後
半
以
降
に
、
新
地
開
発
と
呼
ば
れ
る
河
川
敷
の
市
街
地
化
が
急
速

に
進
ん
だ
こ
と
が
、
被
害
の
拡
大
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
吉
越
先
生
は
、
か
つ
て
洪
水
対
策
と

考
え
ら
れ
て
い
た
一
七
世
紀
半
ば
の
寛
文
新
堤
も
、
実
際
は
河
川
敷

の
市
街
地
化
を
主
な
目
的
と
す
る
護
岸
工
事
で
あ
っ
て
、
こ
の
護
岸

に
よ
っ
て
川
幅
が
狭
ま
っ
た
こ
と
が
、
む
し
ろ
洪
水
を
促
進
し
た
の

で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
九
世
紀
前
半
か
ら
半
ば
に
か
け
て
繰
り
返
さ
れ
た
鴨
川
の
洪
水

被
害
の
例
を
、
今
日
の
お
話
の
舞
台
に
な
る
大
仏
柳
原
庄
と
そ
の
周

辺
地
域
を
中
心
に
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
２
頁
の

史
料
１
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
の
史
料
１
に
は
「
洪
水
で
堤
防
が
決

壊
し
、
田
畑
が
水
に
つ
か
っ
て
大
損
害
が
出
た
」
と
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
表
２
に
ま
と
め
た
史
料
に
は
、「
民
家
の
流
失
が
相
次
ぎ
、

そ
れ
を
免
れ
た
家
も
、
二
階
暮
ら
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
」「
橋
が

流
さ
れ
た
」「
人
馬
が
流
さ
れ
て
き
て
、
検
分
の
役
人
が
来
た
」
な

ど
の
記
事
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
史
料
２
に
は
、
大
仏
柳
原
庄
の

領
域
の
「
七
条
河
原
の
東
の
番
小
屋
が
、
建
物
ご
と
濁
流
に
さ
ら
わ

れ
て
、
行
方
不
明
者
が
出
た
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
番
小
屋

が
非
人
番
の
小
屋
な
の
か
、
水
車
小
屋
の
番
人
の
小
屋
な
の
か
は
、

残
念
な
が
ら
、
今
の
と
こ
ろ
分
か
り
ま
せ
ん
。
余
談
で
す
が
、
現
在

の
京
都
市
の
中
心
部
に
当
た
る
洛
中
で
も
、「
川
の
水
が
あ
ふ
れ
て

鴨
川
と
高
瀬
川
が
つ
な
が
っ
て
、
見
分
け
が
つ
か
な
い
ほ
ど
に
な
っ

た
」
と
か
、「
三
条
大
橋
や
五
条
大
橋
が
、
二
度
も
流
さ
れ
た
」
な

ど
の
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
幕
末
も
近
づ
く
一
九
世
紀
の
前
半
に
は
、
鴨
川
の

洪
水
は
、
大
変
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
わ
け
で
す
が
、
住
民
や
領
主

も
何
も
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
に
見
て
頂
い
た
史

料
１
や
２
に
は
、
堤
を
補
強
す
る
な
ど
の
住
民
の
自
助
努
力
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
大
仏
柳
原
庄
の
領
主
で
あ
っ
た
妙
法
院
や
知

恩
院
が
、
堤
の
補
修
の
た
め
に
資
材
や
資
金
を
提
供
し
、
被
害
者
の

救
済
の
た
め
に
お
救
い
米
や
お
救
い
金
を
下
げ
渡
し
た
こ
と
が
記
さ
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れ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
個
別
の
村
や
町
や
、
小
規
模
な
領
主
毎

の
対
応
で
は
、
も
は
や
限
界
で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
し
た
。

３
　
官
民
挙
げ
て
の
洪
水
対
策

　
鴨
川
浚
（
普
請
）
は
、
早
急
に
鴨
川
筋
全
体
へ
の
一
括
し
た
対
応

が
必
要
で
あ
る
と
の
認
識
を
、
政
権
側
の
幕
府
・
町
奉
行
所
も
、
鴨

川
筋
に
領
地
を
持
つ
公
家
・
皇
族
・
寺
社
な
ど
の
領
主
層
も
、
そ
し

て
地
域
住
民
も
、
い
ず
れ
も
が
共
有
す
る
中
で
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

京
都
町
奉
行
所
の
改
革
派
与
力
と
し
て
知
ら
れ
る
平
塚
飄
斎
は
、
天

保
年
間
か
ら
鴨
川
の
洪
水
対
策
の
必
要
を
説
い
て
お
り
、
嘉
永
五
年

（
一
八
五
二
）
の
大
洪
水
の
後
に
は
、
再
び
意
見
書
を
書
い
て
い
ま

す
。
ま
た
鴨
川
沿
い
に
多
か
っ
た
公
家
・
皇
族
な
ど
領
主
層
も
、
嘉

永
五
年
に
関
白
を
通
じ
て
京
都
所
司
代
に
、
洪
水
対
策
を
要
請
し
て

い
ま
す
。
そ
し
て
地
域
住
民
も
、
同
じ
く
嘉
永
五
年
の
鴨
川
の
大
洪

水
の
後
、
鴨
川
沿
い
の
全
て
の
町
・
村
が
団
結
し
て
、
自
分
た
ち
自

身
の
手
で
鴨
川
浚
を
す
る
こ
と
を
許
可
し
て
ほ
し
い
と
、
嘆
願
書
を

奉
行
所
に
提
出
し
て
い
ま
す
。
住
民
も
幕
府
や
領
主
に
任
せ
る
だ
け

で
な
く
、
自
ら
行
動
を
起
こ
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
結
果
、
安
政

二
年
（
一
八
五
五
）
の
末
に
老
中
の
指
示
で
、
幕
府
の
勘
定
方
に
よ

る
鴨
川
筋
の
視
察
が
行
わ
れ
、
予
算
や
工
程
計
画
が
定
め
ら
れ
、
よ

う
や
く
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
に
幕
府
主
導
に
よ
る
鴨
川
洪
水
対

策
の
工
事
が
実
施
さ
れ
た
の
で
す
。

　
幕
府
主
導
と
は
い
う
も
の
の
、
財
政
難
の
幕
府
は
工
事
の
費
用
を

一
部
し
か
出
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
不
足
分
は
禁
裏
御
賄
金
銀
と
い
う

禁
裏
で
使
う
お
金
の
一
部
を
回
し
た
他
に
、
豊
か
な
商
人
に
寄
付
を

要
請
し
た
り
、
村
や
町
か
ら
住
民
を
人
足
と
し
て
動
員
し
た
り
、
工

事
の
費
用
を
安
く
入
札
さ
せ
る
触
れ
を
出
し
て
賄
っ
た
の
で
す
。

　
以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
鴨
川
浚
（
普
請
）
は
、
立
案
の
過
程

か
ら
実
施
の
段
階
に
至
る
ま
で
、
ま
さ
に
官
民
挙
げ
て
の
洪
水
対
策

工
事
だ
っ
た
の
で
す
。

Ⅲ
　
大
仏
柳
原
庄
と
い
う
村

１
　
市
街
地
と
農
村
部
の
境
界
に
あ
る
村

　
次
に
、
今
日
の
お
話
の
舞
台
と
な
る
大
仏
柳
原
庄
に
つ
い
て
見
て

い
き
ま
す
。
先
ほ
ど
大
仏
柳
原
庄
は
、
市
街
地
と
農
村
部
の
境
目
に

あ
っ
た
と
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
言
い
換
え
れ
ば
、
江
戸
時
代
の
こ

の
村
は
、
市
街
地
に
飲
み
込
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
村
で
も
あ
り
ま
し
た
。

レ
ジ
ュ
メ
４
頁
の
表
４
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
も
と
も
と
こ
の
村
は
、

鴨
川
を
は
さ
ん
で
五
条
通
か
ら
南
、
八
条
通
か
ら
北
が
領
域
で
し
た
。

た
だ
し
、
南
の
ほ
う
に
関
し
て
い
え
ば
、
一
部
は
唐
橋
通
の
方
ま
で

幕末の洪水対策と被差別民
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突
き
出
し
て
い
ま
す
し
、
東
の
方
は
泉
涌
寺
通
の
少
し
南
に
突
き
出

し
た
り
し
て
い
ま
す
が
、
大
ま
か
に
言
え
ば
、
五
条
通
か
ら
八
条
通

の
鴨
川
を
挟
ん
で
両
岸
が
領
域
で
す
。

　
そ
の
う
ち
、
七
条
通
か
ら
北
の
区
域
は
、
一
八
世
紀
の
前
半
ま
で

に
す
っ
か
り
市
街
地
化
し
て
い
ま
す
。
そ
の
上
、
こ
の
村
の
本
村
は
、

鴨
川
東
岸
の
七
条
通
か
ら
南
の
上
郷
・
本
郷
と
呼
ば
れ
た
区
域
に
あ
っ

た
の
で
す
が
、
本
村
と
は
い
え
、
こ
こ
も
伏
見
街
道
沿
い
の
町
で
町

組
に
も
属
し
て
い
て
、
い
わ
ゆ
る
洛
外
町
続
き
の
南
の
端
に
あ
た
る

区
域
だ
っ
た
の
で
す
。
町
と
は
い
え
、
こ
こ
に
は
百
姓
を
家
業
と
す

る
人
々
も
住
み
、
そ
の
畑
が
鴨
川
西
岸
に
も
あ
り
ま
し
た
。
な
お
、

本
村
が
本
郷
・
上
郷
に
分
か
れ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
村
の
領
域

の
多
く
が
市
街
地
に
飲
み
込
ま
れ
る
前
の
名
残
で
、
江
戸
時
代
の
中

期
以
降
は
大
仏
柳
原
庄
の
中
心
と
し
て
の
役
割
は
、
だ
ん
だ
ん
と
本

郷
が
担
う
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　
一
方
、
鴨
川
西
岸
の
七
条
通
よ
り
南
の
湿
地
帯
に
は
、
元
は
東
岸

の
百
姓
の
畑
し
か
な
く
、
人
は
住
ん
で
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
け
れ
ど

も
、
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
に
、
そ
の
一
角
に
二
つ
の
被
差
別
民

の
集
落
が
成
立
し
ま
す
。
穢
多
村
の
六
条
村
と
非
人
の
長
屋
で
あ
る

七
条
水
車
小
屋
で
す
。
な
お
、
差
別
呼
称
を
使
う
の
は
最
低
限
に
し

た
い
と
思
い
ま
す
が
、
説
明
の
都
合
で
使
わ
ざ
る
を
得
な
い
時
は
、

葛
藤
は
あ
り
ま
す
が
、
歴
史
的
呼
称
と
し
て
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
さ
て
、
こ
の
六
条
村
と
七
条
水
車
小
屋
が
、
大
仏
柳
原
庄
に
最
初

に
成
立
し
た
被
差
別
民
の
集
落
で
す
。
こ
れ
ら
の
集
落
は
、
も
と
は

七
条
通
よ
り
北
に
あ
っ
た
の
で
す
が
、
先
ほ
ど
ふ
れ
た
河
川
敷
の
新

地
開
発
に
伴
い
、
鴨
川
西
岸
の
七
条
通
よ
り
南
の
一
画
に
移
転
さ
せ

ら
れ
た
の
で
す
。
京
都
の
河
川
敷
の
新
地
開
発
は
、
建
仁
寺
・
知
恩

院
・
妙
法
院
な
ど
の
大
寺
院
が
、
田
畑
に
し
て
お
い
て
は
高
い
収
益

が
見
込
め
な
い
河
川
敷
の
領
地
を
、
商
業
用
地
や
宅
地
と
し
て
開
発

し
、
よ
り
高
い
収
益
を
あ
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
っ
た
事
業
で

す
。
そ
の
時
に
被
差
別
民
が
い
て
は
町
家
の
誘
致
の
妨
げ
に
な
る
と

さ
れ
た
た
め
に
、
移
転
さ
せ
ら
れ
て
き
た
の
で
す
。

２
　
被
差
別
民
の
集
落
を
含
む
村

　
正
徳
三
年
以
降
、
幕
末
ま
で
に
、
大
仏
柳
原
庄
の
鴨
川
西
岸
に
成

立
し
た
被
差
別
民
の
集
落
に
つ
い
て
、
簡
単
に
ご
説
明
し
ま
す
。
最

初
に
成
立
し
た
穢
多
村
で
あ
る
六
条
村
は
、
罪
人
の
処
刑
や
牢
屋
の

見
張
り
な
ど
、
行
刑
役
を
役
目
と
す
る
役
人
村
で
し
た
。
京
都
で
は

一
八
世
紀
前
半
ま
で
に
、
六
条
村
を
含
め
て
五
つ
の
役
人
村
が
成
立

し
ま
す
が
、
行
刑
役
を
は
た
す
た
め
に
は
、
村
は
市
街
地
に
近
く
な
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け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
穢
多
村
の
特
権
と
し
て
、
そ
の
独
占
を

保
障
さ
れ
て
い
た
皮
革
業
に
は
大
量
の
水
が
必
要
で
す
。
そ
の
た
め
、

鴨
川
沿
い
で
市
街
地
に
接
し
て
い
な
が
ら
民
家
が
無
か
っ
た
大
仏
柳

原
庄
の
鴨
川
西
岸
の
一
角
が
、
移
転
先
に
決
定
さ
れ
た
の
で
す
。
領

主
の
妙
法
院
は
、
移
転
費
用
を
出
し
、
六
条
村
の
要
求
に
応
じ
て
低

湿
地
に
土
を
入
れ
、
人
が
住
め
る
よ
う
な
状
態
に
し
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
領
主
の
都
合
に
よ
る
移
転
で
あ
る
た
め
で
あ
る
の
は
勿
論
の
こ

と
、
六
条
村
が
京
都
の
治
安
の
維
持
に
欠
か
せ
な
い
行
刑
役
を
担
う

村
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
移
転
先
で
の
生
活
の
保
障
を
す
る
必
要

が
あ
っ
た
た
め
で
し
ょ
う
。

　
役
人
村
で
あ
る
六
条
村
は
、
処
刑
な
ど
の
行
刑
役
を
担
う
代
償
と

し
て
、
年
貢
を
免
除
さ
れ
る
免
租
地
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
江
戸
時

代
の
穢
多
村
は
、
少
数
の
例
外
を
除
け
ば
百
姓
の
村
を
本
村
と
し
、

そ
こ
に
従
属
す
る
枝
村
と
さ
れ
ま
し
た
。
百
姓
の
本
村
に
従
属
す
る

枝
村
は
、
年
貢
そ
の
他
の
税
を
、
本
村
を
通
し
て
領
主
に
納
め
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
け
れ
ど
も
処
刑
を
担
い
、
年
貢
を
免
除

さ
れ
た
役
人
村
は
、
京
都
町
奉
行
所
の
支
配
下
の
雑
色
と
よ
ば
れ
る

役
人
の
直
接
支
配
を
受
け
た
の
で
、
大
仏
柳
原
庄
の
本
村
と
は
別
の

支
配
の
系
統
に
属
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
六
条
村
は
、
大
仏
柳

原
庄
の
本
村
と
は
村
と
し
て
直
接
の
接
点
は
な
く
、「
今
村
家
文
書
」

に
は
あ
ま
り
出
て
き
ま
せ
ん
。
大
仏
柳
原
庄
の
絵
図
に
も
六
条
村
は
、

村
の
領
地
の
外
と
し
て
「
領
外
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
そ
の
後
、
六
条
村
の
人
口
が
急
激
に
拡
大
す
る
の
に
伴

い
、
大
仏
柳
原
庄
の
鴨
川
西
岸
に
は
、
六
条
村
か
ら
分
か
れ
て
、
さ

ら
に
三
つ
の
穢
多
村
が
成
立
し
ま
し
た
。
表
４
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

享
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
に
六
条
村
か
ら
分
か
れ
て
で
き
た
銭
座

跡
村
、
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
か
ら
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に

か
け
て
、
銭
座
跡
村
の
住
民
が
開
発
し
た
銭
座
跡
出
村
、
天
保
一
四

年
（
一
八
四
三
）
に
再
び
六
条
村
か
ら
分
か
れ
て
で
き
た
大
西
組
の

三
つ
で
す
。

　
こ
の
う
ち
銭
座
跡
村
と
そ
の
出
村
は
、
年
貢
を
納
め
る
年
貢
地
と

し
て
大
仏
柳
原
庄
の
本
村
に
従
属
す
る
枝
村
と
さ
れ
、
絵
図
で
も
大

仏
柳
原
庄
の
「
領
内
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
成
立
当
初
か
ら

大
仏
柳
原
庄
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
た
め
、「
今
村
家
文
書
」
に
も

た
び
た
び
登
場
し
ま
す
。
な
お
一
番
後
に
成
立
し
た
大
西
組
は
年
貢

を
納
め
る
年
貢
地
で
し
た
が
、
京
都
の
役
人
村
の
筆
頭
の
天
部
村
の

領
地
と
さ
れ
た
の
で
、
や
は
り
「
今
村
家
文
書
」
に
は
あ
ま
り
出
て

き
ま
せ
ん
。
以
上
が
江
戸
時
代
に
大
仏
柳
原
庄
に
成
立
し
た
穢
多
村

で
す
。

　
一
方
、
非
人
の
長
屋
で
あ
る
七
条
水
車
小
屋
は
、
六
条
村
と
同
じ

幕末の洪水対策と被差別民

9



時
期
に
、
お
そ
ら
く
六
条
村
と
同
じ
理
由
で
移
転
さ
せ
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
七
条
水
車
小
屋
は
年
貢
を
免
除
さ
れ
た
免
租
地
で
あ
り
、
大

仏
柳
原
庄
の
領
地
の
外
で
し
た
が
、
た
び
た
び
本
村
の
仕
事
を
請
け

負
っ
て
い
ま
し
た
。
主
な
仕
事
は
非
人
番
や
定
使
で
す
。
非
人
番
は

村
に
入
り
込
む
不
審
者
の
取
り
締
ま
り
な
ど
を
行
い
、
定
使
は
庄
屋

の
下
で
村
人
や
他
の
村
役
人
と
の
連
絡
係
を
し
た
り
、
奉
行
所
か
ら

回
っ
て
く
る
触
れ
書
き
な
ど
を
、
隣
り
の
村
に
伝
達
す
る
の
が
仕
事

で
し
た
。
大
仏
柳
原
庄
で
は
非
人
番
と
定
使
を
、
七
条
水
車
小
屋
か

ら
派
遣
さ
れ
た
一
人
の
人
が
兼
任
し
て
つ
と
め
て
い
ま
し
た
。
ま
た

七
条
水
車
小
屋
は
、
そ
の
他
に
も
臨
時
の
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
を
、
本

村
や
周
囲
の
村
か
ら
請
け
負
い
、
人
を
派
遣
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
七
条
水
車
小
屋
は
、
大
仏
柳
原
庄
の
領
内
で
は
な
か
っ
た
の
で

す
が
、
日
常
的
に
交
流
が
あ
っ
た
の
で
、「
今
村
家
文
書
」
に
よ
く

登
場
し
ま
す
。

　
以
上
の
よ
う
な
事
情
か
ら
大
仏
柳
原
庄
に
住
む
被
差
別
民
の
う
ち
、

庄
屋
忠
右
衛
門
の
鴨
川
浚
（
普
請
）
の
記
録
に
登
場
す
る
の
は
、
銭

座
跡
村
と
そ
の
出
村
、
そ
し
て
七
条
水
車
小
屋
の
人
々
な
の
で
す
。

３
　
被
差
別
民
の
人
口
の
ほ
う
が
多
い
村

　
さ
て
、
た
だ
今
、
大
仏
柳
原
庄
が
、
一
八
世
紀
以
降
、
被
差
別
民

の
住
む
村
と
な
っ
た
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
が
、
も
う
一
つ
確
認
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
一
八
世
紀
以
降
の
大
仏
柳
原
庄

が
、
圧
倒
的
に
被
差
別
民
の
人
口
の
方
が
多
い
村
と
な
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
レ
ジ
ュ
メ
４
頁
の
表
５
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
史
料
が
十

分
残
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
表
５
に
提
示
し
た
い
く
つ
か
の
史
料

か
ら
推
測
す
れ
ば
、
本
村
の
本
郷
・
上
郷
の
人
口
は
、
一
〇
〇
人
に

満
た
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
被
差
別
民
の
人
口
は
、
大
仏
柳
原
庄

の
領
内
と
さ
れ
た
銭
座
跡
村
だ
け
で
も
、
成
立
か
ら
一
二
年
こ
ろ
の

延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
の
段
階
で
五
二
〇
人
、
明
治
四
年
（
一
八

七
一
）
の
統
計
で
は
出
村
も
合
わ
せ
て
二
五
〇
〇
人
以
上
い
ま
す
の

で
、
鴨
川
浚
（
普
請
）
が
行
わ
れ
た
安
政
年
間
を
含
む
一
九
世
紀
の

前
半
に
も
、
一
五
〇
〇
人
か
ら
二
〇
〇
〇
人
前
後
は
い
た
の
で
は
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
当
時
の
京
都
周
辺
の
穢
多
村
で
は
、
六

条
村
と
並
ぶ
最
大
級
の
人
数
で
す
。

　
な
お
村
の
領
外
で
は
あ
り
ま
す
が
、本
村
と
た
び
た
び
交
渉
の
あ
っ

た
七
条
水
車
小
屋
の
人
口
は
、
長
屋
で
あ
っ
た
非
人
小
屋
が
、
間
口

一
間
、
奥
行
一
間
半
で
五
〇
戸
あ
ま
り
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
〇

〇
人
か
ら
二
〇
〇
人
の
あ
い
だ
と
推
測
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
ち
ら

も
ま
た
本
村
よ
り
人
口
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
参
考
文
献
⑨

の
『
京
都
の
部
落
史

　
前
近
代
』
の
中
で
辻
ミ
チ
子
先
生
が
書
か
れ
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て
い
る
こ
と
に
よ
れ
ば
、
京
都
の
非
人
の
長
屋
は
だ
い
た
い
二
畳
程

度
の
と
こ
ろ
に
四
人
と
い
う
、
大
変
過
密
な
居
住
環
境
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

Ⅳ
　
大
仏
柳
原
庄
の
加
茂
川
浚
（
加
茂
川
普
請
）

１
　
加
茂
川
浚
（
普
請
）
の
遂
行

　
そ
れ
で
は
、
い
よ
い
よ
、
大
仏
柳
原
庄
の
鴨
川
浚
（
普
請
）
の
こ

と
を
見
て
い
き
ま
す
。
鴨
川
浚
（
普
請
）
の
工
事
の
内
容
は
、
区
域

に
よ
っ
て
違
い
ま
す
が
、
大
仏
柳
原
庄
で
は
主
に
川
底
の
土
砂
浚
に

関
わ
る
作
業
と
堤
防
の
補
強
に
関
わ
る
作
業
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
う
ち
土
砂
浚
は
、
鴨
川
筋
の
す
べ
て
の
区
域
で
行
わ
れ
た
作
業

で
、
川
底
の
土
砂
を
浚
う
作
業
自
体
は
、
幕
府
が
雇
っ
た
土
木
専
門

の
人
足
が
行
い
ま
し
た
が
、
砂
持
と
呼
ば
れ
る
浚
っ
た
土
砂
を
運
ぶ

作
業
に
は
、
地
域
住
民
が
動
員
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
堤
防
の
補
強
工

事
に
つ
い
て
は
、
レ
ジ
ュ
メ
３
頁
の
「
参
考
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。
大
仏
柳
原
庄
は
、
堤
防
の
工
事
に
つ
い
て
は
「
自
普

請
所
」
と
よ
ば
れ
る
区
域
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。「
自
普
請
所
」
と
は
、

関
係
住
民
が
各
自
で
費
用
を
負
担
し
て
堤
の
補
修
を
お
こ
な
う
区
域

で
す
が
、
工
事
の
計
画
や
完
成
後
の
状
態
は
、
奉
行
所
の
チ
ェ
ッ
ク

を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。「
自
普
請
所
」
の
区
域
に
組

み
込
ま
れ
た
村
々
は
、
大
仏
柳
原
庄
の
他
に
は
東
九
条
村
、
東
福
寺

村
、
稲
荷
村
、
そ
し
て
、
竹
田
村
の
一
部
と
上
鳥
羽
村
の
一
部
で
す
。

　
な
お
、
鴨
川
浚
に
（
普
請
）
と
つ
け
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
、
と
思

わ
れ
る
方
が
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
の
で
お
話
し
て
お
き
ま
す
。
こ

の
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
の
鴨
川
の
洪
水
対
策
工
事
に
つ
い
て
は
、

近
年
の
主
な
研
究
で
は
、
単
に
鴨
川
浚
と
呼
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。
そ

れ
ら
の
ご
研
究
に
つ
い
て
は
、
参
考
文
献
③
④
⑤
に
あ
げ
て
お
き
ま

し
た
が
、
そ
れ
ら
の
お
か
げ
で
今
、
こ
の
洪
水
対
策
の
工
事
に
つ
い

て
の
、
幕
府
や
京
都
町
奉
行
所
の
意
図
や
動
向
、
工
事
の
具
体
的
な

内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
御
研
究
が
参

考
に
さ
れ
て
い
る
住
民
側
の
史
料
は
、
こ
の
工
事
の
際
に
川
浚
し
か

行
わ
れ
な
か
っ
た
旧
市
街
地
の
町
組
の
文
書
で
あ
る
た
め
、
こ
の
工

事
を
鴨
川
浚
と
呼
ぶ
こ
と
が
定
着
し
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
農
村
部

で
は
、
川
浚
だ
け
で
な
く
、
堤
防
の
補
強
工
事
も
行
わ
れ
ま
し
た
し
、

「
自
普
請
所
」
の
南
の
方
で
は
川
幅
を
拡
げ
る
工
事
も
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
農
村
部
で
は
、
川
浚
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の
工

事
に
関
わ
る
労
力
や
費
用
の
負
担
も
大
き
か
っ
た
の
で
す
。

　
そ
の
こ
と
は
「
今
村
家
文
書
」
か
ら
も
伝
わ
っ
て
来
ま
す
。
レ
ジ
ュ

メ
５
頁
の
表
６
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。こ
れ
は
、大
仏
柳
原
庄
の
庄
屋
・

今
村
忠
右
衛
門
の
日
誌
を
も
と
に
し
て
作
成
し
た
工
事
期
間
中
の
村

幕末の洪水対策と被差別民
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の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
表
に
し
た
も
の
で
、
縦
軸
が
日
付
、
横
軸
が
作

業
の
内
容
で
す
。
こ
の
表
を
見
る
と
、
大
仏
柳
原
庄
の
人
々
は
、
砂

持
と
並
ん
で
、
堤
防
の
補
強
に
使
う
麁
朶
（
ソ
ダ
）
と
呼
ば
れ
る
木

の
枝
を
集
め
る
作
業
な
ど
に
も
、
長
期
間
た
ず
さ
わ
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
他
に
も
、
工
事
に
伴
う
様
々
な
作
業
が
同
時
進
行
で
行
わ
れ
、

鴨
川
浚
（
普
請
）
が
行
わ
れ
て
い
た
期
間
の
忙
し
さ
は
、
大
変
な
も

の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。「
今
村
家
文
書
」
で
は
、
こ
の
工
事

全
体
を
示
す
場
合
は
、「
加
茂
川
筋
附
渕
浚
・
在
来
堤
上
置
腹
付
御

普
請
」
と
大
変
長
い
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
私
は
、
被
差

別
民
も
含
め
た
農
村
部
の
人
々
の
労
苦
に
も
敬
意
を
表
し
て
、
そ
の

表
現
を
縮
め
て
、
従
来
定
着
し
て
い
る
「
鴨
川
浚
」
の
横
に
（
普
請
）

と
付
け
加
え
て
い
る
の
で
す
。

Ⅴ
　
工
事
の
遂
行
を
支
え
た
地
域
社
会
の
公
共
的
な
し
く
み

　
そ
れ
で
は
レ
ジ
ュ
メ
の
Ⅴ
「
工
事
の
遂
行
を
支
え
た
地
域
社
会
の

公
共
的
な
し
く
み
」
の
と
こ
ろ
に
す
す
み
ま
す
。
鴨
川
浚
（
普
請
）

の
際
に
は
、
京
都
の
市
街
地
と
近
郊
農
村
の
住
民
た
ち
が
、
江
戸
時

代
の
間
に
培
っ
て
き
た
公
共
的
な
仕
組
み
が
、
様
々
な
方
面
で
発
揮

さ
れ
て
い
ま
す
。
公
共
的
な
仕
組
み
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
言
葉

は
固
い
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
地
域
社
会
全
体
の
利
益
を
図
る
た
め

の
仕
組
み
と
い
う
意
味
で
使
っ
て
い
ま
す
。「
今
村
家
文
書
」
の
鴨

川
浚
（
普
請
）
関
連
の
文
書
の
面
白
さ
は
、
被
差
別
民
の
活
躍
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
の
他
に
も
い
く
つ
か
あ
っ
て
、
そ
の
一
つ
が
、

洪
水
対
策
と
い
う
現
在
と
も
共
通
す
る
差
し
迫
っ
た
課
題
を
前
に
、

当
時
の
地
域
社
会
の
公
共
的
な
仕
組
み
が
、
ど
う
機
能
し
て
い
た
か

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
す
。

　
「
今
村
家
文
書
」
の
鴨
川
浚
（
普
請
）
関
連
の
文
書
か
ら
読
み
取

れ
る
地
域
社
会
の
公
共
的
な
仕
組
み
に
つ
い
て
は
、
レ
ジ
ュ
メ
５
頁

に
小
さ
く
ま
と
め
て
お
き
ま
し
た
が
、
公
共
的
な
仕
組
み
の
問
題
は
、

当
時
の
被
差
別
民
が
地
域
社
会
で
置
か
れ
て
い
る
立
場
を
考
え
る
上

で
も
必
要
な
こ
と
な
の
で
、
具
体
的
な
例
を
い
く
つ
か
ご
紹
介
し
て

お
き
ま
す
。

　
例
１
は
市
街
地
と
農
村
を
超
え
た
連
携
で
す
。
幕
府
主
導
の
鴨
川

浚
（
普
請
）
が
実
現
す
る
三
年
前
に
、
鴨
川
筋
の
全
て
の
町
や
村
が

合
同
で
、
自
分
た
ち
自
身
で
鴨
川
の
川
浚
を
す
る
許
可
を
求
め
て
嘆

願
を
行
っ
た
こ
と
は
、
先
ほ
ど
お
話
し
し
た
通
り
で
す
。「
今
村
家

文
書
」
に
は
、
こ
の
嘆
願
の
際
、
大
仏
柳
原
庄
の
庄
屋
忠
右
衛
門
が
、

鴨
川
筋
の
農
村
部
の
村
々
の
取
り
ま
と
め
役
と
し
て
、
市
街
地
の
取

り
ま
と
め
役
で
あ
っ
た
三
条
大
黒
町
の
担
当
者
と
の
交
渉
に
あ
た
っ

た
こ
と
が
分
か
る
文
書
が
、
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
文
書
に
よ
れ
ば
、
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鴨
川
筋
の
町
や
村
の
す
べ
て
の
代
表
者
が
、
嘆
願
に
つ
い
て
集
合
し

て
話
し
合
っ
て
い
ま
す
。

　
次
に
例
２
は
近
隣
の
町
や
村
の
連
携
で
す
。
先
ほ
ど
み
た
よ
う
に
、

大
仏
柳
原
庄
の
本
村
の
人
口
は
、
大
変
少
な
か
っ
た
の
で
、
砂
持
人

足
を
出
す
際
は
、
直
接
鴨
川
に
は
面
し
て
い
な
い
近
隣
の
村
や
町
か

ら
も
人
足
の
援
助
を
受
け
ま
し
た
。
西
隣
の
塩
小
路
村
、
東
隣
の
今

熊
野
村
の
ほ
か
、
泉
涌
寺
門
前
や
御
用
辻
子
の
町
か
ら
の
援
助
を
受

け
て
い
ま
す
。

　
例
３
は
情
報
公
開
・
利
害
調
整
・
合
意
形
成
の
仕
組
み
で
す
。
鴨

川
浚
（
普
請
）
の
期
間
中
、
大
仏
柳
原
庄
の
本
村
の
本
郷
で
は
、
二

度
、
村
人
の
話
し
合
い
の
場
で
あ
る
寄
合
が
開
か
れ
ま
し
た
。
そ
の

う
ち
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
九
月
に
開
か
れ
た
寄
合
の
記
録
が
、

忠
右
衛
門
の
日
誌
に
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
鴨
川
浚
（
普
請
）

の
た
め
に
は
、
自
分
た
ち
の
村
が
ど
こ
か
ら
の
命
令
で
、
ど
れ
だ
け

の
費
用
や
労
力
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
な
ど
の
情
報
公
開

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
費
用
を
調
達
す
る
た
め
、
そ
れ

ぞ
れ
の
持
高
、
つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
が
所
有
す
る
田
畑
か
ら
の
収
入
に

応
じ
て
、
村
人
全
体
で
負
担
を
分
ち
合
う
こ
と
に
つ
い
て
、
合
意
形

成
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
誌
の
寄
合
の
記
録
か
ら
は
、
当
時
の
本

村
の
寄
合
が
、
活
発
な
議
論
を
伴
う
話
し
合
い
の
場
で
あ
っ
た
こ
と

が
う
か
が
え
ま
す
。

　
以
上
の
被
差
別
民
以
外
の
住
民
の
動
向
を
念
頭
に
お
い
て
頂
い
た

上
で
、
鴨
川
浚
（
普
請
）
の
際
の
被
差
別
民
の
動
き
と
、
被
差
別
民

が
当
時
の
地
域
社
会
で
置
か
れ
た
立
場
に
つ
い
て
、
次
に
見
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

Ⅵ
　
鴨
川
浚
（
普
請
）
と
大
仏
柳
原
庄
の
被
差
別
民

１
　
銭
座
跡
村
・
出
村
の
人
々

　
ま
ず
、
大
仏
柳
原
庄
の
枝
村
と
さ
れ
て
い
た
銭
座
跡
村
と
そ
の
出

村
に
つ
い
て
、
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
銭
座
跡
村
・
出
村
の

二
つ
の
村
は
、
鴨
川
浚
（
普
請
）
の
際
は
、
村
の
石
高
に
応
じ
て
、

砂
持
人
足
の
派
遣
や
、
堤
防
の
補
強
に
と
も
な
う
麁
朶
を
集
め
る
作

業
、
そ
し
て
工
事
に
伴
う
費
用
の
負
担
を
本
村
と
共
に
分
担
し
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
負
担
の
中
で
も
特
に
砂
持
人
足
の
負
担
の
仕
方
に
は
、

銭
座
跡
村
成
立
以
来
の
本
村
と
の
関
り
の
歴
史
が
反
映
さ
れ
て
い
る

の
で
、
レ
ジ
ュ
メ
６
頁
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
１
の
と
こ
ろ
で
詳
し
く

ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
１
の
と
こ
ろ

に
挙
げ
て
い
る
史
料
３
は
、
八
代
目
忠
右
衛
門
の
日
誌
か
ら
、
忠
右

衛
門
が
鴨
川
浚
（
普
請
）
の
砂
持
人
足
に
つ
い
て
、
銭
座
跡
村
の
人
々

へ
伝
達
し
た
事
柄
の
記
録
か
ら
抜
き
書
き
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
文
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書
か
ら
分
か
る
こ
と
を
、
６
頁
の
左
下
に
ま
と
め
て
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
文
書
か
ら
分
か
る
こ
と
の
１
つ
め
は
、
史
料
３
に
二
重
線
で

示
し
た
よ
う
に
、
砂
持
人
足
を
銭
座
跡
村
と
出
村
に
課
し
、
そ
の
人

数
は
村
の
石
高
に
応
じ
て
出
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
石
高
と
い
っ
て

も
銭
座
跡
村
と
出
村
の
人
々
の
大
部
分
は
、
皮
革
関
連
産
業
に
従
事

し
て
い
る
の
で
、
年
貢
は
お
金
で
納
め
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
二
つ
目
は
、
史
料
４
の
傍
線
部
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
と

の
比
較
か
ら
、
銭
座
跡
村
・
出
村
へ
の
一
人
当
た
り
の
人
足
賃
は
他

の
住
民
と
の
格
差
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
銭
座
跡
村
・

出
村
の
住
民
の
負
担
は
、
本
村
の
本
郷
・
上
郷
や
、
先
ほ
ど
お
話
し

し
た
本
村
に
人
足
を
補
助
し
た
近
隣
の
町
や
村
の
人
々
と
同
じ
金
額

だ
っ
た
の
で
す
。

　
三
つ
目
は
、「
自
普
請
所
」
の
村
同
士
の
話
し
合
い
で
決
ま
っ
た

こ
と
や
、
奉
行
所
と
の
交
渉
で
決
ま
っ
た
こ
と
は
、
事
後
通
告
で
は

あ
る
も
の
の
、
願
書
や
請
書
の
写
し
を
渡
す
こ
と
で
、
本
村
か
ら
銭

座
跡
村
・
出
村
へ
も
確
実
に
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
三
つ
に
は
、
銭
座
跡
村
・
出
村
と
大
仏
柳
原
庄
の
本
村

と
の
関
わ
り
の
歴
史
が
、
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
一
つ
め
の
砂

持
人
足
の
出
し
方
は
、
鴨
川
浚
（
普
請
）
か
ら
六
三
年
前
の
寛
政
五

年
（
一
七
九
三
）
に
始
ま
り
、
一
一
年
間
も
続
い
た
銭
座
跡
村
と
本

村
の
紛
争
の
過
程
で
成
立
し
た
基
準
に
基
づ
い
て
決
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
銭
座
跡
村
と
出
村
が
成
立

し
た
経
緯
と
そ
の
後
に
起
き
た
紛
争
に
つ
い
て
、
少
し
時
代
を
遡
り

ま
す
が
、
ご
説
明
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

＊
背
景
説
明

　
銭
座
跡
村
・
出
村
の
歴
史

　
ⅰ

　
成
立
の
事
情

　
レ
ジ
ュ
メ
７
頁
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
先
に
お
話
し
し
た
よ
う
に
、
銭
座
跡

村
は
大
仏
柳
原
庄
に
最
初
に
移
転
し
て
き
た
六
条
村
か
ら
分
か
れ
て
成
立
し

た
村
で
す
。
そ
の
名
の
通
り
こ
の
村
は
、
享
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
に
銭

を
造
る
工
房
の
跡
に
作
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
銭
の
鋳
造
所
で
あ
る
銭
座
は
、

か
つ
て
幕
府
の
要
請
で
、
領
主
の
妙
法
院
が
大
仏
柳
原
庄
の
領
地
の
一
画
を

提
供
さ
せ
ら
れ
、
建
設
さ
れ
た
の
で
す
が
、
短
期
間
で
操
業
が
停
止
さ
れ
、

土
地
は
返
却
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
土
地
は
、
土
壌
に
銅
の
成
分

が
混
じ
っ
て
作
物
が
育
た
な
く
な
っ
て
お
り
、
年
貢
収
入
が
期
待
で
き
な
く

な
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
で
は
と
、
新
地
開
発
と
同
じ
発
想
で
、
家
屋
や

商
店
を
誘
致
し
て
地
代
収
入
を
得
よ
う
に
も
、
銭
座
跡
の
近
く
に
は
火
葬
場

や
六
条
村
が
あ
っ
た
た
め
、
町
家
の
誘
致
は
期
待
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

の
あ
た
り
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
史
料
５
の
傍
線
部
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
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そ
こ
で
領
主
妙
法
院
の
役
人
や
、
当
時
の
大
仏
柳
原
庄
の
本
郷
と
上
郷
の

庄
屋
た
ち
が
目
を
つ
け
た
の
が
、
急
激
に
拡
大
す
る
人
口
の
受
皿
と
な
る
土

地
を
必
要
と
し
て
い
た
六
条
村
で
し
た
。
な
お
、
当
時
の
今
村
家
の
当
主
は
、

妙
法
院
の
塔
頭
で
寺
侍
を
し
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
庄
屋
を
し
て
お
り
ま
せ

ん
。
当
時
の
庄
屋
重
右
衛
門
が
、
最
初
に
銭
座
跡
に
村
を
開
発
す
る
よ
う
に

働
き
か
け
た
の
は
、
六
条
村
の
新
興
の
皮
革
関
連
業
者
で
し
た
。
彼
ら
は
、

事
業
の
発
展
に
よ
っ
て
、
働
き
手
と
し
て
流
入
し
て
く
る
人
々
の
住
居
の
た

め
の
敷
地
を
必
要
と
し
て
い
た
の
で
す
。
か
つ
て
新
地
開
発
の
際
、
町
家
誘

致
の
妨
げ
に
な
る
と
移
転
さ
せ
ら
れ
て
き
た
村
の
人
々
が
、
今
度
は
地
代
収

入
目
当
て
の
誘
致
の
対
象
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

　
た
だ
し
新
興
層
に
よ
る
銭
座
跡
村
の
開
発
は
、
役
人
村
の
支
配
層
で
あ
る

年
寄
と
呼
ば
れ
る
人
々
の
奉
行
所
へ
の
働
き
か
け
よ
っ
て
実
現
し
ま
せ
ん
で

し
た
。
年
寄
は
、
当
時
は
六
条
村
に
三
人
、
天
部
村
に
五
人
、
そ
の
他
の
役

人
村
に
一
人
ず
つ
い
た
そ
う
で
す
が
、
既
得
権
層
で
あ
る
彼
ら
は
、
新
興
層

が
新
た
な
村
の
支
配
者
に
な
る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
と
同
格
の
存
在
に
な
る

こ
と
を
警
戒
し
た
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
本
郷
の
庄
屋
は
作
戦
を
変
え
、
今

度
は
天
部
村
の
年
寄
の
一
人
、
源
左
衛
門
と
六
条
村
の
年
寄
の
一
人
、
與
左

兵
衛
を
説
得
し
、
こ
の
両
名
が
銭
座
跡
の
開
発
を
願
い
出
た
と
こ
ろ
、
奉
行

所
の
許
可
が
下
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
幕
末
ま
で
銭
座
跡
村
の
頭
に
当
た
る

支
配
人
の
地
位
は
、
源
左
衛
門
と
與
左
兵
衛
の
名
跡
を
継
い
だ
そ
の
親
族
が

勤
め
続
け
ま
す
。

　
ⅱ

　
二
重
の
支
配
、
重
な
る
負
担

　
次
に
銭
座
跡
村
成
立
後
の
状
況
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
す
。
成
立
後
の
銭

座
跡
村
は
本
村
と
役
人
村
の
二
重
支
配
を
受
け
ま
し
た
。
そ
の
内
容
を
表
７

に
ま
と
め
ま
し
た
が
、
銭
座
跡
村
は
、
本
村
支
配
の
枝
村
と
し
て
、
年
貢
を

納
め
る
だ
け
で
な
く
一
般
の
村
に
か
か
る
税
や
労
役
も
納
め
ま
し
た
。
け
れ

ど
も
、
も
う
一
方
で
、
役
人
村
支
配
の
穢
多
村
に
か
か
る
役
目
の
一
部
も
免

れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、「
牢
屋
敷
外
番
役
」
と
い
う
牢
屋
の
見
張
り
の
仕
事

を
行
う
か
わ
り
に
、
お
金
を
役
人
村
に
納
め
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な

状
況
の
中
で
も
、
銭
座
跡
村
の
人
々
は
、
そ
の
経
済
力
と
多
く
の
人
口
を
背

景
に
、
大
仏
柳
原
庄
の
本
村
と
役
人
村
の
双
方
か
ら
の
独
立
志
向
を
も
ち
、

そ
の
ど
ち
ら
の
支
配
に
も
抵
抗
し
、
そ
し
て
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も
警
戒
さ
れ

続
け
ま
し
た
。

　
ⅲ

　
緊
張
を
孕
む
本
村
と
の
関
係

　
そ
の
よ
う
な
抵
抗
の
う
ち
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
か
ら
始
ま
る
年
貢

直
納
紛
争
と
呼
ば
れ
る
紛
争
は
、
銭
座
跡
村
の
本
村
へ
の
抵
抗
の
最
大
の
も

の
で
し
た
。
Ａ
の
「
年
貢
直
納
を
め
ぐ
る
紛
争
」
の
と
こ
ろ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
こ
の
紛
争
の
発
端
は
妙
法
院
が
大
仏
柳
原
庄
の
住
民
を
「
垣
結
人
足
」
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と
し
て
招
集
し
た
際
、
本
村
で
あ
る
本
郷
の
住
人
が
、
銭
座
跡
村
の
住
人
と

共
に
作
業
す
る
の
を
嫌
い
、「
人
足
は
出
さ
な
く
て
い
い
か
ら
、
人
足
賃
だ

け
出
す
よ
う
に
」
と
申
し
渡
し
た
こ
と
で
し
た
。「
垣
結
人
足
」
と
い
う
の

は
竹
垣
や
柴
垣
を
造
っ
た
り
、
修
繕
し
た
り
す
る
作
業
を
行
う
人
足
だ
と
思

わ
れ
ま
す
。
本
村
の
言
い
分
に
反
発
し
た
銭
座
跡
村
は
、
本
村
の
支
配
を
受

け
る
こ
と
を
拒
否
し
、
領
主
妙
法
院
の
直
接
支
配
を
求
め
て
、
本
村
を
通
さ

ず
年
貢
を
直
接
納
め
た
い
と
、
領
主
へ
年
貢
の
直
納
願
い
を
提
出
し
ま
す
。

こ
れ
が
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
ま
で
一
一
年
間
続
く
紛
争
の
始
ま
り
で
し

た
。
そ
の
間
、
銭
座
跡
村
の
人
々
は
、
年
貢
だ
け
で
な
く
、
奉
行
所
や
領
主

に
差
し
出
す
そ
の
他
の
金
銭
や
人
足
も
、
本
村
を
通
し
て
負
担
す
る
こ
と
を

拒
否
し
て
い
ま
す
。

　
紛
争
の
過
程
で
妙
法
院
の
役
人
か
ら
聴
取
を
受
け
た
銭
座
跡
村
の
人
々
は
、

い
ろ
い
ろ
と
申
し
立
て
て
い
ま
す
。
そ
の
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
ま
す
と
、「
本

村
が
自
分
た
ち
の
年
貢
の
直
納
願
い
の
こ
と
を
さ
し
て
、
先
行
き
い
か
な
る

企
み
が
あ
る
の
か
心
配
だ
と
い
う
の
な
ら
、
い
っ
そ
別
の
村
に
な
っ
た
ほ
う

が
い
い
で
は
な
い
か
。」「
自
分
た
ち
が
垣
結
人
足
に
出
る
と
い
う
な
ら
、
人

足
賃
の
負
担
も
す
る
が
、
そ
う
で
な
い
な
ら
負
担
す
る
言
わ
れ
は
な
い
。
そ

も
そ
も
こ
ち
ら
が
妙
法
院
様
へ
人
足
を
引
き
受
け
る
と
請
書
を
出
し
た
と
こ

ろ
へ
、
裏
へ
回
っ
て
作
業
を
辞
退
す
る
よ
う
仕
向
け
る
と
は
、
そ
ち
ら
の
ほ

う
こ
そ
身
勝
手
で
は
な
い
か
。」「
本
村
の
者
は
銭
座
跡
で
作
物
が
育
た
な
く

な
っ
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
年
貢
を
一
粒
も
払
っ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
。

そ
れ
を
払
っ
て
い
る
の
は
自
分
た
ち
で
は
な
い
か
。」
等
々
で
す
。

　
垣
結
人
足
の
一
件
は
、
銭
座
跡
村
の
人
々
の
そ
れ
ま
で
の
憤
懣
が
噴
き
出

す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
よ
う
で
す
が
、
紛
争
の
間
、
彼
ら
は
相
当
に
強
気
で

し
た
。
一
八
世
紀
末
の
こ
の
当
時
、
銭
座
跡
村
に
は
皮
革
関
連
産
業
の
発
展

に
と
も
な
う
経
済
力
が
あ
り
、
領
主
妙
法
院
の
関
係
者
が
、
自
分
た
ち
か
ら

の
年
貢
や
そ
の
他
の
献
金
を
あ
て
に
し
て
い
る
の
を
見
越
し
て
い
た
か
ら
で

し
ょ
う
。

　
そ
れ
に
対
し
て
本
村
側
は
、
銭
座
跡
村
の
人
々
が
、
お
金
を
払
っ
て
本
村

の
土
地
を
出
作
地
と
し
て
手
に
入
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、「
下
作
同

様
の
分
際
で
」
と
高
圧
的
な
態
度
を
取
り
続
け
ま
し
た
。
下
作
と
い
う
の
は
、

人
の
土
地
の
耕
作
を
請
け
負
う
小
作
人
と
い
う
意
味
で
す
が
、
出
作
地
と
い

う
の
は
自
分
の
住
む
村
の
外
に
所
有
す
る
土
地
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
下
作

呼
ば
わ
り
す
る
の
は
、実
態
に
即
し
て
い
な
い
の
で
す
が
、銭
座
跡
村
の
人
々

が
、
自
分
達
の
村
の
領
域
を
超
え
、
本
村
の
畑
地
に
も
土
地
を
所
有
す
る
ほ

ど
の
経
済
的
な
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
自
体
が
、
当
時
の
本

村
の
人
々
に
は
、
脅
威
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
寛
政
七
年
（
一
七
九
七
）、
領
主
妙
法
院
は
銭
座
跡
村
を
支
配
す
る
年
寄
・

組
頭
と
本
村
の
庄
屋
を
呼
び
出
し
て
、
紛
争
の
仲
介
を
図
り
ま
し
た
。
そ
の

時
、
今
後
、
人
足
は
そ
れ
ぞ
れ
の
村
高
に
応
じ
て
出
す
と
い
う
基
準
が
提
示
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さ
れ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
年
貢
直
納
の
件
な
ど
で
折
り
合
い
が
つ
か
ず
、

そ
の
後
、
こ
の
紛
争
は
、
本
村
の
庄
屋
二
名
が
領
主
妙
法
院
に
よ
っ
て
一
時

的
に
罷
免
さ
れ
た
り
、
銭
座
跡
村
の
年
寄
や
組
頭
ら
が
、
奉
行
所
か
ら
処
罰

を
受
け
た
り
と
紛
糾
を
極
め
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
よ
う
や
く
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
「
銭
座
跡
村
か
ら
領
主

へ
の
年
貢
直
納
は
認
め
る
。
た
だ
し
、
そ
の
他
の
税
の
納
付
や
、
人
足
の
動

員
・
領
主
へ
の
訴
え
や
嘆
願
は
、
本
村
を
通
し
て
行
う
」
と
い
う
こ
と
を
双

方
が
確
認
し
、
一
一
年
間
に
わ
た
る
紛
争
は
終
わ
り
を
告
げ
ま
し
た
。
こ
の

紛
争
の
結
果
、
決
ま
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
成
立
し
た
銭
座
跡
村
の
出
村
へ

も
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
以
降
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
鴨
川
浚
（
普
請
）
の
際
、
銭
座
跡
村
と
出
村
が
、
人
足
や
金
銭
を
本
村
を

通
し
て
負
担
し
た
こ
と
や
、
本
村
が
、
銭
座
跡
村
と
そ
の
出
村
に
、
人
足
の

人
数
を
村
高
に
応
じ
て
出
す
よ
う
に
伝
え
た
の
も
、
こ
の
紛
争
を
通
し
て
確

認
し
た
こ
と
に
従
っ
て
い
た
の
で
す
。

　
な
お
、
以
上
お
話
し
た
こ
と
の
う
ち
銭
座
跡
村
の
成
立
や
年
貢
直
納
紛
争

に
つ
い
て
は
、
参
考
文
献
⑨
に
あ
げ
た
京
都
部
落
史
研
究
所
編
の
『
京
都
の

部
落
史
１

　
前
近
代
』
や
「
今
村
家
文
書
」
も
参
照
し
ま
し
た
が
、
他
に
「
柳

原
銀
行
記
念
資
料
館
所
蔵

　
妙
法
院
関
連
文
書
」
と
い
う
現
在
整
理
中
の
文

書
も
元
に
し
て
い
ま
す
。
今
日
は
、
柳
原
銀
行
記
念
資
料
館
の
山
内
政
夫
氏

を
始
め
と
す
る
ス
タ
ッ
フ
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
に
よ
り
、
こ
の
文

書
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
を
、
皆
さ
ん
に
お
伝
え
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
「
垣
結
人
足
」
の
件
に
つ
い
て
最
初
に
注
目
さ
れ
た
の
は
、
柳
原
銀
行

記
念
資
料
館
の
職
員
の
奥
山
典
子
氏
で
、
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
文
書

を
実
際
に
確
認
す
る
機
会
を
得
る
前
に
、
奥
山
氏
よ
り
教
え
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
こ
の
文
書
は
整
理
中
の
文
書
で
あ
る
た
め
、
レ
ジ
ュ
メ
の
最
後
の
参

考
文
献
の
欄
に
は
挙
げ
て
い
ま
せ
ん
が
、
以
上
の
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
き

ま
す
。

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
銭
座
跡
村
と
本
村
と
の
歴
史
を
頭
に

入
れ
て
お
い
て
頂
い
て
、
も
う
一
度
レ
ジ
ュ
メ
６
頁
の
史
料
３
の
日

誌
を
見
て
い
き
ま
す
。
忠
右
衛
門
は
、
四
月
二
一
日
に
銭
座
跡
村
の

砂
持
に
つ
い
て
伝
達
し
て
か
ら
約
一
か
月
後
の
五
月
一
九
日
に
、
銭

座
跡
村
と
出
村
の
関
係
者
に
直
接
会
っ
て
、
砂
持
人
足
の
出
し
方
を

「
人
足
賃
で
は
な
く
、
実
際
に
人
足
を
出
す
」
の
だ
と
、
わ
ざ
わ
ざ

確
認
し
て
い
ま
す
。
五
月
一
九
日
の
「
人
足
出
方
之
儀
、
人
足
ニ
而

出
候
旨
、
及
談
ニ
置
候
事
」
の
と
こ
ろ
で
す
。
人
足
の
出
し
方
は
、

人
足
賃
で
は
な
く
実
際
に
人
足
を
出
す
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、「
談

に
及
ぶ
」、
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
実
際
に
会
っ
て
話
し
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
も
し
か
し
た
ら
砂
持
人
足
に
つ
い
て
の
銭
座
跡
村
・

出
村
と
の
交
渉
の
過
程
で
、
忠
右
衛
門
の
祖
父
の
代
に
起
き
た
年
貢
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直
納
紛
争
の
経
緯
（
13
～
15
頁
背
景
説
明
ⅱ
ⅲ
参
照
）
に
配
慮
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
が
、
生
じ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
に
、
妙
法
院
の
役
人
が
人
足
の

出
し
方
の
基
準
を
示
し
た
時
に
は
、
銭
座
跡
村
と
本
村
の
住
民
は
、

作
業
場
所
を
分
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。そ
れ
が
鴨
川
浚（
普

請
）
の
際
に
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
、
と
も
に
肩
を
並
べ
て
作
業

し
て
い
た
の
か
と
い
う
の
は
、
残
念
な
が
ら
史
料
が
見
つ
か
っ
て
い

な
い
の
で
、
今
の
と
こ
ろ
分
か
り
ま
せ
ん
。

　
長
い
紛
争
を
経
た
後
の
、
さ
ら
に
五
〇
年
後
の
鴨
川
浚
（
普
請
）

当
時
の
本
村
は
、
銭
座
跡
村
や
出
村
に
対
し
て
、
紛
争
の
際
の
よ
う

な
一
方
的
・
高
圧
的
な
対
応
を
す
る
こ
と
は
な
く
、
情
報
の
共
有
や
、

合
意
の
形
成
に
も
一
定
の
配
慮
を
示
す
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。「
史

料
３
か
ら
分
か
る
こ
と
の
」
注
目
点
③
の
鴨
川
浚
（
普
請
）
に
関
す

る
決
定
事
項
に
対
す
る
丁
寧
な
伝
達
も
、
洪
水
対
策
に
つ
い
て
、
同

じ
く
利
害
関
係
者
で
あ
る
銭
座
跡
村
や
出
村
の
人
々
へ
の
配
慮
で
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
事
後
通
告
な
の
で
し
た
。

２
　
七
条
水
車
小
屋
の
人
々

　
で
は
次
に
、
七
条
水
車
小
屋
の
非
人
の
人
た
ち
が
鴨
川
浚
（
普
請
）

の
際
に
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
８
頁

の
２
の
箇
条
書
き
は
、
鴨
川
浚
（
普
請
）
の
際
、
七
条
水
車
小
屋
の

人
々
が
請
け
負
っ
た
仕
事
で
す
。
七
条
水
車
小
屋
の
人
々
は
鴨
川
浚

（
普
請
）
が
行
わ
れ
て
い
る
間
、
資
材
や
荷
物
の
運
搬
、
作
業
現
場

の
片
づ
け
や
見
廻
り
な
ど
多
く
の
仕
事
を
請
け
負
い
ま
し
た
。
そ
の

う
ち
★
印
の
つ
い
て
い
る
仕
事
は
大
仏
柳
原
庄
だ
け
で
は
な
く
、
先

ほ
ど
ご
説
明
し
た
自
普
請
所
の
四
ケ
村
か
ら
請
け
負
っ
た
仕
事
で
、

労
賃
も
四
ケ
村
で
割
っ
て
負
担
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
仕
事
の
中

に
は
、
本
村
の
本
郷
・
上
郷
の
人
々
が
尻
込
み
す
る
よ
う
な
危
険
な

作
業
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
レ
ジ
ュ
メ
の
同
じ
頁

の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
２
で
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
忠
右
衛
門
さ
ん
の
日
誌
か
ら
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
書
い
た
部
分

を
抜
粋
し
た
も
の
を
、
レ
ジ
ュ
メ
９
頁
に
史
料
と
し
て
載
せ
て
お
き

ま
し
た
の
で
、
ご
興
味
の
あ
る
方
は
、
あ
と
で
ゆ
っ
く
り
と
ご
覧
く

だ
さ
い
。
今
日
は
、
レ
ジ
ュ
メ
８
頁
に
、
七
条
水
車
小
屋
の
人
々
が
、

こ
の
作
業
を
請
け
負
っ
た
過
程
の
概
略
を
ま
と
め
て
い
ま
す
の
で
、

こ
れ
に
し
た
が
っ
て
経
過
を
追
っ
て
い
き
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
、
そ
の
経
過
を
見
て
い
き
ま
す
。
五
月
一
七
日
に
、「
自

普
請
所
御
用
掛
」
と
い
う
「
自
普
請
所
」
の
工
事
を
監
督
す
る
奉
行

所
の
出
張
所
か
ら
、「
自
普
請
所
」
の
村
々
に
川
の
所
々
を
自
由
に

往
来
で
き
る
よ
う
に
一
村
残
ら
ず
「
投
渡
橋
」
を
か
け
る
よ
う
に
と
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お
達
し
が
回
っ
て
き
ま
し
た
。「
投
渡
橋
」
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら

く
工
事
の
便
宜
を
図
る
た
め
の
即
席
の
橋
で
、
板
を
こ
ち
ら
の
岸
か

ら
あ
ち
ら
の
岸
に
バ
タ
ン
と
渡
し
て
、
材
木
と
縄
で
固
定
す
る
だ
け

の
も
の
で
し
ょ
う
。

　
鴨
川
浚
（
普
請
）
の
際
の
橋
を
か
け
る
作
業
に
つ
い
て
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
ず
、
洪
水
で
流
さ
れ
た
り
壊

さ
れ
た
り
し
た
橋
の
修
復
作
業
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
と
、
三
条
大

橋
や
五
条
大
橋
の
よ
う
な
幹
線
道
路
に
架
か
る
重
要
な
橋
は
、「
公

儀
橋
」、
つ
ま
り
幕
府
自
ら
が
管
理
す
る
橋
な
の
で
、
原
則
、
幕
府

の
経
費
で
修
理
し
ま
す
。
ま
た
、
住
民
の
生
活
用
の
橋
は
、
忠
右
衛

門
の
日
記
に
よ
れ
ば
、「
村
請
橋
」
と
し
て
幕
府
・
町
奉
行
所
が
、

あ
る
程
度
の
費
用
は
出
す
も
の
の
、
村
に
出
来
る
だ
け
安
い
値
段
で

入
札
さ
せ
て
、
工
事
を
請
け
負
わ
せ
て
い
ま
す
。
以
上
は
、
専
門
の

大
工
が
架
け
る
よ
う
な
本
格
的
な
橋
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
投

渡
橋
」
は
、
工
事
現
場
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
や
す
い
よ
う
に
か
け

る
即
席
の
橋
で
、
技
術
的
に
は
い
た
っ
て
簡
単
な
も
の
で
す
。
そ
の

た
め
、
奉
行
所
は
、
一
般
の
住
民
の
手
で
も
設
置
で
き
る
と
判
断
し

た
の
で
し
ょ
う
。

　
け
れ
ど
も
、
翌
一
八
日
、
大
仏
柳
原
庄
の
庄
屋
・
村
年
寄
な
ど
の

村
役
人
が
立
ち
会
っ
て
、川
筋
の
橋
を
掛
け
る
所
を
い
ろ
い
ろ
見
繕
っ

た
結
果
、「
何
分
川
の
水
嵩
が
高
く
、
と
て
も
橋
を
か
け
る
の
は
難

し
い
」
と
い
う
こ
と
で
断
り
を
申
し
出
る
こ
と
を
決
定
し
ま
す
。
そ

し
て
「
い
ろ
い
ろ
配
慮
し
て
み
ま
し
た
が
、
水
嵩
が
高
く
川
の
水
が

行
き
乱
れ
て
い
る
の
で
、
水
が
少
し
引
く
ま
で
、
こ
の
件
は
延
期
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
」
と
の
趣
旨
の
口
上
書
を
「
自
普
請
所
御
用
掛
」

に
提
出
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
奉
行
所
の
下
役
人
の
松
井
氏
よ
り

「
断
り
は
受
け
付
け
ら
れ
な
い
。
早
々
に
橋
を
か
け
る
よ
う
に
」
と

の
お
達
し
が
あ
り
、
大
仏
柳
原
庄
で
は
、
そ
の
日
か
ら
橋
を
か
け
る

た
め
の
資
材
の
調
達
を
始
め
ま
し
た
。

　
一
九
日
の
日
誌
の
欄
に
は
、
資
材
の
調
達
の
際
に
「
人
足
水
車
仲

仕
」
が
来
て
い
る
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
七
条
水
車

小
屋
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
た
荷
物
を
運
ぶ
人
足
で
し
ょ
う
。
こ
の
日

は
、
町
奉
行
所
の
配
下
で
あ
る
雑
色
や
下
雑
色
か
ら
、
再
三
橋
を
掛

け
る
よ
う
に
催
促
が
あ
り
、
多
く
の
資
材
が
運
ば
れ
て
き
て
、
そ
の

日
の
う
ち
に
橋
が
架
け
ら
れ
ま
し
た
。
忠
右
衛
門
の
日
誌
に
は
七
条

水
車
小
屋
の
小
屋
頭
で
あ
る
水
車
六
助
か
ら
橋
用
の
二
間
敷
の
板
を

借
り
、
残
っ
た
縄
は
六
助
へ
預
け
て
お
い
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

史
料
６
に
は
後
で
そ
の
板
を
返
却
す
る
と
き
の
覚
え
に
、
借
り
た
板

に
は
◯九
の
印
が
つ
い
て
い
る
と
い
う
メ
モ
が
残
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

レ
ジ
ュ
メ
10
頁
の
史
料
７
の
水
車
六
助
か
ら
の
請
求
書
兼
領
収
書
に

幕末の洪水対策と被差別民
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は
五
月
二
一
日
付
で
「
仮
橋
」
を
懸
け
た
時
の
縄
の
代
金
が
記
さ
れ

て
お
り
、
五
月
二
三
日
付
で
出
水
の
際
、「
仮
橋
」
を
取
入
れ
た
人

足
二
人
の
人
足
賃
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
代
金
の
支
払
い
が
、

作
業
を
行
っ
た
日
の
後
に
な
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
な
の
で
、
こ

の
日
誌
の
「
仮
橋
」
は
「
投
渡
橋
」
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
以
上
、
見
て
き
た
こ
と
の
注
目
点
は
、
ま
ず
第
一
に
、
雑
色
か
ら

「
早
く
橋
を
か
け
る
よ
う
に
」
と
再
び
の
催
促
が
あ
っ
た
そ
の
日
の

う
ち
に
、
六
助
の
配
下
の
非
人
た
ち
が
や
っ
て
き
て
、
本
村
の
本
郷

や
上
郷
の
住
民
た
ち
が
尻
込
み
し
て
い
た
「
投
渡
橋
」
を
懸
け
る
作

業
を
、
担
当
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
ま
た
先
に
見
た
史
料
７
の
五
月

二
三
日
付
の
部
分
か
ら
は
、
出
水
、
つ
ま
り
大
雨
な
ど
に
よ
る
川
の

増
水
の
際
に
、
そ
の
橋
が
流
さ
れ
な
い
よ
う
に
取
り
入
れ
る
作
業
を
、

七
条
水
車
小
屋
の
人
足
が
行
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の

様
子
に
は
水
際
で
の
作
業
へ
の
熟
練
が
見
て
取
れ
、
非
人
の
中
に
は

水
中
・
水
際
で
の
作
業
に
長
け
た
人
が
い
る
こ
と
が
、
当
時
の
社
会

で
認
知
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　
似
た
よ
う
な
例
と
し
て
、
レ
ジ
ュ
メ
10
頁
の
史
料
８
に
幕
末
の
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
の
一
人
で
あ
っ
た
漢
詩
人
・
中
島
棕
陰
が
天
保
八

年
（
一
八
三
七
）
に
出
版
し
た
『
都
繁
昌
記
』
の
一
部
を
挙
げ
て
お

き
ま
し
た
。
こ
れ
は
河
原
に
住
み
、
乞
食
を
し
て
い
る
非
人
た
ち
が
、

洪
水
の
際
に
濁
流
に
飛
び
込
ん
で
、
流
さ
れ
て
く
る
家
財
道
具
を
捕

ま
え
、
浅
瀬
に
積
み
上
げ
、
上
流
か
ら
持
ち
主
が
探
し
に
来
た
ら
、

代
金
を
と
っ
て
引
き
渡
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
。
こ
れ
は
非

人
た
ち
の
水
中
作
業
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
一
つ
で
す
が
、
鴨
川
浚
（
普

請
）
の
一
九
年
前
に
出
版
さ
れ
た
こ
の
本
の
非
人
た
ち
は
、
非
常
に

投
機
的
・
冒
険
的
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
六
助
の
配

下
は
、
資
材
の
調
達
ま
で
請
け
負
う
組
織
的
な
手
際
の
良
さ
が
印
象

的
で
、
両
者
の
関
連
や
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
考
え
な
く

て
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
洪
水
の
際
や
そ
の
後
の
復
旧
作
業
に
は
、
水
泳
の
心
得
の

あ
る
者
と
し
て
、
漁
民
や
穢
多
村
の
住
民
を
奉
行
所
が
動
員
し
た
例

も
あ
る
の
で
、
非
人
も
当
時
の
社
会
で
は
、
水
中
・
水
際
作
業
を
依

頼
で
き
る
集
団
と
し
て
の
選
択
肢
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
鴨
川
浚
（
普
請
）
の
よ
う
な
公
共
的
な
工
事

に
お
け
る
非
人
た
ち
の
活
躍
ぶ
り
は
、
興
味
深
い
も
の
で
す
。
今
村

家
文
書
の
い
く
つ
か
の
絵
図
に
よ
れ
ば
、
七
条
水
車
小
屋
は
、
川
筋

す
れ
す
れ
に
あ
り
、
こ
の
長
屋
に
住
む
人
々
は
、
鴨
川
浚
（
普
請
）

の
究
極
の
利
害
関
係
者
で
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
の
工
事

と
の
関
わ
り
は
、
非
人
小
屋
で
絶
大
な
権
力
を
持
つ
小
屋
頭
を
通
じ
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て
の
賃
仕
事
と
し
て
だ
け
で
、
彼
ら
は
、
情
報
共
有
や
合
意
形
成
な

ど
の
地
域
の
公
共
的
仕
組
み
の
全
く
の
外
に
置
か
れ
た
存
在
だ
っ
た

の
で
す
。

　
以
上
で
、
幕
末
の
鴨
川
浚
（
普
請
）
の
際
、
被
差
別
民
が
果
た
し

た
役
割
と
、
被
差
別
民
が
そ
の
他
の
住
民
が
共
有
し
て
い
た
公
共
的

な
仕
組
み
を
、
ど
の
程
度
ま
で
分
か
ち
合
え
て
い
た
の
か
に
つ
い
て

の
事
例
の
報
告
を
終
わ
り
、
ま
と
め
に
入
り
ま
す
。

ま
と
め

　
鴨
川
浚
（
普
請
）
は
、
鴨
川
筋
を
一
括
し
た
河
川
管
理
の
き
っ
か

け
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
、
こ
の
地
域
の
洪
水
対
策
に
と
っ
て
の
大

き
な
一
歩
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
地
域
住
民
も
望

ん
で
い
た
こ
と
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
町
・
村
を
超
え
て
連
携
し
、

自
分
た
ち
で
川
浚
を
し
た
い
と
嘆
願
を
行
い
ま
し
た
。そ
し
て
幕
府
・

町
奉
行
所
の
主
導
で
こ
の
工
事
が
実
現
す
る
と
、
多
く
の
費
用
や
労

力
を
提
供
し
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
負
担
に
際
し
て
は
、
大
仏
柳

原
庄
の
本
村
で
は
、
寄
合
の
場
で
情
報
提
供
が
な
さ
れ
、
話
し
合
い

に
よ
る
利
害
調
整
や
合
意
形
成
が
図
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
洪
水

対
策
と
い
う
課
題
に
対
し
て
、
京
都
近
郊
の
地
域
社
会
が
培
っ
て
き

た
公
共
的
な
仕
組
み
が
、
発
揮
さ
れ
た
事
例
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
そ
し
て
、
被
差
別
民
も
、
鴨
川
浚
（
普
請
）
と
い
う
公
共
的
な
工

事
に
大
い
に
貢
献
し
ま
し
た
。

　
大
仏
柳
原
庄
に
従
属
す
る
枝
村
と
さ
れ
た
穢
多
村
の
銭
座
跡
村
と

出
村
は
、
村
高
に
応
じ
て
本
村
の
村
々
と
同
じ
よ
う
に
砂
持
人
足
を

出
し
、
堤
防
の
修
理
用
の
麁
朶
集
め
に
も
参
加
し
、
そ
の
他
の
費
用
、

お
金
も
分
担
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
役
人
村
と
本
村
の
二
重
の
支
配
を

受
け
、
双
方
か
ら
の
負
担
に
追
わ
れ
る
中
で
の
こ
と
で
し
た
。
た
だ

し
本
村
と
の
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
本
村
と
同
じ
人
足
仕

事
に
人
を
出
す
と
い
う
こ
と
は
、
長
期
に
渉
っ
た
本
村
と
の
紛
争
で
、

銭
座
跡
村
の
人
々
が
勝
ち
取
っ
た
こ
と
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
か
つ
て
は
銭
座
跡
村
の
人
々
と

共
に
人
足
仕
事
を
す
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
た
本
村
の
人
々
は
、

鴨
川
浚
（
普
請
）
の
当
時
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

年
貢
直
納
紛
争
の
際
の
よ
う
な
高
圧
的
な
態
度
は
、
見
ら
れ
な
く
な

り
、
工
事
に
つ
い
て
の
必
要
な
情
報
は
、
取
り
決
め
事
項
の
写
し
を

添
え
て
丁
寧
に
伝
え
、
情
報
公
開
へ
の
配
慮
も
し
て
い
ま
す
。
た
だ

し
、
そ
れ
は
事
後
通
告
で
あ
っ
て
、
枝
村
と
し
て
は
異
例
の
本
村
の

一
〇
倍
を
は
る
か
に
超
え
る
人
口
を
持
ち
、
応
分
の
負
担
を
し
て
い

て
も
、
銭
座
跡
村
は
、
村
の
代
表
者
で
さ
え
、
決
定
の
過
程
に
も
、

他
の
村
と
の
連
携
に
も
参
加
で
き
な
い
枝
村
で
あ
り
続
け
な
け
れ
ば
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な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
一
方
、
非
人
の
長
屋
で
あ
る
七
条
水
車
小
屋
の
人
々
は
、
こ
の
人

た
ち
の
存
在
な
く
し
て
は
、
大
仏
柳
原
庄
の
鴨
川
浚
（
普
請
）
の
作

業
は
進
ま
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
え
る
貢
献
を
し
て
い

ま
す
。
こ
の
人
々
の
組
織
的
な
手
際
の
良
さ
や
、
水
際
で
の
作
業
の

熟
練
は
、
こ
れ
ま
で
非
人
の
仕
事
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
罪
人
の
逮

捕
や
警
備
、
芸
能
で
の
活
躍
、
非
人
番
や
定
使
以
外
の
仕
事
で
の
技

能
の
発
揮
と
し
て
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
他
の
地
域
や
村
で
も

同
様
な
事
例
が
な
か
っ
た
の
か
、
興
味
が
増
す
ば
か
り
で
す
。
け
れ

ど
も
、
そ
の
技
能
は
、
集
落
で
絶
対
的
な
力
を
も
つ
小
屋
頭
を
通
し

て
請
け
負
っ
た
賃
仕
事
の
一
つ
と
し
て
発
揮
さ
れ
た
も
の
で
、
非
人

が
、
地
域
社
会
の
公
共
的
な
仕
組
み
か
ら
ま
っ
た
く
外
に
置
か
れ
た

存
在
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
以
上
が
幕
末
の
洪
水
対
策
と
被
差
別
民
と
い
う
今
日
の
テ
ー
マ
の

ま
と
め
で
す
。
大
仏
柳
原
庄
の
被
差
別
民
と
そ
の
他
の
住
民
の
関
係

の
あ
り
方
は
、
江
戸
時
代
の
後
半
だ
け
を
見
て
も
、
差
別
・
被
差
別

や
対
立
の
側
面
だ
け
で
は
、
ひ
と
く
く
り
に
出
来
な
い
変
化
を
し
て

い
ま
す
。
今
日
の
お
話
が
、
被
差
別
民
た
ち
の
屈
せ
ず
主
張
し
て
い

た
姿
や
、
地
域
社
会
全
体
の
課
題
で
あ
っ
た
洪
水
対
策
に
貢
献
し
て

い
た
姿
の
一
端
を
お
伝
え
で
き
て
い
れ
ば
幸
い
で
す
。
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幕末の洪水対策と被差別民      2020．10/02 小林ひろみ 

 －近年、解読の進む今村家文書から― 

はじめに  

 
 
 
                                

Ⅰ. 今村家文書についてー報告の元になった史料を含む文書群― 

 1.今村家文書とは 
・今村家  …戦国時代の渋谷道・桃山時代の伏見街道周辺に権益を持っていた有力土豪の系譜を引く家 
・今村家文書…戦国時代から近代に至る 6700 点余りの多様な情報を含む文書群 

1997 年、「発見」。2015 年、『今村家文書史料集』(上下巻)として、その一部が翻刻出版 
鴨川浚(普請)の記録はそのごく一部    ↑参①② 

 
 2.今村家文書の被差別民関連の記録 

・被差別民とその他の住民との関係のあり方とその変遷が読み取れる。 
・近世初頭に再編成された支配や統制の枠組みには収まりきれない被差別民の姿を見ること
ができる。 

   

Ⅱ.鴨川浚(鴨川普請)とは…参③④⑤ 

1 

 

 

 
 

 
 
2.度重なる洪水被害…参⑥ 

(１).洪水の原因…①.上流の開発による土砂の流入などによる川床の上昇 
②,河川敷の新地開発による被害区域の拡大  

目次 
はじめに 

Ⅰ.今村家文書にについて 

Ⅱ.鴨川浚(普請)とは 

Ⅲ.大仏柳原庄という村 

Ⅳ.大仏柳原庄の鴨川浚(普請) 

Ⅴ.工事の遂行を支えた地域社会の 

公共的なしくみ 

Ⅵ.鴨川浚(普請)と被差別民 

Ⅶ.鴨川浚(普請)後の大仏柳原庄 

まとめ 

  
 

この度は、京都近郊の被差別民が、幕末の洪水対策で果たした役割
についてご報告したい。合わせて、この洪水対策の工事の際の出来事
に反映された当時の被差別民とその他の住民の関係のあり方につい
ても、考えたいと思う 
 
 

1.安政 3 年[1856]、幕府・京都町奉行所の主導で行なわれた土木工事 
(１).工事の目的…加茂川筋の防災と地域振興…直接のきっかけ嘉永 5 年[1852]の大洪水 
(２).工事の内容…市街地(洛中洛外町続)・川底の土砂浚        

農村部・川底の土砂浚・堤の補強・川幅の狭い場所の拡幅 
(３).対象範囲…大聖寺堤(西加茂村)～桂川落合(桂川との合流地点) 

ｐｐ１地図(明治 23 年の陸軍測量図に加筆) 

(４).対象範囲の支配関係…市街地・幕領・寺社領など 
農村部・入組支配 

 

幕末の洪水対策と被差別民

23



 2 

 
(２).洪水被害の実態と個別領主の対応 ―大仏柳原庄の場合― 

   ①.洪水の頻度→19 世紀前半に深刻な被害が集中、弘化～嘉永年間[1844～52]は１.2 年毎 
   ②.被害 →堤の決壊、田畑の浸水、橋の損壊・流出、家屋の浸水・破損・流出、行方不明者 
   ③.個別領主の対応 →堤普請の資材・費用、被災者への御救米・御救金の給付 
    

史料１.「御田地」への被害と個別領主の対応 →加茂川沿いに領地があった知恩院への願書から  

                              
 
 
表２.史料２ 人身・家財への被害と個別領主の対応  
↓大仏柳原庄最大の領主・妙法院の記録から  

  
 
↓鴨川浚を献策した改革派与力の著作から 
 
 
 
 

領主 石高

妙法院 463.84

知恩院 23.59

仏光寺 4.07

計 491.5

表 1 　大仏柳原庄領主一覧

『旧高旧領取調帳』より

安永  9[1780]

天保  5[1834]

天保13[1842]

弘化  3[1846]

弘化  4[1847]

嘉永  1[1848]

嘉永  3[1850]
　　8月

嘉永  3[1850]
　　9月

ー村山修一『皇族寺院変革史』(参考文献⑲ )よりー

　表２　　　　　妙法院の記録から見た近世後半の大仏柳原庄およびその近辺の水害

賀茂川溢水。正面土橋中央西寄落ち、賀茂川西堤防八条通辺約20間が決壊。

七条辺で高瀬橋が破損。橋掛りの4町、修理料を妙法院に請求。

加茂川筋の七条新地・川東の町々が浸水。御救として23町に１町につき５貫文を配り、3町に少々下賜。

賀茂川弘化3年の際より1尺余りも高い増水、人馬が流されてきて、勘定方地方役人が検分に立会い、川沿いの
町々は冠水。柳原東堤は、昨年2尺嵩上げした個所も溢水したが、決壊は免れる。下流の竹田辺で堤防決壊あ
り、それより上流は減水。

柳原上郷洪水。

上郷の賀茂川堤防決壊修理に銀三貫五百匁入用。御救米に十五石与えることとし、内、同年六石、残りを年々
三石宛支給。

賀茂川氾濫、柳原庄一帯冠水、民家の流出相次ぎ、七条新地の住人はいずれも2階暮らしを余儀なくされる。

柳原上郷、鴨川堤防決潰で修理に一貫文ほど助成してくれと訴える。天保5年の例に基づき、3年間で毎年三石
ずつ拠出すると返答した処、上郷は、今修理にかかっていて飯米にもかなりの経費を要するので、その9石を2
年間で頂きたいと要求、応じる。

史
料
１ 

[

知
恩
院
へ
の
年
貢 

減
免
願
書(

安
政
六[

一
八
五
九]) 

よ
り] 

…

前
略…

大
仏
柳
原
庄
の
御
抱
堤
江

古
来
よ
り
数
度
川
瀬
之
模
様
ニ
寄

り
、水
突
当
テ
堤
切
れ
込
、御
田
地
迄

茂
度
々
及
大
損
ニ
、其
度
毎
奉
願
、右

堤
普
請
為
入
用
、杭
木
被
下
、拝
借
米

被
仰
付
、且
普
請
人
足
扶
持
、且
又
御

救
米
等
、
其
時
々
損
所
之
模
様
ニ
寄

り
御
手
当
下
置
候…

後
略…

 
 

 
*

傍
線
小
林 今

村
家
文
書
一
九
九
八 

「
史
料
集
」(

参
①)

ｐ145) 

>
 

 

史
料
２ 

平
塚
飄
斎(

東
町
奉

行
所
与
力)

『
鵜
鷺
問

答
』(

嘉
永
五
年
の
洪
水

の
後
に
書
か
れ
た
戯
作

風
の
献
策
書)

よ
り 

 …

前
略…

 

尤
甚
敷
は
五
条
橋

下・六
条・七
条
新
地

の
町
々
、
流
家
・
潰

家・数
件
有
之
、七
条

河
原
の
東
番
小
屋
は

家
も
人
も
行
得
不
知 

…

後
略…

 
 

＊
右
文
中
「
番
小
屋
」

が
、
非
人
番
の
小
屋

な
の
か
、
水
車
小
屋

の
番
人
の
小
屋
な
の

か
は
不
明
、 

(

参
③)

に
引
用
あ
り 

(

原
本
は
、
東
大
史
料 

編
纂
所
の
デ
ー
タ
で 

閲
覧
可
能) 

村山著書…参⑦より 
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 3 

3.官民挙げての洪水対策… 官民共に鴨川筋全体を一括した対応の必要性を痛感 
 
 
 
 
 
 
 
 (２).鴨川浚(普請)実施のための費用と労力…参⑤ 
   ・予算   銀 1200 貫目余 + 作業中の破損対策費銀 150 貫 
            内 幕府の支出 金 2000 両 ←臨時祭御再興御手当御貸付利銀で賄う 

        残り    禁裏御賄金銀・富商からの寄付(冥加銀)で賄う  
・その他  村町の費用や労役の負担。 

  
参考 鴨川浚(普請)の事業全体の中の見た大仏柳原庄 …参③④⑤ 

 
 
                                                   

 

  

(１).鴨川浚(普請)実施までの過程…参③④⑤ 

 京都町奉行所(献策)   →    京都所司代(伺い)   →   老中(指示)・勘定方(視察・予算・工程計画) 

与力・平塚飄斎は天保年間から献策  嘉永 6 年[1853]3 月 10 日     安政 2 年[1855]11 月 8 日 

 ↑               ↑                   ↓ 

 鴨川筋町村連名の自分浚嘆願    関白の要請        町触で鴨川浚の工事の入札が告知  
 嘉永 5 年[1852]9 月 18 日       嘉永 5 年[1852]9 月 27 日     安政 2 年[1855]11 月 21 日    

 

図１ 

◎大仏柳原庄は、自普請所…関係住民自身が費用を負担して堤の修理を行う区域 ←工事の内容は奉行所が点検 
→他に東九条村・東福寺村・稲荷村、及び竹田村・上鳥羽村の一部が同じ区域  

 
 ＊＊       ＊その他の区域の堤は国役普請(五畿内から徴収した国役金を充てる)←今村家文書 5871 絵図 
 

↓参考文献③ 牧論文より引用添付 
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Ⅲ．大仏柳原庄という村    

１.市街地と農村部の境界にある村→市街地に飲み込まれつつあった村 
２.被差別民の人口のほうが多い村→本村・推定 100 人以下、銭座跡村・出村・推定 1500 人以上、七条水車小屋 

 

 

「穢多」村 「非人」小屋 　本村

　上郷・本郷　六条村
  (大仏柳原庄の領外)
　正徳３年[1713]移転。
　京都の役人村(＊1)5ケ村の１つ。
　四座雑色(＊2)の支配・免租地。

　七条水車小屋(領外)
　正徳3年1713]移転。
　悲田院村を通して四座雑色
　の支配。

　銭座跡村
  (大仏柳原庄の領内)
　享保17年[1732]六条村から分立。
　本村と役人村の二重支配。

　銭座跡出村(領内)
　天保7年[1836]銭座跡村が拡大。
　本村と役人村の二重支配。

　大西組(領外)
　天保14年[1843]六条村から分立。
　役人村の筆頭である天部村の支配

＊1役人村　→行刑役を担う村

＊2四座雑色→京都町奉行所の配下で、治安維持・公武の儀式の警護・囚人の監督・法令の伝達などにあた
  る半官半民の役人

参考⑧『京都柳原町史』・註(1)a「今村家文書」2985番「明治3年 愛宕郡柳原庄図面」(史料集未掲載)

表4　　　    　　　　  大仏柳原庄の中の集落
七条通以北

新地開発により市街地化、七条新地・上下堀詰町など。北限は五条通。

七条通以南

　加茂川西岸
　七条通以北の新地開発により、被差別民の集落が元湿地帯や川端に
　 移転させられ、その後、鋳銭所跡などにも拡大。

 
      加茂川東岸
    大仏柳原庄の本村でかつ
 　洛外町続きの南端にあたる区域

    上郷・本郷
    村人は本町通(伏見街道)沿いの
 　本町六～十丁目の住民の一部。
    この区域は、町組「大仏組」

    33カ町の一部でもある。

鴨川西岸 鴨川東岸 

本郷・上郷 銭座跡村 ＊参考 六条村
正徳５(1715) 789人 参⑨『京都の部落史１前近代』
享保11(1726) 1000人以上 参⑨『京都の部落史１前近代』 
延享元(1744) 520人 959人 参⑨『京都の部落史１前近代』
寛延３(1750) 67人 参⑩『妙法院日次記　第11』　
宝暦６(1756) 77人 参⑪『妙法院日次記　第13』      
宝暦12(1762) 77人 参⑫『妙法院日次記　第15』
明治４(1871) 2552人 「今村家文書」1645、参②掲載

表5　　　大仏柳原庄の人口についての史料

　　↑「今村家文書」1920、参①付属CD掲載・参⑨

＊『妙法院日次記』の大仏柳原庄の「百姓」の人数の書き上げは上記3か年のみ。それ以前は

＊七条水車小屋の人口は100～200人ヵ←長屋の戸数50余戸(1戸の奥行1間半・間口1間)　
　領内の百姓は郡毎に一括で記載、それ以降は居住地の「御境内町」の人数に含めて記載。

推定 100～200 人 

＊上郷と本郷 
大仏柳原庄の本村は、上郷と下郷

に分かれており、後に下郷が本郷と

称するようになった。 

上郷と本郷の境界は、まだ不明だ

が、市街地化した七条通以北の区域

の本村は上郷だったようであり、 

本郷は、七条通以南の区域の本村だ

ったようである。 

ともかくも、銭座跡村とその出村

の本村は、本郷であった。 

 安政 5[1858]年 3 月までは、上郷 

・本郷にそれぞれ庄屋・年寄が置か

れていたが、村全体を代表するの

は、本郷の庄屋であり、安政５年 3

月以降は、村庄屋は本郷庄屋のみと

なった。 

 なお、江戸時代には、1 つの村に

複数の領主がいる場合、村庄屋と領

主毎の庄屋が置かれていた。大仏柳

原庄も同様で、鴨川浚(普請)当時、

8 代目今村忠右衛門は、本郷庄屋の

他に、２つの領主庄屋も兼ねてい

た。 

 

 

 

本郷 上郷
村の庄屋 忠右衛門 参次郎
村の年寄 平兵衛 甚右衛門

　　　鴨川浚(普請)当時
表５　大仏柳原庄村役人一覧

妙法院領 知恩院領 仏光寺領
忠右衛門 利右衛門 忠右衛門

領主毎の庄屋
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Ⅳ.大仏柳原庄の加茂川浚(加茂川普請)  

・加茂川浚(普請)の遂行         「加茂川筋附渕浚・在来堤上置腹付御普請」(今村家文書 2000)  
◎主な作業   川底の土砂浚と堤防の補強に関わる作業   

    +              

 東台用水の付替の企画・関連作業 
         ↑加茂川東岸の用水。柳原庄内から東岸の南隣の東福寺村の用水へとつながる。 

 
 

Ⅴ.工事の遂行を支えた地域社会の公共的なしくみ      

例１.市街地と農村部を超えた連携 (嘉永 5[1852]年 9 月) 

・大仏柳原庄、川筋町村の「加茂川筋土砂浚願書」の提出に参加 
 ↑8 代目今村忠右衛門、農村部の取りまとめ役となる「文書」201・202 

                                

 例２.近隣の町村との連携 (安政３[1856]5 月)          
      ・塩小路村・今熊野村・泉涌寺門前・御用辻子が砂持人足に加勢 

                                            「文書」1686 

  例３.情報公開・利害調整・合意形成 (安政 3[1856]年 9 月)        

・本郷の人々、鴨川浚(普請)の費用負担について、寄合で活発に議論する 「文書」1688

竹や下草の
刈払

築建置場建設
資材置場建設

砂持
川浚した土砂を
運搬する作業

投ケ渡橋建設
作業現場での人の行き
来のための簡易な橋

丁張縄
作業現場への立入
禁止を示す縄

村請橋
村に費用を入札
させて橋を建設

麁朶請負
堤の補強用の大
量の木の枝集め

出水出動
増水の際に
人足を派遣

堤上置腹付
堤をより高く
厚くする工事

東台用水の
付替

5月 15日

↓
↓

6月 1日 ↓
？

7月 1日

7月 26日 ↓

安政３年[1856]　大仏柳原庄　加茂川浚(普請)期間の主な作業一覧　

 

冥
加
人
足(

町
村
民
が
出
役
。
費
用
は
、
富
商
の 

冥
加
金
と
町
村
か
ら) 

砂
持
の
冥
加
人
足
と
並
ん
で
、
農
村
部
の
多
数 

の
住
民
が
、
長
期
間
携
わ
っ
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作
業
。 

の 

雇
人
足(

自
普
請
所
で
は
費
用
は
村
持(

「御
抱
堤
」
は
領
主
持) 

 
 

 
 

 
 

本郷・上郷  

長百姓寄合・惣百姓寄合  

＊鴨川・高瀬川筋の件は、 

数町村連合寄合あり 

銭座跡村・出村  

支配人・組頭の寄合のみ(役人村の筆頭 天部村での連合

寄合もあり) ＊他村との協議や、町奉行所への嘆願によ

る決定事項は、本郷庄屋を通して事後通告

七条水車小屋  

合議の場なし 

＊小屋頭を通して 

仕事を請負うのみ 

大仏柳原庄の各集落

の合議の場 

参⑧『京都柳原町史』

より 

  

↑「文書」1685～1690・1721～1737 の日誌類より、内 1685・1736・1737 は(参①史料集)ｐ117～144 掲載 

  

今村家文書の鴨川浚(普請)の記録に含まれる 

地域社会の公共的なしくみについての情報 

①.他の町村との連携 

②.住民が情報を獲得し、意思を反映するしくみ 

③.公と私・地域間・領主間・身分間の利害調整 

④.富裕層の義務と受益者負担 

⑤.被差別民の果たした役割 

◎公共的なしくみ 
地域社会全体の利益を実現するためのしくみ 

 

表６ 

同
時
進
行
で
、
村
の
立
案
・
計
画
の
下
に
行
わ
れ
た
工
事
。 

川
浚
で
川
床
が
低
く
な
る
た
め
、
取
水
口
を
よ
り
上
流
側
に
設
け
た
。 

↓ 
 

   

翌年まで続く 
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Ⅵ.鴨川浚(普請)と大仏柳原庄の被差別民   

1.銭座跡村・出村の人々… 砂持人足の派遣・堤の補修用の粗朶の調達・費用の負担を石高に
応じて分担 

 
クローズアップ１ 

銭座跡村・出村の人々の砂持人足の負担について 安政３[1856]5/16～７/5 

       
↓砂持人足の出方について、本郷庄屋・忠右衛門より銭座跡村へ伝えられた内容 

 
 
 
 
 
上記文書で銭座跡村へ回覧していた書状について 

「冥加人足」…村の負担で出す人足  

「卯十二月廿三日、御冥加人足之願書」(前年、自普請所 

4 ケ村で協議の上、奉行所へ提出したもの) 

「五十六坪」(資材置き場)  

「同三月二十三日、御前ニ而被仰渡受書控」(奉行所から 

の申渡への控) 

上記文書から分かること 

①.銭座跡村も砂持ちに人足を出し、＊人足の人数は、 
村高に応じて決めること。→7 頁補足ⅲA 参照 

②.右文書との比較から、銭座跡村・出村への人足賃は、 
本郷・上郷や柳原庄に人足を助成した他の町村との 
格差はない。 

③.自普請所 4 ケ村との協議や奉行所との交渉の結果に 
ついての情報は、銭座跡村へは事後通告ではあるが、 
漏れなく伝えられている。 

 
検討事項→人足助成のあり方について 

「小村」大仏柳原庄の本村が、なぜ自村の枝村で人口 
の多い銭座跡村からではなく、近隣の別の町村 
(塩小路村・今熊野村・泉涌寺門前・御用辻子)から 
人足助成を受けたのか。 

図３ 
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↑銭座跡村成立以来の本村との関わりの歴史が反映 
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補足 銭座跡村について…参⑨・「柳原銀行記念資料館所蔵 妙法院関連文書」                   
ⅰ.成立の事情  

・領主(妙法院)・本村と六条村の皮革関連業者の利害が一致 
 領主・大仏柳原庄の本村     六条村の皮革関連業者                                

 

 

 

 

ⅱ.二重の支配(本村と役人村から)・重なる負担  

・本村からも役人村の年寄層からも警戒される存在  

  本村の住民          役人村の年寄層 

                 

 

 

 

 
ⅲ.緊張を孕む本村(本郷)との関係  

A.年貢直納をめぐる紛争(寛政５[1793]～文化１[1804]) 

 

B.４年前の傷害事件(嘉永 5 年[1852]) 

上郷庄屋の息子が銭座跡村の有力者の息子に重症を負わせ,本村は加害者を牢へ引き渡し、 
治療代を支払う。「今村家文書」4746～4767 

国役銀 抱堤普請人足 地頭御用人足 警刑吏役 牢屋敷外番役
本郷・上郷 〇→領主
六条村(役人村)[正徳3年移転] 〇 〇
銭座跡村[享保17年成立] 〇→領主(妙法院) 〇→本村 〇→役人村
銭座跡出村[天保7年成立] 〇→領主(妙法院) 〇→本村 〇→役人村
大西組[天保14年成立] 〇→天部村(役人村) ？ 〇→役人村

表７　　　　　　　　　　　　　　　　　　大仏柳原庄の村々の負担　　

＊七条水車裏は、小屋頭以外は全て借家人　　　　・今村家文書1631・2397(史料集・参④ｐ169～173・p201～204)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ・参㉒p297～303・参⑮

一般の村にかかる負担(金納・労役) 「穢多村」にかかる夫役(金納)
年貢

村役米
貸地道年貢

〇

〇→本村
〇→本村

？

寛政5[1793]年 領主・妙法院がから大仏柳原庄への「垣結人足」召集に際して、本郷が銭座跡村との作業を
嫌い、人足は出さず人足賃だけ出すよう要求。

それに反発した銭座跡村は、本郷の支配を 受けることを拒否。領主の直接支配を求めて、

年貢の領主への直納を求め、その他の税や人足の負担も本村を通じて納めることを拒否。

寛政９[1797]年 妙法院の役人から、人足はそれぞれの村高に応じて出すという基準が提示される。

文化１[1804]年 銭座跡村の年貢直納は認められるが、その他の税や人足等の負担、領主への訴願は、本村を

通すということを確認して11年に渉る紛争は決着。

嘉永５[1852]年　銭座跡出村も年貢直納を認められ、その他の負担と領主への訴願は本村を通すことを確認。

◎年貢直納紛争の概略

領地内の作物の育た

ない鋳銭所跡から地

代収入を得たい 

 

皮革関連産業の発展で

拡大する人口の受入先

を確保したい 

史
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５
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史
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原
庄
庄
屋
重
右
衛
門
殿
江
私
共
被
召
寄
、
銭
座
跡
銅
気
多

く
作
物
一
切
生
立
不
申
、
近
所
ニ
七
條
火
屋
并
ニ
六
條
村
等

在
之
候
得
共
、
町
屋
新
建
様
ニ
モ
望
ミ
候
モ
ノ
無
之
、
永
々

御
年
貢
不
相
立
、
至
極
御
難
儀
ノ
事
ニ
候
、
其
方
村
方
居
小

屋
地
ニ
御
願
申
上
、
相
応
ノ
御
年
貢
モ
相
立
候
様
ニ
仕
間
敷

哉
ト
御
尋
ニ
付
、…

(

後
略) 

 

享
保
十
六
亥
年
十
一
月 

 
 

天
部
村
年
寄 

源
左
衛
門 

六
条
村
年
寄 

與
左
兵
衛 

銭座跡村の出作地(居住

村外に持つ土地)の拡大 

や独立志向を警戒 

      

皮革関連産業の発展による 

新興層の台頭や独立志向を

警戒 

 

 

 

「今村家文書」1631・2397(参①「史料集」掲載),参⑧  

 

(

者) 

幕末の洪水対策と被差別民

29



  
 

8 
 
 

２.七条水車小屋の人々…本村や自普請所の村々から多くの作業を請け負う 
 
 
 
 
 
 

 
 
クローズアップ 2 
七条水車小屋頭・六助配下の人々、水嵩の増した川に「投ケ渡橋」を 
かけ、出水の際には、「仮橋」を取り入れる    安政 3[1856]年 5/19・５/23 

◎小屋頭六助手配の「非人」たち、本郷・上郷の村人が尻込みする危険な作業を請け負う。 

★今村家文書 1686(史料 6)・横帳『安政三辰年正月 留記』より、まとめ 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
★「今村家文書」1885(本レジュメ 10 頁・史料７)より 

  5 月 23 日付で、「出水の節、仮橋取入人足弐人」に五百文の人足賃を払った記録あり。 

注目点 

 
 

   

 

 

七条水車小屋頭・六助配下が、「投渡橋」をかけるまで・概略 
安政３・5/17  自普請所御用掛(本レジュメ 3 頁参考参照)から自普請所内の村々に、川の所々に自由

に往来できるよう、1 村残らず投渡橋をかけるよう回達があった。 
     5/18  本村の村役立会で、川筋の橋を掛ける場所を色々見繕ったものの、何分川の水嵩が高

く、とても橋をかけるのは難しいので、本村では、断りを申し出ることを決定。「水嵩が
高く、川の水が行き乱れているので、水が少し引くまで、この件は延期をお願いいたし
ます」との趣旨の口上書を提出 

        それに対し、自普請所掛下役・松井より、断りは受け付けられない。早々橋をかける
ようにと達せられる。 

    5/19    方内(雑色)より、本村へ橋を掛けるよう催促があり、六助手配の人足水車仲仕が来て、
投渡橋をかけた。六助からは橋用の 2 間敷の板を借り、残った縄は六助へ預けておいた。 

       調達した橋用の資材の代金と人足の昼食代は村で負担した。(人足の労賃は後日清算) 

クローズアップ 
 

・刈り取った竹の片付け  「今村家文書」1686・1687・1885 
・資材運搬用の舟の運搬★ 
・作業用の簡易な橋を設置し、出水の際にその橋を取り入れる。 
・高瀬川の番所に集めた堤の補強用の粗朶(柳の枝)の運搬 
・柳原庄内の加茂川両岸の堤の夜分の見廻り・ 
・奉行の工事見分(検分)の際の両掛人足★  など    

 ＊上記の仕事の賃銭のうち★は自普請所内の 4 ケ村が村割で負担 
 

 

＊史料８参照。ただし、史料８の「乞児」は、河原に住む野非人であり、投機的、冒険的に描かれている
のに対して、六助の配下は、必要な資材まで調達してくる組織的な手際のよさが印象的。 

＊関連事項  洪水の際やその後の復旧作業に、奉行所が「水心有之者」として、六条村の住民や 
漁民を動員した事例がある(参④) 

 

雑色から村へ橋をかけるよう催促があったその日のうちに、六助配下の「非人」達がやって 
きて「投渡橋」が掛けられた。その様子には、水際での作業への熟練が見て取れ、「非人」の中 
に水中・水際での作業に長けた人々がいることが、当時の社会で認知されていたと推測できる 
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史
料
６ 
七
条
水
車
小
屋
の
人
々
の
貢
献 

(

今
村
家
文
書
一
六
八
六
『
安
政
三
辰
年
正
月 

留
記
』
よ
り
抜

粋
、
史
料
集
未
掲
載) 

十
七
日 

 
 

 
…

(

中
略)…

 
 

 
 

 
 

 
 

 

自
普
請
川
中
所
々
自
由
ニ
往
来
相
成
候
様
、投
渡

橋
懸
ケ
可
申
旨
、
柳
原
庄
よ
り
下
竹
田
村
迄
、
一

ケ(

村
脱
カ)

も
不
洩
様
、
早
々
可
申
遣
候
事 

五
月
十
七
日 

 
 

 
 

 

自
普
請
所
御
用
懸 

右
無
相
違
取
計
可
申
、
留
村
よ
り
返
届
之
事 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
ケ
村
々 

十
八
日 今

朝
よ
り
役
中
立
会
、川
筋
橋
懸
ケ
場
所
色
々
見

繕
ひ
候
処
、
何
分
川
水
高
ク
候
付
、
迚
も
橋
之
積

り
難
及
候
事
、
右
ニ
付
、
其
段
断
申
出
候
積
り 

  
 

 
 

 

口
上
覚 

     (

右
行
間)

「
御
戻
り
之
御
宜
敷
ニ
迄
奉
存
候
」 

一
、
昨
夜
、
橋
之
儀
御
達
奉
承
候
、
依
而
今
朝
よ
り
村

役
共
立
会
、川
筋
へ
罷
出
、色
々
と
心
配
候
得
共
、 

水
高
く
行
乱
ニ
相
成
、依
而
今
暫
水
少
し
引
候
迄 

之
処
、
御
延
引
可
被
成
下
候
様
、
奉
願
上
候
旨
、 

申
出
候 

 
 

…
(

中
略)…

 

如
此
断
申
出
候
処
、断
難
相
立
候
、早
々
相
懸
ケ
可 

申
旨
被
達
候
、  

 
 

 

御
懸
り
松
井
忠
兵
衛
殿 

 

橋
用
買
も
の 

 
 

杉 

一
、
並
弐
間
三
本 

川
与
よ
り 

一
、
綿
三
か
し
舟 

百
廿
弐
文 

一
、
橋 

一
、
敷 

十
九
日 

一
、
弐
間
半
五
本 

川
与
よ
り 

一
、
橋
三
本 

横
か
ミ
□
□ 

人
足
水
車
仲
仕 

一
、 

 
 

 
 

 

罷
分 

一
、 

 
 

 
 

 

坂
佐 

橋
掛
場
所 

一
、
石
橋
通
上
ル
処 

壱
ケ
所 

一
、
瓦
坂
上
ル
処 

 

壱
ケ
処 

…
(

中
略)…

 

十
八
日
夜 

橋
掛
ケ
方
、
東
福
寺
村
江
問
合
候
処
、
東
西
ニ
相
掛 

候
事 

十
九
日 

一
、
縄
代 

四
百
文 

 

十
九
日 

一
、
方
内
殿
よ
り
橋
催
促
有
之
事 

…
(

中
略)…

 

一
、
十
九
日
朝
、
小
嶋
よ
り
橋
急
キ
有
之 

…
(

中
略)…

 
 

 

橋 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
助
よ
り 

一
、
弐
間
敷 

壱
、
○九
印
有
之 

 

借
も
の 

一
、
弐
間
半 

四
本
組 

壱 

一
、
四
間
敷 

壱 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
、
弐
間
半 

四
本
組 

壱 
 

 
 

 
 

 

〆 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

橋
杭
三
組 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

下
之
橋 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
、
三
本
組 

材
？
弐
枚 

 
 

 
 

 
 

 

一
、
弐
間
敷 

百
枚 

堀
Ａ
端
八
日
戻
ス 

 

堤
添
ふ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
、
弐
間
班 

三
本
縄
か
ら
み 

 (

日
誌
下
部
に
横
書
き) 

「
十
九
日
、橋
掛
ケ
昼
飯
、米
三
升
五
合
、右
坂
佐
Ａ
仕
出
し
」 

右
橋
出
来
候
也 

 
 

十
九
日 

 
 

残
り
縄
、
六
助
へ
預
置 

 

〆 

一
、
四
貫
四
百
匁 

 
 

 
 

 

縄
買 

 
 

 

弐
百
十
□
文 

 
 

 
…

(

後
略)…
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史
料
７ 

「
今
村
家
文
書
」
一
八
八
五*

傍
線
小
林 

  
 

 
 

 

覚 

五
月
廿
日 

 
 

 
 

 
 

兼
井
筒
并
ニ 

一 
五
百
文 

 
 

 
  

 

餅
又
よ
り
か
り
舟 

（
朱
字
）
此
分
四
ケ
村
割
分 

 

二
艘
、
川
下
も
取 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

立
に
遣
候
人
足 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

弐
人
雇
ひ
料 

 

五
月
廿
一
日 

 
 

 
 

 
加
茂
川
筋
七
条
よ
り 

一 

百
文 

 
 

 
 

  
 

二
町
程
下
ル
所
ニ
而 

（
朱
字
）
当
庄
割 

 
 

 
 

 

か
り
橋
懸
ケ
候
節 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

縄
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
月
廿
三
日 

 
 

 
 

 

出
水
之
節
仮
橋 

一 

五
百
文 

 
 

 
  

 

取
入
人
足
弐
人 

（
朱
字
）
当
庄
割 

 

六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 

高
瀬
番
所
方
よ
り 

一 

三
百
五
拾
文 

 
  

 

柳
ノ
枝
運
ひ 

（
朱
字
）
同
断 

 
 

 
 

 
 

人
足
壱
人 

 

六
月
廿
九
日        

 
 

御
庄
内
両
堤 

一 

三
百
文 

 
 

 
  

 

夜
分
見
廻
り
人
足 

（
朱
字
）
同
断 

 
 

 
 

 
 

雇
ひ
料 

 

〆
壱
貫
七
百
五
十
文 

 
 

 

一
内
弐
百
十
六
文 

 
 

梅
津
材
木
屋 

預
か
り
よ
り
引 

伊
兵
衛
方
駄
賃 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

立
替
置
申
候 

 
 

 
   

残
り
壱
貫
五
百
三
十
四
文 

内
百
文
請
申
返
引 

〆
三
朱
ト
弐
拾
弐
文 

右
之
通
慥
ニ
受
取
申
候
以
上
（
上
文
中(

印)

有
） 

一 

弐
百
十
六
文 

 
 

 

水
車
六
助 

 
 

 

七
月
十
六
日 

 
 

 
 

代 

治
助(

印) 

右
者
当
六
月
十
八
日
、
今
村
様
よ
り
人
足
賃
と
し 

て
金
壱
歩
御
渡
払
ひ
残
り
ニ
付
、,

預
り
置
申
候 

(

朱
字)

廿
四 

右
之
通
ニ
御
座
候
、
宜
敷
奉
願
上
候
以
上 

 
 

 

七
月 

 
 

 
 

 
 

水
車
六
助 

 
(

宛
名
破
損) 

 
 

史
料
８ 

 
 

中
島
棕
陰
『
都
繁
昌
記
』(

天
保
九
年

１
８
３
９

新
鐫) 

 

夏
秋
の
暴
雨
、
①
狂
潦

キ
ャ
ウ
ラ
ウ

雷
を
轟
か
し
、
洲
裂
け
石
奔
る
の
時
に
至
つ
て
、

橋
彴

コ
バ
シ

・
②
棚ユ

柵カ

に
論
莫
し
、
③
岸
に
襯
す
る
の
衆
搆
、
驀
然
と
崩
潰
し
、
漂
下
射

る
が
如
し
。
④
丁
壮

ワ
カ
イ

の
⑤
乞
児
、
其
の
⑥
蒲
鉾

カ
マ
ボ
コ

を
顧
み
ず
、
却
つ
て
喜
ん
で
多
福

の
秋と

き
と
為
す
。
跳
泳
出
没
、
臂
を
揮
つ
て
争
ひ
逐
う
。
其
の
残
材
を
奪
ひ
、
相

曳
い
て
浅
処
に
積
む
。
盤
渦

ウ
ヅ
マ
キ

溺
れ
易
く
、
⑦
巉
石

ざ
ん
せ
き

骨
を
撃
つ
と
雖
も
、
敢
へ
て

死
を
顧
み
ず
、
収
め
得
て
後
、
⑧
原
主
の
来
つ
て
求
め
る
を
俟ま

ち
、
価
を
論
じ

て
さ
ら
に
售う

る
。⑨
尊
貴
も
奪
ふ
こ
と
能
は
ず
、威
武
も
屈
す
る
こ
と
能
は
ず
。 

 

①
ひ
ど
い
大
水 

②
四
条
橋
南
北
の
茶
屋
や
料
理
屋
が
、
夏
期
、
加
茂
川
に
張
り
出
す
よ
う
に
作
っ
た
涼
み
台
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

③
川
沿
い
の
も
ろ
も
ろ
の
建
物
。
襯
は
く
っ
つ
い
た
様
。 

④
一
人
前
の
男
子
。 

⑤
〇
川
原
の
蒲
鉾
「
や
つ
が
れ
は
加
茂
河
原
に
さ
ま
よ
ひ
侍
り
て
、
あ
だ
名
に
か
ま
ぼ
こ 

て
ふ
な
る
小
屋
に
す
ま
ひ
な
す
、
か
た
ゐ
に
て
侍
る
。」(

『
こ
が
ね
ぐ
さ
』) 

⑥
乞
食
。
児
は
侮
る
意
味
の
接
尾
語
。 

⑦
鋭
く
尖
っ
た
石
。 

⑧
元
の
持
ち
主
。 

⑨
「
富
貴
も
淫
す
る
こ
と
能
は
ず
、
貧
賤
も
移
す
こ
と
能
は
ず
、
威
武
も
屈
す
る
こ
と
能
は
ず
、 

此
れ
を
之
れ
大
丈
夫
と
謂
ふ
」(

『
孟
子
』
滕
文
公
下) 

 

(

原
文
漢
文
・
新
稲
法
子
訓
註『
都
繁
盛
記
註
解
』(

参
⑬)

の
訓
読
・
語
釈
よ
り
抜
粋) 

 

＊
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
参
⑨
で
も
言
及
。
参
⑭
に
も
翻
刻
・
改
題
あ
り
。 

 

新
稲
『
都
繁
盛
記
註
解
』(

参
㉖)

挿
入
図(

『
観
場
性 

根
玉
』(

天
明
頃
の
上
方
版
か)

「
襤
褸
錦
下
之
齣
」
図) 
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Ⅶ.鴨川浚(普請)後の大仏柳原庄   

・くりかえされる堤切れ … 安政 4 年・安政 5 年・万延 1 年 慶応１年 
堤の修理は「村弁」「村高惣割」 → 嵩む普請入用 

・村にのしかかる負担 → 銭座跡村・銭座跡出村にも村高に応じて賦課 
    ①.加茂川浚(普請)の際の費用の弁済 
    ②.堤の修築によって生じた潰れ地の年貢・高役 → 村高惣割 
       ③.上記(１)普請入用 

まとめ   

１.洪水対策としての鴨川浚(普請) 
 ・加茂川筋を一括した河川管理のきっかけ。ただし、その後も洪水は繰り返される。 

 
２.工事の遂行を支えた地域社会の公共的なしくみ 
・個々の村・町や農村部と市街地の枠を超えた連携 
・費用や労力などの負担 → 寄合の場での情報提供、利害調整や合意形成。 

 
３.被差別民の洪水対策への貢献と公共的な仕組みとの距離  

銭座跡村・出村   ・鴨川浚(普請)でも本村の本郷・上郷とともに労役、費用を分担。 
              ・人足の負担の仕方は、本村からの独立を目指す長期の紛争の過程で決定された

事項に基づく。 
・かつて本村から忌避された同じ人足仕事への従事は、一応は受け入れられて 
おり、人足賃の格差もない。 

・事後承諾ながら、工事の段取りや負担についての必要な情報は、伝達される。 
・ただし、本村の 10 倍をはるかに超える人口を擁し、独立を志向しても、あく 
まで枝村とされ、町村の合議・連携のしくみからは、外に置かれる存在。 
(同一身分内の合議の場も、階層格差のため参加者が極めて限定されたという問題もあり) 

   

七条水車小屋   ・この人々の存在なくしては、実施が困難だった大仏柳原庄の鴨川浚(普請) 
          →運搬・見廻りなどの他、一般農民がためらう危険な仕事も請け負う。 
          →「ヒニン」の職掌として知られてきた警吏・芸能・非人番や定使以外の場で

技能を発揮した事例。 
・町村の合議・連携のしくみの外に置かれる存在として、上記の公共的な仕事も、 
集落で絶大な力を持つ小屋頭を通して、賃仕事の１つとして請け負う 

 
４.今村家文書の被差別民に関する記録の魅力 
 ・被差別民とその他の住民との関係の変遷、対立だけでなく、歩み寄りの側面も見ることができる。 

  ・被差別民の屈せず主張する姿、技能によって地域に貢献する姿を見ることができる。 

今村家文書 1998・2201・2108・2231-１・2283-２(史料集・ 

参①掲載)  今村家文書 3675～3692 

幕末の洪水対策と被差別民
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ま
ず
最
初
に

　
今
日
は
朝
鮮
通
信
使
の
こ
と
自
体
と
い
う
よ
り
、
朝
鮮
通
信
使
が

描
か
れ
た
あ
る
絵
図
に
つ
い
て
お
話
を
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
絵
図
と
い
う
の
が
け
っ
こ
う
い
ろ
ん
な
意
味
で
波
乱
を
巻
き
起

こ
し
ま
し
た
。

　
こ
の
絵
図
と
い
う
の
は
ど
こ
を
舞
台
に
し
て
い
る
か
と
い
う
事
で

す
が
、
こ
こ
（
図
１
）
に
航
空
写
真
を
あ
げ
て
お
り
ま
す
。
真
ん
中

に
あ
る
の
が
、
淀
の
競
馬
場
で
す
。
そ
の
左
の
方
に
あ
り
ま
す
の
が

淀
城
址
。
こ
の
辺
り
で
起
き
た
こ
と
を
描
い
た
絵
図
に
つ
い
て
お
話

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
の
地
形
は
、
こ
の
絵
図

が
描
か
れ
ま
し
た
江
戸
時
代
と
は
相
当
違
っ
て
お
り
ま
す
。
現
在
は

競
馬
場
の
南
を
流
れ
て
い
る
の
が
宇
治
川
で
す
。
北
側
は
桂
川
で
す
。

宇
治
川
、
桂
川
が
木
津
川
と
合
流
し
て
淀
川
と
な
り
大
阪
の
方
へ
流

れ
て
い
ま
す
。
写
真
左
下
の
あ
た
り
が
い
わ
ゆ
る
三
川
合
流
地
点
で

す
。
江
戸
時
代
に
は
、
こ
の
川
の
流
れ
が
違
っ
て
い
ま
し
た
。
宇
治

川
は
淀
城
の
す
ぐ
北
の
と
こ
ろ
で
桂
川
と
合
流
し
て
い
ま
し
た
。
写

真
右
下
の
あ
た
り
は
今
は
田
圃
ば
か
り
で
巨
椋
池
の
干
拓
地
で
す
が
、

昭
和
の
中
頃
ま
で
は
大
き
な
池
で
し
た
。
淀
の
城
下
と
い
う
の
は
水

に
囲
ま
れ
た
地
域
で
し
た
。
こ
こ
で
起
き
た
こ
と
に
つ
い
て
お
話
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

図１　淀　航空写真（1990年、国土地理院撮影）

36



朝
鮮
通
信
使
と
は

　
こ
れ
（
図
２
）
が
「
あ
の
」
絵
図
、「
通

信
使
淀
城
下
到
着
図
」
で
す
。
淀
城
を

中
心
と
し
て
こ
の
地
域
で
起
き
た
こ
と

を
描
い
た
絵
図
で
す
。
こ
れ
は
何
を
描

い
て
い
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
場
所
と

し
て
は
江
戸
時
代
の
淀
城
下
。
ど
う
い

う
こ
と
を
描
い
て
い
る
か
と
い
う
と
、

淀
城
下
に
朝
鮮
通
信
使
が
や
っ
て
き
て
、

通
信
使
の
応
接
が
行
わ
れ
た
状
況
が
描

か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
朝
鮮
通
信
使

と
い
う
の
は
江
戸
時
代
に
朝
鮮
国
王
か

ら
派
遣
さ
れ
た
外
交
使
節
団
で
あ
り
、

江
戸
時
代
、
全
部
で
一
二
回
派
遣
さ
れ

て
、
そ
の
う
ち
の
一
一
回
は
江
戸
ま
で

往
復
し
て
お
り
ま
す
。
最
後
の
文
化
八

年
度
は
経
費
節
減
を
理
由
に
対
馬
止
ま

り
に
な
り
ま
し
た
。

　
日
本
へ
や
っ
て
く
る
理
由
は
徳
川
将

軍
家
の
代
替
わ
り
を
祝
う
た
め
で
す
。

図２　通信使淀城下到着図

（淀渡辺家所蔵、京都市歴史資料館寄託）

朝鮮通信使と「あの」絵図
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徳
川
将
軍
家
が
代
替
わ
り
を
し
た
ら
そ
の
数
年
後
、
適
当
な
時
期
を

選
ん
で
使
節
団
が
や
っ
て
来
ま
す
。
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
と
い

う
朝
鮮
国
王
の
国
書
を
持
っ
て
き
て
手
渡
す
。
外
交
使
節
団
で
す
ね
。

朝
鮮
半
島
か
ら
や
っ
て
く
る
場
合
に
は
、
対
馬
を
経
て
、
そ
れ
か
ら

下
関
、
当
時
の
言
葉
で
言
い
ま
す
と
馬
関
で
す
。
そ
こ
を
経
て
瀬
戸

内
海
へ
入
り
ま
す
。
瀬
戸
内
海
で
は
鞆
と
か
牛
窓
と
い
っ
た
港
町
に

停
泊
し
な
が
ら
大
坂
ま
で
や
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
が
海
上
路
で
す
。

瀬
戸
内
海
を
進
ん
で
大
坂
ま
で
や
っ
て
来
て
、
大
坂
で
川
船
に
乗
り

換
え
ま
す
。
こ
の
川
船
は
日
本
側
が
用
意
し
ま
し
た
。
川
船
で
淀
川

を
遡
っ
て
淀
で
上
陸
す
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
陸
路
を
通
っ
て
京

都
へ
や
っ
て
き
ま
す
。
京
都
へ
き
て
も
天
皇
に
は
謁
見
し
ま
せ
ん
。

天
皇
は
こ
の
朝
鮮
通
信
使
の
外
交
事
項
に
は
全
く
関
係
し
な
い
。
将

軍
家
だ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
陸
路
を
通
っ
て
江
戸
へ
や
っ
て
き
て
将

軍
に
拝
謁
し
ま
す
。
そ
の
後
、
同
じ
よ
う
な
コ
ー
ス
を
通
っ
て
帰
国

し
ま
す
。

通
信
使
が
淀
へ

　
江
戸
幕
府
を
あ
げ
て
歓
迎
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
当
時
と
し

て
は
一
大
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
山
城
の
淀
と
い
う
の
は
、
川
を
遡
っ
て

来
た
通
信
使
が
上
陸
し
て
陸
路
を
行
く
と
い
う
結
節
点
で
非
常
に
重

要
な
所
に
な
り
ま
す
。
山
城
国
淀
の
城
主
で
あ
る
稲
葉
家
が
藩
を
あ

げ
て
応
接
し
よ
う
と
し
た
の
が
こ
の
図
の
背
景
で
す
。

　
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）、
第
一
〇
回
目
の
朝
鮮
通
信
使
で
す
。

こ
の
時
、
通
信
使
は
大
坂
か
ら
淀
川
を
遡
っ
て
淀
へ
ま
い
り
ま
す
。

延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
の
五
月
一
日
に
大
坂
を
川
船
で
出
航
し
ま

し
た
。
そ
の
日
の
う
ち
に
淀
へ
着
い
て
淀
で
一
泊
す
る
と
い
う
予
定

で
し
た
。
一
泊
す
る
と
い
う
こ
と
は
饗
応
の
宴
会
も
あ
る
と
い
う
こ

と
で
、
淀
藩
と
し
て
は
非
常
に
期
待
と
い
う
か
、
腕
を
ま
く
り
上
げ

て
準
備
し
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
と
こ
ろ
が
そ
う
は
い
か
な
く
な
り

ま
し
た
。
と
い
う
の
は
大
坂
を
出
た
と
き
大
雨
が
降
り
出
し
ま
し
た
。

そ
の
日
の
う
ち
に
淀
ま
で
行
こ
う
と
思
っ
た
の
で
す
が
行
け
な
く
な
っ

た
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
淀
川
を
遡
る
船
は
自
力
で
は
航
行
で
き
ま
せ

ん
。
人
間
が
岸
か
ら
綱
を
も
っ
て
引
っ
張
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
と

こ
ろ
が
雨
で
地
面
が
ぬ
か
る
ん
で
綱
引
き
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と

で
、
途
中
ま
で
行
っ
て
枚
方
で
船
中
泊
に
な
り
ま
し
た
。
饗
応
の
御

馳
走
も
な
い
中
、
船
中
泊
を
し
て
、
翌
朝
に
出
発
し
て
淀
に
着
く
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
淀
の
方
で
は
一
泊
す
る
つ
も
り
で
万
全

の
準
備
を
進
め
て
い
た
の
で
す
が
、
い
き
な
り
一
泊
キ
ャ
ン
セ
ル
で

す
。
そ
の
翌
日
の
昼
頃
や
っ
て
き
て
、
お
昼
ご
飯
だ
け
食
べ
て
そ
の

日
の
う
ち
に
京
都
へ
出
発
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
、
テ
ン
ヤ
ワ
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ン
ヤ
の
応
接
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
応
接
と

い
う
の
を
描
い
た
の
が
こ
の
絵
図
で
ご
ざ
い
ま
す
。

渡
辺
善
右
衛
門
の
著
作

　
こ
の
絵
図
の
作
者
は
渡
辺
善
右
衛
門
と
い
う
淀
藩
士
で
す
。
渡
辺

善
右
衛
門
と
い
う
名
前
を
聞
い
て
も
、
こ
の
絵
図
を
知
っ
て
い
る
方

は
別
で
す
け
ど
、
人
名
辞
書
と
か
そ
う
い
っ
た
も
の
に
は
出
て
ま
い

り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
あ
る
所
で
は
非
常
に
有
名
な
の
で
す
。
あ
る

所
と
い
う
の
は
千
葉
県
佐
倉
市
で
す
。
淀
藩
主
の
稲
葉
家
は
千
葉
県

の
佐
倉
か
ら
淀
へ
引
っ
越
し
て
き
た
、
移
封
し
て
き
た
。
で
す
か
ら

渡
辺
善
右
衛
門
と
い
う
家
臣
は
最
初
佐
倉
に
い
て
、
そ
れ
か
ら
淀
へ

移
転
と
い
い
ま
す
か
、
宿
替
え
と
い
い
ま
す
か
、
そ
れ
で
や
っ
て
き

た
わ
け
で
す
。
京
都
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す

が
、
佐
倉
の
ほ
う
で
は
非
常
に
有
名
な
か
た
で
す
。
佐
倉
と
い
い
ま

す
と
、
も
ち
ろ
ん
長
嶋
茂
雄
で
す
。
そ
れ
か
ら
佐
倉
歩
兵
連
隊
。
そ

れ
か
ら
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
文
人
で
依
田
学
海
と
い
う
人
が

い
ま
し
て
、
そ
の
人
の
日
記
が
残
っ
て
い
て
非
常
に
面
白
い
。
そ
の

人
も
佐
倉
藩
士
で
す
。
最
近
で
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
が
有
名
で

す
が
、
江
戸
時
代
の
人
物
と
い
っ
た
場
合
に
は
、
地
元
で
は
こ
の
渡

辺
善
右
衛
門
が
知
名
度
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る

よ
う
で
す
。
こ
れ
（
図
版
省
略
―
編
集
部
）
も
渡
辺
善
右
衛
門
が
描

い
た
佐
倉
城
下
の
絵
図
で
す
。
こ
れ
が
佐
倉
の
方
で
は
評
判
に
な
っ

て
い
ま
す
。
よ
く
佐
倉
城
下
町
の
状
況
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
人
は
二
〇
代
く
ら
い
ま
で
佐
倉
に
い
て
先
ほ
ど
の
こ
う
い
う
絵

図
を
た
く
さ
ん
描
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
『
佐
倉
古
今
真
佐
子
』

と
い
う
佐
倉
の
地
誌
を
執
筆
い
た
し
ま
し
て
、
佐
倉
の
歴
史
を
調
べ

る
の
に
大
変
よ
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
こ
の

渡
辺
善
右
衛
門
と
い
う
人
は
佐
倉
の
著
名
人
で
す
。
と
こ
ろ
が
京
都

へ
移
っ
て
き
た
後
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
、
こ
の
落

差
が
非
常
に
面
白
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
（
図
３
）
も
渡
辺
善
右
衛
門
の
作
品
の
一
つ
で
す
。
先
ほ
ど

の
朝
鮮
通
信
使
の
絵
図
と
同
じ
こ
ろ
に
描
か
れ
ま
し
た
淀
城
下
の
絵

図
で
す
。
北
か
ら
桂
川
、
宇
治
川
、
そ
れ
か
ら
こ
の
一
番
下
の
木
津

川
に
囲
ま
れ
た
中
に
城
下
町
が
浮
か
ん
で
い
る
よ
う
な
感
じ
で
す
。

今
の
競
馬
場
の
あ
た
り
は
巨
椋
池
と
そ
れ
に
つ
づ
く
湿
地
帯
で
す
。

画
家
と
し
て
は
ヘ
タ
ウ
マ
で
す
。
し
か
し
非
常
に
細
か
い
と
こ
ろ
ま

で
描
き
こ
ん
で
い
て
、
こ
れ
が
特
色
で
す
。
ち
ょ
っ
と
本
題
と
外
れ

ま
す
が
、
こ
の
地
図
、
実
は
一
時
非
常
に
有
名
に
な
っ
た
の
で
す
。

新
選
組
が
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
で
敗
走
す
る
時
に
、
井
上
源
三
郎
と
い

う
人
が
こ
の
納
所
の
あ
た
り
で
戦
死
し
て
、
遺
体
を
こ
の
へ
ん
の
お

朝鮮通信使と「あの」絵図
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寺
で
あ
る
欣
浄
寺
に
埋
め
た
と
い
う
話
が
井
上
の
地
元
の
日
野
市
に

伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
欣
浄
寺
と
い
う
の
は
深
草
に
も
あ
り
ま
す
が
そ

こ
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
、
廃
寺
に
な
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
絵
図
に
は
納
所
に
欣
浄
寺
の
名
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
あ
ぁ

こ
れ
だ
と
い
う
の
で
一
時
、
東
京
都
日
野
市
、
新
選
組
の
故
郷
、
そ

こ
で
も
非
常
に
有
名
に
な
っ
た
地
図
で
す
。
残
念
な
こ
と
に
有
名
に

な
っ
た
と
い
う
の
は
長
続
き
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
淀
で
の
渡
辺
善
右
衛
門
の
朝
鮮
通
信
使
に
関
す
る
絵
図
に
つ
い
て

は
『
淀
渡
辺
家
所
蔵
朝
鮮
通
信
使
関
係
文
書
』（
野
地
秀
俊
・
吉
住

恭
子
・
伊
東
編
）
と
い
う
本
に
収
め
て
出
版
し
て
い
ま
す
。
淀
に
は

現
在
、
渡
辺
善
右
衛
門
の
子
孫
の
方
が
住
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

そ
こ
に
渡
辺
善
右
衛
門
が
作
っ
た
い
ろ
ん
な
史
料
、
あ
る
い
は
関
係

史
料
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
は
京
都
市
歴
史
資
料
館
に
寄
託
さ

れ
て
お
り
ま
す
。
以
下
お
も
な
も
の
を
挙
げ
ま
す
。

　
１ 

朝
鮮
人
来
聘
記

　
写
本
（
著
者
自
筆
本
）
七
巻
三
冊

　
特
筆
す
べ
き
な
の
は
こ
れ
（
図
４
）
で
す
。「
朝
鮮
人
来
聘
記
」

と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
内
容
（
図
５
）
で
、
通
信

使
の
風
俗
、
習
慣
あ
る
い
は
応
接
の
経
緯
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
詳

し
く
書
き
留
め
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
人
は
通
信
使
の
応
接

に
従
事
し
て
い
ま
し
た
。
よ
く
こ
ん
な
の
を
書
く
暇
が
あ
っ
た
な
と

思
う
く
ら
い
で
す
。
三
冊
合
わ
せ
ま
し
て
七
百
頁
近
く
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
あ
ま
り
硬
い
人
で
は
な
か
っ
た
ら
し
く
、
狂
歌
を
詠
み
な

が
ら
、
と
に
か
く
野
次
馬
根
性
を
発
揮
い
た
し
ま
し
て
、
詳
し
く
書

き
留
め
て
い
ま
す
。
あ
ま
り
詳
し
す
ぎ
て
汎
用
性
が
な
い
と
い
う
批

判
も
で
て
く
る
か
と
も
思
い
ま
す
が
、
と
も
か
く
目
に
触
れ
る
限
り

の
も
の
を
記
録
し
て
お
こ
う
と
い
う
精
神
で
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。

図３　淀城下

（淀渡辺家所蔵、京都市歴史資料館寄託）
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も
ち
ろ
ん
出
版
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
写
本
で
す
。
こ
れ
も
ち
ょ
っ

と
ま
た
本
筋
か
ら
離
れ
る
ん
で
す
が
、
写
本
と
い
う
の
は
何
か
と
い

う
と
、
印
刷
さ
れ
て
い
な
い
手
書
き
の
本
と
い
う
意
味
で
す
。
自
筆

の
も
の
で
も
「
写
本
」
で
す
。

　
２ 

通
信
使
行
列
図

　
写
本
（
著
者
自
筆
本
）
一
巻

　
こ
れ
（
図
６
）
は
朝
鮮
通
信
使
の
行
列
の
図
で
す
。
巻
物
で
す
か

ら
非
常
に
長
い
。
こ
れ
は
渡
辺
善
右
衛
門
が
描
い
た
自
筆
本
で
す
け

ど
も
、
京
都
大
学
に
は
こ
う
い
う
謄
写
本
（
図
版
省
略
―
編
集
部
）

が
あ
り
ま
す
。
模
写
で
す
。

　
３ 

宗
対
馬
守
行
列
図

　
写
本
（
著
者
自
筆
本
）
一
巻

　
こ
れ
（
図
７
）
は
通
信
使
に
つ
い
て
き
た
宗
対
馬
守
、
対
馬
藩
主

の
行
列
で
す
。
駕
籠
に
乗
っ
て
い
る
の
が
対
馬
藩
主
で
す
。

　
４ 

漢
人
戯
馬
図

　
写
本
（
著
者
自
筆
本
）
一
巻

　
こ
れ
（
図
８
）
は
馬
上
才
と
い
い
ま
し
て
、
江
戸
城
で
行
わ
れ
た

曲
乗
り
で
す
。
通
信
使
が
こ
う
い
う
曲
乗
り
を
や
っ
て
将
軍
に
見
て

も
ら
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
馬
も
持
っ
て
き
て
い
る
ん
で
す
。

日
本
の
馬
の
よ
う
に
小
さ
い
や
つ
で
は
な
く
て
、
非
常
に
大
き
な
馬

で
こ
う
い
う
も
の
を
や
っ
て
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
ね
。
そ
の
状
況
を
描
い
た
の
が
こ
れ
で
す
。
こ
れ
は
淀
で
や
っ

た
や
つ
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
江
戸
城
内
で
や
っ
た
の
で
渡
辺
善
右
衛

図４　朝鮮人来聘記第１冊表紙

（淀渡辺家所蔵、京都市歴史資料館寄託）

図５　朝鮮人来聘記　第３冊より

（淀渡辺家所蔵、京都市歴史資料館寄託）
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図６　朝鮮人行列図

（淀渡辺家所蔵、京都市歴史資料館寄託）

図７　宗対馬守行列図

（淀渡辺家所蔵、京都市歴史資料館寄託）
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門
は
話
を
聞
い
て
こ
れ
を
描
い
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
５ 

朝
鮮
人
御
饗
応
御
献
立

　
写
本

　
一
冊

　
こ
れ
（
図
９
）
は
応
接
し
た
側
が
差
し
出
し
た
御
馳
走
の
献
立
で

す
。
こ
れ
も
淀
で
の
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
渡
辺
善
右
衛
門

じ
ゃ
な
く
て
別
の
方
が
お
書
き
に
な
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け

ど
、
渡
辺
家
の
史
料
と
し
て
そ
の
中
に
含
め
て
い
ま
す
。

　
こ
う
い
っ
た
も
の
は
現
在
、
淀
の
渡
辺
家
に
残
っ
て
い
る
も
の
で

す
が
、
今
日
の
お
話
の
絵
図
と
「
通
信
使
行
列
図
」、
こ
れ
だ
け
は

つ
い
近
年
ま
で
ど
こ
に
あ
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ど
こ
に
あ

る
か
分
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
遠
慮
し
た
話
で
、
本

当
は
わ
か
っ
て
い
た
の
で
す
。
京
大
で
す
。
京
都
帝
国
大
学
が
大
正

年
間
に
こ
の
文
書
を
調
査
し
て
借
り
て
い
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

ど
う
い
う
わ
け
か
二
つ
だ
け
返
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
こ
の
所
蔵

者
の
方
と
私
と
同
道
し
て
京
大
へ
行
き
、
こ
う
い
う
こ
と
で
京
大
の

方
に
あ
る
は
ず
だ
か
ら
、
見
つ
け
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
を
お
願
い

し
ま
し
た
ら
、
探
し
て
く
れ
て
見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
う
い
う
話
は

よ
く
あ
る
ん
で
す
。大
学
が
持
っ
て
行
っ
て
ど
こ
か
へ
行
っ
て
し
ま
っ

た
。
九
〇
年
た
っ
て
探
し
て
見
つ
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
ま
ぁ
美
談

と
ま
で
も
い
か
な
い
で
す
が
、
一
所
懸
命
探
し
て
く
れ
た
と
い
う
こ

と
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
京
大
の
方
で
よ
く
や
っ
て
く
れ
た

図８　漢人戯馬図

（淀渡辺家所蔵、京都市歴史資料館寄託）
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通
信
使
淀
城
下
到
着
図

　
再
発
見

　
京
大
に
原
本
が
あ
っ
て
行
方
が
分
か
ら
な
か
っ
た
間
に
、
こ
の
絵

図
は
史
料
と
し
て
使
わ
れ
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
と
、
そ

う
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
。
京
大
の
方
で
非
常
に
精
密
な
模
写
を
作
っ

て
お
り
ま
し
た
。
先
ほ
ど
の
絵
図
（
図
２
）
の
寸
分
た
が
わ
な
い
模

写
で
す
。
当
時
、
東
京
帝
国
大
学
と
京
都
帝
国
大
学
に
は
写
字
生
と

い
う
人
た
ち
が
い
た
ん
で
す
。
古
文
書
な
ん
か
が
出
て
き
た
場
合
は

寸
分
た
が
わ
ず
写
し
て
い
く
と
い
う
技
術
を
も
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。

そ
う
い
っ
た
人
た
ち
が
お
そ
ら
く
写
し
た
ん
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

本
当
に
精
密
な
写
し
で
す
。
写
真
な
ん
か
で
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
ま

で
綺
麗
に
写
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
原
本
と
ど
こ
が
違
う
か
と
い
う

と
、
左
下
隅
に
ハ
ン
コ
が
押
さ
れ
て
い
ま
す
。
京
都
帝
国
大
学
と
い

う
ハ
ン
コ
で
す
。
こ
れ
が
目
印
に
な
っ
て
写
し
と
本
物
（
原
本
）
と

の
区
別
が
つ
き
ま
す
。
し
ば
ら
く
展
覧
会
な
ど
に
出
さ
れ
る
時
は
こ

れ
が
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
原
本
は
全
く
行
方
が
分
か
ら
ず
近
年
で

て
き
た
ん
で
す
。
こ
う
い
う
風
に
ち
ょ
っ
と
劇
的
な
運
命
を
た
ど
っ

た
の
が
こ
の
絵
図
で
あ
っ
て
、
絵
図
の
原
本
が
出
て
き
た
こ
と
で
京

都
市
歴
史
資
料
館
で
は
展
覧
会
を
や
り
ま
し
た
（
図
10
）。
掛
け
軸

に
な
っ
て
い
ま
す
。元
々
京
大
が
借
り
て
い
っ
た
時
に
は
掛
け
軸
じ
ゃ

な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
折
り
た
た
ん
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
探
す
時
に

と
い
う
ふ
う
に
感
じ
て
お
り
ま
す
。

図９　朝鮮人御饗応御献立

（淀渡辺家所蔵、京都市歴史資料館寄託）
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折
り
た
た
ん
だ
や
つ
ば
か
り
探
し
て
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
視
点
を

変
え
て
他
の
も
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
掛
け
軸
ま
で
探
し
て
い
っ

た
ら
こ
れ
が
見
つ
か
っ
た
と
い
う
説
明
を
聞
い
て
お
り
ま
す
。

通
信
使
淀
城
下
到
着
図

　
ど
ん
な
図
な
の
か

　
ま
ず
、
こ
の
絵
図
は
ど
う
い
う
基
本
的
な
性
格
が
あ
る
か
と
い
う

こ
と
で
す
が
、「
異
時
同
図
法
」
を
使
っ
た
図
で
す
。
こ
れ
を
知
ら

な
い
と
、
こ
の
絵
図
を
見
る
時
に
誤
解
を
招
く
と
い
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
こ
の
絵
図
を
見
る
時
に
確
実
に
お
ぼ
え
て
お
か
な
け

れ
ば
い
け
な
い
知
識
で
あ
り
ま
す
。
異
時
同
図
法
と
い
う
の
は
、
同

じ
一
枚
の
絵
図
の
中
に
同
じ
人
や
場
面
が
た
く
さ
ん
出
て
く
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
時
が
異
な
る
の
に
同
じ
図
の
中
に
同
じ
人
が
描
か
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
中
世
の
絵
巻
な
ん
か
で
は
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
た

手
法
な
ん
で
す
が
、
実
は
こ
れ
が
朝
鮮
通
信
使
の
絵
の
中
に
も
使
わ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
知
ら
な
い
と
、
こ
の
絵
図
自

体
が
理
解
で
き
ま
せ
ん
。

　
次
に
、
絵
図
に
描
か
れ
た
場
面
と
い
う
も
の
も
現
在
の
淀
と
相
当

違
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
も
見
て
ほ
し
い
。
図
11
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
中
央
や
や
右
よ
り
に
見
え
る
の
が
淀
城
の
天
守
で
す
。
宝
暦
六

年
（
一
七
五
六
）
に
焼
失
し
て
そ
の
後
は
再
建
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

図10　戻ってきた到着図を京都市歴史資料館で展示　2010年３月
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天
守
の
前
を
流
れ
る
の
が
宇
治
川
で
す
。
現
在
こ
の
辺
り
は
全
部
陸

地
に
な
っ
て
い
ま
す
。
右
方
向
が
大
坂
、
左
が
伏
見
で
す
。
鳥
羽
街

道
を
通
っ
て
京
都
へ
行
く
道
で
す
。
淀
川
の
水
を
淀
城
の
場
内
の
庭

園
に
引
き
入
れ
る
巨
大
な
水
車
が
有
名
で
す
が
、
こ
の
図
に
は
記
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
（
図
12
）
は
渡
辺
善
右
衛
門
が
描
い
た
水
車

の
図
で
す
。
宇
治
川
に
は
淀
小
橋
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
淀
小

橋
と
い
う
の
は
小
橋
と
い
う
名
前
が
つ
い
て
お
り
ま
す
が
、
交
通
の

要
衝
で
し
た
。
伏
見
か
ら
淀
の
方
へ
や
っ
て
き
て
淀
小
橋
を
通
り
、

図11　到着図の概要

図12　淀城水車図

（淀渡辺家所蔵、京都市歴史資料館寄託）
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こ
こ
を
抜
け
て
大
坂
の
方
へ
出
ま

す
。
こ
こ
に
は
船
着
き
場
も
あ
っ

て
こ
こ
か
ら
三
〇
石
船
な
ん
か
に

乗
り
込
む
わ
け
で
す
。
京
都
へ
行

く
場
合
は
鳥
羽
街
道
を
通
っ
て
京

都
へ
行
く
、
こ
う
い
う
交
通
の
要

衝
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
小
橋
と

い
っ
て
も
小
さ
い
橋
で
は
あ
り
ま

せ
ん
、
宇
治
川
に
か
か
っ
た
全
長

一
三
〇
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
大
き

な
橋
で
す
。
そ
の
下
を
船
が
た
く

さ
ん
く
ぐ
っ
て
い
る
。
こ
の
宇
治

川
の
水
上
交
通
は
盛
況
を
き
わ
め
、

い
ろ
ん
な
種
類
の
船
が
往
き
還
り

し
て
い
ま
し
た
。
夜
間
も
こ
こ
を

通
り
ま
す
か
ら
、
夜
間
に
は
こ
う

い
う
か
が
り
火
（
図
13
）
が
た
か

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
図
14
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ

が
淀
城
で
す
ね
。
宇
治
川
が
こ
う

図13　「かがり火船」通信使淀城下到着図

（淀渡辺家所蔵、京都市歴史資料館寄託）

図14　宇治川・木津川流路変更略図（伊東作成）

朝鮮通信使と「あの」絵図
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流
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
、
現
在
は
点
線
の
よ
う
に
流
路
が
変
わ
っ
て
、

木
津
川
も
こ
う
い
う
ふ
う
に
変
わ
っ
て
い
る
。
当
時
は
木
津
川
と
宇

治
川
と
桂
川
と
、
そ
れ
と
巨
椋
池
と
そ
の
西
端
に
大
き
な
湿
地
帯
、

こ
れ
に
挟
ま
れ
た
水
に
浮
か
ぶ
城
下
町
と
い
う
の
が
こ
の
淀
の
状
況

で
す
。
要
す
る
に
か
な
り
現
在
と
は
違
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

淀
小
橋
が
交
通
の
要
衝
と
い
う
こ
と
は
お
さ
え
て
お
い
て
頂
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

通
信
使
到
着

　
そ
れ
で
は
具
体
的
に
こ
の
絵
図
の
細
か
い
と
こ
ろ
を
見
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
い
か
に
異
時
同
図
法
と
い
う
も
の
が
含

ま
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
も
見
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　
こ
れ
（
図
15
）
は
淀
川
を
遡
っ
て
き
た
朝
鮮
通
信
使
の
一
団
が
淀

へ
着
く
場
面
で
ご
ざ
い
ま
す
。
板
で
敷
い
た
船
着
き
場
、
絵
図
で
は

朱
色
の
線
で
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
横
に
「
カ
ン
カ
ン
」
と
書

い
て
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
お
そ
ら
く
こ
れ
は
「
ら
ん
か
ん
」
じ
ゃ

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
船
が
並
ん
で
い
る
。
そ
れ
か
ら
小
舟

が
出
て
い
ま
す
。
大
き
な
船
、
こ
れ
は
江
戸
幕
府
と
諸
藩
が
用
意
し

た
船
で
い
わ
ば
歓
迎
船
で
す
。国
書
を
載
せ
た
浪
速
丸
、副
使
が
乗
っ

た
土
佐
丸
、
正
史
が
乗
っ
た
孔
雀
丸
、
従
事
官
が
乗
っ
た
中
土
佐
丸
、

江
戸
幕
府
と
諸
藩
か
ら
派
遣
さ
れ
た
船

が
通
信
使
の
御
座
船
で
す
。
た
だ
こ
う

い
う
船
に
乗
れ
な
い
下
っ
端
の
人
は
普

通
の
船
に
乗
っ
て
い
ま
す
。
ほ
ん
と
に

こ
ん
な
大
き
な
船
が
淀
川
を
航
行
で
き

た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
う
い
う

も
の
で
や
っ
て
来
て
こ
こ
に
着
岸
し
ま

し
た
。
淀
の
観
光
案
内
で
は
、
こ
の
船

着
き
場
を
唐
人
雁
木
（
と
う
じ
ん
が
ん

ぎ
）
と
呼
ん
だ
と
し
て
い
ま
す
。
唐
人

と
い
う
の
は
唐
の
人
、
こ
の
場
合
は
通

信
使
で
す
。
雁
木
と
い
う
の
は
よ
く
船

着
き
場
な
ん
か
に
あ
る
階
段
状
に
な
っ

た
下
の
方
へ
降
り
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
船
着
き
場
の
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は

こ
の
よ
う
な
雁
木
で
は
な
く
、
お
そ
ら

く
大
き
な
船
に
も
適
応
す
る
ち
ゃ
ん
と

し
た
船
着
き
場
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
よ
く
解
説
書
に
は
雁
木
と
い

う
階
段
状
の
船
着
き
場
が
通
信
使
の
上

図15　「川船の列と船着場」通信使淀城下到着図

（淀渡辺家所蔵、京都市歴史資料館寄託）
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陸
に
用
い
ら
れ
た
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
誤
解

だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
だ
け
大
き
い
船
か
ら
降
り
て
く
る
と
き
に
階

段
状
の
一
番
下
の
所
ま
で
降
り
て
く
る
、
そ
う
い
う
こ
と
は
し
ま
せ

ん
。
ち
ゃ
ん
と
し
た
船
着
き
場
を
作
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。

到
着
を
迎
え
る

　
こ
う
い
う
船
団
が
大
坂
か
ら
や
っ
て
く
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
予

定
で
は
大
坂
を
朝
に
た
っ
て
夜
に
淀
に
着
く
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

い
て
灯
り
が
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
の
で
、
こ
う
い
う
船
（
図
13
）

が
用
意
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
つ
ま
り
焚
火
を
た
く
船
で
す
。
薪
船
か

ら
薪
を
補
充
し
て
こ
う
い
う
か
が
り
火
を
焚
い
た
と
い
う
こ
と
ら
し

い
で
す
ね
。
紋
所
も
つ
い
て
お
り
ま
す
。「
折
敷
に
三
の
字
」
と
い

う
稲
葉
家
の
紋
所
で
す
。
実
際
に
は
、
雨
で
半
日
遅
れ
て
昼
間
に
着

い
た
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
こ
れ
は
実
際
の
風
景
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

絵
と
い
う
の
は
実
際
起
こ
っ
た
こ
と
を
描
い
た
も
の
だ
と
い
う
俗
説

が
ま
か
り
と
お
っ
て
い
ま
す
。歴
史
学
を
や
っ
て
い
る
人
は
よ
く
ひ
っ

か
か
り
ま
す
。
絵
と
い
う
の
は
絵
空
事
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、

空
想
の
こ
と
は
何
で
も
描
け
る
ん
で
す
。
描
け
る
け
れ
ど
も
、
空
想

の
こ
と
は
少
な
い
や
ろ
か
ら
い
く
ら
か
は
本
当
や
ろ
と
片
付
け
て
い

る
わ
け
で
す
が
、
世
の
中
に
は
絵
に
描
い
て
あ
る
こ
と
は
全
部
ほ
ん

ま
や
と
い
う
ふ
う

に
感
じ
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
方
も
い
る

の
で
、
ど
う
も
油

断
が
で
き
な
い
。

こ
れ
は
実
際
の
光

景
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
実
際
に
は
使

わ
れ
な
か
っ
た
と

渡
辺
善
右
衛
門
も

書
い
て
い
ま
す
。

　
船
団
が
や
っ
て

く
る
前
に
は
、
淀

川
の
川
底
が
非
常

に
浅
く
な
っ
て
い

る
の
で
川
底
の
砂

浚
え
を
や
る
船
も

で
て
い
ま
す
（
図

16
）。
砂
浚
え
を
、

船
が
や
っ
て
き
た

図16　「砂さらい船」通信使淀城下到着図

（淀渡辺家所蔵、京都市歴史資料館寄託）
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時
に
や
る
わ
け
な
い
で
す
よ
ね
。
事
前
に
や
る
の
が
普
通
で
し
ょ
う
。

そ
れ
を
同
じ
画
面
に
描
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
あ
ん
ま
り

絵
を
信
用
し
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん
。
ま
っ
た
く
信
用
し
な
い
の
も
あ
き

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
慎
重
に
見
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
な
ん
で
す
ね
。

想
像
と
実
景
と
は
常
に
差
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
絵
を
見
る
時
に
は

念
頭
に
置
い
て
お
か
な
い
と
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
こ
と
が
時
々

あ
る
。
特
に
歴
史
家
は
そ
う
で
す
。
歴
史
家
は
絵
に
描
い
て
あ
る
こ

と
は
全
部
ほ
ん
ま
も
ん
や
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
こ
（
図
17
）

に
「
ミ
ホ
印
ノ
竹
」
と
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
み
お
つ
く
し
」
で
、

こ
こ
ら
辺
が
ど
の
く
ら
い
の
深
さ
か
と
竹
で
示
し
て
航
路
を
示
す
と

い
う
の
が
こ
れ
の
役
目
で
す
。
こ
う
い
う
も
の
を
立
て
て
、
準
備
怠

り
な
く
淀
藩
と
し
て
は
朝
鮮
通
信
使
を
迎
え
よ
う
と
し
た
と
い
う
の

が
こ
の
絵
図
に
描
か
れ
た
こ
と
な
ん
で
す
。

船
着
場
の
よ
う
す

　
こ
れ
（
図
18
）
は
上
陸
し
た
人
た
ち
で
す
。
角
の
よ
う
な
も
の
が

見
え
ま
す
が
こ
れ
は
朝
鮮
通
信
使
団
員
の
帽
子
で
す
。
船
着
場
に
下

り
て
き
た
人
た
ち
が
こ
こ
に
た
む
ろ
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
三
つ
、

通
信
使
の
偉
い
さ
ん
た
ち
が
乗
る
輿
が
あ
り
ま
す
。「
榻
輿（
と
う
よ
）」

と
い
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
こ
れ
（
図
19
）
は
虎
か
豹
の
皮
を
敷
い
た

輿
で
す
け
れ
ど
、
こ
れ
も
通
信
使
が
の
っ
て
い
く
輿
で
す
。
駕
籠
に

は
乗
り
ま
せ
ん
。
椅
子
に
座
っ
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
持
ち
上
げ
る
形

の
輿
に
乗
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
を
担
ぐ
の
は
勿
論
日
本
人
で
す
。

豹
の
皮
は
い
ざ
将
軍
に
会
い
に
行
く
時
、
威
儀
を
正
し
て
乗
っ
て
く

時
に
乗
っ
て
い
く
輿
で
す
。「
榻
輿
」
に
は
通
信
使
の
正
使
、
副
使
、

従
事
官
が
乗
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
を
担
い
で
い
る
の
は
対
馬
藩
士
、

あ
る
い
は
対
馬
藩
に
雇
わ
れ
た
ひ
と
た
ち
で
す
。
対
馬
藩
が
行
列
の

図17　「みお竹」通信使淀城下到着図

（淀渡辺家所蔵、京都市歴史資料館寄託）
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図18　「通信使の輿」通信使淀城下到着図

（淀渡辺家所蔵、京都市歴史資料館寄託）

図19　「豹皮の輿」朝鮮人行列図

（淀渡辺家所蔵、京都市歴史資料館寄託）

朝鮮通信使と「あの」絵図
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責
任
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
そ
の
榻
輿
の
横
に
乗
り
物
み

た
い
な
や
つ
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
（
図
20
）
が
国
書
の
輿
で
す
。
こ

の
中
に
朝
鮮
国
王
か
ら
の
親
書
が
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
親
書
は
二

通
あ
り
ま
す
。
将
軍
家
重
あ
て
が
一
通
、
前
将
軍
吉
宗
あ
て
が
一
通

で
す
。

　
対
馬
藩
主
は
案
内
の
責
任
者
で
す
か
ら
独
立
し
た
船
に
乗
っ
て
一

番
先
に
到
着
い
た
し
ま
す
。
通
信
使
の
一
行
を
先
導
す
る
形
で
行
列

を
つ
く
る
ん
で
す
ね
。
こ
こ
（
図
21
）
に
「
波
渡
場
」
と
書
か
れ
て

い
ま
す
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
に
「
カ
ン
カ
ン
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、

欄
干
が
見
え
ま
す
。
こ
こ
か
ら
降
り
ま
す
。
駕
籠
が
見
え
ま
す
。
そ

の
ま
わ
り
に
家
来
た
ち
が
平
服
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
駕
籠
（
図

７
）
に
乗
っ
て
ず
っ
と
一
緒
に
行
く
わ
け
で
す
。

淀
小
橋
の
ほ
と
り

　
こ
こ
（
図
22
）
に
あ
る
の
が
淀
小
橋
で
す
。
船
着
場
か
ら
淀
小
橋

を
通
っ
て
淀
の
城
下
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
淀
小
橋
は
先
ほ
ど

言
い
ま
し
た
よ
う
に
非
常
に
長
い
橋
で
す
。
小
橋
と
い
っ
て
お
き
な

が
ら
大
き
な
橋
で
す
。
こ
の
横
に
「
船
つ
き
カ
ン
キ
」
と
書
か
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
階
段
状
に
な
っ
た
船
着
場
で
す
。
こ
こ
に
は
淀
川

を
上
下
す
る
三
〇
石
船
が
と
ま
り
ま
す
。
こ
こ
で
客
を
降
ろ
し
た
り

図20　「国書の輿」通信使淀城下到着図

（淀渡辺家所蔵、京都市歴史資料館寄託）
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図22　「淀小橋」通信使淀城下到着図

（淀渡辺家所蔵、京都市歴史資料館寄託）

図21　「宗対馬守の到着」通信使淀城下到着図

（淀渡辺家所蔵、京都市歴史資料館寄託）

朝鮮通信使と「あの」絵図
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乗
せ
た
り
し
ま
す
。
こ
こ
で
降
り
た
客
は
伏
見
ま
で
行
か
ず
に
、
こ

こ
か
ら
鳥
羽
街
道
を
経
由
し
て
東
寺
の
所
へ
出
る
と
い
う
コ
ー
ス
を

と
り
ま
す
。
こ
の
淀
小
橋
を
渡
っ
て
淀
の
城
下
へ
入
っ
て
い
く
と
い

う
こ
と
で
す
。
図
23
に
「
大
坂
カ
シ
ョ
（
過
書
）」
と
書
い
て
あ
り

ま
す
が
、
こ
れ
が
三
〇
石
船
で
す
。
こ
う
い
う
苫
を
は
っ
た
屋
根
が

特
徴
で
す
。
淀
小
橋
の
た
も
と
に
は
番
所
が
あ
っ
て
、「
馬
シ
ャ
ク
」

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
バ
シ
ャ
ク
」
と
い
う
の
は
非
常
に
古
い
言

葉
で
す
け
れ
ど
も
、
淀
と
い
う
の
は
宿
場
町
で
す
。
本
陣
と
か
は
あ

り
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
こ
こ
で
馬
の
交
換
を
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
で
す
か
ら
こ
こ
に
馬
の
交
換
所
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
馬
借

と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　
先
ほ
ど
の
船
着
場
の
方
で
は
、
船
か
ら
降
り
て
ま
だ
出
発
し
て
い

な
い
ん
で
す
け
れ
ど
、
絵
図
に
は
町
の
中
に
朝
鮮
通
信
使
の
団
員
が

入
り
込
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
が
異
時
同
図
法
で
す
。
降
り
た
ば
か
り

の
団
員
が
こ
こ
に
描
い
て
あ
る
け
れ
ど
も
、
別
の
と
こ
ろ
で
は
す
で

に
町
の
中
に
入
り
込
ん
で
い
る
通
信
使
が
描
い
て
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。
こ
こ
に
高
札
場
が
あ
り
ま
す
。
三
条
大
橋
の
と
こ
ろ
の
高

札
場
と
同
じ
よ
う
に
、
一
般
的
な
お
触
れ
み
た
い
な
も
の
が
書
か
れ

て
い
ま
す
。
実
は
渡
辺
善
右
衛
門
は
こ
の
辺
り
に
詰
め
て
い
た
ん
で

す
ね
。
こ
の
辺
り
に
詰
め
て
い
な
が
ら
、
い
ろ
ん
な
所
に
行
っ
て
い

図23　「高札場」通信使淀城下到着図

（淀渡辺家所蔵、京都市歴史資料館寄託）

54



ろ
ん
な
見
聞
を
し
て
い
る
。
あ
ん
ま
り
腰
が
重
い
か
た
で
は
な
か
っ

た
よ
う
で
す
。
ち
ょ
っ
と
何
か
あ
っ
た
ら
、
す
ぐ
抜
け
出
し
て
ち
ょ

こ
っ
と
見
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
な
人
な
ん
で
す
ね
。

そ
う
い
う
人
で
あ
っ
た
感
じ
が
こ
の
絵
か
ら
は
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ

（
図
24
）
は
軍
官
の
宿
で
す
。
武
官
、
軍
人
が
つ
い
て
き
ま
す
。
そ

の
人
た
ち
の
宿
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

淀
小
橋
畔
の
騒
動

　
淀
小
橋
を
渡
っ
た
す
ぐ
の
と
こ
ろ
（
図
25
）
で
騒
ぎ
が
起
こ
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
出
発
の
時
に
馬
が
暴
れ
た
り
し

て
こ
こ
ら
へ
ん
で
騒
ぎ
に
な
っ
た
と
い
う
記
事
が
、
先
ほ
ど
の
「
朝

鮮
人
来
聘
記
」
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
馬
が
走
っ
て
、
そ
れ
を
止
め

よ
う
と
す
る
人
た
ち
で
大
騒
ぎ
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

　
一
方
に
は
船
が
つ
い
た
ば
か
り
の
と
こ
ろ
が
描
か
れ
、
一
方
で
は

出
発
の
と
こ
ろ
の
状
況
を
描
い
て
い
る
。
こ
れ
が
異
時
同
図
法
で
す
。

図24　「軍官の宿所」通信使淀城下到着図

（淀渡辺家所蔵、京都市歴史資料館寄託）

図25　「淀小橋南の騒動」通信使淀城下到着図

（淀渡辺家所蔵、京都市歴史資料館寄託）
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だ
か
ら
よ
く
誤
解
し
て
、
ま
だ
船
が
着
い
た
ば
か
り
の
時
に
こ
う
い

う
騒
ぎ
が
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
よ
っ
ぽ
ど
喧
嘩
好
き
の
連

中
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
人
が
時
々
い
ま
す
。
そ
う

じ
ゃ
な
く
て
時
間
を
お
い
て
い
る
の
が
異
時
同
図
法
で
す
。
し
か
し

ま
ぁ
、
よ
く
こ
れ
だ
け
よ
く
細
か
く
描
い
た
も
の
だ
な
と
感
心
し
て

し
ま
い
ま
す
。

客
屋

　
通
信
使
の
迎
賓
館

　
こ
れ
（
図
26
）
は
淀
藩
の
客
館
、
お
客
さ
ん
の
館
で
す
。
つ
ま
り

淀
藩
の
迎
賓
館
で
す
。
茅
葺
の
屋
根
で
す
。
こ
こ
に
「
折
敷
に
三
文

字
」
と
い
う
淀
藩
稲
葉
家
の
家
紋
の
あ
る
幔
幕
を
は
っ
て
、
お
客
さ

ん
を
迎
え
る
用
意
を
し
て
い
る
。
こ
こ
に
通
信
使
の
幹
部
連
中
が
泊

ま
る
予
定
に
な
っ
て
い
た
ん
で
す
。
実
際
は
泊
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
。
後
ろ
の
方
に
幕
を
張
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
後
ろ
は
お
城
、
天
守

閣
で
す
。
天
守
閣
が
見
え
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
お
城
が
見
え

な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
の
は
、
よ
く
言
え
ば
、
こ
の
時
の
大
名
の

教
養
で
し
ょ
う
ね
。
自
分
が
守
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
ら
れ
な
い
よ

う
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
あ
た
り
に
は
賓
客
を
迎
え
る
た

め
に
、
今
で
い
え
ば
毛
氈
が
敷
か
れ
る
所
な
ん
で
す
が
、
こ
の
時
代

で
は
ム
シ
ロ
が
敷
か
れ
て
い
ま
す
。お
粗
末
な
接
待
と
い
う
わ
け
じ
ゃ

な
い
。
ム
シ
ロ
を
敷
く
の
が
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
し
た
。
警
備
の
た
め

の
番
所
が
あ
り
ま
す
。
幹
部
連
中
は
先
ほ
ど
の
船
着
場
か
ら
淀
小
橋

を
通
っ
て
城
下
へ
入
っ
て
こ
こ
へ
や
っ
て
き
て
、一
泊
す
る
予
定
だ
っ

た
ん
で
す
が
、
そ
の
予
定
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
客
屋
の

門
前
に
は
火
消
し
道
具
の
置
き
場
が
臨
時
に
設
置
さ
れ
て
い
ま
す（
図

27
）。
大
き
な
団
扇
が
あ
り
ま
す
。
団
扇
で
何
を
す
る
か
と
い
う
と
、

火
を
煽
っ
て
火
の
粉
が
こ
ち
ら
に
向
か
わ
な
い
よ
う
に
飛
ば
し
て
し

ま
う
。
箒
や
梵
天
は
火
の
粉
を
防
ぐ
も
の
で
す
。
さ
ら
に
天
水
桶
な

図26　「客屋」通信使淀城下到着図

（淀渡辺家所蔵、京都市歴史資料館寄託）
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ど
、
こ
れ
を
何
カ
所
か
に
設
置
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
実
際

に
は
風
が
で
た
ら
ど
う
し
ょ
う
も
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
通
信

使
を
迎
え
る
の
に
華
や
か
さ
を
添
え
る
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
意
味

で
も
こ
う
い
う
の
を
設
け
た
ん
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

宗
対
馬
守
本
陣

　
通
信
使
は
、
そ
れ
ぞ
れ
位
に
応
じ
て
宿
舎
が
定
め
ら
れ
て
お
り
ま

す
か
ら
休
憩
の
時
も
そ
こ
に
入
っ
た
ん
で
す
が
、
引
率
し
て
き
た
対

馬
藩
主
は
ど
こ
へ
行
く
か
と
い
う
と
、
城
下
の
先
ほ
ど
の
全
体
の
図

か
ら
い
く
と
左
上
の
方
に
宗
対
馬
守
宿
と
い
う
ふ
う
に
看
板
が
掲
げ

ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
こ
（
図
28
）
に
設
置
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
臨
時
で
す
。
お
そ
ら
く
大
き
な
家
を
接
収
し
た
ん
で
し
ょ
う

ね
。
こ
う
い
う
臨
時
の
本
陣
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
本
陣
の

前
を
こ
れ
だ
け
人
が
行
き
か
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
ま
ぁ
あ
ん

図27　「火消道具」通信使淀城下到着図

（淀渡辺家所蔵、京都市歴史資料館寄託）

図28　「宗対馬守本陣」通信使淀城下到着図

（淀渡辺家所蔵、京都市歴史資料館寄託）
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ま
り
い
か
め
し
い
も
ん
で
は
な
か
っ
た
ん
で
は
と
思
い
ま
す
。
宗
対

馬
守
は
馬
を
引
い
て
き
て
い
ま
す
。
武
士
で
す
か
ら
ね
、
ふ
だ
ん
は

駕
籠
に
乗
っ
て
も
然
る
べ
き
時
は
馬
に
乗
っ
て
威
儀
を
し
め
さ
な
け

れ
ば
い
け
な
い
。
宗
対
馬
守
の
本
陣
の
向
か
い
あ
た
り
に
馬
屋
が
あ

り
ま
す
（
図
29
）。「
宗
対
馬
守
殿
仮
馬
屋
左
右
に
て
拾
六
建
」
と
書

か
れ
て
い
ま
し
て
、
こ
こ
に
臨
時
の
馬
屋
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
馬

屋
の
前
に
も
火
消
し
道
具
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
馬
屋
の
中
ま
で

は
さ
す
が
に
根
が
つ
き
た
の
で
し
ょ
う
ね
、
馬
を
描
け
ば
よ
さ
そ
う

な
も
の
で
す
が
描
か
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

　
そ
の
対
馬
藩
の
家
老
連
中
は
別
の
宿
舎
を
も
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
家
老
杉
村
太
蔵
と
い
う
人
の
宿
で
す
（
図
30
）。
対
馬
藩
の
幹
部

連
中
は
こ
う
い
う
所
へ
泊
ま
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
他
の
藩
士
、
足
軽

と
か
そ
う
い
う
連
中
は
ま
た
や
っ
ぱ
り
宿
を
と
ら
な
け
れ
ば
い
け
な

い
。
た
い
て
い
の
場
合
そ
れ
は
お
寺
の
役
割
に
な
り
ま
す
。
幸
い
淀

藩
に
は
お
寺
の
密
集
地
域
が
あ
り
ま
す
。
密
集
地
域
と
い
っ
て
も
三

軒
だ
け
で
す
が
、
大
坂
よ
り
の
と
こ
ろ
に
お
寺
が
三
軒
集
ま
っ
て
い

ま
す
。
い
わ
ば
淀
城
下
の
寺
町
で
す
。
三
軒
集
ま
っ
て
い
ま
す
か
ら

こ
の
辺
り
を
「
三
軒
寺
」
と
い
い
ま
す
。
お
寺
と
い
う
の
は
、
淀
に

限
ら
ず
城
下
町
で
は
何
か
あ
っ
た
ら
宿
舎
に
も
な
る
と
い
う
役
割
が

あ
り
ま
す
。

図29　「宗対馬守厩」通信使淀城下到着図

（淀渡辺家所蔵、京都市歴史資料館寄託）
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路
上
の
ひ
と
び
と

　
こ
の
当
時
の
人
た
ち
、
日
本
人
で
す
が
も
の
す
ご
く
物
見
高
い
ん

で
す
。
船
着
場
に
集
ま
っ
て
き
て
い
る
見
物
人
の
人
た
ち
で
す
（
図

31
）。
こ
の
人
た
ち
は
老
若
男
女
問
わ
ず
物
見
高
い
。
物
見
高
く
て

あ
ん
ま
り
近
寄
り
す
ぎ
る
か
ら
、
こ
こ
ら
へ
ん
で
足
軽
が
棒
を
振
り

上
げ
て
「
こ
こ
か
ら
先
は
入
っ
ち
ゃ
い
か
ん
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
ち
ょ
っ
と
後
の
伏
線
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
、
足
軽
が
こ
う
い
う

棒
を
振
り
上
げ
て
威
嚇
す
る
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
が
感
じ
る
威
嚇

じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
群
衆
を
整
理
す
る
と
き
の
一
つ
の
ポ
ー
ズ

だ
と
思
っ
て
い
た
だ
い
た
ら
い
い
。
今
、
警
官
が
こ
ん
な
の
を
や
っ

た
ら
威
嚇
で
す
。
し
か
し
こ
の
時
代
、
こ
う
い
う
ポ
ー
ズ
と
い
う
の

は
い
た
る
と
こ
ろ
で
見
ら
れ
た
わ
け
で
、
決
し
て
威
嚇
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
そ
れ
か
ら
、
ど
う
い
う
わ
け
か
通
信
使
の
一
行
の
一

人
が
こ
こ
ら
辺
に
紛
れ
込
ん
で
き
て
、
子
ど
も
に
お
菓
子
を
や
っ
て

い
る
（
図
32
）。
船
着
場
で
は
船
か
ら
降
り
た
ば
か
り
の
状
況
が
あ
っ

て
、
こ
の
へ
ん
で
は
町
の
中
に
入
り
込
ん
で
お
菓
子
を
や
っ
て
い
る
。

こ
れ
が
異
時
同
図
法
で
す
。
こ
う
い
う
の
が
こ
の
絵
図
の
細
か
い
部

分
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
他
に
面
白
い
と
こ
ろ
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。

ま
ず
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
面
白
が
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
絵
図
を
見

る
一
番
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
絵
図
に
は
作
者
が

図30　「杉村太蔵宿」通信使淀城下到着図

（淀渡辺家所蔵、京都市歴史資料館寄託）
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つ
け
た
タ
イ
ト
ル
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
私
ら
は
「
朝
鮮
通

信
使
淀
城
下
到
着
図
」
と
い
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
、
昔
は
「
通
信
使

着
来
図
」と
い
っ
て
い
た
み
た
い
で
す
。非
常
に
面
白
い
絵
図
で
あ
っ

て
、
細
か
く
見
て
い
く
と
興
味
は
尽
き
な
い
。
興
味
が
尽
き
な
い
と

こ
ろ
を
見
て
い
っ
て
ま
ず
面
白
が
る
、
と
い
う
の
が
こ
う
い
う
絵
図

を
み
る
場
合
の
、
私
の
考
え
で
は
正
し
い
見
方
だ
と
思
い
ま
す
。
最

初
か
ら
理
屈
を
つ
け
て
ね
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
バ
ラ
ン
ス
が
悪
い
と

か
、
こ
こ
ら
へ
ん
に
こ
う
描
い
て
る
の
は
ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
と
か

図31　「物見高い見物人」通信使淀城下到着図

（淀渡辺家所蔵、京都市歴史資料館寄託）

図32　「通信使とこども」通信使淀城下到着図

（淀渡辺家所蔵、京都市歴史資料館寄託）
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い
う
の
は
次
の
問
題
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
し
て
朝
鮮
通
信
使
の
「
汚
点
」
も

　
こ
れ
か
ら
が
、
今
日
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
で
ご
ざ
い
ま
す
。
実
は
こ
の

図
に
は
こ
う
い
う
場
面
（
図
33
）
が
あ
り
ま
す
。
多
葉
粉
町
と
書
い

て
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
家
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
家
に
「
下
行
所
（
げ

ぎ
ょ
う
し
ょ
）」
と
書
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
下
行
所
と
い
う
の
は
何

か
と
い
う
と
、
朝
鮮
通
信
使
の
一
団
に
食
材
を
提
供
す
る
た
め
の
施

設
で
す
。
朝
鮮
通
信
使
の
場
合
、
下
級
の
団
員
は
淀
藩
か
ら
の
あ
て

が
い
扶
持
で
す
。
し
か
し
上
級
の
団
員
の
た
め
に
は
一
行
に
同
行
し

て
き
た
料
理
人
が
食
材
を
日
本
側
か
ら
提
供
さ
れ
て
料
理
を
し
ま
す
。

そ
の
食
材
を
提
供
す
る
の
が
こ
の
下
行
所
で
す
。
下
行
と
い
う
言
葉

は
中
世
の
日
記
な
ん
か
に
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
出
て
き
ま
す
。
そ
の
前
で

何
か
騒
動
が
起
き
て
ま
す
。
こ
の
図
を
ど
う
読
む
か
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
れ
も
異
時
同
図
法
で
、
絵
巻
物
の
よ
う
に
ず
っ
と
時
間
が
流

れ
て
、
こ
の
辺
に
至
っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
な
い
か
と
私
は
考
え

て
い
ま
す
。
左
の
方
で
朝
鮮
通
信
使
の
一
人
が
鶏
を
か
か
え
て
い
ま

す
。
こ
の
人
が
止
め
に
は
い
っ
て
ま
す
。
ど
う
い
う
止
め
方
を
し
て

い
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
、「
も
っ
て
い
っ
た
ら
あ
か
ん
」
と
言
っ

て
る
の
か
、「
な
に
し
て
る
ん
や
」
と
言
っ
て
る
の
か
知
り
ま
せ
ん
。

図33　「下行所の場面」通信使淀城下到着図

（淀渡辺家所蔵、京都市歴史資料館寄託）
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な
に
か
止
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
人
が
、
お
そ
ら
く
こ

の
人
だ
と
思
い
ま
す
が
、
鶏
を
抱
か
え
た
ま
ま
走
っ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
こ
の
人
も
止
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
真
ん
中
あ
た
り
で
た
く

さ
ん
の
人
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
殴
っ
た
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

何
か
止
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
横
に
い
る
人
が
鶏
を
ラ
グ
ビ
ー

の
ボ
ー
ル
み
た
い
に
か
か
げ
て
い
る
。
は
い
、
次
で
す
と
渡
し
て
い

る
。
こ
れ
は
絵
巻
物
の
よ
う
な
一
連
の
動
き
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど

ね
。
右
の
方
で
は
足
軽
が
棒
を
振
り
あ
げ
て
、
何
か
威
嚇
し
て
い
る
。

こ
れ
は
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
威
嚇
の
一
例
で
す
け
れ
ど
、
こ
れ
を

ど
う
見
る
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
今
か
ら
い
う
私
の
解
釈
も
ま

ち
が
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
場
面
の
解
釈

の
絶
対
的
な
説
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　
私
は
こ
の
下
行
所
で
、
通
信
使
の
団
員
の
料
理
番
の
人
が
鶏
を
も

ら
お
う
と
し
て
や
っ
て
き
て
、
言
葉
が
通
じ
な
い
か
ら
、
そ
こ
ら
へ

ん
に
コ
ッ
コ
ッ
コ
と
鳴
い
て
い
た
鶏
を
一
匹
抱
え
た
。
そ
こ
で
、「
ま

だ
あ
ん
た
、
正
式
な
手
続
き
し
て
な
い
や
な
い
か
」
と
咎
め
よ
う
と

し
た
。
そ
し
た
ら
、
そ
ん
な
こ
と
知
っ
た
こ
と
か
と
ぼ
ー
ん
と
投
げ

た
。
そ
し
た
ら
こ
こ
ら
へ
ん
で
足
軽
が
ち
ょ
っ
と
や
め
て
く
れ
と
い

う
ふ
う
に
言
っ
て
お
ど
か
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
描
い
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
考
え
て
み
れ
ば
こ
れ
は
相
互
誤
解
、

こ
こ
ま
で
言
っ
て
い
い
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
悪
意
の
な
い
相
互
誤

解
と
も
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
当
は
ど
う
だ
っ
た
か
と

い
う
真
実
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
文
字
に

よ
る
記
録
、「
朝
鮮
人
来
聘
記
」
に
は
こ
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
何
も

書
か
れ
て
な
い
ん
で
す
ね
。
た
だ
、
下
行
所
へ
い
っ
て
鶏
を
取
ろ
う

と
し
た
ら
、
鶏
が
籠
か
ら
顔
を
出
し
て
コ
ッ
コ
ッ
コ
ッ
と
鳴
い
て
い

た
。
そ
う
い
う
話
が
で
て
い
る
。
こ
の
一
連
の
動
き
と
い
う
の
は
、

見
方
に
よ
っ
て
は
非
常
に
微
笑
ま
し
い
相
互
誤
解
の
一
幕
だ
と
、
あ

と
で
お
そ
ら
く
、
ま
ぁ
ま
ぁ
と
握
手
を
し
た
か
ど
う
か
は
知
り
ま
せ

ん
が
、
お
さ
ま
っ
た
と
い
う
印
象
を
私
は
受
け
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ

が
こ
れ
が
い
ろ
ん
な
人
に
書
か
れ
て
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
、
今
か
ら
簡
単
に
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
こ
の
鶏
を
も
っ
て
い
る
連
中
は
、

こ
こ
ら
へ
ん
に
あ
っ
た
民
家
か
ら
鶏
を
盗
み
出
し
て
自
分
ら
で
食
べ

よ
う
と
し
て
逃
げ
て
い
る
。
そ
れ
を
足
軽
が
こ
う
殴
っ
て
で
も
制
止

し
よ
う
と
し
て
い
る
。相
互
誤
解
と
か
そ
ん
な
簡
単
な
軽
い
問
題
じ
ゃ

な
く
て
、
明
ら
か
な
窃
盗
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
止
め
よ
う
と
し

た
日
本
人
の
行
為
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
す
る
見
方
が
で
て
き
た
ん

で
す
ね
。
ロ
ナ
ル
ド
・
ト
ビ
さ
ん
と
い
う
か
た
で
す
。
自
分
の
書
い

た
論
文
の
中
で
こ
の
図
を
使
っ
て
い
ま
す
。（
ロ
ナ
ル
ド
・
ト
ビ
「
平

62



和
外
交
が
育
ん
だ
侵
略
・
征
韓
論
」
吉
田
光
男
編
『
日
韓
中
の
交
流 

ひ
と
・
モ
ノ
・
文
化
』（
二
〇
〇
四
年
、
山
川
出
版
社
））「
淀
城
下

の
朝
鮮
通
信
使

　
船
着
き
場
で
上
陸
し
て
町
の
中
を
う
ろ
つ
い
て
い

た
朝
鮮
通
信
使
の
一
行
が
、
町
人
が
飼
っ
て
い
る
鶏
を
盗
ん
で
逃
げ

よ
う
と
し
、
日
本
人
と
喧
嘩
に
な
っ
て
い
る
。」
と
い
う
図
版
解
説

を
付
け
ま
し
た
。
ど
う
し
て
決
め
つ
け
ら
れ
る
の
か
。
先
ほ
ど
の
下

行
所
の
話
を
聞
い
た
ら
理
解
で
き
る
の
に
と
私
は
思
い
ま
す
が
、
私

は
盗
ん
だ
可
能
性
も
否
定
し
ま
せ
ん
。
否
定
は
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
こ

う
決
め
つ
け
る
必
要
も
な
い
と
思
っ
た
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
ち
ゃ
ん

と
し
た
研
究
書
で
す
。
今
は
や
り
の
ヘ
イ
ト
本
と
か
そ
う
い
っ
た
も

ん
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
盗
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
書
い
た

の
で
、
こ
れ
が
広
ま
っ
た
と
わ
た
し
は
見
て
い
ま
す
。
困
っ
た
こ
と

に
、
そ
の
後
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
広
ま
り
ま
す
。「e

n
jo
y
 
k
o
re
a

」

と
い
う
ブ
ロ
グ
、
あ
る
と
こ
ろ
で
「
ブ
ロ
グ
で
」
と
い
っ
た
ら
、
若

い
人
か
ら
「
こ
れ
ブ
ロ
グ
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
、
掲
示
板
で
す
」
と
言

わ
れ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
こ
ら
へ
ん
の
区
別
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
あ
る
人
が
こ
れ
は
泥
棒
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な

言
説
を
唱
え
た
。
そ
れ
か
ら
発
展
し
て
い
き
ま
し
て
、
今
は
収
拾
が

つ
か
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
も
こ
れ
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
発
言
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
泥
棒
で
あ
る
。

さ
ら
に
す
す
め
て
朝
鮮
民
族
は
昔
か
ら
泥
棒
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
通
信

使
は
日
朝
友
好
の
シ
ン
ボ
ル
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
そ

の
裏
に
は
こ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
た
ん
で
っ
せ
、
と
い
う
よ
う
お
話
に

な
っ
て
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
世
界
で
は
。
た
だ
、
そ
れ
は

本
当
か
ど
う
か
、
一
概
に
断
定
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
私
は

実
際
こ
の
絵
図
を
見
て
考
え
て
お
る
わ
け
で
す
ね
。

　
そ
こ
で
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
京
都
市
歴
史
資
料
館
で
の
展
覧
会
の

時
に
、
京
都
新
聞
の
記
者
に
こ
の
部
分
を
記
事
に
し
な
い
か
と
勧
め

た
ん
で
す
。二
〇
一
〇
年
の
四
月
九
日
の
京
都
新
聞
の
朝
刊
で
す（
図

34
）。
見
出
し
に
「
ぬ
れ
ぎ
ぬ
」
と
い
う
言
葉
を
京
都
新
聞
が
つ
け

ま
し
た
。
私
は
ぬ
れ
ぎ
ぬ
の
可
能
性
も
あ
る
し
、
い
ろ
ん
な
可
能
性

が
ひ
ら
け
て
い
る
。
一
つ
だ
け
に
断
定
的
に
選
択
す
る
の
は
お
か
し

い
。
絵
図
の
他
の
所
も
見
ず
に
、
こ
こ
だ
け
で
注
目
す
る
と
い
う
の

は
実
に
お
か
し
い
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
た
ん
で
す
ね
。
今
、
ウ
ィ
キ

ペ
デ
ィ
ア
で
は
こ
の
絵
図
に
つ
い
て
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
だ
け
の

解
説
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
一
番
だ
め
な

点
で
す
。
そ
ん
な
微
細
項
目
を
取
り
上
げ
て
、
一
部
分
だ
け
を
取
り

上
げ
て
記
事
に
す
る
と
い
う
の
は
百
科
事
典
と
い
う
公
共
財
で
は
だ

め
で
し
ょ
う
。
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
全
部
だ
め
と
い
っ
て
い
る
ん
で
は

な
い
で
す
よ
。
こ
の
記
事
が
だ
め
と
い
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
こ
で

朝鮮通信使と「あの」絵図
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一
部
だ
け
見
ず
に
判
断
し
て
く
だ
さ
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
ん
で

す
。

　
一
部
だ
け
見
ず
に
判
断
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
良
い
子
ぶ
っ
て
い

ま
す
ね
。
し
か
し
、
私
の
考
え
で
は
こ
れ
だ
け
面
白
く
、
い
ろ
ん
な

読
み
方
が
出
来
る
も
の
を
、
も
う
最
初
か
ら
こ
ん
な
風
に
固
定
し
て

考
え
て
、
現
在
の
こ
と
に
ま
で
及
ぼ
し
て
い
る
の
は
、
歴
史
史
料
を

見
る
方
法
で
は
な
い
。
歴
史
史
料
に
対
す
る
考
え
で
は
な
く
て
、
ひ

と
つ
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
だ
と
い
う
ふ
う
に
感
じ
て
お
り
ま
す
。
面
白

い
の
は
ね
、
こ
の
絵
図
の
部
分
で
は
棒
を
振
り
上
げ
て
い
る
足
軽
が

描
か
れ
て
い
る
ん
で
す
。
こ
の
部
分
を
は
ず
し
て
京
都
新
聞
が
図
版

を
載
せ
た
ん
で
す
ね
。
そ
し
た
ら
京
都
新
聞
に
対
し
て
、「
お
前
の

と
こ
ろ
は
捏
造
で
は
な
い
か
、
こ
こ
に
棒
を
振
り
上
げ
た
足
軽
が
い

る
の
を
外
し
た
の
は
故
意
で
あ
ろ
う
、
け
し
か
ら
ん
」
と
京
都
新
聞

に
非
難
が
集
中
し
た
ら
し
い
で
す
わ
。
歴
史
資
料
館
の
私
の
所
に
は

何
も
こ
な
い
の
で
す
。
私
は
そ
の
た
め
に
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
ら

す
ぐ
応
対
で
き
る
よ
う
に
昼
飯
も
外
へ
で
ず
に
、外
勤
も
せ
ず
に
待
っ

て
い
た
ん
で
す
よ
。
そ
し
た
ら
一
人
だ
け
電
話
し
て
き
ま
し
た
。
こ

の
方
は
お
そ
ら
く
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
と
か
そ
の
へ
ん
を
丸
呑
み
し
た

ん
で
し
ょ
う
け
ど
、
わ
た
し
の
ほ
う
で
諄
々
と
こ
う
い
う
こ
と
で
す

と
言
っ
た
ら
、
は
い
そ
う
で
す
か
と
大
人
し
く
電
話
を
お
か
れ
ま
し

図34　通信使と鶏をめぐる記事

（2010年４月９日付　京都新聞掲載）
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た
。
ネ
ッ
ト
の
世
界
で
こ
う
い
う
も
の
が
ど
ん
ど
ん
拡
散
し
て
い
く
。

そ
の
中
で
は
歴
史
史
料
と
し
て
の
こ
の
絵
図
の
面
白
さ
と
い
う
の
は

完
全
に
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
ら
へ
ん
が
非
常
に
残
念
で
あ

る
と
、
こ
の
絵
図
に
つ
い
て
常
に
当
事
者
と
し
て
関
わ
っ
て
き
た
私

と
し
て
は
残
念
で
残
念
で
た
ま
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
本
音
と
い
う

か
、
偽
ら
ざ
る
と
こ
ろ
で
す
。

朝鮮通信使と「あの」絵図
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■
ま
ず
最
初
に

わ
た
し
の
話
し
た
こ
と
は
あ
と
で
セ
ン
タ
ー
か
ら
他
の
講
座
と
ま
と
め
て
一
冊
の

書
物
に
な
る
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
や
ば
い
こ
と
が
起
き
る
か
も
。

わ
た
し
は
自
分
の
講
演
の
配
布
資
料
は
、
ま
る
で
自
分
が
談
話
し
て
い
る
の
を
そ

の
ま
ま
紙
に
書
い
た
よ
う
な
形
式
を
と
っ
て
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
こ
の
プ
リ
ン
ト
の

よ
う
な
形
式
で
す
。
と
こ
ろ
が
実
際
の
話
は
、
配
布
資
料
と
主
旨
は
い
っ
し
ょ
で
も

好
き
放
題
に
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
。

こ
う
な
る
と
、
し
ゃ
べ
っ
た
こ
と
を
も
と
に
し
た
講
座
記
録
と
、
こ
の
プ
リ
ン
ト

を
つ
き
あ
わ
せ
る
と
い
う
、
わ
た
し
に
言
わ
せ
れ
ば
天
を
も
恐
れ
ぬ
所
業
を
す
る
向

き
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
だ
け
は
ひ
ら
に
ご
容
赦
願
い
ま
す
。

■
き
ょ
う
は
ど
う
い
う
こ
と
を

き
ょ
う
は
江
戸
時
代
の
あ
る
絵
図
を
紹
介
す
る
の
が
主
旨
な
の
で
す
が
、
こ
の
絵

図
が
思
わ
ぬ
取
り
扱
い
を
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
、
絵
図
の
数
奇
な
遍
歴
に
つ
い
て
申

し
述
べ
ま
す
。

「
通
信
使
淀
城
下
到
着
図
」
と
い
う
図
が
そ
の
絵
図
で
、
淀
城
下
（
現
京
都
市
伏
見

区
）
で
の
、
朝
鮮
通
信
使
応
接
を
描
い
て
い
ま
す
。
作
者
は
淀
藩
士
渡
辺
善
右
衛
門

と
い
う
御
仁
。

■
朝
鮮
通
信
使
と
は

い
わ
で
も
の
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
江
戸
時
代
に
朝
鮮
王
国
か
ら
派
遣
さ
れ

た
外
交
使
節
団
が
朝
鮮
通
信
使
で
す
。
徳
川
将
軍
家
の
代
替
り
を
祝
賀
す
る
国
書

（
朝
鮮
国
王
の
信
書
）
を
渡
す
こ
と
が
来
日
の
目
的
で
す
。

ぜ
ん
ぶ
で
十
二
回
派
遣
さ
れ
、
そ
の
う
ち
十
一
回
は
江
戸
ま
で
往
復
し
て
い
ま
す

が
、
最
後
の
文
化
八
年
度
は
経
費
節
減
等
の
理
由
で
対
馬
ど
ま
り
。
将
軍
家
斉
の
襲

職
祝
賀
と
い
う
名
目
で
す
が
、
使
節
派
遣
交
渉
が
な
が
び
き
、
家
斉
が
将
軍
に
な
り

二
十
年
以
上
た
っ
て
実
現
し
て
い
ま
す
。

来
日
コ
ー
ス
は
、
釜
山
を
出
発
。
対
馬
・
壱
岐
に
寄
航
し
、
馬
関
（
下
関
）
を
経

ば

か
ん

て
瀬
戸
内
海
に
入
る
。
瀬
戸
内
海
で
は
鞆
や
牛
窓
に
立
ち
寄
り
、
大
坂
で
上
陸
し
ま

と
も

う
し
ま
ど

し
た
。

大
坂
か
ら
は
豪
華
な
川
船
に
乗
り
換
え
淀
川
を
さ
か
の
ぼ
り
、
淀
で
上
陸
。
淀
か

ら
は
陸
路
で
京
都
へ
入
り
ま
す
。
通
信
使
は
徳
川
将
軍
家
へ
の
使
節
で
す
か
ら
天
皇

と
の
面
会
（
と
い
う
よ
り
拝
謁
だ
な
）
は
あ
り
ま
せ
ん
。

京
都
か
ら
は
東
海
道
と
北
陸
道
、
さ
ら
に
東
海
道
に
入
り
江
戸
へ
至
る
と
い
う
コ
ー

ス
で
し
た
。
そ
し
て
江
戸
で
将
軍
に
拝
謁
し
国
書
を
渡
す
、
こ
れ
で
任
務
を
終
え
、

往
路
を
た
ど
り
帰
国
し
ま
し
た
。

1

二
〇
二
〇
年
十
月
九
日

伊
東
宗
裕

「
数
奇
」
と
い
う
の
は
「
運
が
な
い
」
「
つ
い
て
な
い
」
が
本
来
の
意
味
だ
そ
う

で
す
が
、
現
代
の
日
本
で
は
「
珍
し
い
」
「
常
識
で
は
は
か
れ
な
い
」
と
い
う
意

味
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
わ
た
し
の
文
章
で
の
「
数
奇
」
は
も
ち
ろ
ん
日
本
で

の
使
わ
れ
か
た
に
従
っ
て
い
ま
す
。
誤
解
を
生
む
よ
う
な
こ
と
ば
を
な
ぜ
使
う

ん
だ
、
と
叱
責
さ
れ
た
ら
「
か
っ
こ
い
い
か
ら
に
決
ま
っ
て
ま
す
や
ん
」
と
お

答
え
申
そ
う
。

天
皇
に
拝
謁
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
天
皇
じ
ゃ
な
く
て
将
軍
が
日
本
国
の

主
権
者
（s

o
v
e
r
e
i
n
g

）
と
み
な
さ
れ
て
い
た
証
拠
と
し
て
幕
末
に
対
外
交
渉
の
材

料
に
な
っ
て
も
よ
か
っ
た
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
ん
な
形
跡
は
な
い
。

京
都
部
落
問
題
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
「
差
別
の
歴
史
を
考
え
る
連
続
講
座
」
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上
下
五
百
人
内
外
の
使
節
団
が
、
一
年
近
く
か
け
て
釜
山
と
江
戸
を
往
復
す
る
わ

け
で
す
か
ら
、
江
戸
時
代
日
本
で
は
一
大
イ
ベ
ン
ト
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
聞
記
や
絵

画
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
き
ょ
う
は
そ
の
中
で
も
、
山
城
国
淀
城
下
で
の
、
寛
延
元

年
（
一
七
四
八
）
度
通
信
使
応
接
を
描
い
た
地
図
（
と
い
う
よ
り
絵
図
）
を
見
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

■
通
信
使
が
淀
へ

寛
延
元
年
の
通
信
使
は
前
年
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
十
一
月
に
釜
山
を
出
発
し

ま
し
た
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
瀬
戸
内
海
経
由
で
大
坂
へ
到
着
。
し
ば
ら
く
滞
在

し
た
あ
と
、
川
船
に
乗
り
換
え
て
淀
川
を
さ
か
の
ぼ
り
淀
で
上
陸
。
以
下
陸
路
江
戸

へ
向
い
ま
し
た
。
上
陸
地
点
で
あ
る
淀
で
は
城
主
稲
葉
家
が
饗
応
を
担
当
さ
せ
ら
れ

ま
し
た
。

延
享
三
年
（
一
八
四
六
）
十
二
月
に
、
淀
藩
に
通
信
使
応
接
の
命
が
幕
府
か
ら
下

り
、
そ
れ
か
ら
淀
藩
は
大
さ
わ
ぎ
に
な
り
ま
し
た
。
予
定
で
は
淀
で
一
泊
す
る
の
で

宿
舎
と
食
事
の
用
意
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

迎
え
る
人
数
が
は
ん
ぱ
で
は
な
い
。
寛
延
元
年
度
の
通
信
使
一
行
は
四
百
七
十
五

名
。
そ
の
う
ち
大
坂
に
留
ま
る
者
を
除
い
た
三
百
九
十
二
名
を
迎
え
ま
す
。
加
え
て

通
信
使
に
随
行
す
る
対
馬
藩
士
が
三
百
名
。
そ
の
他
あ
わ
せ
て
千
名
く
ら
い
に
な
る

計
算
で
す
。

海
を
渡
っ
て
く
る
の
で
、
朝
鮮
を
出
発
し
て
も
な
か
な
か
到
着
日
時
の
見
通
し
が

立
ち
ま
せ
ん
で
し
た
。
外
海
の
旅
は
風
ま
か
せ
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
淀
で
は
虚
報
や

楽
観
悲
観
が
乱
れ
と
ん
で
い
ま
し
た
。
い
つ
に
な
る
か
わ
か
ら
な
け
れ
ば
、
本
格
的

な
準
備
は
で
き
ま
せ
ん
ね
。

通
信
使
一
行
は
釜
山
を
出
港
し
、
対
馬
を
経
て
瀬
戸
内
海
に
入
り
、
大
坂
に
着
き
、

し
ば
ら
く
滞
在
。
延
享
五
年
五
月
一
日
に
大
坂
を
川
船
で
出
発
し
淀
川
を
さ
か
の
ぼ

り
、
大
雨
に
さ
ま
た
げ
ら
れ
、
や
む
な
く
枚
方
で
一
泊
（
船
中
泊
）
し
た
あ
と
翌
二

2

江戸時代の朝鮮通信使一覧

第 1 回 慶長12年(1607) 日朝国交回復と捕虜返還

第 2 回 元和 3 年(1617) 大坂の役後国内平定祝賀と捕虜返還

第 3 回 寛永元年(1624) 徳川家光襲職祝賀と捕虜返還

第 4 回 寛永13年(1636) ？

第 5 回 寛永20年(1643) 家綱誕生祝賀と日光東照宮落成祝賀

第 6 回 明暦元年(1655) 家綱襲職祝賀

第 7 回 天和 2 年(1682) 綱吉襲職祝賀

第 8 回 正徳元年(1711) 家宣襲職祝賀

第 9 回 享保 4 年(1719) 吉宗襲職祝賀

第10回 寛延元年(1748) 家重襲職祝賀

第11回 宝暦14年(1764) 家治襲職祝賀

第12回 文化 8 年(1811) 家斉襲職祝賀／経費節減のため対馬で応接

朝鮮からの使節団は室町時代に3回，安土桃山時代に2回派遣されていますが，
現在朝鮮通信使といえば江戸時代に12回派遣された使節団を指します。その
目的は初期は外交関係回復と朝鮮出兵（文禄・慶長の役）で日本に連行され
た捕虜の返還だったけれど，それ以後は将軍代替り祝賀だけになっています。

延
享
五
年
は
七
月
十
二
日
に
改
元
し
寛
延
元
年
に
な
り
ま
し
た
。
前
出
の
通

信
使
一
覧
で
は
寛
延
元
年
と
記
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
淀
に
や
っ
て
き
た
の
は

改
元
前
の
五
月
の
こ
と
だ
か
ら
、
延
享
五
年
と
書
い
た
っ
て
誤
り
で
は
な
い
。

一
般
に
改
元
の
年
を
ど
う
表
示
す
る
か
は
悩
み
の
種
で
す
。
月
日
が
特
定
さ

れ
て
い
れ
ば
簡
単
で
す
が
、
そ
の
年
一
年
を
表
示
す
る
時
ど
う
す
る
か
。
誤
解

を
少
な
く
す
る
た
め
新
元
号
で
一
年
を
通
す
の
が
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
で

も
十
二
月
二
十
五
日
に
改
元
し
た
大
正
十
五
年
、
そ
の
一
年
ま
る
ご
と
を
昭
和

元
年
で
通
す
に
は
ち
ょ
っ
と
抵
抗
が
あ
る
。

西
暦
を
使
え
ば
解
決
す
る
と
お
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
明
治
五
年
以

前
は
西
暦
と
和
暦
は
同
じ
じ
ゃ
な
い
か
ら
無
理
が
あ
る
。
わ
た
し
は
西
暦
優
先

主
義
者
だ
け
ど
江
戸
時
代
以
前
は
元
号
を
優
先
す
べ
し
と
思
っ
て
い
る
。

け
っ
き
ょ
く
の
と
こ
ろ
最
善
は
な
い
わ
け
で
、
こ
の
プ
リ
ン
ト
で
も
ひ
ょ
っ

と
す
る
と
延
享
五
年
と
寛
延
元
年
を
混
用
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
は

ご
容
赦
を
。

朝鮮通信使と「あの」絵図
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日
昼
ご
ろ
に
淀
へ
到
着
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
淀
藩
で
は
一
行
が
五
月
一
日
到
着
・
五
月
二
日
出
立
、
一
泊
の
つ
も
り

で
準
備
し
て
い
た
の
に
、
数
時
間
の
休
憩
で
京
都
へ
向
け
出
発
し
た
。
準
備
お
さ
お

さ
怠
ら
な
か
っ
た
淀
の
人
に
と
っ
て
は
、
ま
あ
肩
す
か
し
に
あ
っ
た
み
た
い
な
も
の

で
し
た
。

■
渡
辺
善
右
衛
門
の
著
作

延
享
五
年
五
月
に
淀
へ
や
っ
て
き
た
通
信
使
の
饗
応
は
、
淀
藩
の
藩
士
が
担
当
し

ま
し
た
。
淀
藩
稲
葉
家
は
十
万
二
千
石
。
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
に
下
総
国
佐
倉

（
現
千
葉
県
佐
倉
市
）
か
ら
移
っ
て
き
た
大
名
で
す
。

佐
倉
か
ら
移
っ
て
き
た
藩
士
の
な
か
に
渡
辺
善
右
衛
門
（
一
七
〇
一
～
六
一
）
と
い

う
人
が
い
ま
し
た
。
百
五
十
石
の
知
行
取
り
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
十
万
石
の
淀

藩
で
は
幹
部
ク
ラ
ス
の
侍
に
な
る
で
し
ょ
う
。
関
西
に
住
ん
で
い
る
と
佐
倉
と
い
え

ば
長
島
茂
雄
、
歩
兵
第
五
十
七
聯
隊
、
ち
ょ
っ
と
ス
ノ
ブ
で
申
せ
ば
佐
倉
藩
士
依
田

学
海
（
た
だ
し
江
戸
詰
）
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
が
、
地
元
で

は
こ
の
善
右
衛
門
さ
ん
も
た
い
し
た
人
気
も
の
ら
し
い
。

渡
辺
善
右
衛
門
と
い
う
御
仁
は
実
に
筆
ま
め
な
人
で
、
下
総
国
佐
倉
の
地
誌

「
佐
倉
古
今
真
佐
子
」
、
山
城
国
淀
の
地
誌
「
淀
古
今
真
佐
子
」
を
は
じ
め
と
し
て
、

さ

く
ら
こ

こ
ん
ま

さ

ご

さ
ま
ざ
ま
な
著
作
を
残
し
て
い
ま
す
。
著
作
と
い
っ
て
も
写
本
ば
か
り
で
、
出
版
さ

れ
た
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
佐
倉
で
人
気
も
の
な
の
は
、
佐
倉
の
地
誌
や
絵
図
を
作
っ

て
後
世
に
残
し
て
い
る
か
ら
で
す
（
図
１
）
。

淀
で
の
善
右
衛
門
さ
ん
は
通
信
使
の
饗
応
役
を
担
当
す
る
か
た
わ
ら
、
見
聞
し
た

こ
と
を
文
字
と
絵
に
残
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
現
在
子
孫
の
家
に
残
さ
れ
て
い
る
、
左

に
あ
げ
る
通
信
使
関
係
資
料
で
す
。

左
の
関
係
資
料
は
す
べ
て
京
都
市
歴
史
資
料
館
か
ら
二
〇
〇
一
年
に
出
し
た
『
淀

渡
辺
家
所
蔵
朝
鮮
通
信
使
関
係
文
書
』
（
野
地
秀
俊
・
吉
住
恭
子
・
伊
東
編
）
に
収
め
て

い
ま
す
。
残
念
な
の
は
、
こ
の
あ
と
名
前
を
出
す
「
通
信
使
行
列
図
」
原
本
の
存
在

が
ま
だ
わ
か
ら
な
か
っ
た
時
期
で
、
京
都
大
学
所
蔵
の
模
写
本
を
使
わ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
こ
と
で
す
。

朝
鮮
人
来
聘
記

写
本
（
著
者
自
筆
本
）

七
巻
三
冊

い
ま
ふ
う
の
タ
イ
ト
ル
を
付
け
る
と
し
た
ら
「
ぼ
く
ら
の
町
に
通
信
使
が
や
っ
て

き
た
！
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。
延
享
五
年
度
通
信
使
の
来
日
を
時
間
を
追
っ

て
記
録
し
た
も
の
で
す
が
、
著
者
が
淀
に
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
当
然
淀
で
の
応
接

準
備
が
中
心
に
な
り
ま
す
。

淀
で
の
紆
余
曲
折
、
泰
山
鳴
動
、
右
往
左
往
、
軽
挙
妄
動
の
類
を
い
ち
い
ち
書
き

留
め
た
の
が
こ
の
渡
辺
善
右
衛
門
著
「
朝
鮮
人
来
聘
記
」
で
す
。
善
右
衛
門
さ
ん
は

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
狂
歌
を
書
き
付
け
、
大
騒
動
に
ま
き
こ
ま
れ
た
人
々
を
皮
肉
っ
て

い
ま
す
。
ま
じ
め
に
記
録
す
る
と
い
う
よ
り
、
な
ん
か
さ
め
た
目
で
楽
し
ん
で
い
る

と
い
う
お
も
む
き
が
あ
り
ま
す
（
図
２
・
図
３
）
。

書
名
は
本
文
各
巻
の
あ
た
ま
に
善
右
衛
門
さ
ん
が
記
し
て
い
ま
す
か
ら
、
夫
子
自

身
が
命
名
し
た
も
の
で
す
。
国
立
国
文
学
研
究
資
料
館
（
ロ
バ
ー
ト
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
先

生
の
と
こ
ろ
ね
）
の
古
典
籍
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
は
「
来
聘
」
を
書
名
に
含
む
も

の
が
百
五
十
六
部
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
朝
鮮
通
信
使
に
関
し
た
書

物
で
す
。
善
右
衛
門
さ
ん
は
ま
わ
り
が
使
っ
て
い
る
こ
と
ば
だ
か
ら
書
名
に
取
り
入

れ
た
ん
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
。
そ
ん
な
に
こ
だ
わ
る
人
で
は
な
さ
そ
う
だ
か
ら
。

と
い
う
の
は
「
来
聘
」
っ
て
い
う
書
名
に
朝
貢
と
い
う
意
味
を
こ
め
て
い
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
、
ひ
と
り
で
空
想
し
て
悦
に
入
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
こ
う
い
う
の
を
空

さ
わ
ぎ
と
か
ひ
と
り
相
撲
と
か
い
う
ん
で
す
ね
。

通
信
使
行
列
図

写
本
（
著
者
自
筆
本
）

一
巻

原
題
（
本
文
首
題
）
は
「
朝
鮮
人
来
朝
行
烈
」
。
通
信
使
一
行
の
行
列
を
彩
色
の
絵

3

誤
解
が
な
い
よ
う
に
も
う
し
あ
げ
る
と
、
『
朝
鮮
人
来
聘
記
』
を
「
写
本
」
と
表

示
し
た
の
は
手
書
き
と
い
う
意
味
で
す
。
原
本
が
あ
っ
て
そ
れ
を
写
し
た
二
番

煎
じ
・
セ
カ
ン
ド
ハ
ン
ド
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
下
に
「
著
者
自
筆

本
」
と
注
記
し
た
の
で
「
え
、
原
本
を
写
し
た
の
に
著
者
自
筆
本
っ
て
」
と
疑

問
を
抱
か
れ
る
必
要
は
さ
ら
さ
ら
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
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巻
物
に
描
い
て
い
ま
す
。
俗
に
い
う
ヘ
タ
ウ
マ
な
絵
（
図
４
）
。
「
行
烈
」
と
書
く
の

は
当
時
の
一
般
的
な
書
き
ぐ
せ
。

こ
の
行
列
図
は
大
正
年
間
に
京
都
帝
国
大
学
が
借
用
し
て
模
写
（
図
５
）
を
作
り

ま
し
た
が
、
原
本
の
ゆ
く
え
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
九
十
年
以
上
た
っ

た
二
〇
一
六
年
に
京
都
大
学
で
発
見
さ
れ
、
旧
蔵
者
の
子
孫
へ
返
還
さ
れ
て
い
ま
す

（
図
６
）
。

宗
対
馬
守
行
列
図

写
本
（
著
書
自
筆
本
）

一
巻

原
題
（
本
文
首
題
）
は
「
朝
鮮
人
先
宗
対
馬
守
殿
行
烈
」
。
対
馬
府
中
藩
の
大
名

宗
対
馬
守
は
、
日
本
と
朝
鮮
を
つ
な
ぐ
窓
口
の
や
く
わ
り
を
は
た
し
た
大
名
で
す
。

そ
う
つ
し
ま
の
か
み

通
信
使
の
道
中
に
は
藩
主
み
ず
か
ら
が
随
伴
し
ま
し
た
。
こ
の
行
列
図
で
数
え
る
と

総
勢
三
百
人
程
度
で
す
。
通
信
使
行
列
図
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
（
図
７
）
。

韓
人
戯
馬
図

写
本
（
著
者
自
筆
本
）

一
巻

原
題
な
し
。
仮
に
命
名
し
て
み
ま
し
た
。
通
信
使
は
、
江
戸
城
内
で
将
軍
臨
席
の

も
と
、
曲
馬
を
披
露
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
「
馬
上
才
」
と
い
い
ま
す
。
朝
鮮
か
ら
馬

ば
じ
よ
う
さ
い

を
持
っ
て
き
て
披
露
し
て
い
る
の
で
す
が
、
小
さ
な
日
本
の
在
来
種
と
ち
が
っ
て
大

き
な
馬
で
す
か
ら
見
ご
た
え
が
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

八
面
の
図
に
、
牽
馬
出
馬
埒
（
馬
を
引
き
出
す
と
こ
ろ
）
と
七
種
の
曲
馬
、
す
な
わ

ち
馬
上
立
（
馬
上
の
直
立
）
・
左
右
七
歩
（
馬
側
に
身
を
倒
す
）
・
馬
上
倒
立
（
馬
上
の
逆

立
ち
）
・
馬
上
仰
臥
（
馬
上
で
う
つ
ぶ
せ
）
・
鐙
裏
蔵
身
（
鐙
に
届
く
ま
で
身
を
側
倒
し
隠
れ

る
）
・
馬
上
倒
施
（
上
体
を
後
方
に
倒
す
）
・
双
騎
馬
（
二
頭
の
間
に
乗
る
）
を
描
い
て
い

ま
す
（
図
８
）
。

渡
辺
善
右
衛
門
は
淀
に
ず
っ
と
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
江
戸
で
行
わ
れ
た
馬
上
才

を
見
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
転
写
を
重
ね
た
も
の
で
し
ょ
う
。
ほ
と

ん
ど
同
じ
構
図
の
絵
が
ほ
か
に
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

通
信
使
淀
城
下
到
着
図

写
本
（
著
者
自
筆
本
）

一
幅

こ
れ
が
き
ょ
う
の
メ
イ
ン
。
次
節
以
降
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

朝
鮮
人
御
饗
応
御
献
立

写
本

一
冊

原
題
（
表
紙
）
は
「
延
享
朝
鮮
人
御
饗
応
御
献
立
」
。
通
信
使
へ
出
さ
れ
た
ご
ち
そ

う
の
献
立
（
図
９
）
。
渡
辺
善
右
衛
門
が
書
い
た
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
す
。
い
ろ
い

ろ
な
と
こ
ろ
で
饗
応
の
ご
ち
そ
う
が
出
さ
れ
た
の
で
、
淀
で
出
さ
れ
た
献
立
か
ど
う

か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
非
常
に
儀
礼
的
な
ご
ち
そ
う
の
献
立
で
す
。
最
近
さ

か
ん
に
な
っ
た
の
が
献
立
も
含
む
日
本
側
の
通
信
使
接
待
の
研
究
で
、
高
正
晴
子

『
朝
鮮
通
信
使
の
饗
応
』
（
二
〇
〇
一
年
明
石
書
店
刊
）
は
こ
の
分
野
の
代
表
的
な
研
究

で
す
。

■
通
信
使
淀
城
下
到
着
図

再
発
見

き
ょ
う
の
メ
イ
ン
が
こ
の
図
（
図
10
）
。
一
三
八
×
一
三
八
セ
ン
チ
の
大
き
な
図
で
、

現
在
は
掛
軸
に
表
装
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
来
は
折
畳
図
。
た
ぶ
ん
京
大
で
表
装
し

た
た
め
に
紙
の
端
で
は
文
字
が
切
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
だ
し
後
に
い
う

影
写
本
で
補
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

タ
イ
ト
ル
を
い
ち
お
う
「
通
信
使
淀
城
下
到
着
図
」
と
付
け
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

は
わ
た
し
が
資
料
集
出
版
に
あ
た
り
新
た
に
付
け
た
も
の
。
図
自
体
に
は
タ
イ
ト
ル

ら
し
き
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
く
「
朝
鮮
聘
礼
使
淀
城
着
来
図
」
と
か
「
朝
鮮
聘

へ
い
れ
い
し

礼
使
淀
城
来
着
絵
図
」
と
い
う
名
称
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
大
正
年
間

に
調
査
し
た
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
国
史
学
研
究
室
の
西
田
直
二
郎
教
授
が
付
け
た

も
の
で
し
ょ
う
。

大
正
八
年
に
京
都
帝
国
大
学
の
西
田
直
二
郎
教
授
が
、
淀
藩
士
渡
辺
家
（
善
右
衛

門
の
後
裔
）
伝
来
資
料
の
調
査
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
そ
の
成
果
は
『
京
都
府
史
蹟

勝
地
調
査
会
報
告
』
第
一
冊
所
収
「
納
所
村
唐
人
雁
木
」
の
章
に
生
か
さ
れ
ま
し
た
。

の
う
そ

む
ら
と
う
じ
ん
が
ん
ぎ

同
時
に
京
都
帝
国
大
学
で
は
お
も
な
資
料
の
精
密
な
写
し
を
作
成
し
ま
し
た
。

こ
の
写
し
は
影
写
本
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
文
書
や
絵
図
の
上
に
薄
い
紙
を
あ

え
い
し
や
ぼ
ん

て
、
文
字
や
絵
が
ら
を
敷
き
写
し
す
る
本
来
の
影
写
本
で
は
な
く
、
原
型
を
で
き
る

だ
け
忠
実
に
再
現
し
よ
う
と
し
た
模
写
本
（
謄
写
本
）
で
す
。

作
成
さ
れ
た
写
し
は
、
前
に
あ
げ
た
六
種
の
う
ち
「
韓
人
戯
馬
図
」
を
の
ぞ
く
五

種
で
す
。
五
種
ま
と
め
て
「
朝
鮮
人
来
聘
記
」
の
名
が
京
大
で
は
つ
け
ら
れ
、
現
在

は
京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
行
列
図
や
到
着

4
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図
な
ど
は
『
朝
鮮
人
来
聘
記
』
写
本
三
冊
の
附
録
と
い
う
扱
い
を
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
ち
と
疑
問
が
あ
る
。
す
べ
て
独
立
し
た
も
の
だ
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
と
わ
た

し
は
思
っ
て
い
ま
す
。

京
都
帝
国
大
学
で
借
用
し
た
六
種
の
う
ち
、
四
種
は
当
時
の
所
蔵
者
に
返
却
さ
れ

ま
し
た
が
、
こ
の
「
通
信
使
淀
城
下
到
着
図
」
の
原
本
が
京
大
で
ゆ
く
え
不
明
に
な

り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
京
都
大
学
蔵
の
模
写
の
ほ
う
が
書
籍
や
論
文
や
展
示
会
で
紹

介
さ
れ
、
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
写
し
と
は
い
っ
て
も
、
着
色
さ
れ

た
見
事
な
絵
図
で
す
（
図
11
）
。
画
面
の
隅
に
京
都
大
学
の
蔵
書
印
が
お
さ
れ
て
い
る

の
が
写
し
の
し
る
し
だ
か
ら
す
ぐ
判
別
で
き
る
。

二
〇
〇
四
年
に
関
係
者
の
尽
力
で
原
本
が
発
見
さ
れ
、
原
蔵
者
の
子
孫
に
返
却
さ

れ
ま
し
た
（
図
12
）
。
さ
ら
に
二
〇
一
六
年
に
は
通
信
使
行
列
図
原
本
が
見
つ
か
り
、

大
正
年
間
に
世
に
紹
介
さ
れ
た
、
渡
辺
家
通
信
使
関
係
資
料
の
原
本
が
す
べ
て
無
事

残
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

二
〇
〇
四
年
の
再
発
見
後
、
わ
た
し
の
勤
務
し
て
い
た
京
都
市
歴
史
資
料
館
で
は

二
〇
一
〇
年
に
「
再
発
見
記
念
」
と
し
て
展
示
会
を
開
催
し
ま
し
た
（
図
13
）
。
わ
た

し
も
再
発
見
の
当
事
者
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

■
通
信
使
淀
城
下
到
着
図

ど
ん
な
図
な
の
か

形
式
か
ら
い
え
ば
彩
色
写
本
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
中
味
か
ら
申
せ
ば
異

時
同
図
法
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
あ
る
特
定
の
時
間
の
世
界
を

切
り
取
っ
た
も
の
が
絵
画
だ
と
考
え
ま
す
が
、
異
な
る
時
間
の
情
景
を
同
じ
画
面
に

描
く
こ
と
は
、
日
本
で
は
絵
巻
物
に
よ
く
み
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
を
異
時
同
図
法
と
よ

び
ま
す
。

図
14
は
異
時
同
図
法
の
一
例
。
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
の
一
部
で
、
信
貴
山
の
名

僧
命
蓮
の
と
こ
ろ
へ
、
出
身
地
の
信
濃
か
ら
東
大
寺
大
仏
の
お
告
げ
に
導
か
れ
姉
が

訪
ね
て
く
る
場
面
。
同
一
の
画
面
に
右
か
ら
再
会
し
た
姉
弟
、
懐
旧
談
に
ふ
け
る
姉

弟
、
そ
し
て
姉
弟
そ
れ
ぞ
れ
の
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
前
段
の
米
蔵
が
飛
ん
で
い

く
の
も
お
も
し
ろ
い
が
、
後
段
の
姉
弟
再
会
の
場
の
ほ
う
が
し
ん
み
り
し
て
、
わ
た

し
は
好
き
で
す
ね
。

「
通
信
使
淀
城
下
到
着
図
」
で
一
例
を
あ
げ
る
と
、
五
月
二
日
に
通
信
使
が
淀
へ

到
着
し
、
船
着
場
（
唐
人
雁
木
）
で
上
陸
す
る
と
こ
ろ
、
上
陸
し
て
淀
城
下
を
進
む

と
こ
ろ
、
数
時
間
後
に
出
発
す
る
と
き
に
馬
が
あ
ば
れ
て
騒
動
に
な
っ
た
情
景
が
同

じ
図
の
な
か
に
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
異
時
同
図
法
で
す
。

全
体
を
鳥
瞰
す
る
と
、
中
央
や
や
右
寄
り
に
見
え
る
の
が
淀
城
の
天
守
。
宝
暦
六

年
（
一
七
五
六
）
に
焼
失
し
そ
の
後
は
再
建
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

到
着
図
の
要
点
を
説
明
す
る
と
（
図
15
）
、
天
守
の
前
を
流
れ
る
の
が
宇
治
川
で
す
。

画
面
右
方
向
が
大
坂
、
左
方
向
が
伏
見
。
そ
し
て
淀
城
と
い
え
ば
城
内
の
庭
園
に
水

を
引
き
入
れ
る
水
車
（
図
16
）
が
名
物
で
す
が
、
画
面
右
端
の
も
っ
と
右
に
な
り
、

こ
の
図
に
は
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

宇
治
川
に
は
淀
小
橋
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
画
面
上
方
向
に
渡
れ
ば
淀
の

城
下
。
小
橋
を
渡
り
鍵
の
手
に
曲
が
り
、
画
面
左
上
へ
伸
び
て
い
る
の
が
大
坂
街
道

で
す
。

画
面
右
下
隅
に
見
え
る
の
が
桂
川
で
、
こ
れ
が
宇
治
川
と
合
流
し
て
い
ま
す
。
図

面
に
は
「
木
津
川
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
宇
治
川
の
誤
り
。
木
津
川
と
は
も
う

す
こ
し
下
流
で
合
流
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
ら
へ
ん
川
の
付
け
替
え
で
地
勢
が
変
り
、

現
代
と
は
ぜ
ん
ぜ
ん
ち
が
っ
て
い
ま
す
（
図
17
）
。

以
下
、
こ
の
絵
図
の
細
か
な
部
分
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
説
明
に
あ
た
っ
て
は

前
述
「
朝
鮮
人
来
聘
記
」
や
『
通
航
一
覧
』
（
江
戸
幕
府
の
外
交
記
録
集
成
）
を
参
照
し

ま
し
た
。

■
通
信
使
到
着

淀
城
天
守
の
下
の
川
の
な
か
に
、
大
坂
か
ら
上
っ
て
き
た
川
船
の
列
が
見
え
ま
す

（
図
18
）
。
こ
の
う
ち
十
一
隻
が
屋
形
を
乗
せ
た
御
座
船
で
す
。
朝
鮮
か
ら
乗
っ
て
き

た
海
船
（
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
か
？
）
に
替
え
て
、
大
坂
か
ら
乗
船
し
て
い

ま
す
。

御
座
船
の
う
ち
四
隻
は
桟
橋
に
着
い
て
い
ま
す
。
こ
の
桟
橋
が
唐
人
雁
木
と
よ
ば

と
う
じ
ん
が
ん
ぎ

5
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れ
た
船
着
場
で
す
。
雁
木
と
い
う
の
は
階
段
状
に
な
っ
た
船
着
場
の
こ
と
で
す
が
、

通
信
使
を
迎
え
る
の
は
階
段
状
で
は
な
く
、
船
の
大
き
さ
に
応
じ
た
桟
橋
で
、
図
で

は
朱
色
の
線
で
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。

着
岸
し
て
い
る
御
座
船
は
左
か
ら
国
書
を
載
せ
た
浪
速
丸
、
土
佐
丸
、
正
使
が
乗
っ

た
孔
雀
丸
（
紀
伊
国
丸
と
も
い
う
）
、
土
佐
丸
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
三
つ

葉
葵
紋
の
旗
を
掲
げ
た
幕
府
の
御
用
船
で
す
。
土
佐
丸
の
名
が
重
複
し
て
い
る
の
は

副
使
が
乗
っ
た
土
佐
丸
と
従
事
官
が
乗
っ
た
中
土
佐
丸
の
二
隻
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

孔
雀
丸
（
紀
伊
国
丸
）
は
紀
州
藩
か
ら
献
上
し
た
船
で
、
長
さ
三
十
メ
ー
ト
ル
あ
っ

た
そ
う
で
す
。

四
隻
の
幕
府
御
用
船
の
あ
と
に
「
御
大
名
衆
御
馳
走
船
」
と
記
し
た
七
隻
の
屋
形

船
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
通
信
使
の
一
行
を
乗
せ
た
、
大
名
持
ち
の
船
で
す
。

松
平
阿
波
守
（
徳
島
蜂
須
賀
家
）
、
松
平
安
芸
守
（
広
島
浅
野
家
）
、
小
笠
原
右
近
将
監

（
小
倉
）
、
松
平
隠
岐
守
（
松
山
久
松
家
）
、
松
平
土
佐
守
（
土
佐
山
内
家
）
、
松
平
大
膳
大

夫
（
長
州
毛
利
家
）
の
各
大
名
船
で
、
先
頭
は
卍
の
紋
の
旗
を
掲
げ
た
徳
島
藩
蜂
須

賀
家
の
船
で
す
。
こ
の
ほ
か
、
下
級
の
使
節
団
員
や
幕
府
役
人
を
運
ぶ
小
舟
を
あ
わ

せ
、
船
の
総
数
は
百
三
十
八
艘
に
な
り
ま
し
た
。

船
団
は
五
月
一
日
朝
に
大
坂
を
出
発
。
雨
天
の
出
発
で
す
。
予
定
で
は
同
日
夕
方

に
淀
着
。
淀
で
歓
迎
の
夜
宴
を
張
っ
た
あ
と
一
泊
し
、
翌
日
朝
に
出
発
す
る
は
ず
が
、

大
雨
に
た
た
ら
れ
ま
し
た
。

大
雨
だ
と
船
が
川
を
さ
か
の
ぼ
れ
ま
せ
ん
。
遡
航
す
る
と
き
は
人
足
が
岸
か
ら
綱

で
ひ
っ
ぱ
る
の
で
す
が
、
岸
辺
が
ぬ
か
る
ん
で
綱
引
き
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
枚
方

で
停
泊
し
、
船
中
で
一
泊
。
翌
日
雨
が
あ
が
る
の
を
待
っ
て
淀
へ
向
い
ま
し
た
。

■
到
着
を
迎
え
る

絵
図
に
は
川
中
に
小
さ
な
舟
が
浮
か
び
、
か
が
り
火
を
焚
い
て
い
ま
す
（
図
19
）
。

鉄
製
の
わ
く
を
船
ば
た
か
ら
差
し
出
し
、
そ
の
中
で
ま
き
を
燃
や
し
て
い
ま
す
。
う

し
ろ
に
は
ま
き
を
補
給
す
る
船
が
つ
な
が
れ
て
い
ま
す
。
夕
方
か
ら
夜
に
か
け
て
到

着
す
る
船
団
の
誘
導
を
す
る
手
は
ず
で
し
た
が
、
不
要
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
か
が
り
火
船
は
実
景
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
絵
図
に
は
凡
例
と
し
て
「
挑
灯
書

た
る
所
夜
分
之
趣
、
人
往
来
官
人
着
之
所
は
昼
之
趣
」
と
記
す
か
ら
、
そ
う
な
る
は

ず
だ
っ
た
夜
の
光
景
を
書
い
て
い
る
。

か
が
り
舟
の
右
手
に
「
砂
サ
ラ
イ
舟
共
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
船
団
到
着
に

先
だ
ち
川
底
の
砂
を
さ
ら
い
大
き
な
舟
が
航
行
で
き
る
よ
う
に
す
る
砂
浚
え
作
業
で

す
（
図
20
）
。
鋤
簾
と
い
う
砂
を
か
き
あ
げ
る
ス
コ
ッ
プ
み
た
い
な
道
具
を
使
っ
て
い

じ
よ
れ
ん

ま
す
。
船
団
到
着
の
前
に
や
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
作
業
で
す
か
ら
、
前
に
申

し
た
異
時
同
図
法
の
典
型
で
す
。

こ
れ
ら
淀
藩
で
用
意
し
た
小
舟
に
は
、
藩
主
稲
葉
家
の
紋
所
で
あ
る
「
折
敷
に
三

お

し
き

の
字
」
の
旗
が
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
紋
所
は
図
中
い
た
る
所
に
み
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

砂
を
さ
ら
え
た
あ
と
、
川
中
に
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
竹
が
立
て
ら
れ
て
い
ま
す

（
図
21
）
。
「
ミ
ホ
印
ノ
竹
」
と
注
記
。
水
の
流
れ
や
深
さ
を
示
す
「
み
お
つ
く
し
」

で
す
ね
。
航
路
案
内
標
識
で
す
。

■
船
着
場
の
よ
う
す

先
ほ
ど
申
し
た
と
お
り
、
通
信
使
の
船
着
場
は
唐
人
雁
木
と
よ
ば
れ
て
い
ま
し
た

が
、
図
で
見
る
と
階
段
状
の
「
が
ん
ぎ
」
で
は
な
く
、
板
張
り
？
の
桟
橋
が
設
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

図
で
は
船
着
場
に
通
信
使
の
団
員
が
上
陸
し
て
い
ま
す
。
三
台
の
輿
が
置
か
れ
て
、

こ
し

横
に
は
「
榻
輿
」
と
注
記
さ
れ
て
い
ま
す
（
図
22
）
。
日
本
の
輿
と
異
な
り
椅
子
に
な
っ

と
う
よ

た
輿
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
に
は
正
使
・
副
使
・
従
事
官
（
事
務
局
長
）
の

三
名
（
三
使
）
が
乗
り
ま
し
た
。

描
か
れ
て
い
る
輿
に
乗
る
の
は
旅
行
中
で
、
威
儀
を
正
す
と
き
、
た
と
え
ば
将
軍

に
会
う
た
め
江
戸
城
へ
行
く
時
に
は
豹
の
皮
を
敷
い
た
輿
に
乗
り
ま
し
た
（
図
23
）
。

朝
鮮
国
王
か
ら
の
国
書
、
く
だ
け
て
い
え
ば
祝
賀
の
あ
い
さ
つ
状
は
二
通
が
江
戸

へ
運
ば
れ
ま
し
た
。
一
通
は
大
御
所
（
前
将
軍
徳
川
吉
宗
）
、
一
通
は
将
軍
家
重
へ
あ

て
た
も
の
で
す
。
一
通
づ
つ
輿
に
乗
せ
ら
れ
て
運
ば
れ
ま
し
た
。
絵
図
に
は
唐
人
雁

6
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木
に
ち
ゃ
ん
と
輿
二
台
が
描
か
れ
て
い
ま
す
（
図
24
）
。

通
信
使
一
行
に
は
宗
対
馬
守
（
対
馬
藩
主
）
が
み
ず
か
ら
随
伴
し
ま
し
た
。
淀
で

は
通
信
使
ら
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
着
岸
。
ち
ょ
っ
と
上
流
で
「
波
渡
場
」
と
記
さ
れ

た
場
所
で
す
。
藩
主
の
駕
籠
が
用
意
さ
れ
、
と
り
か
こ
ん
だ
家
来
が
平
伏
し
て
い
ま

す
（
図
25
）
。

■
淀
小
橋
の
ほ
と
り

船
着
場
の
左
手
に
淀
小
橋
が
見
え
ま
す
（
図
26
）
。
長
さ
約
百
三
十
メ
ー
ト
ル
。

「
小
橋
」
と
は
い
い
な
が
ら
、
小
さ
い
橋
で
は
な
い
。
木
津
川
に
架
か
っ
た
橋
が
淀

大
橋
。
そ
れ
に
対
し
て
小
橋
で
す
。
伏
見
か
ら
大
坂
方
面
へ
歩
く
人
は
こ
の
橋
を
渡

り
淀
城
下
に
入
り
ま
す
。
京
都
方
面
か
ら
は
鳥
羽
街
道
を
南
下
し
、
や
は
り
こ
の
橋

を
渡
り
淀
城
下
へ
。
そ
し
て
淀
城
下
の
南
で
木
津
川
の
淀
大
橋
を
渡
り
大
坂
方
面
へ

進
み
ま
し
た
。
陳
腐
な
表
現
で
す
が
、
京
都
（
伏
見
）
・
大
坂
間
で
交
通
の
要
衝
だ
っ

た
の
が
こ
の
橋
で
す
。

こ
の
図
で
は
淀
小
橋
の
た
も
と
に
粗
末
な
苫
葺
き
屋
根
の
舟
が
停
泊
し
て
い
ま
す
。

「
大
坂
通
舟
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
伏
見
と
大
坂
を
結
ぶ
旅
客
船
三
十
石
舟
で
し
ょ

う
。
大
坂
か
ら
伏
見
へ
向
う
三
十
石
船
は
淀
小
橋
の
た
も
と
で
も
客
を
お
ろ
ま
し
た
。

最
終
目
的
地
に
よ
っ
て
は
伏
見
ま
で
乗
ら
ず
、
こ
こ
で
下
船
し
鳥
羽
街
道
を
北
上
し

て
京
都
へ
徒
歩
で
向
う
人
も
い
ま
し
た
。
「
舟
ツ
キ
カ
ン
キ
」
と
記
し
階
段
を
描
い

て
い
る
の
が
、
こ
の
三
十
石
舟
の
船
着
場
で
す
。

淀
小
橋
の
た
も
と
は
交
通
の
要
衝
で
す
か
ら
人
が
集
ま
る
。
高
札
場
が
設
け
ら
れ

こ
う
さ
つ
ば

て
い
ま
し
た
。
図
に
は
二
か
所
描
か
れ
て
い
ま
す
（
図
27
）
。
一
つ
は
複
数
の
高
札
を

か
け
て
い
る
と
こ
ろ
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
初
め
か
ら
の
、
切
支
丹
禁
制
な
ど
の
、
実

際
に
は
効
力
を
失
っ
た
高
札
。
も
う
一
か
所
は
ひ
と
つ
の
高
札
で
す
か
ら
、
実
際
に

広
報
す
べ
き
こ
と
を
書
い
た
も
の
で
し
ょ
う
。

小
橋
の
周
辺
に
、
い
く
つ
か
朱
色
の
幔
幕
が
張
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
み
ん
な

通
信
使
の
上
級
団
員
宿
舎
で
す
。
図
28
は
軍
宦
（
軍
人
）
の
宿
舎
。
通
信
使
の
最
上

級
団
員
と
下
級
団
員
は
、
淀
小
橋
を
渡
っ
た
城
下
に
宿
舎
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

た
だ
し
こ
の
準
備
が
む
く
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
前
述
の
と
お
り
。

■
淀
小
橋
畔
の
騒
動

淀
小
橋
の
北
の
道
路
上
で
は
何
や
ら
騒
動
が
お
き
て
い
ま
す
（
図
29
）
。
は
ね
あ
が

る
馬
、
そ
れ
を
制
止
し
よ
う
と
す
る
人
た
ち
で
混
雑
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
「
朝
鮮

人
来
聘
記
」
に
よ
れ
ば
、
通
信
使
が
淀
で
の
休
憩
を
終
え
、
京
都
へ
向
け
て
出
発
し

よ
う
と
す
る
時
に
、
あ
ま
り
の
混
雑
に
馬
が
あ
ば
れ
だ
し
、
制
止
し
よ
う
と
す
る
通

信
使
団
員
や
日
本
人
同
士
が
つ
か
み
あ
い
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
狭
い
場
所
に
千
人

く
ら
い
の
人
と
馬
が
集
ま
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
無
理
も
あ
り
ま
せ
ん
。

■
客
屋

通
信
使
の
迎
賓
館

通
信
使
一
行
の
う
ち
、
正
使
を
は
じ
め
と
す
る
最
上
級
団
員
の
宿
舎
が
画
面
中
央

の
こ
け
ら
ぶ
き
「
客
屋
」
で
す
（
図
30
）
。
通
信
使
応
接
の
た
め
わ
ざ
わ
ざ
建
て
た
の

で
は
な
く
、
ふ
だ
ん
は
相
応
の
町
人
が
稲
葉
家
か
ら
管
理
を
委
託
さ
れ
て
い
た
、
い

う
な
れ
ば
淀
藩
の
迎
賓
館
で
す
。

淀
藩
主
稲
葉
家
の
家
紋
で
あ
る
「
折
敷
に
三
文
字
」
を
染
め
抜
い
た
幔
幕
を
め
ぐ

ら
し
、
門
前
に
は
「
三
使
」
「
上
々
官
三
人
」
と
看
板
を
か
け
て
い
ま
す
。
入
口
は

別
で
、
三
使
玄
関
の
前
に
は
む
し
ろ
が
敷
か
れ
て
い
ま
す
。
現
代
の
緋
毛
氈
の
よ
う

な
感
じ
で
む
し
ろ
を
使
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
「
む
し
ろ
を
敷
い
た
貧
相
な
歓
迎
」

と
考
え
て
は
い
け
な
い
。

背
後
は
す
ぐ
淀
城
内
で
、
城
内
が
見
え
な
い
よ
う
に
見
切
幕
が
張
ら
れ
て
い
ま
す
。

見
え
て
は
具
合
が
悪
い
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
よ
り
、
楽
屋
裏
は
見
せ
な
い
と
い
う

た
し
な
み
で
し
ょ
う
。
と
く
に
武
家
に
と
っ
て
は
城
の
内
部
構
造
を
秘
密
に
す
る
と

い
う
の
は
基
礎
教
養
み
た
い
な
も
の
で
す
。

客
館
の
門
前
に
は
火
消
道
具
の
置
場
が
あ
り
ま
す
（
図
31
）
。
こ
れ
は
臨
時
に
設
け

ら
れ
た
よ
う
で
す
。
道
具
は
、
天
水
桶
（
「
水
溜
桶
」
と
書
か
れ
て
い
る
）
、
は
し
ご
、

水
駕
籠
、
鳶
口
、
大
う
ち
わ
（「
炎
」
の
字
）
、
わ
た
ぼ
う
き
（
梵
天
）
の
セ
ッ
ト
。
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■
宗
対
馬
守
本
陣

対
馬
藩
主
宗
家
は
、
朝
鮮
と
の
外
交
を
委
任
さ
れ
て
い
て
、
通
信
使
来
日
時
に
は

接
遇
責
任
者
で
し
た
。
日
本
国
内
の
通
信
使
旅
程
す
べ
て
に
藩
主
み
ず
か
ら
同
伴
し

ま
し
た
。
寛
延
元
年
当
時
の
藩
主
は
宗
義
蕃
（
一
七
一
七
～
一
七
七
五
）
。
一
行
は
三

百
名
く
ら
い
は
い
た
よ
う
で
す
か
ら
、
通
信
使
一
行
そ
の
他
と
あ
わ
せ
て
千
人
く
ら

い
が
淀
城
下
に
滞
在
し
た
わ
け
で
す
。

淀
は
宿
場
と
は
い
え
、
中
継
地
で
あ
り
、
大
名
が
宿
泊
す
る
常
設
の
本
陣
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
町
人
の
家
二
軒
を
あ
わ
せ
仮
の
本
陣
に
し
つ
ら
え
、
宗
家
の
紋
所

の
ひ
と
つ
で
あ
る
五
七
桐
を
染
め
抜
い
た
幔
幕
を
張
っ
て
い
ま
す
（
図
32
）
。

大
名
本
人
は
仮
本
陣
で
い
い
の
で
す
が
、
他
の
随
行
員
は
ど
こ
に
宿
を
と
る
こ
と

に
な
っ
て
た
ん
で
し
ょ
う
か
。
馬
を
休
ま
せ
る
う
ま
や
は
本
陣
の
右
上
方
に
朱
線
で

描
か
れ
「
宗
対
馬
守
殿
仮
厩
左
右
に
て
拾
六
之
建
」
と
書
い
て
い
ま
す
（
図
33
）
。

「
宗
対
馬
守
行
列
図
」
に
は
二
十
二
頭
の
馬
が
描
か
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
行
列
図
が

実
景
だ
と
し
た
ら
、
他
に
も
確
保
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

馬
じ
ゃ
な
く
て
人
は
ど
こ
に
宿
泊
す
る
の
か
。
図
中
左
上
の
隅
に
、
幔
幕
を
張
っ

た
家
が
見
え
ま
す
（
図
34
）
。
幔
幕
に
は
宗
家
の
紋
で
あ
る
隅
立
四
つ
目
紋
が
描
か
れ
、

横
に
「
杉
村
太
蔵
宿
」
と
注
記
し
て
い
ま
す
。
杉
村
太
蔵
は
宗
家
の
一
門
で
国
家
老
。

通
信
使
に
も
同
伴
し
て
い
ま
す
。

家
老
ク
ラ
ス
が
本
陣
に
い
ち
ば
ん
近
い
と
こ
ろ
で
、
他
の
藩
士
は
画
面
外
に
分
宿

し
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
左
上
の
画
面
外
に
は
淀
城
下
の
お
寺
が
集
ま
っ

て
い
て
、
多
人
数
を
収
容
す
る
の
に
つ
ご
う
が
い
い
。
城
下
町
に
欠
か
せ
な
い
「
寺

町
」
で
す
（
図
35
）
。
高
福
寺
・
長
円
寺
・
東
運
寺
の
三
か
寺
で
、
地
元
の
か
た
は
今

の
「
三
軒
寺
」
と
よ
ん
で
い
ま
す
。

■
路
上
の
ひ
と
び
と

こ
の
図
の
特
徴
の
ひ
と
つ
が
、
路
上
に
た
く
さ
ん
の
人
間
が
い
る
こ
と
で
す
。
こ

の
人
た
ち
は
何
を
し
て
い
る
の
か
。
特
徴
あ
る
風
俗
の
通
信
使
団
員
は
そ
れ
で
も
理

解
で
き
る
。
一
泊
が
休
憩
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宿
舎
に
お
ち
つ
く
た

め
に
歩
い
て
い
る
。
侍
も
同
様
。
た
だ
し
「
異
時
同
図
」
だ
か
ら
、
一
人
の
人
間
が

重
複
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
図
の
路
上
の
人
々
で
お
も
し
ろ
い
の
は
、
右
二
者
以
外
の
ふ
つ
う
の
人
々
で

す
。
た
と
え
ば
、
通
信
使
が
到
着
し
た
船
着
き
場
に
も
た
く
さ
ん
の
人
々
が
集
ま
っ

て
い
ま
す
（
図
36
）
。
長
い
棒
を
も
っ
た
淀
藩
の
足
軽
が
警
備
し
て
い
ま
す
が
、
物
見

高
い
ひ
と
び
と
が
集
ま
り
見
物
し
て
い
る
。
さ
す
が
に
客
屋
（
迎
賓
館
）
の
あ
た
り

で
は
排
除
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
。

通
信
使
団
員
も
、
こ
の
図
の
な
か
で
は
わ
り
と
自
由
に
歩
き
ま
わ
っ
て
い
ま
す
。

図
37
も
そ
の
ひ
と
り
で
、
単
独
で
町
中
を
歩
き
、
集
ま
っ
て
き
た
子
供
た
ち
に
菓
子
？

を
与
え
て
い
ま
す
。

こ
ん
な
場
面
を
現
代
で
は
「
心
の
交
流
」
な
ん
て
こ
と
を
い
う
向
き
も
あ
り
ま
す

が
、
わ
た
し
た
ち
の
先
祖
の
好
奇
心
い
っ
ぱ
い
の
姿
が
よ
く
描
か
れ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
幕
末
に
来
日
し
た
欧
米
人
は
例
外
な
く
日
本
の
民
衆
の
物
見
高
さ
を
特
筆
し

て
い
ま
す
。
『
逝
き
し
世
の
面
影
』
の
世
界
、
そ
の
原
型
と
い
え
る
。

■
そ
し
て
朝
鮮
通
信
使
の
「
汚
点
」
も

「
通
信
使
淀
城
下
到
着
図
」
の
中
で
、
通
信
使
の
ひ
と
り
が
鶏
を
抱
え
て
走
っ
て

い
る
部
分
が
あ
り
ま
す
（
図
38
）
。
こ
の
部
分
が
、
吉
田
光
男
編
『
日
韓
中
の
交
流

ひ
と
・
モ
ノ
・
文
化
』
（
二
〇
〇
四
年
山
川
出
版
）
の
第
十
章
「
「
平
和
外
交
」
が
育
ん

だ
侵
略
・
征
韓
論
」
ロ
ナ
ル
ド
・
ト
ビ
執
筆
分
の
図
版
に
使
わ
れ
、
通
信
使
の
一
人

が
鶏
を
盗
ん
で
追
い
か
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
と
い
う
図
版
解
説
が
付
け
ら
れ
ま

し
た
。

・
そ
の
後
、e

n
j
o
y

k
o
r
e
a

と
い
う
ブ
ロ
グ
で
こ
の
図
版
と
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
紹
介

さ
れ
た
。
こ
れ
に
は
ブ
ロ
グ
運
営
者
に
よ
り
左
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
が
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

朝
鮮
通
信
使
が
在
日
韓
国
人
研
究
者
に
よ
っ
て
日
韓
友
好
の
象
徴
と
し
て
祭
り

上
げ
ら
れ
て
か
ら
、
そ
の
実
態
（
負
の
イ
メ
ー
ジ
を
含
む
）
を
明
ら
か
に
す
る
こ

8
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と
が
憚
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
明
治
以
前
の
日
本
人
は
韓
国
人
を
蔑
視

し
て
い
な
か
っ
た
。
朝
鮮
通
信
使
を
尊
敬
し
て
い
た
。
な
ど
と
主
張
す
る
人
々

が
い
ま
す
。
し
か
し
、
朝
鮮
通
信
使
に
つ
い
て
歴
史
資
料
を
集
め
て
い
く
と
、

面
白
い
事
実
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
興
味
は
尽
き
ま
せ
ん
。

と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
附
さ
れ
て
い
る
。
文
脈
か
ら
い
っ
て
、
こ
の
図
を
「
負
の
イ
メ
ー

ジ
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
「
在
日
韓
国
人
研
究
者
に
よ
っ
て
」
と
い
う
の
は
、

辛
基
秀
さ
ん
の
こ
と
を
さ
し
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
。

e
n
j
o
y

k
o
r
e
a

で
の
紹
介
以
後
、
ネ
ッ
ト
上
で
本
図
に
対
す
る
知
名
度
は
急
騰
し
、

ブ
ロ
グ
を
含
む
ウ
ェ
ッ
ブ
サ
イ
ト
で
と
り
あ
げ
ら
れ
、g

o
o
g
l
e

で
「
通
信
使
&
鶏
」

と
か
「
通
信
使
&
泥
棒
」
と
検
索
す
れ
ば
約
五
万
件
以
上
が
ヒ
ッ
ト
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
（
ち
ょ
っ
と
古
い
け
れ
ど
二
〇
一
〇
年
三
月
現
在
）
。
い
ず
れ
も
朝
鮮
通
信
使
、

あ
る
い
は
朝
鮮
人
を
罵
倒
す
る
文
脈
の
な
か
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
千
篇
一
律
で
、

孫
引
き
孫
孫
引
き
も
多
い
。
ネ
ッ
ト
で
拡
散
す
る
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
こ
と
な
ん

だ
と
実
感
で
き
ま
す
。

一
例
を
あ
げ
る
と
左
の
よ
う
な
発
言
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
引
用
は
「
通
信
使
&
鶏
」

で
検
索
し
て
最
初
に
出
て
き
た
と
い
う
だ
け
で
、
こ
れ
が
典
型
だ
と
い
う
つ
も
り
は

あ
り
ま
せ
ん
（
や
っ
ぱ
り
出
典
を
書
か
ん
わ
け
に
は
い
か
ん
で
し
ょ
う
な
。h

t
t
p
s
:
/
/
m
a
t
o
m

e
.n

a
ve

r
.j

p
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）
。

実
際
は
《
民
度
の
低
い
盗
人
集
団
》
だ
っ
た
「
朝
鮮
通
信
使
」

江
戸
時
代
、
大
名
た
ち
は
、
家
の
格
を
守
る
た
め
に
幕
府
に
忠
誠
を
尽
く
す
必

要
が
あ
り
ま
し
た
。
戦
争
が
あ
れ
ば
武
功
で
忠
義
を
示
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
江
戸
時
代
は
戦
争
が
な
い
時
代
で
す
。
大
名
た
ち
は
、
幕
府
の
た
め

に
熱
心
に
朝
鮮
通
信
使
を
接
待
し
ま
し
た

江
戸
へ
の
旅
で
、
過
剰
な
接
待
を
受
け
続
け
た
朝
鮮
通
信
使
の
一
行
は
、
甘
や

か
さ
れ
た
子
供
の
よ
う
に
、
し
つ
け
を
し
て
い
な
い
犬
の
よ
う
に
、
ど
ん
ど
ん

傲
慢
に
な
り
、
有
頂
天
に
な
っ
て
傍
若
無
人
な
態
度
を
と
る
よ
う
に
な
っ
て
い

き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
も
は
や
不
良
中
学
生
の
修
学
旅
行
の
一
行
で
し
た

右
の
文
章
に
到
着
図
の
一
部
を
貼
り
付
け
て
例
示
し
て
い
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
さ
れ
て
い
る
「
フ
リ
ー
百
科
事
典
」
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ

ア
日
本
語
版
に
は
「
朝
鮮
聘
礼
使
淀
城
着
来
図
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

図
を
示
し
、
と
く
に
ト
ビ
論
文
の
図
版
解
説
に
拠
り
叙
述
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

小
項
目
い
や
む
し
ろ
微
細
項
目
を
と
り
あ
げ
、
し
か
も
そ
の
一
部
分
だ
け
に
言
及
す

る
こ
と
は
、
公
共
財
と
し
て
の
百
科
事
典
の
性
格
を
逸
脱
し
て
い
る
と
は
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
叙
述
自
体
に
は
ト
ビ
論
文
と
同
様
意
識
さ
れ
た
偏
見
が
み
ら
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。

上
記
の
ブ
ロ
グ
等
は
、
図
の
全
体
を
見
て
そ
の
性
格
を
考
慮
し
た
う
え
で
の
発
言

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
来
歴
史
資
料
を
素
材
に
し
た
議
論
は
、
そ
の
対
象
を
き
ち
ん

と
調
べ
て
基
礎
的
な
事
実
関
係
を
ふ
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
図
は
そ
う

い
っ
た
作
業
抜
き
で
議
論
（
と
い
う
よ
り
罵
倒
）
が
進
ん
で
い
る
。
だ
い
た
い
も
と
に

し
た
図
が
原
本
の
転
写
だ
と
い
う
こ
と
も
抜
け
落
ち
て
い
る
。
細
か
い
こ
と
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
が
歴
史
学
の
立
場
か
ら
す
る
と
最
大
の
問
題
で
す
。

■
京
都
新
聞
記
事
へ
の
反
応

先
ほ
ど
二
〇
一
〇
年
に
京
都
市
歴
史
資
料
館
で
通
信
使
到
着
図
再
発
見
を
記
念
す

る
展
覧
会
を
開
い
た
、
と
申
し
ま
し
た
。
そ
の
時
に
京
都
新
聞
の
取
材
を
受
け
、
二

〇
一
〇
年
四
月
九
日
付
朝
刊
に
記
事
が
出
ま
し
た
（
図
39
）
。
取
材
に
応
じ
た
の
は
わ

た
し
で
す
。

記
者
が
優
秀
な
の
か
、
わ
た
し
が
誘
導
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
阿
吽
の
呼
吸
で
そ

う
な
っ
た
の
か
、
記
事
の
主
体
は
絵
図
が
朝
鮮
通
信
使
非
難
の
根
拠
に
な
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
優
等
生
的
な
内
容
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ

れ
な
り
に
問
題
提
起
を
し
た
つ
も
り
で
す
。
わ
た
し
か
ら
し
た
ら
挑
発
し
た
い
と
い

う
気
分
も
大
い
に
ご
ざ
い
ま
し
た
。

記
事
が
出
た
あ
と
当
然
反
応
が
あ
り
ま
し
た
。
左
に
引
く
の
は
わ
た
し
の
日
記

9
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（
稗
官
堂
日
録
っ
て
い
う
ん
だ
よ
）
の
四
月
十
日
の
条
で
す
。

き
の
う
の
朝
鮮
通
信
使
と
鶏
泥
棒
の
京
都
新
聞
記
事
に
対
し
、
す
で
に
か
な

り
の
反
応
が
ネ
ッ
ト
の
ブ
ロ
グ
等
に
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
ま
た
親

韓
派
が
事
実
を
曲
げ
て
反
論
し
て
い
る
と
い
う
論
調
で
あ
る
。
お
も
し
ろ
い
の

は
、
京
都
新
聞
に
出
た
図
版
で
、
右
端
の
足
軽
？
が
棒
を
ふ
り
あ
げ
て
い
る
部

分
を
「
カ
ッ
ト
し
て
い
る
」
の
は
意
図
的
で
「
捏
造
」
だ
と
い
う
非
難
が
多
い

こ
と
。
多
い
と
い
っ
て
も
誰
か
が
言
い
出
し
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
口
う
つ
し
に

言
っ
て
い
る
だ
け
だ
ろ
う
が
。
け
っ
き
ょ
く
京
都
新
聞
を
非
難
す
る
よ
う
な
空

気
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
関
し
午
後
北
海
道
の
男
性
か
ら
電
話
あ
り
。
こ
ち
ら
の
ス
タ
ン
ス
、

す
な
わ
ち
（
１
）
問
題
は
延
享
五
年
五
月
二
日
の
で
き
ご
と
と
し
て
絵
図
に
描

か
れ
る
事
象
を
ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
ほ
か
の
場
所
で
も
や
っ
て

い
る
と
か
い
う
こ
と
は
現
在
の
段
階
で
は
関
係
な
い
。
（
２
）
現
段
階
で
は
ど

ろ
ぼ
う
だ
と
断
定
す
る
こ
と
を
留
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
材
料
が
あ
る
と
い

う
点
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
留
保
す
る
こ
と
も
大
き
な
判
断
で
あ
る
。
以
上
を

説
明
。

こ
の
御
仁
も
京
都
新
聞
け
し
か
ら
ん
と
い
う
態
度
で
、
お
時
間
を
と
ら
せ
ま

し
た
と
て
い
ね
い
に
挨
拶
さ
れ
る
。
最
後
に
は
余
が
「
11
日
ま
で
京
都
御
所
一

般
公
開
な
の
で
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
客
が
入
る
よ
う
に
と
京
都
新
聞
が
好
意
で

掲
載
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
冗
談
を
い
え
る
程
度
の
空
気
で
電
話
を
切
る
。

記
事
の
ソ
ー
ス
を
提
供
し
た
京
都
市
歴
史
資
料
館
（
と
館
員
伊
東
）
で
は
な
く
、

京
都
新
聞
に
非
難
が
集
中
し
た
と
い
う
の
は
意
外
で
し
た
。
記
事
が
出
た
あ
と
、
わ

た
し
は
歴
史
資
料
館
に
非
難
誹
謗
の
電
話
が
集
中
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
腕
を
こ

ま
ね
い
て
待
ち
受
け
て
い
た
の
に
期
待
は
ず
れ
で
し
た
（
こ
う
い
う
態
度
は
公
務
員
と

し
て
は
ど
う
か
と
思
わ
な
い
で
も
な
い
）
。

こ
の
「
鶏
泥
棒
」
事
件
に
つ
い
て
詳
し
く
知
り
た
い
と
き
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
編
『
「
韓
国
併
合
」
一
〇
〇
年
を
問
う

二
〇
一
〇
年
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
』

（
二
〇
一
一
岩
波
書
店
）
に
収
め
る
久
留
島
浩
氏
「
画
像
資
料
と
歴
史
認
識

「
朝
鮮
通

信
使
一
行
は
鶏
ど
ろ
ぼ
う
」
を
め
ぐ
っ
て
」
参
照
。
久
留
島
さ
ん
の
論
考
に
は
わ
た

し
が
材
料
と
視
点
を
提
供
し
て
い
る
の
で
、
き
ょ
う
の
プ
リ
ン
ト
の
内
容
は
剽
窃
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
お
し
ま
い

も
う
と
り
た
て
て
申
し
上
げ
る
こ
と
も
な
い
の
で
す
が
、
わ
た
し
の
視
点
は
か
な

ら
ず
し
も
差
別
と
い
う
大
き
な
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
歴
史
資
料
と
し
て
の
絵
図

が
正
当
に
扱
わ
れ
て
い
な
い
、
不
当
な
目
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
、
一
部
だ
け
が
拡

大
さ
れ
て
い
る
と
い
う
い
き
ど
お
り
（
と
い
う
ほ
ど
鼻
を
鳴
ら
し
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
）

に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

朝
鮮
通
信
使
に
つ
い
て
は
、
近
年
ち
ょ
っ
と
盛
り
上
が
り
す
ぎ
な
と
こ
ろ
が
あ
る

と
感
じ
て
い
ま
す
。
一
九
八
五
年
に
開
か
れ
た
「
朝
鮮
通
信
使

近
世
二
〇
〇
年
の

日
韓
文
化
交
流
」
と
い
う
東
京
国
立
博
物
館
で
の
展
覧
会
図
録
と
、
一
九
九
四
年
大

阪
市
立
博
物
館
で
の
「
朝
鮮
通
信
使

善
隣
友
好
の
使
節
団
」
展
図
録
、
さ
ら
に
二

〇
〇
一
年
京
都
文
化
博
物
館
で
の
「
こ
こ
ろ
の
交
流

朝
鮮
通
信
使

江
戸
時
代
か

ら
21
世
紀
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
展
図
録
、
こ
の
三
者
を
比
較
す
る
と
そ
こ
の
と
こ
ろ

の
推
移
が
よ
く
わ
か
る
。

つ
ま
り
隣
国
と
の
心
の
交
流
が
通
信
使
の
来
訪
で
開
か
れ
、
友
好
の
端
緒
が
作
ら

れ
た
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。
そ
し
て
現
代
の
ま
ち
づ
く
り
に
も
参
考
に
な
る
と

い
う
希
望
で
ご
ざ
い
ま
す
。

朝
鮮
通
信
使
と
日
本
人
（
こ
こ
で
「
日
本
人
」
と
書
く
の
は
な
ん
か
気
分
が
安
定
し
ま
せ

ん
が
ね
）
友
好
も
あ
り
信
頼
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
誤
解
も
あ
り
反
感
も
あ

り
珍
奇
な
も
の
を
見
物
す
る
と
い
っ
た
気
分
が
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
は
っ
き

り
区
別
さ
れ
な
か
っ
た
と
わ
た
し
は
思
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
友
好
と
か
信
頼
だ
け

で
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
は
歴
史
理
解
と
し
て
は
お
か
し
い
。

わ
た
し
は
朝
鮮
通
信
使
淀
城
下
到
着
図
を
朝
鮮
通
信
使
蔑
視
の
材
料
と
し
て
使
う

10

朝鮮通信使と「あの」絵図
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の
は
間
違
い
だ
と
考
え
て
い
る
。
で
も
、
も
し
も
友
好
と
信
頼
の
あ
か
し
だ
と
考
え

た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
振
り
子
が
逆
に
振
れ
た
だ
け
で
す
。

絵
図
自
身
を
歴
史
資
料
と
し
て
冷
静
に
分
析
す
る
こ
と
が
先
決
で
あ
り
唯
一
の
や

る
べ
き
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
以
上
）

11

と
、
え
ら
く
大
上
段
で
、
あ
ま
り
に
も
抽
象
的
で
文
句
の
つ
け
よ
う
が
な
い
終

わ
り
か
た
を
い
た
し
ま
し
た
。
真
夜
中
に
書
い
た
か
ら
。
ち
ょ
っ
と
恥
ず
か
し

い
。
ほ
ん
と
の
と
こ
ろ
は
、
実
に
お
も
し
ろ
い
、
感
興
を
そ
そ
る
絵
図
で
、
こ

の
絵
図
に
つ
い
て
は
お
れ
し
か
語
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
い
な
い
ぜ
、
そ
れ
が

変
な
使
わ
れ
か
た
を
し
て
い
る
の
は
見
る
に
た
え
な
い
、
と
い
う
の
が
ホ
ン
ネ

で
ご
ざ
い
ま
す
。
文
章
で
語
る
ホ
ン
ネ
は
ち
ょ
っ
と
信
用
し
が
た
い
で
す
が
ね
。

頒布価格 1500円
お申し込みは下記へ

075-606-1956
長谷川 歴史・文化・交流の家

伊東宗裕の新刊！
Ｂ５判 約50頁
図版多数
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健
常
者
と
は
誰
か

― 

「
耳
な
し
芳
一
」
を
読
み
解
く 

―

広
　
瀬

　
浩
二
郎
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【
は
じ
め
に
―
二
項
対
立
の
人
間
観
を
乗
り
越
え
る
】

　
今
回
、
こ
の
講
座
を
担
当
す
る
に
当
た
っ
て
、
過
去
の
講
座
の
講

演
録
を
送
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
講
座
で
は
、
実
証

的
な
歴
史
研
究
の
話
題
が
多
い
で
す
ね
。
も
と
も
と
僕
も
日
本
史
を

勉
強
し
て
い
ま
し
た
が
、
最
近
は
史
料
批
判
に
基
づ
く
綿
密
な
歴
史

研
究
か
ら
は
離
れ
て
い
ま
す
。「
ほ
ん
と
う
に
講
師
を
引
き
受
け
て

い
い
の
か
な
」
と
い
う
躊
躇
が
あ
り
ま
し
た
。

　
で
は
、
な
ぜ
こ
こ
に
ず
う
ず
う
し
く
立
っ
て
い
る
の
か
。
じ
つ
は
、

コ
ロ
ナ
禍
が
な
け
れ
ば
、
本
年
九
月
～
一
二
月
に
、
職
場
で
あ
る
国

立
民
族
学
博
物
館
（
以
下
、
民
博
）
に
お
い
て
、
特
別
展
が
開
か
れ

る
は
ず
で
し
た
。
僕
の
人
生
に
と
っ
て
、
大
き
な
山
場
と
な
る
イ
ベ

ン
ト
で
す
。
秋
の
特
別
展
準
備
の
た
め
、
年
明
け
か
ら
か
な
り
慌
た

だ
し
い
日
々
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
失
礼
な
言
い
方
に
な

り
ま
す
が
、
特
別
展
の
広
報
に
つ
な
が
る
な
ら
ば
、
講
演
や
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
の
依
頼
は
積
極
的
に
お
受
け
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
わ
け

で
す
。
僕
の
講
演
を
聴
い
て
く
れ
た
人
が
一
人
で
も
二
人
で
も
、
特

別
展
に
足
を
運
ん
で
く
だ
さ
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
し
た
。ど
ん
な
テ
ー

マ
の
講
演
で
も
、
最
後
に
は
（
多
少
強
引
に
？
）
特
別
展
に
結
び
付

け
る
。
こ
ん
な
下
心
を
持
っ
て
、
こ
の
講
座
も
あ
り
が
た
く
お
引
き

受
け
し
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
ご
存
知
の
よ
う
に
一
連
の
コ
ロ
ナ
禍
で
、
状
況
は
一

変
し
ま
す
。
四
月
に
緊
急
事
態
宣
言
が
出
て
、
特
別
展
は
延
期
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
講
座
も
延
期
し
て
ほ

し
い
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
身
勝
手
で
す
ね
。
す
で
に
講
座
全
体

の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
も
決
ま
っ
て
い
る
の
で
、
あ
ら
た
め
て
何
を
お
話

し
し
よ
う
か
と
悩
み
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
特
別
展
を
開
こ
う

と
し
て
い
る
の
か
。
今
回
の
講
座
の
レ
ジ
ュ
メ
作
り
は
、
自
分
史
を

振
り
返
る
貴
重
な
機
会
に
な
っ
た
の
は
確
か
で
す
。「
今
、
自
分
自

身
が
も
っ
と
も
関
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
最
新
の
情
報
を
お
伝
え

す
る
の
が
い
い
だ
ろ
う
」
と
思
い
、
レ
ジ
ュ
メ
を
作
成
し
ま
し
た
。

本
日
は
、
こ
の
レ
ジ
ュ
メ
に
即
し
て
講
演
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　
本
題
に
入
る
前
に
、
僕
が
京
都
大
学
の
国
史
学
科
に
進
学
し
た
こ

ろ
の
思
い
出
話
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
僕
が
京
大
文
学
部
に
入
学
し

た
の
は
一
九
八
七
年
で
す
。
当
時
は
戦
前
か
ら
の
流
れ
で
、
学
科
名

と
し
て
「
国
史
」
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
明
確
な
ポ
リ
シ
ー
、

思
想
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
単
に
学
科
の
名
称
を
変
え
る
の
が

手
続
き
的
に
面
倒
だ
っ
た
と
い
う
の
が
、「
国
史
」
が
使
わ
れ
て
い

た
理
由
の
よ
う
で
す
。
僕
が
大
学
院
生
だ
っ
た
時
に
「
国
史
学
」
は

「
日
本
史
学
」
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

　
僕
が
国
史
学
科
を
選
ん
だ
動
機
は
、
単
純
か
つ
幼
稚
で
す
。
子
ど
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も
の
こ
ろ
か
ら
時
代
劇
が
大
好
き
で
、
高
校
時
代
は
司
馬
遼
太
郎
の

小
説
ば
か
り
読
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
興
味
の
延
長
で
歴
史
専
攻

を
決
め
た
の
で
、
専
門
課
程
で
の
勉
強
、
研
究
に
つ
い
て
、
具
体
的

な
イ
メ
ー
ジ
、
希
望
は
あ
り
ま
せ
ん
。
入
学
直
後
、
文
字
ど
お
り
右

も
左
も
わ
か
ら
な
い
僕
が
、
最
初
に
お
世
話
に
な
っ
た
の
が
上
田
正

昭
先
生
で
す
。
当
時
、
上
田
先
生
は
教
養
部
で
１
・
２
回
生
を
対
象

と
す
る
「
国
史
学
ゼ
ミ
」
を
担
当
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
ゼ
ミ

の
テ
ー
マ
が
部
落
史
だ
っ
た
の
で
す
。

　
大
学
入
試
で
は
、
日
本
史
が
僕
の
得
意
科
目
で
、
そ
れ
な
り
に
た

く
さ
ん
の
本
も
読
ん
で
い
ま
し
た
。
で
も
、
東
京
出
身
な
の
で
、
被

差
別
部
落
に
関
す
る
知
識
、
実
体
験
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
部

落
問
題
は
過
去
の
も
の
だ
と
思
い
込
ん
で
い
ま
し
た
。
上
田
先
生
の

ゼ
ミ
で
は
、
現
在
ま
で
続
く
部
落
史
を
学
ぶ
意
義
を
教
え
て
い
た
だ

い
た
。「
高
校
の
教
科
書
に
は
載
っ
て
い
な
い
歴
史
が
あ
る
、
も
っ

と
勉
強
し
な
く
て
は
」
と
、
い
い
意
味
で
の
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク

を
受
け
た
の
が
僕
と
「
国
史
学
」
と
の
出
合
い
で
し
た
。

　
上
田
先
生
の
授
業
に
も
刺
激
さ
れ
て
、
僕
は
「
差
別
」
に
つ
い
て

あ
れ
こ
れ
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
や
は
り
自
分
が
全
盲
の
視
覚

障
害
者
な
の
で
、
卒
業
論
文
、
修
士
論
文
で
は
盲
人
史
を
取
り
上
げ

ま
し
た
。「
障
害
」
と
は
何
か
と
問
い
続
け
る
こ
と
は
、
僕
の
ラ
イ

フ
ワ
ー
ク
と
も
い
え
ま
す
。
障
害
関
係
の
歴
史
研
究
を
し
て
い
た
の

で
、
大
学
院
進
学
後
、
自
治
体
や
公
共
施
設
主
催
の
人
権
研
修
の
講

師
を
時
々
頼
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
で
も
、
い
く
つ
か
の

大
学
で
「
障
害
と
人
権
」
と
い
う
講
義
を
非
常
勤
で
担
当
し
て
い
ま

す
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
障
害
者
の
対
語
は
健
常
者
で
す
ね
。
今
日
、

こ
の
会
場
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
大
半
の
方
は
健
常
者
で
し
ょ
う
。
健
常

者
の
定
義
と
は
何
な
の
か
。
僕
は
、
健
常
者
と
は
「
自
分
が
健
常
だ

と
思
っ
て
い
る
、
信
じ
て
い
る
人
」
だ
と
定
義
し
て
い
ま
す
。
僕
は

自
他
と
も
に
認
め
る
全
盲
の
障
害
者
な
の
で
、
世
間
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

で
は
健
常
者
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

　
で
も
、
僕
は
目
が
見
え
な
い
だ
け
で
、
残
り
の
身
体
は
健
康
で
す
。

も
う
五
〇
歳
を
過
ぎ
た
お
っ
さ
ん
で
す
が
、
食
欲
は
二
〇
代
の
こ
ろ

と
変
わ
ら
な
い
し
、
風
邪
も
ほ
と
ん
ど
ひ
き
ま
せ
ん
。
客
観
的
に
み

て
、
同
世
代
の
健
常
者
の
同
僚
よ
り
も
、
僕
の
方
が
「
健
康
が
常
」

だ
と
感
じ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
僕
は
「
健
康
が
常
」
な
の
に
、

健
常
者
で
は
な
い
。
一
方
、
僕
の
周
り
に
は
「
不
健
康
が
常
」
な
同

僚
、
持
病
を
抱
え
る
健
常
者
が
た
く
さ
ん
い
る
。
健
常
者
の
定
義
は
、

考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
難
し
く
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
、
ど
う
で
も
い

い
話
を
一
つ
。
僕
の
最
近
の
自
慢
は
、
全
盲
者
は
老
眼
に
な
ら
な
い

健常者とは誰か

79



こ
と
で
す
。
明
（
見
え
る
）
と
暗
（
見
え
な
い
）
の
区
別
が
な
い
と

い
う
の
は
、
気
楽
な
面
も
あ
り
ま
す
。

　
障
害
が
あ
る
人
、
な
い
人
。
差
別
を
す
る
人
、
さ
れ
る
人
。
こ
の

よ
う
に
単
純
に
人
間
を
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う

か
。
二
項
対
立
は
近
代
的
な
価
値
観
・
世
界
観
で
す
。
で
き
る
人
・

で
き
な
い
人
、
文
明
人
・
未
開
人
な
ど
…
…
。「
障
害
」
を
突
破
口

と
し
、
近
代
的
な
価
値
観
・
世
界
観
を
乗
り
越
え
る
こ
と
を
模
索
し

て
き
た
の
が
僕
の
研
究
・
実
践
で
あ
る
と
総
括
で
き
ま
す
。

　
当
初
、
こ
の
講
座
で
僕
は
「
耳
な
し
芳
一
」
の
話
を
す
る
つ
も
り

で
し
た
。
講
師
依
頼
を
受
け
た
時
、
僕
が
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
た

の
が
「
二
一
世
紀
版
・
耳
な
し
芳
一
」
の
絵
本
作
り
で
す
。
こ
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
現
在
進
行
形
で
、
二
〇
二
一
年
四
月
の
刊
行
を
め
ざ

し
、
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
、
編
集
者
と
の
打
ち
合
わ
せ
を
重
ね
て
い

ま
す
。
講
座
の
タ
イ
ト
ル
を
決
め
て
か
ら
半
年
ほ
ど
の
時
間
が
流
れ

ま
し
た
。「
耳
な
し
芳
一
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
他
の
所
で
書
い

た
り
喋
っ
た
り
し
て
い
る
の
で
、
今
日
は
別
の
ネ
タ
を
メ
イ
ン
に
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
、
僕
の
講
演
は
雑
談
が
多
い
の
が
特

徴
で
す
。
お
配
り
し
た
レ
ジ
ュ
メ
に
は
１
～
４
の
項
目
が
あ
り
ま
す

が
、
す
べ
て
を
説
明
す
る
の
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
レ
ジ
ュ

メ
の
項
目
１
を
解
説
し
た
後
、「
耳
な
し
芳
一
」
に
言
及
し
ま
す
。「
耳

な
し
芳
一
」
の
余
韻
に
浸
り
な
が
ら
休
憩
を
取
っ
て
い
た
だ
き
、
後

半
に
つ
な
げ
て
い
く
つ
も
り
で
す
。項
目
２
・
３
は
駆
け
足
で
さ
ら
っ

と
お
話
し
し
、
４
の
結
論
部
に
進
み
ま
す
。
二
〇
二
五
年
の
大
阪
・

関
西
万
博
に
つ
い
て
は
最
近
い
ろ
い
ろ
考
え
て
い
る
の
で
、
み
な
さ

ん
に
も
僕
の
思
い
、
願
い
を
聴
い
て
も
ら
え
た
ら
嬉
し
い
で
す
。

【
コ
ロ
ナ
禍
と
博
物
館
―
「
古
い
生
活
様
式
」
を
取
り
戻
せ
】

　
よ
う
や
く
、
こ
こ
か
ら
レ
ジ
ュ
メ
に
入
り
ま
す
。
ま
ず
、
コ
ロ
ナ

の
話
で
す
。
今
、
僕
の
前
に
ア
ク
リ
ル
の
遮
蔽
板
が
あ
り
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
感
染
拡
大
予
防
の
た
め
の
対
策
の
一
つ
で
す
。
し

か
し
、こ
の
遮
蔽
板
は
講
演
者
と
聴
講
者
を
隔
て
る
バ
リ
ア
に
も
な
っ

て
い
ま
す
。
全
盲
の
僕
は
、
聴
講
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
み
な
さ
ん

の
表
情
は
見
え
ま
せ
ん
。
そ
の
代
わ
り
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
セ
ン
サ
ー

を
使
っ
て
、
聴
講
者
の
雰
囲
気
を
想
像
し
て
い
ま
す
。
紙
を
め
く
る

音
、
椅
子
が
き
し
む
音
、
咳
払
い
、
時
に
い
び
き
な
ど
。
音
だ
け
で

は
な
く
、
に
お
い
や
空
気
の
流
れ
も
重
要
で
す
。
聴
覚
・
嗅
覚
・
触

覚
情
報
を
組
み
合
わ
せ
て
、
会
場
全
体
を
イ
メ
ー
ジ
し
ま
す
。
遮
蔽

板
が
あ
る
と
、
視
覚
以
外
の
感
覚
が
働
き
に
く
く
な
る
の
が
辛
い
で

す
。
風
通
し
の
い
い
講
演
会
に
し
た
い
の
で
、
遮
蔽
板
を
飛
び
越
え
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て
、
後
ほ
ど
み
な
さ
ん
か
ら
質
問
、
コ
メ
ン
ト
を
た
く
さ
ん
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
四
月
の
初
め
に
特
別
展
の
延
期
が
決
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
特
別
展

は
、
民
博
着
任
後
、
約
二
〇
年
の
僕
の
活
動
を
集
大
成
す
る
大
イ
ベ

ン
ト
で
す
。
二
〇
一
八
年
か
ら
準
備
を
開
始
し
、
出
展
作
品
や
展
示

場
の
レ
イ
ア
ウ
ト
も
ほ
ぼ
固
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
集
大
成
と
い
っ
て

も
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
で
終
わ
り
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
僕

が
提
唱
す
る
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」（
誰
も
が
楽
し

め
る
博
物
館
）
と
い
う
理
念
に
賛
同
し
て
く
れ
る
仲
間
が
増
え
、
各

地
で
展
示
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
事
例
も
積
み
重
ね
て
き
ま
し
た
。

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
研
究
の
成
果
を
広
く
社
会
に
発
信

し
よ
う
と
い
う
狙
い
で
、
特
別
展
の
実
行
委
員
会
を
組
織
し
た
わ
け

で
す
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
意
識
し
て
、
二
〇
二

〇
年
の
秋
に
特
別
展
を
開
く
計
画
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　
オ
リ
パ
ラ
の
東
京
開
催
に
つ
い
て
は
賛
否
両
論
が
あ
る
か
と
思
い

ま
す
が
、
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
障
害
者
へ
の
関

心
が
高
ま
る
の
は
大
歓
迎
で
す
。
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
社
会
変
革
の

起
爆
剤
に
し
た
い
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
僕
は
考
え
て
い
ま
す
。

少
し
ひ
ね
く
れ
た
言
い
方
に
な
り
ま
す
が
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
健
常

者
の
祭
典
で
す
。
そ
の
大
祭
典
が
終
わ
っ
た
後
に
、
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
と
い
う
障
害
者
の
祭
典
が
続
く
。
近
年
、
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
注

目
度
は
ア
ッ
プ
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
比
べ

る
と
規
模
は
小
さ
い
。
僕
の
友
人
に
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
関
係
者
が
い

ま
す
が
、
彼
に
「
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
っ
て
『
後
の
祭
り
』
だ
よ
ね
」

と
言
っ
た
ら
、
怒
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
「
後
の
祭
り
」
は
言
い
過
ぎ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ス
ポ
ー
ツ
の

祭
典
に
大
・
小
の
区
別
が
厳
然
と
し
て
存
在
す
る
の
は
残
念
で
す
。

障
害
者
と
健
常
者
を
機
械
的
に
分
け
る
二
項
対
立
の
発
想
に
依
拠
し

て
い
て
は
、「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
＝
本
体
」「
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
＝
お
ま

け
」
と
い
う
図
式
を
打
ち
破
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

　
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
は
、
障
害
者
（
で
き
な
い
人
）
が
、
じ
つ
は

「
で
き
る
人
」
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
祭
典
で
す
。「
で
き
な
い
」

を
「
で
き
る
」
に
変
換
す
る
障
害
者
た
ち
の
勇
気
と
努
力
、
彼
ら
の

「
頑
張
る
」
姿
が
、
健
常
者
に
感
動
を
も
た
ら
す
。「
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
は
、障
害
者
を
健
常
者
化
す
る
た
め
の
装
置
で
あ
る
」な
ど
と
言
っ

た
ら
、
ま
た
友
人
に
叱
ら
れ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
か
。
頑
張
る
障
害

者
た
ち
が
社
会
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
。
こ
れ
は
第
一
段
階
と
し

て
は
意
義
あ
る
こ
と
で
す
。
僕
も
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
出
場
選
手
を
心

か
ら
応
援
し
て
い
ま
す
。
問
題
な
の
は
、
二
項
対
立
を
前
提
と
す
る

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
的
な
障
害
理
解
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
い
の
か

健常者とは誰か
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と
い
う
こ
と
で
す
。

　
そ
こ
で
、
僕
は
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
へ
の
期
待
と
不
満
を
表
明
す
る

た
め
に
、
特
別
展
の
開
幕
日
を
９
月
初
め
と
し
ま
し
た
。
特
別
展
の

会
期
は
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
少
し
重
な
っ
て
い
ま
す
。「
ポ
ス
ト
・

オ
リ
パ
ラ
の
文
化
戦
略
」
を
テ
ー
マ
と
し
、
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
終
了

後
、約
三
か
月
間
、特
別
展
を
続
け
る
計
画
で
し
た
。「
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
を
一
過
性
の
ブ
ー
ム
で
終
わ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、
日
本
社
会
が

『
障
害
』
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
始
ま
り
に
し
た
い
」。
僕
の
熱
い

思
い
は
、
特
別
展
が
延
期
さ
れ
て
、
来
年
に
持
ち
越
し
と
な
り
ま
し

た
が
、
今
は
二
〇
二
一
年
の
秋
に
向
け
て
気
持
ち
を
切
り
替
え
て
い

ま
す
。

　
レ
ジ
ュ
メ
で
は
「
拒
触
症
」
と
い
う
僕
の
造
語
を
使
っ
て
み
ま
し

た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
伴
い
、「
濃
厚
接
触
」

と
い
う
言
葉
を
耳
に
す
る
機
会
が
増
え
て
い
ま
す
。
感
染
リ
ス
ク
を

避
け
る
た
め
に
、
人
や
物
に
な
る
べ
く
さ
わ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。

た
し
か
に
、
消
毒
に
心
が
け
、
感
染
し
な
い
、
さ
せ
な
い
よ
う
に
注

意
を
払
う
の
は
大
切
で
す
。
と
は
い
え
、
社
会
全
体
が
「
さ
わ
ら
な

い
・
さ
わ
れ
な
い
・
さ
わ
ら
せ
な
い
」
現
状
は
、
あ
ま
り
に
も
過
敏
、

過
剰
な
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
す
。「
さ
わ
る
文
化
」
の
研
究
者

で
あ
る
僕
は
、
あ
え
て
「
拒
触
症
」
と
い
う
強
い
言
葉
を
使
っ
て
、「
新

し
い
生
活
様
式
」
に
対
し
、
異
議
申
し
立
て
を
す
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。

　
「
拒
触
症
」
に
直
面
し
、
あ
ら
た
め
て
自
分
自
身
の
日
常
生
活
を

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
視
覚
障
害
者
の
暮
ら
し
は
「
濃
厚
接
触
」
に

よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、
点
字

を
読
み
書
き
す
る
。
今
日
、
み
な
さ
ん
に
お
配
り
し
た
レ
ジ
ュ
メ
の

点
字
版
に
さ
わ
り
な
が
ら
、
僕
は
講
演
し
て
い
ま
す
。「
も
う
開
始

か
ら
二
〇
分
近
く
経
っ
て
い
る
の
に
、
ま
だ
レ
ジ
ュ
メ
の
１
番
の
②

の
説
明
で
う
ろ
う
ろ
し
て
い
る
」「
早
く
も
黄
色
信
号
。
ち
ょ
っ
と

急
が
な
い
と
、
４
番
ま
で
た
ど
り
着
か
な
い
ぞ
」。
文
字
盤
に
さ
わ

る
こ
と
が
で
き
る
時
計
で
、
時
間
を
確
か
め
ま
す
。
い
い
気
に
な
っ

て
ベ
ラ
ベ
ラ
喋
り
出
す
と
、
身
体
も
動
く
で
し
ょ
う
。
時
々
自
分
の

位
置
、
方
向
が
わ
か
ら
な
く
な
る
の
で
、
机
や
椅
子
を
さ
わ
っ
て
身

体
の
向
き
を
修
正
し
た
り
も
し
ま
す
。
物
の
大
き
さ
や
形
を
把
握
す

る
セ
ン
サ
ー
と
し
て
、
触
覚
は
視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て

重
要
で
す
。

　
ま
た
、
今
日
は
司
会
の
渡
辺
さ
ん
が
地
下
鉄
の
鞍
馬
口
駅
の
改
札

で
待
ち
合
わ
せ
を
し
て
く
だ
さ
り
、
い
っ
し
ょ
に
会
場
ま
で
歩
い
て

き
ま
し
た
。
視
覚
障
害
者
が
晴
眼
者
と
歩
く
際
、
肘
を
持
た
せ
て
も

ら
い
ま
す
。肘
に
触
れ
た
手
の
ひ
ら
か
ら
、さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
キ
ャ
ッ
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チ
す
る
の
で
す
。
僕
は
全
国
各
地
に
出
張
し
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
で
海

外
出
張
は
自
粛
で
す
が
、
最
近
だ
と
東
京
、
福
岡
に
行
き
ま
し
た
。

知
ら
な
い
場
所
に
出
か
け
る
時
は
、
駅
員
さ
ん
に
誘
導
を
お
願
い
し

ま
す
。
視
覚
障
害
者
が
外
出
す
れ
ば
、
周
囲
の
サ
ポ
ー
ト
（
手
助
け
・

手
伝
い
）
が
不
可
欠
で
す
。
人
・
物
と
の
濃
厚
接
触
が
な
け
れ
ば
、

視
覚
障
害
者
は
生
き
て
い
け
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　
そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
、
最
近
流
行
り
の
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
、
リ

モ
ー
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
も
コ
メ
ン
ト
し
ま
す
。
僕
の
職
場
で
も
、

ま
だ
対
面
の
会
議
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
ほ
と
ん
ど
の
打
ち

合
わ
せ
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
す
。
今
日
も
午
前
中
に
、
横
浜
美
術
館
の

方
と
オ
ン
ラ
イ
ン
で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
打
ち
合
わ
せ
を
し
て
い
ま

し
た
。
自
宅
か
ら
気
楽
に
参
加
で
き
る
、
遠
方
の
人
と
も
簡
単
に
話

が
で
き
る
と
い
う
点
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
は
便
利
で
す
。
物
理
的

な
移
動
が
な
く
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
研
究
会
に
出
席
で
き
る
の
は
、

視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
一
方
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
違
和
感
、

も
ど
か
し
さ
が
あ
り
ま
す
。
と
く
に
僕
は
パ
ソ
コ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト

の
画
面
が
見
え
な
い
の
で
、
相
手
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
が
難
し
い
。

違
う
人
の
声
が
同
じ
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
の
で
、
距
離

感
も
掴
め
ま
せ
ん
。
便
利
な
パ
ソ
コ
ン
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
が
一
面
に
お

い
て
遮
蔽
板
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
に
は
慣

れ
な
い
し
、
慣
れ
た
く
も
な
い
。
視
覚
以
外
の
感
覚
を
総
動
員
し
て

他
者
の
気
配
を
察
知
し
、
対
話
を
試
み
る
。
そ
ん
な
視
覚
障
害
者
の

立
場
か
ら
す
る
と
、
早
く
遮
蔽
板
が
取
り
除
か
れ
る
こ
と
を
願
う
ば

か
り
で
す
。
逆
説
的
な
言
い
方
に
な
り
ま
す
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議

が
普
及
し
て
、
対
面
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
が
た
さ
を

再
認
識
で
き
た
の
は
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
四
月
に
特
別
展
が
一
年
延
期
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
仕
方
な
い
と

は
い
え
、
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し
た
。
そ
し
て
、
無
気
力
感
を
抱
え

た
ま
ま
、
在
宅
勤
務
に
突
入
で
す
。
三
月
末
ま
で
特
別
展
準
備
に
奔

走
し
て
い
た
の
で
、
在
宅
勤
務
に
な
っ
て
も
、
何
を
す
れ
ば
い
い
の

か
が
わ
か
ら
な
い
。
数
日
間
、
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
の
前
で
ぼ
ん
や
り

過
ご
し
ま
し
た
。
軽
い
鬱
状
態
で
す
。
さ
す
が
に
、
こ
れ
で
は
ま
ず

い
と
思
い
、
自
分
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
文
章
化
し
て
い
く
こ
と
に

し
ま
し
た
。
論
文
を
書
く
、
本
を
ま
と
め
る
な
ど
、
明
確
な
目
標
は

定
め
ず
、
と
に
か
く
自
分
が
こ
れ
ま
で
に
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
、

特
別
展
で
社
会
に
訴
え
た
い
こ
と
な
ど
を
も
う
一
度
き
ち
ん
と
整
理

し
て
み
よ
う
。
最
初
は
点
字
で
原
稿
を
書
き
、
そ
れ
を
パ
ソ
コ
ン
に

入
力
し
て
い
き
ま
し
た
。
ま
さ
に
、
手
作
業
、
手
仕
事
で
す
。

健常者とは誰か
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五
月
の
連
休
明
け
に
は
、
書
き
溜
め
て
き
た
原
稿
が
そ
れ
な
り
の

分
量
に
な
り
ま
し
た
。
じ
っ
く
り
時
間
を
か
け
て
、
集
中
し
て
書
き

上
げ
た
の
で
、
内
容
的
に
も
納
得
で
き
る
も
の
で
す
。
こ
れ
な
ら
本

に
な
る
ぞ
、
ぜ
ひ
と
も
本
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
小
さ
子
社
の

原
宏
一
さ
ん
に
相
談
を
持
ち
か
け
ま
し
た
。
原
さ
ん
に
は
特
別
展
の

図
録
の
編
集
を
お
願
い
し
て
い
る
の
で
、
ま
ず
は
原
さ
ん
に
拙
稿
を

読
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
の
で
す
。
原
さ
ん
か
ら
は
、
本
に
す

る
前
に
ウ
ェ
ブ
連
載
と
い
う
形
で
発
表
し
て
み
な
い
か
と
い
う
提
案

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
拙
稿
の
主
題
は
「
拒
触
症
」
に
対
す
る
異
議

申
し
立
て
、「
濃
厚
接
触
」
の
本
義
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い

う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。「
非
接
触
社
会
か
ら
触
発
は
生
ま
れ
な
い
」

と
い
う
僕
の
主
張
を
よ
り
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
当
初
は
「
ウ
ェ
ブ
も
い
い
け
れ
ど
、
早
く
本
に
し
よ
う
よ
」
と
い

う
思
い
も
あ
り
ま
し
た
が
、
結
果
的
に
こ
の
連
載
は
大
成
功
だ
っ
た

と
感
じ
て
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
の
状
況
は
刻
々
と
変
化
す
る
。
そ
ん

な
中
、
僕
を
は
じ
め
、
社
会
全
体
が
一
喜
一
憂
、
右
往
左
往
し
ま
す
。

ウ
ェ
ブ
は
各
人
各
様
の
「
今
」
を
共
有
す
る
手
段
と
し
て
有
効
で
す
。

在
宅
勤
務
が
続
き
、
時
間
に
余
裕
が
あ
る
人
も
多
く
、
予
想
以
上
に

た
く
さ
ん
の
方
が
僕
の
連
載
を
読
ん
で
く
れ
ま
し
た
。
ク
リ
ッ
ク
す

れ
ば
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
気
軽
に
、
し
か
も
無
料
で
コ
ラ
ム
が

読
め
る
。
ウ
ェ
ブ
の
威
力
と
可
能
性
を
再
認
識
し
て
い
ま
す
。

　
僕
が
本
を
書
い
て
も
、
そ
ん
な
に
売
れ
ま
せ
ん
（
こ
れ
は
本
人
が

言
う
の
で
間
違
い
な
い
こ
と
で
す
）。「
今
度
は
売
れ
る
ぞ
！
」
と
期

待
し
つ
つ
本
を
書
く
わ
け
で
す
が
、
こ
の
期
待
は
何
度
裏
切
ら
れ
て

き
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
僕
の
本
を
手
に
取
っ
た
こ
と

が
な
い
人
、
僕
の
名
前
を
知
ら
な
い
人
が
ウ
ェ
ブ
連
載
を
読
ん
で
く

だ
さ
る
。「
濃
厚
接
触
」
と
い
う
言
葉
の
検
索
か
ら
、
僕
の
ウ
ェ
ブ

連
載
を
見
つ
け
た
人
も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
本
に
こ
だ
わ
っ
て
い

た
自
分
の
浅
は
か
さ
を
反
省
す
る
と
と
も
に
、
原
さ
ん
の
先
見
の
明

に
感
服
し
て
い
ま
す
。

　
今
は
笑
い
話
に
し
て
い
ま
す
が
、
特
別
展
の
延
期
が
正
式
決
定
し

た
時
は
辛
か
っ
た
で
す
。
延
期
を
め
ぐ
っ
て
、
館
内
で
ご
た
ご
た
揉

め
て
、
精
神
的
に
消
耗
し
ま
し
た
。「
な
に
く
そ
！
」
と
気
合
を
入

れ
て
、
点
字
を
一
点
ず
つ
、
一
文
字
ず
つ
紙
に
打
ち
出
す
。
点
字
は

凸
点
が
盛
り
上
が
っ
て
い
る
の
で
、
下
書
き
原
稿
を
重
ね
て
い
く
と
、

す
ぐ
に
分
厚
く
な
り
ま
す
。
毎
日
、
少
し
ず
つ
厚
く
な
る
点
字
原
稿

の
束
に
さ
わ
り
、
手
応
え
と
達
成
感
を
味
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
手
を

動
か
し
て
原
稿
を
書
き
、
そ
の
成
果
を
手
触
り
で
確
認
す
る
。
紙
と

の
濃
厚
接
触
を
通
じ
て
、
僕
は
コ
ロ
ナ
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
立
ち
直
る
こ
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と
が
で
き
た
の
で
す
。

　
コ
ロ
ナ
禍
は
、「
さ
わ
る
展
示
」
の
普
及
に
と
っ
て
明
ら
か
に
逆

風
と
な
っ
て
い
ま
す
。
客
観
的
に
今
、
こ
の
状
況
で
「
展
示
物
に
自

由
に
さ
わ
っ
て
く
だ
さ
い
」と
い
う
特
別
展
を
開
く
の
は
無
理
で
し
ょ

う
。
二
〇
二
一
年
の
秋
に
コ
ロ
ナ
禍
が
終
息
し
て
い
る
こ
と
を
願
っ

て
い
ま
す
が
、
少
な
く
と
も
消
毒
液
の
設
置
な
ど
、
安
全
に
特
別
展

を
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
た
め
に
、
新
た
な
取
り
組
み
が
必
要
で
す
。

で
も
、
コ
ロ
ナ
禍
で
「
さ
わ
る
展
示
」
が
中
止
・
制
限
さ
れ
た
の
は
、

マ
イ
ナ
ス
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
原
さ
ん
の
協
力
の
お
か
げ
で
、

僕
の
考
え
を
広
く
社
会
に
発
信
す
る
ウ
ェ
ブ
連
載
が
で
き
た
し
、
新

著
も
刊
行
し
ま
し
た
。
何
と
い
っ
て
も
、
特
別
展
準
備
で
突
っ
走
っ

て
い
た
僕
に
、
一
度
立
ち
止
ま
っ
て
、
自
分
の
活
動
の
目
標
、「
さ

わ
る
展
示
」
の
未
来
像
を
確
認
す
る
時
間
が
与
え
ら
れ
た
の
は
、
コ

ロ
ナ
の
プ
ラ
ス
面
だ
と
思
い
ま
す
。

　
レ
ジ
ュ
メ
で
は
、「
あ
ら
た
め
て
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
お
け
る
『
さ

わ
る
マ
ナ
ー
』
の
意
義
を
考
え
る
」
と
書
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
オ

ン
ラ
イ
ン
会
議
に
な
っ
て
、
逆
に
対
面
の
よ
さ
、
大
切
さ
を
実
感
す

る
の
と
同
じ
で
す
。
さ
わ
れ
な
い
・
さ
わ
ら
せ
な
い
環
境
だ
か
ら
こ

そ
、
な
ぜ
さ
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
熟
考
す
る
。
そ
も
そ

も
、
人
類
に
と
っ
て
、
さ
わ
る
と
は
ど
う
い
っ
た
意
味
を
持
っ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。
僕
の
場
合
、「
さ
わ
る
展
示
」
の
実
践
的
研
究

に
取
り
組
む
き
っ
か
け
は
、
視
覚
障
害
者
対
応
で
す
。「
目
の
見
え

な
い
人
に
、
も
っ
と
博
物
館
へ
来
て
も
ら
い
た
い
」「
視
覚
障
害
者

が
触
学
・
触
楽
で
き
る
展
示
を
増
や
そ
う
」。
こ
の
思
い
は
、
博
物

館
で
働
く
僕
の
モ
ッ
ト
ー
で
す
し
、
レ
ー
ゾ
ン
デ
ー
ト
ル
と
も
い
え

ま
す
。

　
し
か
し
、
障
害
者
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
発
想
で
は
、
二
項
対
立
の
枠

組
み
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
点
字
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の

作
成
・
配
布
、
展
示
場
を
案
内
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
養
成
な
ど
は
、

も
ち
ろ
ん
重
要
で
す
。
で
も
、
そ
れ
ら
は
バ
リ
ア
フ
リ
ー
施
策
で
あ

り
、
健
常
者
（
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
）
と
の
直
接
的
な
関
係
は
薄
い
。
視

覚
障
害
者
の
来
館
が
増
え
る
こ
と
で
、
博
物
館
が
ど
の
よ
う
に
変
わ

る
の
か
。「
さ
わ
る
展
示
」
は
、
目
が
見
え
る
人
に
何
を
も
た
ら
す

の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
に
明
確
に
答
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
実
現
で
き
ま
せ
ん
。

　
「
視
覚
優
位
・
視
覚
偏
重
の
近
代
的
な
博
物
館
の
あ
り
方
を
根
本

か
ら
問
い
直
す
」。
こ
れ
が
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
要

諦
だ
と
僕
は
確
信
し
て
い
ま
す
。
目
が
見
え
る
人
も
、
い
や
目
が
見

え
る
人
こ
そ
が
理
解
・
感
動
す
る
「
さ
わ
る
展
示
」。
そ
ん
な
特
別

展
の
具
体
化
に
向
か
い
、
ウ
ェ
ブ
連
載
、
新
著
の
刊
行
を
通
し
て
、

健常者とは誰か
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自
分
の
年
来
の
主
張
に
理
論
武
装
で
き
た
か
な
と
感
じ
て
い
ま
す
。

や
は
り
ピ
ン
チ
は
チ
ャ
ン
ス
な
り
で
す
ね
。

【
目
に
見
え
な
い
も
の
へ
の
恐
怖
―「
耳
な
し
芳
一
」の
今
日
的
意
義
】

　
こ
こ
で
レ
ジ
ュ
メ
か
ら
少
し
離
れ
て
今
日
の
本
題
、
い
つ
の
間
に

か
脇
役
に
さ
れ
た
「
耳
な
し
芳
一
」
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。

自
分
の
主
張
を
理
論
武
装
す
る
た
め
の
一
つ
の
根
拠
と
な
っ
た
の
が

「
耳
な
し
芳
一
」
で
す
。
ご
存
知
の
よ
う
に
、「
耳
な
し
芳
一
」
は

小
泉
八
雲
（
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
）
の
『
怪
談
』
に
収
録
さ
れ

て
い
ま
す
。「
耳
な
し
芳
一
」
の
原
話
は
江
戸
時
代
か
ら
各
地
で
民

話
と
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
ハ
ー
ン
が
聞
き
取
り
、
再
構
成

し
ま
し
た
。
目
の
見
え
な
い
芳
一
は
平
家
の
怨
霊
に
憑
り
つ
か
れ
て
、

最
後
に
は
耳
を
切
り
取
ら
れ
て
し
ま
う
。
な
ん
と
も
痛
々
し
い
、
悲

劇
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
だ
と
思
っ
て
お
ら
れ
る
方
が
多
い
で
し
ょ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
じ
つ
は
こ
の
話
に
は
続
き
が
あ
り
ま
す
。
耳
を
切
り

取
ら
れ
た
芳
一
は
、
そ
の
お
か
げ
で
有
名
に
な
る
。
お
金
持
ち
に
な

る
こ
と
が
幸
福
な
の
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、「
耳
な
し
芳
一
」は
ハ
ッ

ピ
ー
エ
ン
ド
な
の
で
す
。
耳
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
芳
一
は
琵
琶

法
師
と
し
て
の
腕
を
磨
き
ま
す
。
彼
が
芸
能
者
と
し
て
成
功
し
た
と

い
う
点
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。残
念
な
が
ら
、耳
を
切
り
取
ら
れ
る
シ
ー

ン
が
あ
ま
り
に
激
烈
で
イ
ン
パ
ク
ト
が
強
い
の
で
、
そ
こ
で
記
憶
が

途
切
れ
て
し
ま
う
。「
芳
一
＝
か
わ
い
そ
う
な
障
害
者
」
と
思
い
込

ん
で
い
る
人
が
大
半
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
一
度
、「
耳

な
し
芳
一
」
を
読
み
直
し
、
ハ
ー
ン
が
何
を
伝
え
た
か
っ
た
の
か
を

考
え
て
み
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　
「
耳
な
し
芳
一
」
を
再
読
す
れ
ば
、
人
類
が
コ
ロ
ナ
禍
を
克
服
す

る
ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ
る
は
ず
で
す
。
先
ほ
ど
「
拒
触
症
」
と
い
う
言

葉
を
使
い
ま
し
た
が
、
な
ぜ
僕
た
ち
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を
過
度
に

恐
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
感
染
は
怖
い
し
、
リ
ス
ク
は
避

け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
で
も
、「
三
密
」「
濃
厚
接
触
」
を
極
度

に
嫌
う
昨
今
の
風
潮
は
、
時
に
異
常
、
滑
稽
で
は
な
い
か
と
感
じ
て

し
ま
い
ま
す
。「
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
」
が
人
間
本
来
の
社

交
を
阻
害
し
て
い
る
と
嘆
く
の
は
僕
だ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　
ど
う
し
て
人
類
は
こ
こ
ま
で
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を
恐
れ
る
の
か
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
僕
は
「
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
目
に
見
え
な
い
存

在
だ
か
ら
」
と
考
え
て
い
ま
す
。
人
類
の
進
歩
を
象
徴
す
る
概
念
が

「
可
視
化
」
で
す
。
と
く
に
近
代
以
降
、
目
に
見
え
な
い
も
の
を
見

え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
進
歩
な
の
だ
と
信
じ
て
、
人
間
は
「
文
明
」

を
追
求
し
て
き
ま
し
た
。

　
わ
か
り
や
す
い
例
を
挙
げ
る
と
、
明
治
維
新
以
降
、
日
本
で
は
西
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洋
医
学
が
積
極
的
に
導
入
さ
れ
ま
す
。
本
来
は
見
え
な
い
は
ず
の
人

間
の
体
内
の
様
子
を
可
視
化
し
た
の
が
レ
ン
ト
ゲ
ン
、
Ｃ
Ｔ
ス
キ
ャ

ン
な
ど
の
新
技
術
で
す
。
江
戸
時
代
ま
で
、
人
間
の
身
体
の
内
部
は
、

目
で
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
当
た
り
前
で
し
た
。
そ
れ
を
触
覚

に
よ
っ
て
察
知
し
て
い
た
の
が
按
摩
・
鍼
灸
の
技
法
で
す
。
按
摩
・

鍼
灸
は
視
覚
障
害
者
の
手
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
目
の

見
え
な
い
者
は
、
目
に
見
え
な
い
物
を
知
っ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た

信
仰
は
、
イ
タ
コ
（
盲
巫
女
）
や
琵
琶
法
師
の
芸
能
・
宗
教
に
も
共

通
し
て
い
ま
す
。

　
「
近
代
化
＝
可
視
化
」
の
流
れ
の
中
で
、
目
に
見
え
な
い
も
の
を

触
覚
に
よ
っ
て
感
知
す
る
能
力
は
軽
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

按
摩
・
鍼
灸
の
社
会
的
位
置
付
け
、
信
頼
度
も
低
下
し
ま
す
。
目
に

見
え
る
も
の
の
み
が
正
し
い
、
可
視
化
で
き
な
い
も
の
は
迷
信
で
あ

る
。
こ
ん
な
傲
慢
な
思
想
が
近
代
社
会
を
支
配
し
て
い
く
の
で
す
。

　
長
い
人
類
の
歴
史
に
お
い
て
、
視
覚
に
過
度
に
依
存
す
る
よ
う
に

な
る
の
は
近
代
以
降
、
た
か
だ
か
二
〇
〇
年
ほ
ど
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
二
一
世
紀
の
今
日
、
僕
た
ち
の
情
報
入
手
・
伝
達
手
段
は
明

ら
か
に
視
覚
に
偏
っ
て
い
ま
す
。
多
種
多
様
な
情
報
を
「
よ
り
速
く
、

よ
り
多
く
」
送
受
信
す
る
た
め
に
、
テ
レ
ビ
、
パ
ソ
コ
ン
、
ス
マ
ホ

が
開
発
さ
れ
ま
し
た
。
見
る
こ
と
、
見
せ
る
こ
と
を
大
前
提
と
す
る

博
物
館
・
美
術
館
も
近
代
化
の
産
物
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
一
九
七
〇
年
に
大
阪
で
万
国
博
覧
会
が
開
か
れ
ま
す
。
こ
れ
は
高

度
経
済
成
長
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
も
な
る
国
家
的
な
大
イ
ベ
ン
ト

で
す
。
会
期
は
半
年
で
、
六
四
〇
〇
万
人
以
上
の
来
場
者
を
集
め
ま

し
た
。
六
四
〇
〇
万
と
い
う
の
は
、
今
で
は
ち
ょ
っ
と
考
え
ら
れ
な

い
人
数
で
す
。
一
九
七
〇
年
当
時
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
海
外
旅
行
を
気
軽
に
楽
し
む
環
境
も
ま
だ
整
っ
て
い
ま

せ
ん
。
外
国
の
珍
し
い
文
物
を
直
接
見
る
機
会
は
少
な
い
け
れ
ど
、

大
阪
の
万
博
会
場
に
行
け
ば
、
そ
れ
ら
を
自
分
の
目
で
確
か
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
珍
し
い
も
の
を
見
た
い
、
見
よ
う
、
見
る
べ
き
だ
。

全
国
津
々
浦
々
か
ら
万
博
を
「
見
る
」
人
々
が
大
阪
に
押
し
寄
せ
ま

し
た
。
二
〇
世
紀
の
万
博
と
は
、「
世
界
を
見
せ
る
」
大
祭
典
だ
っ

た
と
総
括
で
き
ま
す
。

　
近
代
化
は
、
不
可
視
の
領
域
の
と
ら
え
方
、
目
に
見
え
な
い
も
の

と
の
付
き
合
い
方
を
変
え
ま
し
た
。
江
戸
時
代
以
前
、
死
者
の
霊
は

日
本
人
の
生
活
全
般
に
密
接
に
関
わ
っ
て
お
り
、
ご
く
身
近
な
存
在

だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
死
者
の
霊
は
誰
も
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
け

れ
ど
、
確
実
に
自
分
た
ち
の
傍
に
い
る
。
僕
た
ち
の
ご
先
祖
様
、
前

近
代
の
日
本
人
は
目
に
見
え
な
い
霊
を
身
体
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
す
。「
世
界
を
見
る
」
た
め
の
可
視
化
ツ
ー
ル
が
汎
用
化
し

健常者とは誰か
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た
現
在
、
便
利
さ
と
引
き
換
え
に
、
僕
た
ち
が
失
っ
て
し
ま
っ
た
能

力
・
感
覚
が
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

　
芳
一
は
、
目
に
見
え
な
い
怨
霊
と
自
由
に
交
流
し
て
い
ま
し
た
。

和
尚
さ
ん
た
ち
は
「
あ
ち
ら
の
世
界
に
行
っ
て
は
い
け
な
い
」「
命

が
取
ら
れ
て
し
ま
う
」
と
忠
告
し
、
芳
一
を
こ
ち
ら
側
に
引
き
留
め

よ
う
と
し
ま
す
。
怨
霊
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
、
芳
一
の
全
身
に
書

か
れ
た
の
が
般
若
心
経
の
経
文
で
す
。
余
談
で
は
あ
り
ま
す
が
、
体

中
に
経
文
を
書
き
込
む
。「
顔
や
首
に
も
経
文
を
書
き
込
ん
だ
の
に
、

ど
う
し
て
耳
だ
け
忘
れ
る
の
、
あ
な
た
た
ち
、
ほ
ん
と
う
に
目
が
見

え
て
る
の
？
」
と
、
突
っ
込
み
を
入
れ
た
く
な
り
ま
す
ね
。
そ
れ
は

さ
て
お
き
、
こ
こ
で
文
字
が
使
わ
れ
る
の
は
き
わ
め
て
示
唆
的
で
す
。

芳
一
の
よ
う
な
盲
人
は
、
文
字
を
使
わ
な
い
生
活
を
し
て
い
ま
す
。

彼
ら
は
主
に
音
と
声
で
情
報
入
手
・
伝
達
す
る
の
が
得
意
で
す
。
琵

琶
法
師
・
瞽
女
・
イ
タ
コ
た
ち
の
生
業
は
、
師
匠
か
ら
弟
子
へ
、
口

か
ら
耳
へ
、
文
字
を
媒
介
と
せ
ず
に
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

　
一
方
、目
の
見
え
る
和
尚
さ
ん
た
ち
は
視
覚
優
位
の
暮
ら
し
を
送
っ

て
い
ま
す
。
情
報
の
入
手
・
伝
達
に
お
い
て
は
、
目
で
見
て
確
認
で

き
る
文
字
が
重
視
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
目
に
見
え
な
い
怨

霊
・
亡
魂
の
世
界
、
視
覚
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
音
と
声
の
領
域
へ

芳
一
が
連
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
恐
れ
を
抱
く
。
ひ
ね
く
れ
た

言
い
方
に
な
り
ま
す
が
、
和
尚
さ
ん
た
ち
に
引
き
留
め
ら
れ
る
こ
と

な
く
、
文
字
（
視
覚
）
に
邪
魔
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
あ
ち
ら
側
に
行
っ

て
し
ま
っ
た
方
が
芳
一
は
幸
せ
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
本
日
の
講
演
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
二
項
対
立
で
す
。
目
に
見
え
る

も
の
と
見
え
な
い
も
の
、
文
字
を
使
う
文
化
と
使
わ
な
い
文
化
。
そ

れ
は
近
代
的
な
価
値
観
と
前
近
代
的
な
価
値
観
の
対
立
・
葛
藤
と
言

い
換
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
あ
ち
ら
（
前
近
代
）
と
こ
ち
ら
（
近

代
）
が
芳
一
を
真
ん
中
に
し
て
綱
引
き
す
る
。
こ
の
綱
引
き
の
結
果
、

音
と
声
を
キ
ャ
ッ
チ
す
る
回
路
、
耳
が
あ
ち
ら
側
に
奪
わ
れ
て
し
ま

う
の
で
す
。「
耳
な
し
芳
一
」
の
主
題
は
、
視
覚
優
位
の
近
代
文
明

に
対
す
る
警
告
だ
と
僕
は
考
え
て
い
ま
す
。

　
先
ほ
ど
、
人
類
が
コ
ロ
ナ
を
過
度
に
恐
れ
る
の
は
、
ウ
イ
ル
ス
が

目
に
見
え
な
い
か
ら
だ
と
述
べ
ま
し
た
。
き
っ
と
芳
一
は
、
人
間
の

周
り
に
、
目
に
見
え
な
い
も
の
が
う
ご
め
い
て
い
る
の
は
当
然
で
は

な
い
か
と
笑
う
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
感
染
防
止
対
策
は
し
な
く

て
も
い
い
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
な
ん
て
怖
く
な
い
な
ど
と
、
ト
ラ
ン

プ
大
統
領
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、

僕
た
ち
は
今
こ
そ
「
耳
な
し
芳
一
」
を
読
み
直
し
、
目
に
見
え
な
い

ウ
イ
ル
ス
に
向
き
合
う
心
構
え
、
物
言
わ
ぬ
病
原
体
と
の
対
話
法
を

身
に
つ
け
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
目
に
見
え
な
い
も
の
を
ご
く
自
然
に
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受
け
入
れ
て
い
た
江
戸
時
代
以
前
の
世
界
観
を
再
評
価
・
再
認
識
す

る
た
め
の
教
材
と
し
て
、「
耳
な
し
芳
一
」
を
推
薦
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

　
レ
ジ
ュ
メ
と
は
別
に
、「
琵
琶
な
し
芳
一
」
と
い
う
詩
を
お
配
り

し
ま
し
た
。
恥
ず
か
し
な
が
ら
、
僕
が
書
い
た
も
の
で
す
。
高
校
生

の
こ
ろ
、
僕
は
「
詩
の
ク
ラ
ブ
」
に
所
属
し
て
い
ま
し
た
。
今
で
も

時
々
詩
を
書
き
ま
す
が
、
ど
う
も
理
屈
っ
ぽ
く
な
っ
て
し
ま
う
。「
琵

琶
な
し
芳
一
」
も
へ
た
く
そ
な
詩
で
す
が
、
芳
一
に
関
す
る
私
論
・

試
論
・
史
論
と
い
う
こ
と
で
、
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

「
琵
琶
な
し
芳
一
」
は
、
目
に
見
え
る
／
見
え
な
い
世
界
、
文
字
を

使
う
／
使
わ
な
い
文
化
を
つ
な
ぐ
懸
け
橋
、
二
項
対
立
の
超
克
を
め

ざ
す
宣
言
で
す
。
芳
一
は
僕
の
中
に
も
、
あ
な
た
の
中
に
も
い
る
。

い
わ
ば
芳
一
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
化
で
す
ね
。
ぜ
ひ
以
下
の
詩
を
お
読

み
く
だ
さ
い
。

琵
琶
な
し
芳
一

　
―
人
間
は
な
ぜ
触
角
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
―

耳
を
引
き
ち
ぎ
ら
れ
た
芳
一
は
、
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
か

芳
一
は
痛
か
っ
た
、
自
分
が
耳
に
こ
だ
わ
り
過
ぎ
て
い
た
こ
と

を
思
い
知
ら
さ
れ
て

芳
一
は
目
に
見
え
な
い
世
界
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
聴
き
取
ろ

う
と
し
て
、
懸
命
に
耳
を
澄
ま
し
た

人
々
の
声
、
風
の
音
、
そ
し
て
万
物
が
呼
吸
す
る
気
配

芳
一
は
耳
を
鍛
え
る
こ
と
で
、
芸
能
者
と
し
て
の
腕
を
磨
い
た

そ
の
大
事
な
耳
が
切
り
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た

目
が
見
え
な
い
芳
一
は
、
耳
の
力
で
生
き
る
糧
、
自
信
を
得
た

耳
を
失
っ
た
芳
一
は
、
音
声
と
は
耳
で
聴
く
も
の
で
は
な
い
こ

と
を
悟
る

和
尚
が
芳
一
の
身
体
に
書
い
た
経
文
は
、す
ぐ
に
消
え
て
し
ま
う

般
若
心
経
の
文
字
、
言
葉
を
消
し
去
る
よ
う
に

全
身
の
毛
穴
か
ら
何
千
本
も
の
手
、
触
角
が
飛
び
出
す

人
間
よ
、
触
角
を
取
り
戻
せ

耳
を
失
っ
た
芳
一
は
、
全
身
で
事
物
の
本
質
を
掴
み
取
る
極
意

健常者とは誰か
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を
身
に
つ
け
る

目
で
見
る
、
耳
で
聴
く
と
い
う
束
縛
か
ら
離
れ
、
芳
一
は
自
由

に
歩
き
出
す

で
き
る
人
と
で
き
な
い
人
、
勝
者
と
敗
者

文
明
と
未
開
、
健
常
と
障
害

目
で
見
て
、
耳
で
聴
い
て
い
る
だ
け
で
は
、
人
間
は
二
項
対
立

の
価
値
観
を
乗
り
越
え
ら
れ
な
い

芳
一
は
語
る
、
目
が
な
く
て
も
景
色
は
あ
る
と

芳
一
は
唄
う
、
耳
が
な
く
て
も
音
楽
は
あ
る
と

最
後
に
芳
一
は
あ
の
世
と
こ
の
世
、
視
覚
と
聴
覚
、
物
と
者
を

つ
な
ぐ
道
具
、
琵
琶
を
捨
て
る

触
角
を
持
つ
芳
一
に
は
、
も
は
や
琵
琶
は
必
要
な
い
か
ら

今
、
琵
琶
な
し
芳
一
が
時
空
を
超
え
て
、
僕
た
ち
の
毛
穴
を
く

す
ぐ
る

生
き
る
こ
と
の
豊
か
な
感
触
を
伝
え
る
た
め
に

【
点
字
の
歴
史
に
触
れ
る
―
日
本
の
近
代
化
と
視
覚
障
害
者
】

　
こ
こ
か
ら
は
視
覚
障
害
者
の
歴
史
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
話
題
を

紹
介
し
ま
す
。
二
〇
二
〇
年
開
催
予
定
だ
っ
た
特
別
展
が
、
二
〇
二

一
年
へ
と
延
期
さ
れ
ま
し
た
。オ
リ
パ
ラ
も
二
〇
二
一
年
実
施
と
な
っ

た
の
で
、特
別
展
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
基
本
的
に
変
更
せ
ず
、「
ポ
ス
ト
・

オ
リ
パ
ラ
の
文
化
戦
略
」
を
探
究
す
る
つ
も
り
で
す
。
特
別
展
が
二

〇
二
一
年
と
な
り
、
僕
は
二
〇
二
五
年
の
大
阪
・
関
西
万
博
を
意
識

し
始
め
て
い
ま
す
。
二
〇
二
〇
年
の
秋
に
向
け
て
特
別
展
準
備
を
し

て
い
る
時
は
、「
二
〇
二
五
年
な
ん
て
、
ず
い
ぶ
ん
先
だ
」
と
思
っ

て
い
ま
し
た
が
、
や
は
り
五
年
後
な
の
か
四
年
後
な
の
か
の
差
は
大

き
い
で
す
ね
。
特
別
展
か
ら
大
阪
・
関
西
万
博
に
至
る
四
年
に
注
目

し
て
み
る
と
、
視
覚
障
害
関
係
で
大
き
な
記
念
行
事
が
続
く
こ
と
に

気
づ
き
ま
す
。
コ
ロ
ナ
の
お
か
げ
で
、
特
別
展
後
の
壮
大
な
（
無
謀

な
？
）
プ
ラ
ン
を
思
い
描
く
時
間
的
・
精
神
的
余
裕
が
で
き
た
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
ま
ず
、
二
〇
二
二
年
に
点
字
の
週
刊
新
聞
『
点
字
毎
日
』
が
創
刊

一
〇
〇
年
を
迎
え
ま
す
。
同
じ
く
二
〇
二
二
年
に
創
業
一
〇
〇
年
を

迎
え
る
の
が
、
視
覚
障
害
者
の
総
合
福
祉
施
設
、
日
本
ラ
イ
ト
ハ
ウ

ス
で
す
。
し
か
も
『
点
字
毎
日
』
と
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
は
、
と
も
に
大

阪
を
拠
点
と
し
て
い
ま
す
。
一
九
二
二
年
前
後
に
は
、
大
正
デ
モ
ク
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ラ
シ
ー
の
風
潮
が
各
方
面
で
盛
り
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。
水
平
社
宣

言
が
出
さ
れ
る
の
も
こ
の
時
期
で
す
。
労
働
運
動
、
農
民
運
動
、
婦

人
解
放
運
動
な
ど
も
前
進
し
ま
す
。
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
結
実
と

し
て
、
普
通
選
挙
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
一
連
の
流
れ
の
中

で
、『
点
字
毎
日
』
や
日
本
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
成
立
・
発
展
を
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

　
『
点
字
毎
日
』、
日
本
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
一
〇
〇
年
を
振
り
返
っ

て
み
る
と
、
日
本
に
お
け
る
視
覚
障
害
者
の
近
代
史
を
俯
瞰
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。『
点
字
毎
日
』
は
、
視
覚
障
害
関
係
の
ニ
ュ
ー
ス

に
特
化
し
た
週
刊
新
聞
で
す
。
毎
週
末
に
購
読
者
（
点
字
使
用
者
）

に
郵
送
で
届
け
ら
れ
ま
す
。
よ
く
誤
解
さ
れ
る
の
で
す
が
、『
点
字

毎
日
』
は
、『
毎
日
新
聞
』
を
抜
粋
・
再
編
集
し
た
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
視
覚
障
害
者
に
寄
り
添
う
メ
デ
ィ
ア
、
視
覚
障
害
者
の
生

活
に
役
立
つ
情
報
を
収
集
・
発
信
す
る
点
字
新
聞
と
し
て
歩
ん
で
き

ま
し
た
。

　
点
字
新
聞
が
一
〇
〇
年
近
く
発
行
さ
れ
続
け
て
い
る
の
は
、
世
界

に
も
類
例
が
あ
り
ま
せ
ん
。
二
〇
二
〇
年
七
月
、
通
巻
五
〇
〇
〇
号

と
な
る
『
点
字
毎
日
』
が
僕
の
手
元
に
届
き
ま
し
た
。
僕
が
『
点
字

毎
日
』
の
読
者
と
な
っ
た
の
は
大
学
入
学
直
後
、
一
九
八
七
年
で
す
。

三
〇
年
余
と
い
う
の
は
『
点
字
毎
日
』
の
購
読
歴
と
し
て
は
長
く
な

い
で
す
が
、
二
〇
二
二
年
を
目
前
に
、
一
〇
〇
年
、
五
〇
〇
〇
号
の

重
み
を
感
じ
て
い
ま
す
。
読
者
数
が
限
定
さ
れ
る
点
字
新
聞
は
、
ど

ん
な
に
頑
張
っ
て
も
儲
か
る
わ
け
が
な
い
。
儲
か
ら
な
い
事
業
を
一

〇
〇
年
間
、
地
道
に
続
け
て
い
る
毎
日
新
聞
社
に
感
謝
す
る
と
と
も

に
、
敬
意
を
表
し
ま
す
。

　
『
点
字
毎
日
』
は
単
な
る
新
聞
と
い
う
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
ら
ず
、

視
覚
障
害
者
の
自
立
と
社
会
参
加
を
支
え
て
き
ま
し
た
。
視
覚
障
害

者
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
の
向
上
と
い
う
面
で
、
た
と
え
ば
盲
学
校
用
の
点
字
教

科
書
の
発
行
、
普
通
選
挙
に
お
け
る
点
字
投
票
の
実
現
な
ど
、『
点

字
毎
日
』
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。
意
外
に
思
わ
れ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
国
政
選
挙
で
点
字
投
票
を
正
式
に
認
め
た
の
は
日

本
が
世
界
初
で
す
。
一
九
二
五
年
に
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
が
公

布
さ
れ
、
一
九
二
八
年
の
普
通
選
挙
実
施
へ
と
つ
な
が
り
ま
す
。
一

九
二
八
年
の
最
初
の
普
通
選
挙
で
、
点
字
投
票
も
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
視
覚
障
害
者
の
市
民
権
確
保
に
と
っ
て
画
期
的
な
出
来
事

で
す
。

　
と
は
い
え
、
当
時
は
ま
だ
点
字
の
読
み
書
き
に
慣
れ
て
い
な
い
視

覚
障
害
者
が
多
数
い
ま
し
た
（
日
本
点
字
の
考
案
は
一
八
九
〇
年
で

す
）。
そ
こ
で
、『
点
字
毎
日
』
は
点
字
に
よ
る
模
擬
投
票
を
各
地
で

行
い
、視
覚
障
害
者
の
権
利
保
障
を
宣
揚
し
ま
す
。こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー

健常者とは誰か
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ン
を
通
じ
て
、
点
字
の
識
字
率
も
ア
ッ
プ
し
ま
し
た
。
点
字
投
票
の

促
進
は
、『
点
字
毎
日
』
の
潜
在
的
な
読
者
の
掘
り
起
こ
し
と
い
う

効
果
も
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
次
に
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
今
日
の
聴
講
者
は

京
都
在
住
の
方
が
多
い
の
で
、
京
都
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
を
知
っ
て
い
る

と
い
う
人
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
京
都
を
は
じ
め
、

全
国
各
地
に
「
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
」
の
名
称
を
持
つ
視
覚
障
害
者
施
設

が
存
在
し
ま
す
。
大
阪
の
日
本
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
が
本
店
で
、
そ
の
支

店
が
各
地
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
各
ラ

イ
ト
ハ
ウ
ス
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
地
域
に
根
差
し
た
独
自
の
活
動
を
展

開
し
て
い
ま
す
。
二
〇
世
紀
初
頭
、
米
国
で
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
運
動
が

提
唱
さ
れ
ま
し
た
。
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
と
は
、「
灯
台
」
を
意
味
し
ま
す
。

盲
人
に
光
を
与
え
る
、
目
の
見
え
な
い
人
た
ち
が
進
む
べ
き
道
を
指

し
示
す
と
い
う
理
念
の
下
、
ま
ず
最
初
に
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
が
創
立
さ

れ
た
の
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
す
。

　
そ
の
後
、
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
運
動
は
世
界
に
波
及
し
、
視
覚
障
害
者

福
祉
を
リ
ー
ド
す
る
「
灯
台
」
が
各
国
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
日
本

初
の
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
が
大
阪
に
設
立
さ
れ
、
本
格
的
に
活
動
を
開
始

す
る
の
は
一
九
三
〇
年
代
で
す
。
そ
の
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
創
業
が
一

九
二
二
年
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
創
業
者
は
、
自
身
も
全
盲
の
岩
橋
武

夫
で
す
。
岩
橋
が
「
点
字
文
明
協
会
」
を
名
乗
っ
て
、
点
字
の
エ
ス

ペ
ラ
ン
ト
語
辞
典
を
出
版
し
た
の
が
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
創
業
と
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。
岩
橋
は
点
字
図
書
館
、
点
字
出
版
、
職
業
・
生
活

訓
練
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
手
掛
け
、
視
覚
障
害
者
福
祉
の
分

野
で
大
き
な
足
跡
を
残
し
ま
し
た
。
そ
ん
な
岩
橋
が
大
正
期
に
点
字

出
版
に
先
駆
的
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
、
点
字
の
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
辞

典
が
当
時
の
視
覚
障
害
者
た
ち
に
必
要
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
日

本
に
お
け
る
草
創
期
の
「
灯
台
」
の
最
優
先
任
務
が
何
だ
っ
た
の
か

を
示
し
て
い
ま
す
。

　
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
は
世
界
共
通
語
で
す
。
一
八
八
七
年
に
ポ
ー
ラ
ン

ド
の
ザ
メ
ン
ホ
フ
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
ま
し
た
。
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
は

平
和
運
動
な
ど
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
お
り
、
日
本
社
会
に
も
広
範

な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
が
、
本
日
の
講
座
で
は
詳
し
く
紹
介
す

る
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
。
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
時
代
思
潮
の
中
で
、

多
く
の
日
本
人
が
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
に
夢
を
託
し
、
世
界
に
目
を
向
け

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
で
は
、
初
期
か
ら
視
覚

障
害
者
が
関
与
し
て
お
り
、
点
字
の
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
雑
誌
も
発
行
さ

れ
ま
し
た
。
今
日
で
も
、
国
際
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
大
会
で
は
、
か
な
ら

ず
「
盲
人
分
科
会
」
が
開
か
れ
て
い
ま
す
。

　
日
本
の
盲
人
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
を
主
導
し
た
の
は
盲
目
の
詩
人
、
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ワ
シ
リ
ー
・
エ
ロ
シ
ェ
ン
コ
で
す
。
エ
ロ
シ
ェ
ン
コ
は
東
京
盲
学
校

で
日
本
語
の
点
字
を
学
び
、
当
時
の
知
識
人
、
社
会
運
動
家
と
積
極

的
に
交
流
し
ま
し
た
。
エ
ロ
シ
ェ
ン
コ
か
ら
直
接
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト

語
の
指
導
を
受
け
た
視
覚
障
害
者
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
岩
橋
武

夫
を
は
じ
め
、
日
本
の
盲
青
年
た
ち
は
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
を
通
じ
て

世
界
の
情
報
を
集
め
、自
己
の
世
界
観
を
磨
き
ま
し
た
。彼
ら
に
と
っ

て
点
字
の
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
辞
典
は
、
世
界
に
開
か
れ
た
窓
だ
っ
た

わ
け
で
す
。
以
上
、
近
代
の
視
覚
障
害
者
史
に
お
い
て
、
点
字
は
き

わ
め
て
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
、『
点
字
毎
日
』
の
発
刊
、

日
本
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
創
業
か
ら
も
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

　
レ
ジ
ュ
メ
で
は
、「
な
ぜ
琵
琶
法
師
・
瞽
女
・
イ
タ
コ
は
前
近
代

の
日
本
で
活
躍
で
き
た
の
か
」
と
い
う
問
い
を
立
て
て
み
ま
し
た
。

先
の
「
耳
な
し
芳
一
」
論
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
文
字
を
使
わ
な
い

宗
教
者
・
芸
能
者
は
日
本
の
歴
史
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
登
場
し
ま

す
。
そ
の
代
表
が
琵
琶
法
師
や
瞽
女
、
イ
タ
コ
な
ど
、
目
の
見
え
な

い
職
能
者
で
す
。
江
戸
時
代
以
前
は
、
文
字
を
使
わ
な
い
社
会
生
活

が
一
般
的
で
し
た
。
文
字
を
使
っ
て
い
た
の
は
、
じ
つ
は
貴
族
や
武

士
、
僧
侶
な
ど
、
特
権
階
級
に
属
す
る
人
の
み
で
す
。
い
わ
ゆ
る
民

衆
、
庶
民
は
、
文
字
を
使
わ
な
い
日
常
が
当
た
り
前
で
、
そ
こ
に
は

何
の
不
自
由
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。文
字
を
使
わ
な
い
人
が
マ
ジ
ョ

リ
テ
ィ
で
あ
る
社
会
で
は
、目
の
見
え
な
い
宗
教
者
・
芸
能
者
が
堂
々

と
個
性
を
発
揮
で
き
た
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
江
戸
時
代
以
降
、
社
会
の
多
数
派
が
文
字
を
使
え
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
ご
存
知
の
よ
う
に
江
戸
時
代
に
は
寺
子
屋
教
育
が

充
実
し
、
日
本
人
の
識
字
率
は
飛
躍
的
に
ア
ッ
プ
し
ま
し
た
。
世
界

的
に
み
て
も
、
一
七
世
紀
以
降
の
日
本
の
識
字
率
は
き
わ
め
て
高
い

も
の
で
す
。
文
字
を
使
え
る
生
活
が
日
常
化
す
る
と
、
目
の
見
え
な

い
宗
教
者
・
芸
能
者
が
活
躍
で
き
る
領
域
は
徐
々
に
狭
く
な
っ
て
い

き
ま
す
。
文
字
を
「
使
わ
な
い
」
は
、
い
つ
の
間
に
か
文
字
を
「
使

え
な
い
」
へ
と
変
化
し
、
そ
こ
か
ら
差
別
も
生
じ
る
の
で
す
。

　
江
戸
か
ら
明
治
に
至
る
大
き
な
歴
史
の
流
れ
の
中
で
、琵
琶
法
師
・

瞽
女
・
イ
タ
コ
た
ち
の
地
位
は
相
対
的
に
低
下
し
ま
す
。「
耳
な
し

芳
一
」
流
に
要
約
す
れ
ば
、
文
字
を
使
わ
な
い
怨
霊
た
ち
が
、
文
字

を
使
え
る
和
尚
た
ち
に
駆
逐
さ
れ
る
の
が
近
代
化
だ
と
い
え
そ
う
で

す
。
さ
ら
に
明
治
期
に
学
校
教
育
が
制
度
化
し
、
視
覚
障
害
者
は
文

字
を
使
え
な
い
人
々
と
し
て
、
排
除
・
隔
離
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　
文
字
を
使
え
な
い
こ
と
で
、
肩
身
の
狭
い
思
い
を
強
い
ら
れ
て
き

た
視
覚
障
害
者
に
、
恩
恵
を
も
た
ら
し
た
の
が
点
字
の
発
明
で
す
。

自
ら
の
手
で
読
み
書
き
で
き
る
点
字
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
う
や
く
視
覚
障
害
者
は
近
代
市
民
社
会
に
仲
間
入
り
し
ま
し
た
。
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視
覚
障
害
者
が
「
使
え
な
い
」
を
脱
し
て
、「
使
え
る
」
生
活
を
享

受
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
が
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
一
つ
の
成
果

で
す
。
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、「
使
え
る
」
を
確
実
な
も
の
に

す
る
た
め
に
、
点
字
新
聞
、
点
字
の
辞
典
が
必
要
だ
っ
た
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。

　
僕
は
、「
点
字
の
発
明
は
、
盲
人
を
視
覚
障
害
者
に
転
換
し
た
」

と
考
え
て
い
ま
す
。
二
つ
の
言
葉
の
僕
流
の
定
義
は
以
下
で
す
。

・
盲
人
…
目
が
見
え
る
人
と
は
別
世
界
の
存
在
と
し
て
生
き
た
前
近

代
の
目
が
見
え
な
い
人
。
琵
琶
法
師
・
瞽
女
・
イ
タ
コ
た
ち
の
盲

人
文
化
は
独
自
性
を
持
つ
が
、
排
他
的
な
側
面
も
有
し
て
い
た
。

・
視
覚
障
害
者
…
近
代
以
降
の
目
が
見
え
な
い
・
見
え
に
く
い
人
。

目
が
見
え
な
い
こ
と
は
マ
イ
ナ
ス
で
あ
り
、
克
服
す
べ
き
「
障
害
」

と
意
識
さ
れ
る
。
近
代
の
視
覚
障
害
者
史
は
「
見
え
な
く
て
も
で

き
る
こ
と
」
を
増
や
す
苦
労
と
工
夫
の
歴
史
と
い
え
る
。
盲
人
は

目
が
見
え
な
い
人
の
み
を
指
す
が
、視
覚
障
害
者
に
は
弱
視
者（
目

が
見
え
に
く
い
人
）
も
包
含
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。

点
字
は
視
覚
障
害
者
の
自
立
と
社
会
参
加
に
と
っ
て
不
可
欠
な
ツ
ー

ル
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
僕
自
身
が
大
学
に
進
学
し
、
今
日
、

こ
う
し
て
み
な
さ
ん
の
前
で
お
話
し
で
き
て
い
る
の
も
、
ま
さ
に
点

字
の
お
か
げ
で
す
。
一
方
、
点
字
の
発
明
が
、
文
字
を
使
わ
な
い
盲

人
芸
能
の
衰
退
・
消
滅
を
惹
起
し
た
こ
と
も
看
過
で
き
ま
せ
ん
。
比

喩
的
に
表
現
す
る
と
、
点
字
は
多
く
の
失
明
者
に
光
を
与
え
ま
し
た
。

で
も
逆
に
、
点
字
は
盲
人
独
自
の
「
闇
」
を
放
逐
す
る
原
動
力
に
も

な
っ
た
の
で
す
。
僕
は
、
点
字
発
明
以
後
の
視
覚
障
害
者
を
あ
え
て

「
失
暗
者
」
と
称
し
て
い
ま
す
。

【
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
の
再
評
価
―
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
触
文
化
論
の
試
み
】

　
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
が
点
字
を
考
案
し
た
の
は
一
八
二
四
年
で
す
。

二
〇
二
四
年
は
、
点
字
の
考
案
か
ら
二
〇
〇
周
年
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
余
談
で
す
が
、
日
本
の
点
字
関
係
の
書
籍
で
は
、
点
字
の

考
案
は
一
八
二
五
年
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

点
字
の
母
国
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
最
新
の
研
究
に
よ
っ
て
、
考
案
の

年
が
一
年
早
く
な
り
ま
し
た
。
日
本
語
の
書
籍
で
も
、
遠
か
ら
ず
一

八
二
四
年
説
が
主
流
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
が
点
字
の
一
覧
表
を
完
成
し
、
そ
れ
を
パ
リ
盲

学
校
の
校
長
先
生
に
伝
え
て
、
書
き
と
っ
て
も
ら
う
。
こ
れ
は
明
確

な
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
従
来
は
こ
の
史
実
を
も
っ
て
、
点
字
の

考
案
は
一
八
二
五
年
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
校
長
先
生
に

一
覧
表
を
書
き
と
っ
て
も
ら
う
前
に
、
盲
学
校
の
生
徒
、
視
覚
障
害

の
当
事
者
の
間
で
点
字
の
文
通
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
な
さ
れ
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て
い
た
。
残
存
す
る
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
の
手
紙
な
ど
の
史
料
を
元
に
、

点
字
は
す
で
に
一
八
二
四
年
に
は
実
用
段
階
に
入
っ
て
い
た
こ
と
が
、

近
年
の
研
究
で
証
明
さ
れ
ま
し
た
。

　
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
は
一
八
〇
九
年
生
ま
れ
な
の
で
、
一
八
二
四
年

な
ら
一
五
歳
、
一
八
二
五
年
な
ら
一
六
歳
で
す
。
こ
の
一
年
の
差
は

大
き
い
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
点
字
の
考
案
が
一
八
二
四
年
な
ら
一

五
歳
、
中
学
三
年
生
と
な
り
ま
す
。
一
八
二
五
年
な
ら
一
六
歳
、
高

校
一
年
生
で
す
。
や
は
り
偉
大
な
発
明
は
中
学
生
に
よ
っ
て
な
さ
れ

た
と
す
る
方
が
、
イ
ン
パ
ク
ト
が
増
し
ま
す
ね
。
一
五
歳
な
の
か
一

六
歳
な
の
か
は
さ
て
お
き
、
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
が
天
才
で
あ
る
の
は

間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
二
〇
〇
周
年
の
記
念
行
事
が
一
年
早
く
な

り
そ
う
な
の
で
、
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
は
戸
惑
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　
点
字
考
案
二
〇
〇
周
年
と
聞
い
て
も
、
あ
ま
り
ピ
ン
と
こ
な
い
と

い
う
人
が
多
い
で
し
ょ
う
。
で
も
、
一
〇
〇
年
に
一
度
の
チ
ャ
ン
ス

に
巡
り
合
う
の
は
貴
重
で
す
。
点
字
考
案
三
〇
〇
年
の
二
一
二
四
年

に
は
、
僕
は
こ
の
世
に
い
ま
せ
ん
。
そ
う
な
る
と
、
二
〇
〇
周
年
の

二
〇
二
四
年
は
最
初
で
最
後
の
記
念
年
で
す
。「
健
康
が
常
」
な
状

態
で
二
〇
二
四
年
を
迎
え
ら
れ
る
（
だ
ろ
う
）
こ
と
に
感
謝
し
つ
つ
、

博
物
館
で
働
く
者
と
し
て
、
二
〇
〇
周
年
を
盛
り
上
げ
な
け
れ
ば
と
、

あ
れ
こ
れ
妄
想
（
盲
想
）
を
広
げ
て
い
ま
す
。

　
僕
は
点
字
に
触
れ
て
四
〇
年
、
筋
金
入
り
の
触
読
者
で
す
。
点
字

に
対
す
る
思
い
入
れ
は
人
一
倍
強
い
と
自
負
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
、

点
字
を
使
う
私
た
ち
（
視
覚
障
害
者
）
と
、
点
字
を
使
わ
な
い
あ
な

た
た
ち
（
健
常
者
）
と
い
う
二
項
対
立
を
乗
り
越
え
る
に
は
、
ど
う

し
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
か
。た
し
か
に
、点
字
は
視
覚
障
害
者
に
と
っ

て
大
切
だ
ろ
う
、
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
は
視
覚
障
害
者
の
恩
人
で
あ
る

の
は
よ
く
わ
か
る
。
で
も
、
目
が
見
え
る
自
分
に
と
っ
て
点
字
は
必

要
な
い
し
、
点
字
を
読
み
書
き
し
な
く
て
も
、
何
も
困
ら
な
い
。
そ

ん
な
健
常
者
た
ち
に
点
字
を
身
近
な
も
の
と
し
て
感
じ
て
も
ら
う
の

が
僕
の
課
題
で
す
。「
私
た
ち
／
あ
な
た
た
ち
」の
区
別
を
超
え
て
、「
み

ん
な
の
点
字
」
を
実
感
で
き
る
仕
組
み
を
構
築
し
た
い
と
願
っ
て
い

ま
す
。

　
「
み
ん
な
の
点
字
」
を
実
現
す
る
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
〝
点
字

力
〟
で
す
。〝
点
字
力
〟
は
「
少
な
い
材
料
か
ら
多
く
を
生
み
出
す

し
た
た
か
な
創
造
力
」「
常
識
に
と
ら
わ
れ
な
い
し
な
や
か
な
発
想
力
」

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
ま
す
。
以
下
、
こ
の
二
つ
の
要
素
に
つ
い
て
解

説
し
ま
し
ょ
う
。
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
軍
隊
で
使
わ

れ
て
い
た
暗
号
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
点
字
を
考
案
し
ま
し
た
。
こ
の

暗
号
は
「
夜
の
文
字
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
縦
六
点
、
横
二
点
、
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合
計
一
二
個
の
点
、
お
よ
び
短
い
線
（
ダ
ッ
シ
ュ
）
の
組
み
合
わ
せ

で
、
短
文
を
書
き
記
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
は
「
さ
わ
っ
て
わ
か
り
や
す
い
」「
よ
り
速
く

正
確
に
読
み
書
き
で
き
る
」
と
い
う
観
点
で
、
こ
の
触
覚
暗
号
の
改

良
に
取
り
組
み
ま
す
。
ま
ず
ダ
ッ
シ
ュ
の
使
用
を
取
り
や
め
、
点
の

数
を
絞
り
込
ん
で
い
く
の
で
す
。
最
終
的
に
彼
は
一
二
点
を
半
減
し
、

六
点
に
至
り
ま
す
。
わ
ず
か
六
点
の
組
み
合
わ
せ
で
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
、
数
字
、
各
種
記
号
、
楽
譜
ま
で
書
き
表
せ
る
の
が
点
字
の
特
徴

で
す
。
ユ
ネ
ス
コ
の
調
査
に
よ
る
と
、
現
在
、
一
二
〇
以
上
の
言
語

に
対
応
す
る
点
字
が
世
界
で
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
点
字
考
案
の
根

底
に
は
、
少
な
い
材
料
か
ら
多
く
を
生
み
出
す
「
最
小
化
＝
最
大
化
」

の
精
神
が
脈
打
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。現
代
は
大
量
生
産
・

大
量
消
費
の
時
代
で
す
。
し
か
し
、「
量
」
を
増
や
す
近
代
化
の
思

想
は
、
す
で
に
限
界
を
露
呈
し
て
い
ま
す
。
今
こ
そ
、
点
字
に
込
め

ら
れ
た
「
最
小
化
＝
最
大
化
」
の
知
恵
が
人
類
に
必
須
な
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　
次
に
、
し
な
や
か
な
発
想
力
に
つ
い
て
で
す
。
点
字
考
案
以
前
、

盲
学
校
で
は
凸
文
字
（
浮
き
出
し
文
字
）
の
教
材
が
使
用
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
通
常
、
み
な
さ
ん
が
目
で
見
る
文
字
は
線
文
字
で
す
ね
。

ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
・
漢
字
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
な
ど
、
す
べ
て

は
線
の
組
み
合
わ
せ
で
書
か
れ
ま
す
。
こ
の
線
文
字
を
触
知
で
き
る

よ
う
に
加
工
し
た
の
が
凸
文
字
（
浮
き
出
し
文
字
）
で
す
。
日
本
で

は
木
や
紙
の
み
な
ら
ず
、
蝋
盤
や
松
脂
、
瓦
な
ど
が
浮
き
出
し
文
字

の
素
材
と
し
て
使
わ
れ
ま
し
た
。
浮
き
出
し
文
字
は
美
し
い
工
芸
品

で
す
が
、
そ
れ
を
作
る
た
め
に
は
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
ま
た
、
触

覚
で
線
文
字
を
読
み
取
る
の
も
一
苦
労
で
す
。
ま
し
て
、
視
覚
障
害

者
が
自
力
で
書
く
の
は
難
し
い
。
そ
れ
で
も
、
一
九
世
紀
前
半
の
視

覚
障
害
教
育
の
現
場
で
は
、「
文
字
は
線
で
表
す
も
の
」「
目
が
見
え

る
者
と
、
目
が
見
え
な
い
者
は
同
じ
文
字
を
使
う
べ
き
」
と
い
う
常

識
が
支
配
的
で
し
た
。

　
こ
こ
で
登
場
す
る
の
が
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
で
す
。「
文
字
は
線
で

表
す
」
と
い
う
常
識
は
視
覚
に
は
当
て
は
ま
る
が
、
触
覚
に
は
触
覚

に
適
し
た
文
字
が
あ
る
べ
き
だ
。
こ
ん
な
当
事
者
発
の
思
考
で
、
ル

イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
は
健
常
者
（
多
数
派
）
の
論
理
を
し
な
や
か
に
飛
び

越
え
る
の
で
す
。
線
よ
り
も
点
の
方
が
、
触
覚
で
は
速
く
読
み
書
き

で
き
る
。
こ
れ
は
客
観
的
な
事
実
で
す
が
、
点
字
が
盲
学
校
で
公
認

さ
れ
る
ま
で
、
長
い
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
。
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
は

点
字
を
考
案
し
た
天
才
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
点
字
の
有
効
性
を

粘
り
強
く
主
張
し
続
け
た
不
撓
不
屈
の
人
だ
っ
た
こ
と
も
強
調
し
て

お
き
ま
す
。
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常
識
を
疑
い
、
固
定
観
念
を
打
破
す
る
。
こ
れ
は
、
現
代
の
学
校

教
育
が
も
っ
と
も
重
視
す
べ
き
根
本
命
題
で
す
。
常
識
を
教
え
、
常

識
に
従
う
だ
け
で
は
、
人
間
の
進
歩
は
あ
り
ま
せ
ん
。
常
識
に
と
ら

わ
れ
な
い
柔
軟
な
発
想
、
常
識
を
覆
す
勇
気
を
点
字
の
歴
史
か
ら
学

ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
み
ん
な
の
点
字
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
じ
て
、

学
校
教
育
の
常
識
を
改
変
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

　
僕
は
最
近
、「
点
字
は
触
文
化
へ
の
気
づ
き
、
触
文
化
か
ら
の
築

き
を
促
す
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
ツ
ー
ル
で
あ
る
」
と
力
説
し
て
い
ま
す
。

一
九
九
六
年
以
降
、
小
学
四
年
生
の
国
語
教
科
書
で
「
点
字
」
が
取

り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
二
〇
一
九
年
度
ま
で
、
光
村

図
書
の
国
語
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
の
が
「
手
と
心
で
読
む
」

と
い
う
文
章
で
す
。
中
途
失
明
者
で
、
岡
山
の
盲
学
校
の
教
員
を
さ

れ
て
い
た
大
島
健
甫
さ
ん
が
、
こ
の
文
章
を
執
筆
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
手
と
心
で
読
む
」
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
点
字
の
体
験
学
習
を

取
り
入
れ
る
学
校
が
増
え
て
い
ま
す
。
教
室
に
視
覚
障
害
の
当
事
者

を
招
い
て
、
講
演
を
聴
く
授
業
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

自
我
が
芽
生
え
る
一
〇
歳
前
後
で
、
点
字
や
障
害
な
ど
、
自
分
と
は

異
な
る
「
生
き
方
＝
行
き
方
」（w

a
y
 
o
f  
life

）
に
接
す
る
の
は
、

き
わ
め
て
有
意
義
だ
と
思
い
ま
す
。
現
在
、
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
は
「
子

ど
も
は
み
ん
な
知
っ
て
い
る
け
ど
、
大
人
は
あ
ま
り
知
ら
な
い
有
名

人
」
で
す
。

　
点
字
に
関
心
を
持
つ
人
が
増
え
る
の
は
あ
り
が
た
い
し
、
小
学
生

時
代
に
点
字
に
触
れ
た
子
ど
も
が
成
長
す
れ
ば
、
社
会
の
視
覚
障
害

者
イ
メ
ー
ジ
も
変
わ
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
実
際
に
、
こ
の
四
半
世

紀
で
、
日
本
の
視
覚
障
害
者
を
取
り
巻
く
環
境
が
改
善
さ
れ
た
の
は

確
か
で
す
。
教
科
書
掲
載
、
体
験
学
習
の
導
入
は
、「
み
ん
な
の
点
字
」

を
具
現
す
る
第
一
歩
と
し
て
評
価
で
き
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
、
学
校
に
お
い
て
点
字
は
ど
の
よ
う
に
教
え
ら
れ
、
伝

え
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、
現
状
で
は
「
点
字

＝
目
の
不
自
由
な
人
が
使
う
特
殊
な
文
字
」
と
い
う
の
が
一
般
的
な

理
解
で
す
。
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
同
じ
よ
う
に
、
や
は
り
点
字
は
視

覚
障
害
者
の
た
め
の
文
字
と
い
う
常
識
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ

に
も
二
項
対
立
の
壁
が
あ
る
わ
け
で
す
。「
世
の
中
に
は
点
字
を
使
っ

て
生
活
す
る
障
害
者
が
い
ま
す
」「
困
っ
て
い
る
障
害
者
に
出
会
っ

た
ら
、
助
け
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
」。
点
字
を
通
し
て
物
理
的
・
精
神

的
な
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
つ
い
て
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
い
っ
た

学
習
も
大
事
で
す
が
、
障
害
者
の
努
力
と
、
そ
れ
を
支
援
す
る
健
常

者
の
優
し
さ
の
み
が
強
調
さ
れ
る
授
業
に
は
違
和
感
が
あ
り
ま
す
。

　
小
学
校
の
国
語
教
科
書
に
「
点
字
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
、
二
五
年
が
経
過
し
ま
し
た
。
日
本
に
お
け
る
ル
イ
・
ブ
ラ

健常者とは誰か
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イ
ユ
の
知
名
度
は
、
世
界
的
に
み
て
も
た
い
へ
ん
高
い
。
こ
の
二
五

年
の
成
果
を
土
台
と
し
て
、
そ
ろ
そ
ろ
次
の
段
階
に
進
む
べ
き
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
点
字
は
特
殊
な
文
字
で
も
な
け
れ
ば
、

視
覚
障
害
者
の
専
有
物
で
も
な
い
。
さ
わ
る
楽
し
さ
、
豊
か
さ
に
出

合
う
文
字
ど
お
り
の
手
が
か
り
と
し
て
、
点
字
に
親
し
ん
で
ほ
し
い
。

そ
し
て
、
点
字
か
ら
新
た
な
「
さ
わ
る
文
化
」
を
構
築
す
る
。
点
字

考
案
二
〇
〇
周
年
の
二
〇
二
四
年
に
向
け
て
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
と
い

う
切
り
口
で
点
字
の
社
会
的
位
置
付
け
を
問
い
直
し
て
い
け
れ
ば
と

願
っ
て
い
ま
す
。
視
覚
障
害
者
の
た
め
の
点
字
か
ら
、
み
ん
な
の
点

字
へ
。〝
点
字
力
〟
の
体
現
者
と
い
う
視
点
を
加
え
、
ル
イ
・
ブ
ラ

イ
ユ
の
再
評
価
を
訴
え
て
い
く
所
存
で
す
。

【
お
わ
り
に
―
人
類
の
進
歩
と
調
和
の
先
に
あ
る
も
の
】

　
最
後
に
、
二
〇
二
五
年
の
大
阪
・
関
西
万
博
に
つ
い
て
話
を
し
ま

す
。
僕
は
「
障
害
／
健
常
」
の
二
項
対
立
を
ど
う
や
っ
て
崩
す
こ
と

が
で
き
る
の
か
、
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
ラ
イ

フ
ワ
ー
ク
の
一
つ
と
し
て
、
博
物
館
で
の
「
さ
わ
る
展
示
」
の
開
発
・

普
及
が
あ
り
ま
す
。
点
字
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
化
、
普
遍
的
な
価
値
の

追
求
も
、
二
項
対
立
の
超
克
が
最
終
目
標
で
す
。
二
項
対
立
の
近
代

的
な
世
界
観
・
人
間
観
を
乗
り
越
え
た
先
に
何
が
あ
る
の
か
。
そ
の

問
い
に
対
す
る
答
え
を
二
〇
二
五
年
の
万
博
で
示
す
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

　
僕
は
豊
中
市
在
住
の
大
阪
府
民
で
す
が
、
二
〇
二
五
年
の
万
博
の

具
体
像
は
ま
だ
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
み
ん
な
で
万
博
を
盛
り
上

げ
よ
う
と
い
う
意
識
も
、
さ
ほ
ど
強
く
な
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
こ

れ
は
大
阪
の
問
題
で
は
な
く
、
万
博
と
い
う
近
代
的
な
文
化
装
置
が

迷
走
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
一

九
七
〇
年
の
万
博
は
「
世
界
の
珍
し
い
物
を
見
る
」
と
い
う
こ
と
で
、

六
四
〇
〇
万
人
の
来
場
者
を
集
め
ま
し
た
。
で
も
、
二
一
世
紀
の
日

本
に
お
い
て
、「
世
界
の
珍
し
い
物
を
見
る
」
だ
け
で
は
、
万
博
に

人
を
引
き
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

　
で
は
、
二
一
世
紀
の
万
博
は
何
を
め
ざ
す
べ
き
な
の
か
。
生
意
気

な
言
い
方
に
な
り
ま
す
が
、
万
博
関
係
者
が
悩
み
、
迷
っ
て
い
て
、

曖
昧
で
抽
象
的
な
コ
ン
セ
プ
ト
し
か
出
せ
な
い
の
が
現
状
で
す
。
僕

は
勝
手
に
「
世
界
を
見
せ
る
万
博
か
ら
、
世
界
観
に
触
れ
る
万
博
へ
」

と
、大
風
呂
敷
を
広
げ
て
い
ま
す
。こ
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
、「
見

せ
る
」（
視
覚
）
か
ら
「
触
れ
る
」（
触
覚
）
へ
、
世
界
（
国
）
か
ら

世
界
観
（
人
間
）
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
を
意
図
す
る
僕
の
持
論

を
集
約
し
た
も
の
で
す
。
僕
の
単
な
る
思
い
付
き
で
す
し
、
ま
だ
賛

同
者
は
い
ま
せ
ん
。
で
も
、
二
一
世
紀
の
万
博
を
活
性
化
す
る
寸
言
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と
し
て
、
各
方
面
に
売
り
込
ん
で
い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
、
一
人

で
盛
り
上
が
っ
て
い
ま
す
。

　
今
日
、
お
話
し
し
て
き
た
よ
う
に
、
視
覚
障
害
者
は
健
常
者
（
マ

ジ
ョ
リ
テ
ィ
）
と
は
違
う
世
界
観
の
持
ち
主
で
す
。
二
〇
二
二
年
、

二
〇
二
四
年
の
点
字
関
連
の
記
念
行
事
を
通
じ
て
、
視
覚
障
害
者
の

存
在
を
広
く
社
会
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
。
そ
こ
か
ら
「
多
様
性
に
気
づ

く
」「
多
様
性
を
築
く
」
潮
流
が
生
ま
れ
ま
す
。
言
葉
は
悪
い
け
れ
ど
、

多
様
な
世
界
観
を
掲
げ
て
、
視
覚
障
害
者
が
二
〇
二
五
年
の
大
阪
・

関
西
万
博
に
殴
り
込
み
を
か
け
る
。
二
〇
二
一
年
の
民
博
の
特
別
展

は
、
万
博
の
前
哨
戦
と
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
ま
す
。

　
二
〇
二
五
年
の
万
博
の
テ
ー
マ
は
「
い
の
ち
輝
く
未
来
社
会
の
デ

ザ
イ
ン
」で
す
。
正
直
、
斬
新
さ
は
な
い
し
、
何
を
言
い
た
い
の
か
、
よ

く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
の
テ
ー
マ
の
英
訳
は
、「D

e
s
ig
n
in
g
 
F
u
tu
re  

S
o
c
ie
ty
 
fo
r  
O
u
r  
L
iv
e
s

」
で
す
。
英
語
に
な
る
と
、
意
味
が
は
っ

き
り
し
ま
す
。
僕
が
気
に
な
る
の
は
「O

u
r  
L
iv
e
s

」
と
い
う
言
葉

で
す
。
こ
の
語
に
、
僕
は
疑
問
と
希
望
を
抱
き
ま
す
。「O

u
r  
L
iv
e
s

」、

す
な
わ
ち
私
た
ち
の
生
活
、
私
た
ち
の
生
命
と
い
っ
た
時
、
そ
も
そ

も
「
私
た
ち
」
と
は
誰
を
指
す
の
で
し
ょ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
意
識

的
・
無
意
識
的
に
「
私
た
ち
」
か
ら
除
外
さ
れ
る
人
が
い
る
わ
け
で

す
。

　
一
九
七
〇
年
の
万
博
の
テ
ー
マ
は
、「
人
類
の
進
歩
と
調
和
」
で

し
た
。
こ
の
万
博
の
跡
地
に
建
て
ら
れ
た
の
が
、
僕
が
勤
務
す
る
国

立
民
族
学
博
物
館
で
す
。
一
九
七
四
年
の
創
設
以
来
、
民
博
は
「
人

類
の
進
歩
と
調
和
」
の
理
念
を
継
承
し
、
文
化
相
対
主
義
に
基
づ
く

研
究
を
展
開
し
て
き
ま
し
た
。民
族
学
・
文
化
人
類
学
の
知
見
を
ベ
ー

ス
と
し
て
、
人
類
の
共
生
の
可
能
性
を
多
角
的
に
探
っ
て
き
た
と
も

い
え
る
で
し
ょ
う
。
人
種
や
宗
教
、
最
近
で
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
移
民

問
題
な
ど
、「
人
類
の
進
歩
と
調
和
」
の
課
題
は
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。

民
博
で
は
先
住
民
を
は
じ
め
、
多
様
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
着
目

し
、
そ
の
実
像
を
伝
え
る
展
示
を
数
多
く
公
開
し
て
き
ま
し
た
。
在

日
外
国
人
の
暮
ら
し
を
紹
介
す
る
「
多
み
ん
ぞ
く
ニ
ホ
ン
」
は
、
民

博
な
ら
で
は
の
ユ
ニ
ー
ク
な
常
設
コ
ー
ナ
ー
で
す
。
ま
た
音
楽
展
示

で
は
、
被
差
別
部
落
と
浅
か
ら
ぬ
関
係
に
あ
る
太
鼓
の
制
作
・
演
奏

も
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

　
民
博
は
「
世
界
観
に
触
れ
る
」
博
物
館
と
し
て
、
共
生
の
課
題
解

決
に
向
け
て
歩
ん
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
ん
な
民
博
に
お
い
て

も
、「
障
害
」
が
真
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た
の
で
す
。
障
害
当
事
者
が
研
究
や
展
示
に
関
わ
る
機
会
が
極
端
に

少
な
い
こ
と
が
、
そ
の
理
由
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
九
七
〇
年
か
ら

今
日
に
至
る
ま
で
、「
人
類
の
進
歩
と
調
和
」の
埒
外
に
置
か
れ
た
人
々

健常者とは誰か
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が
い
ま
す
。
そ
の
代
表
が
障
害
者
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
障
害
者

は
、
い
わ
ば
最
後
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
な
の
で
す
。

　
「O

u
r  
L
iv
e
s

」
に
ど
う
や
っ
て
、
ど
こ
ま
で
多
様
な
人
々
を
包

摂
し
て
い
け
る
の
か
。
二
〇
二
五
年
の
大
阪
・
関
西
万
博
が
、
私
た

ち
（「
人
類
の
進
歩
と
調
和
」
に
含
ま
れ
る
者
）
と
、
彼
ら
（「
人
類

の
進
歩
と
調
和
」
に
含
ま
れ
な
い
者
）
と
の
真
の
共
生
を
具
現
で
き

る
の
か
。
僕
の
中
で
は
疑
問
が
四
割
、
希
望
が
六
割
と
い
う
と
こ
ろ

で
す
。
疑
問
を
減
ら
し
、
希
望
を
増
や
す
た
め
に
は
、
僕
た
ち
障
害

当
事
者
が
積
極
的
に
発
言
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
黙
っ

て
い
た
ら
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
殴
り
込

み
は
ち
ょ
っ
と
過
激
で
す
が
、「
私
た
ち
」か
ら
除
外
さ
れ
て
き
た「
彼

ら
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
タ
ン
ス
で
「O

u
r  
L
iv
e
s

」
に
揺
さ
ぶ
り

を
か
け
る
こ
と
が
大
切
で
し
ょ
う
。

　
二
〇
二
一
年
の
民
博
の
特
別
展
か
ら
「O

u
r  
L
iv
e
s

」
の
人
類
学

的
探
究
が
始
ま
り
ま
す
。
い
き
な
り
、
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
ら
、

万
博
協
会
の
方
は
び
っ
く
り
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
で
も
、
同
じ
大
阪

で
の
イ
ベ
ン
ト
な
の
で
、
僕
の
一
方
的
な
ラ
ブ
コ
ー
ル
を
寛
大
に
受

け
入
れ
て
も
ら
え
た
ら
嬉
し
い
で
す
。
特
別
展
で
「O

u
r  
L
iv
e
s

」

に
つ
い
て
よ
り
深
く
考
察
す
る
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
僕
は

「
目
の
見
え
る
触
常
者
」
を
用
い
て
い
ま
す
。

　
本
日
の
講
演
で
、
僕
は
「
障
害
が
あ
る
人
」「
障
害
が
な
い
人
」

と
い
う
陳
腐
な
二
分
法
に
対
し
、
異
議
申
し
立
て
を
し
て
き
ま
し
た
。

た
し
か
に
、
障
害
の
有
無
に
関
係
な
く
、
誰
も
が
快
適
に
生
き
る
こ

と
が
で
き
る
社
会
は
す
ば
ら
し
い
。
ま
た
、
差
別
解
消
を
求
め
闘
っ

て
き
た
障
害
者
運
動
の
成
果
も
重
要
で
す
。
と
は
い
え
、
二
項
対
立

を
前
提
と
し
て
い
て
は
、
い
つ
に
な
っ
て
も
「O

u
r  
L
iv
e
s

」
か
ら

疎
外
さ
れ
る
人
が
出
て
し
ま
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
僕
は
「
障
害
／
健
常
」
の
二
項
対
立
を
打
ち
破
る
こ
と

を
狙
い
と
し
て
、「
見
常
者
・
触
常
者
」
と
い
う
新
た
な
呼
称
を
提

案
し
ま
し
た
。
視
覚
優
位
の
現
代
社
会
に
あ
っ
て
、
本
日
の
聴
講
者

を
含
め
、
世
間
の
大
多
数
の
人
々
は
「
見
る
こ
と
を
常
と
す
る
人
＝

見
常
者
」
で
す
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
僕
は
「
健
康
が
常
」
な
の
に
、

健
常
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て
も
、
こ
こ
に
割
り
切
れ
な
さ

が
あ
り
ま
す
。
で
も
、
僕
が
見
常
者
で
は
な
い
の
は
明
ら
か
で
す
。

一
般
に
、
目
の
見
え
な
い
人
は
触
学
・
触
楽
が
得
意
な
の
で
「
触
常

者
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
障
害
／
健
常
」
と
は
異
な
る
区

分
を
提
示
し
、
既
存
の
二
項
対
立
概
念
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
。
僕

が
め
ざ
す
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
は
、
単
純
な
障
害
者

対
応
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
見
常
者
と
触
常
者
の
異
文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
す
る
の
が
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
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眼
目
な
の
で
す
。

　
二
〇
二
一
年
の
特
別
展
を
契
機
と
し
、
僕
は
「
目
の
見
え
る
触
常

者
」
を
増
や
し
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
僕
が
見
常
者
に
な
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
見
常
者
が
触
常
者
に
な
る
の
は
可
能
で
す
。

普
段
、
視
覚
に
頼
っ
て
生
活
し
て
い
る
見
常
者
た
ち
に
、
触
覚
の
お

も
し
ろ
さ
、
豊
か
さ
を
伝
え
る
。
見
常
者
の
間
に
触
覚
活
用
が
広
が

れ
ば
、
視
覚
優
位
の
世
界
観
も
変
わ
る
は
ず
で
す
。「
君
も
僕
も
芳

一
に
な
ろ
う
」。
さ
あ
、「
琵
琶
な
し
芳
一
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始
ま

り
ま
す
。

　
見
常
者
を
触
常
者
化
す
る
特
別
展
。
目
の
見
え
な
い
触
常
者
と
、

目
の
見
え
る
触
常
者
が
触
れ
合
う
特
別
展
。「
障
害
と
は
何
な
の
か
、

健
常
と
は
何
な
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
」。
こ
ん
な
感
想

が
特
別
展
の
来
場
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま

す
。
き
っ
と
特
別
展
の
カ
オ
ス
の
中
か
ら
、「O

u
r  
L
iv
e
s

」
の
未

来
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
二
〇
二
一
年
～
二
〇

二
五
年
の
五
年
間
で
、
ど
れ
だ
け
「
目
の
見
え
る
触
常
者
」
を
育
て

て
い
け
る
の
か
。
ま
ず
は
特
別
展
の
成
功
に
向
け
て
、
コ
ロ
ナ
に
負

け
ず
、
し
っ
か
り
と
準
備
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　
本
日
は
、
ま
と
ま
り
の
な
い
講
演
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
芳

一
や
点
字
、
さ
ら
に
は
万
博
の
こ
と
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
お
話
し
し
ま

し
た
が
、
見
常
者
に
さ
わ
る
文
化
の
魅
力
を
伝
え
る
と
い
う
点
は
共

通
し
て
い
ま
す
。
講
演
内
容
を
一
言
で
要
約
す
る
と
、「
特
別
展
を

開
く
の
で
、
ぜ
ひ
来
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う

か
。
も
ち
ろ
ん
、
一
時
間
半
も
か
け
て
、
身
勝
手
な
宣
伝
を
し
た
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
特
別
展
は
近
代
的
な
世
界
観
、
二
項
対
立
の

人
間
観
に
改
変
を
迫
る
大
事
業
で
す
。
視
覚
偏
重
の
「O

u
r  

L
iv
e
s

」
を
問
い
直
す
壮
大
な
実
験
場
で
も
あ
り
ま
す
。
特
別
展
か

ら
生
ま
れ
る
接
触
と
触
発
の
連
鎖
は
、
た
く
さ
ん
の
見
常
者
を
巻
き

込
ん
で
い
く
で
し
ょ
う
。
二
〇
二
五
年
の
大
阪
・
関
西
万
博
に
殴
り

込
み
を
か
け
る
「
目
の
見
え
な
い
触
常
者
」
の
挑
戦
を
ご
支
援
く
だ

さ
い
。

〈
参
考
文
献
〉

広
瀬
浩
二
郎
『
そ
れ
で
も
僕
た
ち
は
「
濃
厚
接
触
」
を
続
け
る
！

―
世
界
の
感
触
を
取
り
戻
す
た
め
に
』（
小
さ
子
社
、
二
〇
二

〇
年
一
〇
月
）

健常者とは誰か
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健常者とは誰か

－「耳なし芳一」を読み解く－

広瀬 浩二郎

〈発表要旨〉

年の秋に国立民族学博物館で開催される予定だった特別展「ユニバーサル・ミュー

ジアム－さわる！“触”の大博覧会」は、コロナ禍のため１年延期されることになった。

実行委員長の私にとって、展示の延期はショックである。このショックから早く立ち直り

たいという思いで、在宅勤務が続く本年４月～６月の期間に、京都の出版社・小さ子社の

サイトで「それでも僕たちは『濃厚接触』を続ける！」というコラムを連載することにし

た。点字の原稿を書く、手と頭を動かす行為を通じて、私は来年の特別展開幕に向けて、

気持ちを切り替えることができた。本講演の前半ではウェブ連載の内容を中心に、コロナ

禍に直面する博物館の状況、視覚障害者の体験について報告したい。

特別展では「パラリンピックを一過性のブームで終わらせてはならない」というスロー

ガンを掲げ、「ポスト・オリパラの文化戦略」を提示できる企画になるよう、準備を進め

てきた。オリパラが 年に延期されたことにより、特別展の基本コンセプトは変更せず

に、来年の開催をめざすつもりである。一方、会期が１年遅れとなったことで、特別展は

年の大阪・関西万博とのつながりも視野に入れる必要が出てきたと感じている。そこ

で本講演の後半では、特別展から万博に向かう５年間を人類史の中でどのように位置付け

ることができるのか、参加者のみなさんとともに考えてみたい。

〈キーワード〉

ユニバーサル・ミュージアム 触文化 触常者 濃厚接触 点字

〈プロフィール〉

広瀬浩二郎（ひろせ・こうじろう）

自称「座頭市流フィールドワーカー」。 年、東京都生まれ。 歳の時に失明。筑波大

学附属盲学校から京都大学に進学。 年、同大学院にて文学博士号取得。専門は日本宗

教史、触文化論。 年より国立民族学博物館に勤務。現在はグローバル現象研究部・准教

授。「ユニバーサル・ミュージアム」（誰もが楽しめる博物館）の実践的研究に取り組み、

“触”をテーマとする各種イベントを全国で企画・実施している。最新刊の『触常者とし

て生きる』（伏流社）など、著書多数。
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１．コロナ禍と博物館－「古い生活様式」を取り戻せ

①2020 年の秋に開催される予定だった特別展「ユニバーサル・ミュージアム－さわる！

“触”の大博覧会」の延期が決まる（社会全体の「拒触症」に対する疑問）

②視覚障害者の日常生活は「濃厚接触」によって成り立っていることを再認識する

（「気配＝気配り」を実感できないオンライン会議の難しさ）

③ウェブ連載「それでも僕たちは『濃厚接触』を続ける！」を開始することで

コロナショックから立ち直る（「書く」という身体運動の大切さ）

④あらためてミュージアムにおける「さわるマナー」の意義を考える

（「なぜさわるのか＝作法」「どうさわるのか＝技法」を発信する必要性）

２．点字の歴史を読み解く－触文化論の試み

①2022 年に点字の週刊新聞『点字毎日』が発刊 周年を迎える

（近代視覚障害者の自立と社会参加の歩み）

②2022 年に視覚障害者の総合福祉施設である日本ライトハウスが

創業 周年を迎える（大正期に点字のエスペラント語辞典が発行された理由）

③なぜ琵琶法師・イタコ・瞽女は前近代の日本で活躍できたのか

（「文字を使わない」人々の芸能と「目に見えない世界」の関係）

④2024 年はルイ・ブライユによる点字の考案から 周年となる記念の年である

（「点字力＝したたかな創造力、しなやかな発想力」の再評価）

３．ある触常者の誕生－「Exploring the New Field of Tactile Sensation」
①点字はボツボツなのか、ポツポツなのか

（初めて点字に触れた時の「気がかり＝違和感」と「手がかり＝安心感」）

②35年前の受験勉強で、「手移り」できない強みを活かす

（情報の量ではなく質にこだわる「生き方＝行き方」を獲得）

③点字筆記具の変遷から視覚障害者版『知的生産の技術』を構想する

（点字器、点字タイプライター、点字・音声ワープロ、携帯型点字情報端末）

④点字は触文化への気づき、触文化からの築きを促すユニバーサルなツールになり得るか

（ICT の進展と点字ユーザーの減少）

４．大阪・関西万博に向けて－人類の進歩と調和の先にあるもの

①なぜ 年の万博は 万人以上の来場者を集めたのか

（日本人の「世界観」を改変する強烈なインパクト）

②2025 年に大阪を拠点として、視覚障害者発の「触文化の大祭典」を開く

（大阪万博のテーマ「Designing Future Society for Our Lives」との連携の可能性）

③2021 年の民博の特別展を万博の前哨戦と位置付け、「さわる展示」の多様性を開拓する

（視覚優位・視覚偏重の価値観・人間観に対する異議申し立て）

④「目の見える」触常者が「Our Lives」に参画する

（「障害／健常」という二項対立を前提とする共生の理念を乗り越えるパラダイムシフト）

健常者とは誰か
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神
輿
場
は
な
ぜ
荒
れ
た
の
か

― 

近
代
京
都
の
祇
園
祭
神
輿
渡
御
を
中
心
に 

―

中
　
西

　
　
　
仁
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神
輿
渡
御
の
後
に
成
立
し
た
も
の
で
す
。
こ
ち
ら
（
図
版
１
）
が
七

月
一
七
日
の
神
輿
渡
御
の
様
子
で
す
。
七
月
一
七
日
の
午
後
五
時
半

く
ら
い
で
す
。
暑
い
時
分
で
す
。
前
祭
の
山
鉾
巡
行
が
午
後
二
時
か

三
時
く
ら
い
に
は
終
わ
り
ま
す
け
れ
ど
、
そ
の
後
で
す
。
四
つ
の
神

輿
が
こ
の
中
に
写
っ
て
い
ま
す
。
向
か
っ
て
右
側
が
西
御
座
と
申
し

ま
し
て
八
角
形
の
神
輿
で
す
。
真
ん
中
の
手
前
が
中
御
座
、
六
角
形

の
神
輿
で
す
。
そ
の
前
に
小
さ
な
神
輿
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
東
若

御
座
と
い
う
子
供
神
輿
で
す
。
一
番
左
側
が
東
御
座
で
す
。
四
角
の

神
輿
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
神
輿
の
説
明
を
い
た
し
ま
す
と
（
図
版
２
）、

中
御
座
は
古
く
は
大
宮
神
輿
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
形
は
六
角
形

で
、
屋
根
に
鳳
凰
が
乗
っ
て
い
ま
す
。
祭
神
が
素
戔
嗚
尊
で
こ
れ
が

八
坂
神
社
の
一
番
中
心
に
な
る
神
さ
ん
で
す
。
素
戔
嗚
尊
を
正
式
に

祭
神
と
し
た
の
は
明
治
以
降
で
し
て
、
そ
れ
以
前
は
牛
頭
天
王
で
し

た
。
三
若
神
輿
会
と
い
う
組
織
が
担
当
し
て
い
ま
す
。
今
日
の
話
の

中
心
に
な
り
ま
す
の
は
東
御
座
と
い
う
神
輿
で
す
。
昔
は
八
王
子
神

輿
と
い
い
ま
し
て
、
四
角
形
で
屋
根
に
は
葱
花
、
丸
い
花
の
よ
う
な

も
の
が
付
い
て
い
ま
す
。
祭
神
は
櫛
稲
田
姫
命
（
く
し
な
だ
ひ
め
の

み
こ
と
）
と
現
在
は
な
っ
て
い
ま
す
。
担
当
は
四
若
で
す
。
こ
の
祭

神
は
現
在
の
祭
神
で
、
八
王
子
神
輿
の
時
は
牛
頭
天
王
の
子
で
あ
る

八
王
子
と
い
う
神
々
が
乗
っ
て
い
ま
し
た
。
最
後
は
西
御
座
、
か
つ

１
　
は
じ
め
に

　
教
員
免
許
を
取
る
学
生
に
、
小
中
学
校
で
ど
う
い
う
ふ
う
に
授
業

を
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
お
り
ま
す
。
専
門
は
社
会

科
教
育
、
歴
史
教
育
で
す
。
五
年
前
に
大
学
か
ら
何
で
も
い
い
か
ら

研
究
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
、
一
年
間
研
究
休
暇
を
い
た
だ
き
ま

し
て
、
そ
こ
で
き
ち
っ
と
教
育
学
の
研
究
を
す
れ
ば
い
い
ん
で
す
け

れ
ど
、
ど
う
も
そ
れ
は
気
が
進
み
ま
せ
ん
で
し
て
、
私
の
好
き
な
神

輿
の
研
究
を
す
る
た
め
に
、
佛
教
大
学
の
民
俗
学
の
八
木
透
先
生
に

入
門
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
日
の
こ
の
発
表
は
、
た
っ
た
五

年
ほ
ど
の
研
究
の
成
果
と
い
う
か
途
中
の
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
だ
ま

だ
い
ろ
ん
な
こ
と
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
最

初
に
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
。

　
先
ほ
ど
ご
紹
介
頂
き
ま
し
た
よ
う
に
中
学
校
に
勤
め
て
お
り
ま
し

た
時
に
、
教
え
子
か
ら
「
先
生
、
神
輿
か
つ
が
へ
ん
か
」
と
言
わ
れ

た
の
が
神
輿
を
舁
く
き
っ
か
け
で
す
。
私
は
神
輿
を
「
担
ぐ
」
で
は

な
く
「
舁
く
（
か
く
）」
と
言
い
ま
す
。
岡
崎
中
学
校
の
校
区
に
あ

る
大
豊
神
社
の
神
輿
を
舁
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
神
輿
を
舁
き
だ

し
て
か
ら
二
〇
年
く
ら
い
で
す
。
神
輿
を
舁
き
な
が
ら
学
ん
だ
こ
と

と
少
し
研
究
し
た
こ
と
を
今
日
は
お
話
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
祇
園
祭
で
は
山
鉾
巡
行
が
非
常
に
有
名
で
す
け
ど
、
山
鉾
巡
行
は
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図版１

祇園祭神輿渡御の概要

神輿の名称 古称 形 祭神 担当

中御座 大宮
六角・
鳳凰

素戔嗚尊 三若

東御座 八王子
四角・
葱花

櫛稲田姫命 四若

西御座 少将井
八角・
鳳凰

八柱の御子神 錦

図版２

神輿場はなぜ荒れたのか
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て
は
少
将
井
神
輿
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
て
、
八
角
形
で
上
は
鳳
凰
で

す
。明
治
以
前
は
牛
頭
天
王
の
奥
さ
ん
の
頗
梨
采
女（
は
り
さ
い
に
ょ
）

と
い
う
神
さ
ん
が
乗
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
神
輿
に
は
現
在
、
素
戔

嗚
尊
と
櫛
稲
田
姫
命
の
八
柱
の
御
子
神
が
乗
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
錦
市
場
の
人
々
が
中
心
の
錦
神
輿
会
が
担

当
し
て
お
り
ま
す
。

　
祇
園
祭
の
神
輿
渡
御
と
は
何
か
と
い
う
と
、
八
坂
神
社
、
祇
園
さ

ん
か
ら
、
素
戔
嗚
と
櫛
稲
田
、
八
柱
の
子
神
達
が
、
神
輿
に
乗
っ
て

旅
所
、
四
条
寺
町
の
藤
井
大
丸
の
隣
に
あ
り
ま
す
旅
所
ま
で
七
月
一

七
日
に
出
か
け
て
行
っ
て
二
四
日
に
還
っ
て
く
る
と
い
う
一
種
の
家

族
旅
行
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
普
通
の
家
族
旅
行
と
違
う
の
は
、
そ
れ

ぞ
れ
中
御
座
、
東
御
座
、
西
御
座
の
渡
御
の
コ
ー
ス
が
違
い
ま
す
か

ら
、
家
族
バ
ラ
バ
ラ
で
行
動
し
て
そ
こ
で
落
ち
合
う
と
い
う
ち
ょ
っ

と
変
わ
っ
た
家
族
旅
行
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
も
う
少
し
祇
園
祭
、
神
輿
渡
御
の
説
明
を
つ
づ
け
ま
す
。
こ
れ
（
図

版
省
略
―
編
集
部
）
は
今
か
ら
五
百
年
前
の
祇
園
祭
の
八
王
子
神
輿

（
現
・
東
御
座
神
輿
）
の
渡
御
の
様
子
で
す
が
、
ご
覧
頂
い
た
ら
分

か
る
よ
う
に
四
角
形
で
屋
根
の
上
に
葱
花
が
の
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
五
百
年
前
か
ら
祇
園
祭
の
神
輿
と
い
う
の
は
ま
っ
た
く
変
わ
っ

て
い
ま
せ
ん
。
勿
論
新
し
く
作
り
替
え
た
り
、
と
い
う
部
分
は
あ
り

ま
す
け
れ
ど
形
は
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
舁
く

人
た
ち
の
話
を
今
日
は
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
五
百
年

前
に
こ
れ
を
舁
い
て
い
た
人
た
ち
を
駕
輿
丁
（
か
よ
ち
ょ
う
）
と
い

い
ま
す
。
こ
れ
は
私
の
専
門
で
は
な
い
の
で
あ
ま
り
詳
し
く
申
し
上

げ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
け
ど
、
も
と
も
と
天
皇
の
輿
を
舁
い
た
り
、

貴
族
の
輿
を
舁
い
た
り
す
る
人
の
こ
と
を
駕
輿
丁
と
い
い
ま
し
て
、

例
え
ば
輿
を
舁
く
時
に
上
下
さ
せ
ず
に
全
員
が
息
を
合
わ
せ
て
輿
を

舁
く
と
い
う
の
は
と
て
も
難
し
い
こ
と
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
。
で
す

か
ら
そ
れ
な
り
の
技
術
を
も
っ
た
人
た
ち
で
す
。
神
輿
も
や
は
り
駕

輿
丁
が
舁
い
て
い
ま
し
て
、中
世
の
頃
、こ
の
駕
輿
丁
が
怒
っ
て
帰
っ

て
し
ま
う
と
も
う
誰
も
神
輿
を
動
か
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
い

う
ふ
う
に
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
駕
輿
丁
は
祇
園
社
、
八
坂
神
社

の
前
身
の
祇
園
社
と
特
別
の
関
係
を
も
っ
て
い
て
、
祭
の
時
に
神
輿

を
舁
い
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
神
輿
を
舁
く
か
わ
り
に
例
え

ば
商
売
の
税
金
を
免
除
し
て
も
ら
っ
た
り
、営
業
権
を
認
め
て
も
ら
っ

た
り
と
い
う
こ
と
で
す
。
秀
吉
が
京
都
を
治
め
る
ま
で
は
、
祇
園
社

と
い
う
の
は
京
都
で
は
権
力
を
も
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
う
い
う

こ
と
が
出
来
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
こ
れ
（
図
版
省
略
―
編
集
部
）
は
ち
ょ
う
ど
二
百
年
前
の
祇
園
祭

の
神
輿
の
様
子
で
あ
り
ま
す
。
一
八
三
五
年
か
ら
三
七
年
く
ら
い
の
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も
の
を
描
い
た
の
で
は
な
い
か
思
わ
れ
ま
す
。
横
山
華
山
の
『
祇
園

祭
礼
図
巻
』
に
描
か
れ
て
い
る
神
輿
の
形
を
は
や
は
り
四
角
で
上
に

葱
花
が
乗
っ
て
お
り
、
ま
っ
た
く
形
は
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
す
。

た
だ
し
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
五
百
年
前
に

は
黒
い
棒
だ
け
で
舁
い
て
い
ま
し
た
。
非
力
な
が
ら
私
も
何
度
か
こ

の
状
態
の
も
の
に
肩
を
入
れ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
ど
ん
な
剛
力
な
人
で
も
長
く
は
持
て
な
い
と
思
い
ま
す
。
で

も
そ
の
時
は
ず
っ
と
二
〇
人
く
ら
い
で
舁
い
て
い
た
ん
で
す
ね
。
や

は
り
昔
と
今
の
人
間
の
肩
と
か
腰
の
強
さ
の
違
い
が
よ
く
分
か
る
と

思
い
ま
す
。
二
百
年
前
頃
に
な
る
と
長
い
棒
が
つ
い
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
「
だ
い
ぼ
う
（
大
棒
・
台
棒
）」
と
い
い
ま
す
け
ど
、
そ
れ
と

横
に
も
棒
が
つ
い
て
い
て
沢
山
の
神
輿
舁
き
が
入
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
見
て
も
ら
っ
た
ら
わ
か
り
ま
す
け
ど
、
ほ
と
ん

ど
裸
で
す
。
裸
は
明
治
に
な
っ
て
禁
止
さ
れ
、
裸
で
祭
に
で
る
と
巡

査
に
捕
ま
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
裸
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
ご
く

一
部
の
人
が
法
被
を
着
て
い
ま
す
。
今
の
神
輿
は
全
員
法
被
を
着
て

い
ま
す
。
京
都
の
祭
の
神
輿
に
は
鳴
鐶
（
な
り
か
ん
）（
図
版
３
）

と
い
う
カ
シ
ャ
ン
、
カ
シ
ャ
ン
と
鳴
る
も
の
が
あ
っ
て
、
こ
の
鳴
鐶

を
ど
う
や
っ
た
ら
鳴
ら
せ
る
か
が
京
都
の
神
輿
の
肝
な
ん
で
す
。
ど

う
や
っ
て
美
し
く
鳴
ら
せ
る
か
、
綺
麗
に
揃
え
て
鳴
ら
せ
る
か
と
い

横山華山《祇園祭礼図巻》
天保六～八年（一八三五～三七）

松尾大社宗像社神輿鳴鐶

元治二年（一八六五）

図版３

神輿場はなぜ荒れたのか
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う
こ
と
で
す
。
こ
の
鳴
鐶
が
出
来
た
の
が
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
で
あ
り

ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
神
輿
を
舁
く
と
い
う
の
は
と
て
も
神
聖
な
こ
と

で
遊
び
の
部
分
と
い
う
の
は
少
な
か
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の

頃
く
ら
い
か
ら
こ
の
鳴
鐶
が
付
い
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
上
手
く
鳴

ら
そ
う
と
、
ち
ょ
っ
と
ス
ポ
ー
ツ
化
し
た
ん
で
す
よ
ね
。
神
輿
舁
き

が
遊
べ
る
部
分
が
で
て
き
た
の
が
こ
の
頃
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

祇
園
祭
で
山
な
ど
を
「
舁
く
」
人
間
も
同
じ
じ
ゃ
な
い
か
と
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
裸
で
舁
い
て
非
常
に
ガ
ヤ
ガ
ヤ
と
い

う
の
は
神
輿
舁
き
だ
け
で
し
て
、
こ
れ
（
図
版
省
略
―
編
集
部
）
は

祇
園
祭
の
芦
刈
山
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
山
の
舁
き
手
で
す
。
こ

の
舁
き
手
に
つ
い
て
は
全
員
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
て
い
ま
す
。
舁
き

手
の
様
子
が
ち
が
う
と
い
う
の
が
分
か
り
ま
す
。
祇
園
祭
と
い
う
の

は
い
ろ
ん
な
階
層
の
人
た
ち
が
関
わ
っ
て
い
て
、
そ
の
中
で
こ
れ
ま

で
は
山
鉾
町
の
い
わ
ゆ
る
京
都
の
中
か
ら
上
層
の
町
人
、
町
衆
と
い

わ
れ
る
人
た
ち
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
い
ろ
ん
な

担
い
手
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
ご
承
知
お
き
く
だ
さ
い
。

　
こ
れ
（
図
版
４
）
は
、
江
戸
時
代
の
末
頃
の
神
輿
に
関
わ
る
人
た

ち
で
す
。
祇
園
社
の
氏
子
区
域
に
は
轅
町
（
な
が
え
ち
ょ
う
）
と
い

う
町
々
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
こ
は
も
と
も
と
駕
輿
丁
を
出
し
て
い
た

町
で
、
山
鉾
町
と
並
ぶ
よ
う
な
町
で
す
。
轅
町
の
一
つ
蛸
薬
師
町
は

轅町（ながえちょう）

⇒スポンサー、責任者

若中（わかじゅう）
⇒神輿の仕切り。統領がリーダー

轅人足（ながえにんそく）
⇒アルバイト。雇人。

願舁（がんかき）
⇒勝手に群がってくる輩。カーニバル、信仰、酒

図版４
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室
町
二
条
を
下
が
っ
た
と
こ
ろ
で
、
室
町
二
条
を
上
が
れ
ば
北
隣
は

冷
泉
町
、
三
井
の
本
家
が
あ
り
ま
す
。
と
て
も
神
輿
を
舁
く
よ
う
な

人
た
ち
が
住
ん
で
い
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
場
所
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。

実
は
江
戸
時
代
の
中
期
以
降
、
元
禄
の
頃
に
な
る
と
住
民
の
入
れ
替

わ
り
が
あ
り
、
し
だ
い
に
神
輿
を
舁
く
こ
と
か
ら
退
い
て
い
っ
て
、

そ
の
代
わ
り
に
お
金
と
神
輿
渡
御
の
責
任
を
負
う
、
と
い
う
よ
う
に

な
っ
て
い
き
ま
す
。
よ
く
山
鉾
巡
行
は
町
衆
の
祭
、
神
輿
渡
御
は
神

社
の
祭
と
い
い
ま
す
け
れ
ど
、
江
戸
時
代
の
状
況
は
そ
う
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。「
蛸
薬
師
町
文
書
」
を
読
ん
で
い
ま
す
と
祇
園
社
と
い
う

の
は
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
で
す
。
こ
の
轅
町
が
中
心
に
や
っ
て
い

ま
す
。
現
在
は
祇
園
祭
山
鉾
巡
行
は
町
衆
の
祭
り
、
神
輿
渡
御
は
神

社
の
祭
り
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
江
戸
時
代
に
関
し
て
は
神
輿
渡
御
は

轅
町
や
神
輿
舁
き
の
祭
だ
っ
た
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　
徐
々
に
こ
の
轅
町
の
人
た
ち
が
神
輿
舁
き
か
ら
退
い
て
い
っ
て
、

そ
こ
で
ど
う
な
っ
て
い
っ
た
か
と
い
う
と
、
請
負
人
に
頼
ん
で
「
轅

人
足
」、
ア
ル
バ
イ
ト
を
雇
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
同
じ

こ
ろ
に
困
っ
た
こ
と
が
起
こ
り
ま
し
た
。「
願
舁
（
が
ん
か
き
）」
と

い
う
人
が
群
が
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
自
分
た
ち
が
舁

く
の
が
嫌
だ
か
ら
お
金
を
出
し
て
人
足
を
雇
っ
た
け
ど
、
神
輿
に
勝

手
に
群
が
っ
て
く
る
輩
が
い
っ
ぱ
い
出
て
き
ま
し
た
。
こ
の
理
由
は

色
々
あ
る
と
思
い
ま
す
。
現
代
よ
り
も
楽
し
み
が
少
な
い
で
す
か
ら

お
祭
を
見
る
の
が
最
大
の
楽
し
み
、
ま
し
て
や
神
輿
に
参
加
す
る
な

ん
て
テ
ン
シ
ョ
ン
が
上
が
る
、
こ
う
い
う
人
た
ち
も
い
た
で
し
ょ
う

し
、
信
仰
の
た
め
に
舁
つ
ぎ
に
来
る
人
も
い
た
り
、
お
酒
を
目
当
て

に
来
た
人
も
中
に
は
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

願
舁
と
い
う
の
が
、
統
制
が
と
れ
な
い
ん
で
す
。
何
度
も
い
ろ
ん
な

事
を
し
で
か
し
て
い
ま
す
。
偉
い
人
が
見
て
い
る
所
へ
突
っ
込
ん
で

神
輿
を
舁
き
捨
て
て
帰
っ
た
り
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
を
し
て
、
そ

の
度
に
こ
の
轅
町
の
責
任
者
が
町
奉
行
所
か
ら
、
お
前
た
ち
が
本
来

は
神
輿
を
舁
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
人
に
頼
っ
て
そ
う
い
う
こ

と
を
す
る
か
ら
だ
、
と
叱
ら
れ
て
閉
門
さ
せ
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
。

そ
れ
で
ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
一
八
世
紀
の
末
か
ら
一
九
世
紀

の
頭
、
寛
政
の
頃
に
か
け
て
、
こ
の
「
若
中
（
わ
か
ち
ゅ
う
・
わ
か

じ
ゅ
う
）」
と
い
う
の
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
が
今
日
話
を
す
る
三

若
と
か
四
若
の
ル
ー
ツ
で
す
。

　
こ
の
人
た
ち
は
神
輿
の
仕
切
り
の
プ
ロ
で
す
。
そ
の
棟
梁
と
い
う

の
が
し
ば
し
ば
「
蛸
薬
師
町
文
書
」
に
出
て
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ

れ
が
リ
ー
ダ
ー
で
神
輿
を
仕
切
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
仕
切
り
の
プ

ロ
の
よ
う
な
人
た
ち
が
出
て
き
た
ら
、
神
輿
が
制
御
不
能
に
な
る
と

い
う
こ
と
が
圧
倒
的
に
少
な
く
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
で
す
の
で
、

神輿場はなぜ荒れたのか
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現
在
の
祇
園
祭
の
神
輿
渡
御
と
い
う
の
は
、
一
八
世
紀
の
末
か
ら
一

九
世
紀
は
じ
め
に
、
若
中
と
い
う
人
た
ち
が
仕
切
る
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
の
形
を
う
け
つ
い
で
い
る
わ
け
で
す
。

　
続
い
て
、
こ
れ
（
図
版
５
）
が
先
ほ
ど
お
話
し
ま
し
た
中
御
座
と

か
東
御
座
と
か
西
御
座
と
か
の
神
輿
は
誰
が
舁
く
の
か
と
い
う
、
仕

切
っ
て
い
る
人
た
ち
の
変
遷
で
あ
り
ま
す
。
一
つ
ず
つ
説
明
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
中
御
座
と
い
う
の
は
一
番
中
心
に
な
る
神
輿
で
す

け
ど
、
幕
末
の
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
ま
で
今
宮
神
人
と
い
う
人

た
ち
が
仕
切
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
今
宮
神
人
と
い
う
の
は
、
大
阪

の
今
宮
戎
の
辺
り
の
漁
民
な
ん
で
す
ね
。
今
は
今
宮
戎
へ
行
っ
て
も

ぜ
ん
ぜ
ん
海
は
見
え
ま
せ
ん
し
潮
の
香
り
も
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、

か
な
り
昔
、
中
世
の
頃
ま
で
は
あ
の
辺
り
ま
で
海
が
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
こ
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
祇
園
祭
の
時
に
は
京
都
に
や
っ
て

き
て
神
輿
を
舁
い
て
き
た
の
が
今
宮
神
人
で
す
。
神
輿
を
舁
く
か
わ

り
に
祇
園
社
の
許
可
を
得
て
、
江
戸
時
代
の
頃
に
は
祇
園
社
で
は
な

く
慣
例
で
だ
と
思
い
ま
す
け
ど
、
ハ
マ
グ
リ
を
売
っ
た
り
海
産
物
を

売
っ
た
り
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
こ
の
人
た
ち
が
神

輿
を
舁
く
よ
う
に
な
っ
た
か
は
、
は
っ
き
り
分
か
っ
て
な
い
ん
で
す

け
ど
、
民
俗
学
者
の
宮
田
登
さ
ん
に
よ
る
と
、
元
々
、
祇
園
祭
と
い

う
の
は
都
の
穢
れ
を
す
べ
て
集
め
て
都
の
外
に
出
し
て
い
っ
て
、
そ

「神輿はだれが舁くのか」

神輿 幕末 明治初め 明治末～戦前 戦後 現在

中御座 今宮神人 三条台
（三若）

三若 三若 三若

東御座 舟頭町
（四条船頭町）

四条船頭町
（四若）

四若（四条船頭町）
→四若（若竹町）

四若 四若

西御座 三条台 壬生村
（壬生組）

壬生組 錦 錦

2020/10/29 8

図版５
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し
て
最
後
の
行
き
先
が
難
波
津
な
ん
で
す
ね
。
大
阪
湾
で
す
。
で
す

か
ら
こ
の
今
宮
神
人
が
神
輿
を
舁
い
た
と
い
う
の
は
、
そ
の
祇
園
祭

の
古
い
名
残
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
宮
田
登
さ
ん
は
言
っ
て
い

ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
が
文
献
と
か
で
証
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
は
古
い
時
代
中
世
か
ら
幕
末
、

明
治
初
め
ま
で
伝
統
を
引
き
継
い
で
お
り
ま
す
。
神
人
と
い
う
の
は

中
世
、
ま
さ
し
く
駕
輿
丁
の
頃
で
あ
り
ま
す
が
、
祇
園
社
と
密
接
な

関
係
を
も
っ
て
い
る
人
た
ち
で
、
大
阪
の
木
津
村
、
難
波
村
と
か
そ

の
あ
た
り
の
人
た
ち
が
今
宮
神
人
で
す
。

　
東
御
座
、
今
日
の
話
の
中
心
で
す
け
ど
、
こ
れ
は
幕
末
に
は
四
条

船
頭
町
の
人
た
ち
が
舁
い
て
お
り
ま
し
た
。
四
条
船
頭
町
と
い
う
の

は
現
在
も
ご
ざ
い
ま
す
。
現
在
は
木
屋
町
の
四
条
を
下
が
っ
た
西
側

辺
り
に
四
条
船
頭
町
と
い
う
地
名
が
残
っ
て
い
ま
す
。
地
名
は
残
っ

て
い
ま
す
が
当
時
の
名
残
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
は
高
瀬
川
が
流
れ
て
い
ま
す
の
で
、
高
瀬
舟
の
船
頭
が
住
ん
で

い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
東
御
座
に
つ
い
て
は
高
瀬
舟

の
船
頭
や
舟
の
曳
子
等
が
関
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
西
御
座
に
つ
い
て
は
三
条
台
、三
条
台
は
現
在
も
三
若
と
し
て
残
っ

て
お
り
ま
す
し
、
三
条
通
か
ら
神
泉
苑
通
の
一
筋
西
の
通
り
を
少
し

下
が
っ
た
と
こ
ろ
に
非
常
に
立
派
な
会
所
が
あ
り
ま
す
。
三
条
の
大

宮
よ
り
西
の
辺
り
、
あ
の
辺
り
は
今
は
ま
っ
た
く
市
街
地
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
昔
は
ま
だ
町
と
村
と
の
境
で
し
て
三
条
台
は
村
で
あ
り

ま
す
。こ
の
三
条
台
が
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
祇
園
祭
神
輿
渡
御
を
担
っ

た
若
中
の
最
初
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
明
治
の
初
め
に
な
り
ま
し
て
、
廃
仏
毀
釈
と
か
国
家
神
道
の
影
響

で
明
治
以
前
の
い
ろ
ん
な
伝
統
は
す
っ
か
り
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、

今
宮
神
人
は
氏
子
で
は
な
い
の
で
も
う
来
な
い
で
下
さ
い
と
い
わ
れ

た
ん
で
す
ね
。
そ
う
な
る
と
中
御
座
、
つ
ま
り
最
も
大
切
な
神
輿
が

空
い
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
中
御
座
を
ま
か
さ
れ
た
の
が

三
条
台
で
す
。
東
御
座
は
引
き
続
き
四
条
船
頭
町
、
西
御
座
は
当
初
、

引
き
続
き
三
条
台
が
舁
い
た
ん
で
す
が
三
条
台
の
隣
の
村
の
壬
生
村

が
舁
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
で
現
在
に
似
た
形
が
成
立
す
る

わ
け
で
す
。
ず
っ
と
中
御
座
は
三
条
台
、
三
若
で
あ
り
ま
す
。
西
御
座

は
戦
前
ま
で
は
壬
生
村
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
も
、
戦
後
に
な
り
壬
生

村
が
神
輿
舁
き
に
人
が
出
せ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
錦
市
場
が
神
輿

を
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。東
御
座
は
現
在
も
四
若
で
す
け
れ
ど
、実
は
こ

こ
で
大
き
く
担
い
手
の
変
化
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
四
条
船
頭
町
若

中
だ
か
ら
四
若
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
三
条
川
東
の
若
竹
町
と

い
う
町
内
の
人
た
ち
が
四
若
を
担
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
今
日
は
こ

の
若
竹
町
に
つ
い
て
少
し
詳
し
く
お
話
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

神輿場はなぜ荒れたのか
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２
　
若
竹
町
の
地
域
形
成

　
三
条
大
橋
の
東
の
辺
り
に
若
竹
町
と
い
う
町
が
あ
り
ま
す
。
近
隣

に
若
松
町
、
教
業
町
、
長
光
町
、
巽
町
と
い
う
町
が
あ
り
ま
す
け
れ

ど
、
そ
の
真
ん
中
あ
た
り
で
す
。
教
業
町
、
長
光
町
、
巽
町
は
近
世

に
は
役
人
村
の
天
部
村
だ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
若
松
町
と
若
竹
町
の

あ
た
り
は
近
世
に
は
寺
裏
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
若
松
町
は
現
在

の
岡
崎
公
園
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
悲
田
院
、
例
え
ば
な
に
か
犯
罪
を

捜
査
し
て
犯
人
を
捕
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
な
に
か
警
備

が
必
要
な
時
に
動
員
さ
れ
て
い
た
近
世
の
「
非
人
」
の
元
締
め
の
悲

田
院
、
そ
の
支
配
下
に
あ
る
寺
裏
と
い
う
地
域
で
し
た
。
と
こ
ろ
が

若
松
町
、
教
業
町
、
長
光
町
、
巽
町
は
近
世
か
ら
の
長
い
歴
史
が
あ

る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
若
竹
町
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
近
世

の
地
図
を
見
て
い
る
と
こ
こ
に
は
何
も
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
若
松

町
の
所
に
だ
け
寺
裏
と
書
か
れ
て
い
て
、
若
竹
町
の
所
に
は
書
か
れ

て
お
り
ま
せ
ん
。
ど
う
い
う
ふ
う
に
出
来
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
小
林
丈
広
先
生
が
二
〇
〇
一
年
に
『
近
代
日
本
と
公
衆
衛
生
』

と
い
う
本
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。「（
一
八
八
八
年
、
八
六
年
の
『
調

書
』
に
よ
れ
ば
、）
旧
「
寺
裏
」
の
う
ち
、
若
竹
町
の
場
合
は
、
現

住
一
五
十
五
戸
、
六
百
八
十
五
人
の
う
ち
二
百
五
十
人
が
「
乞
食
体
」

を
な
し
て
い
た
と
い
う
。
町
は
流
入
者
に
よ
っ
て
膨
張
し
つ
つ
あ
り
、

周
囲
の
木
賃
宿
と
一
体
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。
蹴
上
か
ら
こ
の
「
寺
裏
」

（
若
竹
町
）
に
か
け
て
は
ま
さ
に
木
賃
宿
が
急
増
し
、
同
じ
よ
う
な

現
象
は
「
大
仏
前
」
の
場
合
に
も
見
ら
れ
た
。「
大
仏
前
」
の
場
合

も
旧
「
非
人
小
屋
」
を
か
か
え
な
が
ら
、
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
そ

れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
広
が
り
を
見
せ
て
い
た
。（
略
）
こ
れ
ら
の
地

域
は
「
賤
民
」
の
集
住
地
と
み
な
さ
れ
、
生
活
習
慣
や
道
徳
観
な
ど

の
上
か
ら
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
周
辺
地
域
に
対
し

て
治
安
や
風
俗
、
衛
生
な
ど
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
懸
念
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た
。」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
急
に
膨
張
し
た
地
域
だ
と

い
う
こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
蹴
上
か
ら
こ
こ
に
か

け
て
は
東
海
道
に
沿
っ
て
お
り
ま
し
て
、
幕
末
か
ら
明
治
の
初
め
の

人
の
流
れ
が
多
い
時
に
、
故
郷
を
脱
出
し
京
都
に
流
入
し
て
き
た
貧

し
い
人
々
が
、
と
り
あ
え
ず
腰
を
落
ち
着
け
る
場
所
と
い
う
か
た
ち

で
、
新
し
く
形
成
さ
れ
た
場
所
で
す
。

　
祇
園
祭
の
神
輿
を
舁
く
と
い
う
の
は
、
そ
れ
な
り
に
長
い
伝
統
と

か
そ
う
い
う
も
の
が
必
要
な
の
か
な
と
思
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ

う
じ
ゃ
な
く
て
流
入
者
に
よ
っ
て
新
し
く
形
成
さ
れ
た
若
竹
町
が
そ

れ
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
は
非
常

に
不
思
議
で
す
が
、
神
輿
舁
き
と
い
う
の
は
文
字
を
残
し
て
お
り
ま

せ
ん
の
で
、
な
ぜ
そ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
た
か
、
考
察
す
る
こ
と
は
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と
て
も
難
し
い
で
す
。
年
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
例
え
ば
一
八
八
〇

年
、
こ
れ
は
新
聞
と
い
う
も
の
が
出
来
た
本
当
に
走
り
の
頃
で
す
け

ど
も
、
こ
う
い
う
記
事
が
出
て
い
ま
す
。『
西
京
新
聞
』
と
い
う
新

聞
で
「
還
幸
祭
で
三
条
烏
丸
に
神
輿
渡
御
の
際
、
第
二
の
神
輿
の
棒

先
が
提
灯
立
て
に
あ
た
り
、
提
灯
立
て
が
神
輿
に
倒
れ
、
下
京
区
第

七
組
若
竹
町
佃
藤
吉
（
二
十
八
才
）
の
頭
を
直
撃
す
る
」
と
あ
り
ま

す
。
こ
の
こ
と
か
ら
若
竹
町
の
人
が
神
輿
を
舁
い
て
い
た
と
い
う
の

が
わ
か
り
ま
す
。
あ
と
若
竹
町
が
出
て
く
る
の
は
祇
園
祭
の
関
係
で

行
く
と
一
九
〇
一
年
（
明
治
三
四
年
）
の
こ
と
で
す
け
ど
「
若
竹
町

で
法
被
の
貸
し
借
り
を
巡
る
神
輿
舁
き
同
士
の
喧
嘩
」
と
い
う
の
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
神
輿
舁
き
た
さ
の
た
め
に
か
な
り
熱
い
気
持
ち

を
持
っ
て
い
た
、
み
ん
な
神
輿
に
行
き
た
い
と
い
う
の
が
よ
く
分
か

る
わ
け
で
す
。
一
九
〇
五
年
の
記
事
で
す
。
こ
れ
は
後
ほ
ど
紹
介
し

ま
す
け
れ
ど
も
「
神
幸
祭
。
四
条
縄
手
の
派
出
所
前
で
上
半
身
裸
の

姿
を
注
意
さ
れ
て
神
輿
舁
き
が
激
昂
。
松
原
警
察
署
二
木
署
長
の
説

得
で
収
ま
る
。」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
若
竹
町
の
神
輿
舁
き
た
ち

が
荒
ぶ
る
パ
ワ
ー
を
見
せ
た
と
こ
ろ
で
す
。
一
九
〇
九
年
（
明
治
四

二
年
）
の
と
こ
ろ
に
「
八
坂
神
社
神
輿
三
基
の
う
ち
東
御
座
は
下
京

区
若
竹
町
の
若
者
だ
け
で
舁
く
こ
と
が
、
各
若
者
頭
の
協
議
で
決
ま

る
。」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
間
何
が
あ
っ
た
か
ち
ょ
っ
と
分

か
ら
な
い
ん
で
す
。
た
だ
、
四
若
の
中
で
ど
ん
ど
ん
若
竹
町
の
神
輿

舁
き
が
集
ま
っ
て
き
て
い
て
、
こ
の
明
治
四
二
年
の
記
事
に
、「
度
々

よ
そ
か
ら
来
た
神
輿
舁
き
と
喧
嘩
す
る
の
で
そ
れ
な
ら
あ
な
た
に
ま

か
せ
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
の
記
事
の
よ
う
な
決
定
に
至
る
ま
で
の
若
竹
町
の
動
き
は
、
非
常

に
戦
略
的
だ
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
若
竹
町
の
人
び

と
が
徐
々
に
神
輿
に
入
る
人
数
を
増
や
し
、
喧
嘩
、
揉
め
事
の
中
で

勢
力
を
拡
大
し
、
最
終
的
に
は
他
の
地
域
の
神
輿
舁
き
を
追
い
出
し
、

四
若
を
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
ふ
う
に
私
は
考
え
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
記
録
が
な
い
の
で
あ
く
ま
で
私
の
予
想
で
す
け
れ
ど

も
、
若
竹
町
の
神
輿
舁
と
し
て
新
聞
記
事
に
挙
が
っ
て
く
る
人
に
は

と
あ
る
姓
の
人
が
多
く
、
同
じ
フ
ァ
ミ
リ
ー
（
一
統
）
で
は
な
い
か

と
思
う
ん
で
す
ね
。
と
い
う
こ
と
は
そ
こ
の
一
統
の
人
が
リ
ー
ダ
ー

に
な
っ
て
祇
園
祭
の
神
輿
を
い
つ
か
仕
切
ろ
う
と
い
う
強
い
意
志
、

見
通
し
を
持
っ
て
毎
年
参
加
し
て
勢
力
を
伸
ば
し
、
つ
い
に
は
神
輿

を
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
事
実
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
こ
れ
は
非
常
に
小
さ
な
歴
史
で
す
。
何
に
も
書
い
て
な
い
小
さ

な
歴
史
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
非
常
に
不
思
議
な

こ
と
で
す
。
神
輿
と
い
う
の
は
記
録
が
残
さ
れ
て
な
い
こ
と
が
多
く

て
、
数
少
な
い
資
料
や
言
い
伝
え
か
ら
事
実
を
考
え
る
こ
と
が
大
切
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で
、
そ
れ
が
面
白
い
と
私
は
思
い
ま
す
。

３
　
神
輿
荒
れ
の
類
型
化
（
図
版
６
）

　
今
日
の
話
の
本
題
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
の
話
は
「
神

輿
場
は
な
ぜ
荒
れ
た
の
か
」
と
い
う
話
で
す
。
神
輿
場
と
い
う
の
は

「
神
輿
が
渡
御
す
る
場
」「
神
輿
が
舁
か
れ
る
場
」
で
す
。「
神
輿
荒

れ
」
と
い
う
の
は
私
の
言
葉
じ
ゃ
な
く
て
民
俗
学
者
の
大
塚
英
志
さ

ん
の
言
葉
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
神
輿
場
で
の
大
規
模
な
喧
嘩
、
揉
め

事
、
暴
力
沙
汰
、
騒
動
の
こ
と
で
す
。「
荒
れ
」
と
ま
で
つ
く
の
は

小
さ
な
喧
嘩
、
暴
力
沙
汰
、
個
人
的
な
い
ざ
こ
ざ
じ
ゃ
な
く
て
、
そ

れ
こ
そ
神
輿
舁
き
集
団
同
士
の
大
き
な
揉
め
事
と
か
、
警
察
な
ど
が

出
動
す
る
よ
う
な
大
規
模
な
騒
動
と
か
そ
う
い
う
も
の
で
す
。

　
京
都
の
場
合
、
特
に
祇
園
祭
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
明
治
、
大
正
の

頃
に
多
く
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
後
ほ
ど
紹
介
し
ま
す
が
大
正
一
二
年

（
一
九
二
三
年
）
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
降
は
神
輿
荒
れ
と

い
う
の
は
起
こ
っ
て
い
な
い
。
江
戸
時
代
に
も
の
ち
に
述
べ
る
抗
争

型
と
い
う
の
が
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
た
だ
明
治
、
大

正
の
頃
に
は
、
様
々
な
タ
イ
プ
の
「
神
輿
荒
れ
」
が
多
く
起
こ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

　
「
公
怨
型
」
は
今
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
ろ
明
治
大
正
期
に
は
人
権

「神輿荒れ」類型化の試み

場の意味 行為の目的・意味 表出する感情

公怨型 公共空間 異議申し立て 怨み

劇場型 舞台 売出し（売名） 目立つ、陶酔感

抗争型 闘技場 アイデンティティの確認、強化
対抗心

われわれ意識

2020/10/29 10
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感
覚
が
み
ん
な
に
芽
生
え
て
き
て
、
神
輿
場
を
公
共
空
間
と
い
う
風

に
見
立
て
、
神
輿
を
抗
議
の
た
め
の
道
具
と
す
る
形
で
起
こ
っ
て
き

ま
し
た
。「
劇
場
型
」
と
い
う
の
は
警
察
な
ど
の
力
が
現
在
よ
り
も

ゆ
る
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
よ
う
な
中
で
起
こ
っ
て
き
ま
す
。
大

正
が
終
わ
っ
て
昭
和
に
入
る
と
か
な
り
警
察
の
統
制
と
か
が
き
つ
く

な
っ
て
な
か
な
か
出
て
こ
な
く
な
り
ま
す
。「
抗
争
型
」
は
単
な
る

喧
嘩
で
は
な
く
、
社
会
的
な
背
景
が
あ
っ
て
、
治
安
維
持
と
い
う
面

か
ら
警
察
の
影
が
ち
ら
つ
き
ま
す
。

　
で
は
こ
の
公
怨
型
、
劇
場
型
、
抗
争
型
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

　
公
怨
型
神
輿
荒
れ
に
つ
い
て
、
資
料
１
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ

は
『
大
阪
朝
日
新
聞
』（
一
八
八
八
年
五
月
一
八
日
）
で
す
。

　
「
一
昨
十
五
日
、
今
宮
神
社
の
祭
禮
に
つ
き
大
喧
嘩
あ
り
し
、
次

第
を
尚
能
く
聞
く
に
、
往
昔
同
神
社
の
神
輿
（
大
宮
と
稱
す
る
も
の
）

は
、
愛
宕
郡
東
紫
竹
大
門
村
の
壮
年
輩
が
舁
く
の
例
な
り
し
に
、
維

新
後
彼
穢
多
の
稱
號
を
は
廃
せ
し
よ
り
、
同
郡
鷹
ヶ
峯
村
字
蓮
臺
野

（
舊
穢
多
村
）
の
人
民
等
も
同
じ
氏
子
の
者
な
れ
ば
、
共
に
神
輿
を

舁
か
せ
て
貰
は
ん
と
、
種
々
打
合
せ
あ
り
し
も
、
之
を
舁
す
は
神
に

對
し
て
不
敬
な
り
と
て
拒
絶
な
し
爾
来
年
々
夫
等
の
為
紛
議
の
生
じ

る
こ
と
も
あ
り
。
左
れ
ば
同
日
午
後
八
時
頃
、
第
三
の
神
輿
が
東
紫

竹
大
門
村
字
追
分
と
云
ふ
處
ま
で
來
り
し
折
柄
、
豫
て
不
平
の
あ
る

蓮
臺
野
の
人
民
凡
五
十
名
、
各
々
瓦
礫
を
携
へ
て
出
來
り
、
神
輿
を

見
掛
て
投
付
た
り
。
紫
竹
大
門
村
の
神
輿
舁
は
之
を
支
へ
ん
と
て
、

神
輿
を
畑
中
に
下
し
遂
に
双
方
亂
撃
に
及
び
、
護
衛
の
巡
査
數
名
が

之
を
制
せ
ん
と
す
る
も
、其
勢
ひ
當
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。喧
嘩
は
益
々

盛
ん
に
な
り
、
血
を
見
ざ
れ
ば
治
り
難
く
有
様
な
れ
ば
、
巡
査
は
急

を
上
京
警
察
署
及
び
田
中
警
察
署
へ
報
ぜ
し
を
以
て
、
両
警
察
署
よ

り
應
援
の
爲
數
十
名
の
警
部
巡
査
派
出
し
、
双
方
を
取
鎭
め
し
に
ぞ
。

漸
く
翌
十
六
日
午
前
三
時
頃
、
神
輿
を
今
宮
神
社
に
舁
き
入
る
ゝ
に

至
り
し
が
、
右
の
喧
嘩
に
よ
り
、
蓮
臺
野
の
□
□
富
之
助
（
四
十
一

年
）
□
□
勇
次
郎
（
六
十
三
年
）
□
□
か
な
（
六
十
年
）
の
三
人
は

重
症
を
蒙
り
、
生
死
も
計
り
難
き
程
に
て
。
そ
の
他
輕
傷
を
受
た
る

は
、
同
地
の
者
に
七
八
名
、
大
門
村
の
者
に
十
二
三
名
あ
り
し
が
、

何
分
夜
間
の
事
な
れ
ば
凶
行
者
も
分
明
な
ら
ず
。
今
尚
、
取
調
中
な

り
と
。」
と
あ
り
ま
す
。

　
蓮
臺
野
、
現
在
の
千
本
地
区
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ま
で
は
神
輿

を
舁
け
な
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
、
明
治
に
な
っ
て
「
解
放
令
」
が

出
た
の
で
、「
同
じ
氏
子
の
者
な
れ
ば
、
共
に
神
輿
を
舁
か
せ
て
貰

は
ん
」
と
申
し
込
ん
だ
わ
け
で
す
。
た
だ
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
之

を
舁
す
は
神
に
對
し
て
不
敬
な
り
」
と
非
常
に
差
別
的
な
言
辞
を
吐

か
れ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
怨
み
で
起
こ
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
記
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事
に
は
、
蓮
臺
野
の
「
□
□
か
な
（
六
十
年
）」
と
い
う
人
が
「
重

症
を
蒙
り
、
生
死
も
計
り
難
き
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
当
時
と
し

て
は
か
な
り
高
齢
の
女
性
が
こ
の
喧
嘩
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
と
い

う
か
、
参
加
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い

う
の
は
か
な
り
難
し
い
で
す
け
ど
、
や
は
り
こ
れ
は
村
全
体
の
怒
り

を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
平
等
、
現

在
の
憲
法
で
い
け
ば
平
等
権
に
対
す
る
怨
み
で
起
こ
っ
た
神
輿
荒
れ

で
す
。

　
つ
づ
き
ま
し
て
、
資
料
２
を
見
て
く
だ
さ
い
。

　
「『
祇
園
神
輿
舁
き
の
騒
ぎ
』
一
昨
十
七
日
は
八
阪
（
マ
マ
）
神

社
の
神
幸
と
て
、
同
社
三
社
の
神
輿
中
東
御
座
の
神
輿
が
、
午
後
八

時
頃
四
条
縄
手
の
巡
査
派
出
所
に
近
づ
く
や
、
詰
合
の
巡
査
が
神
輿

舁
の
胸
を
顕
は
せ
る
を
咎
む
る
や
、
一
同
は
非
常
に
激
昂
し
、
神
輿

を
打
付
け
よ
巡
査
に
舁
か
せ
と
口
々
に
罵
り
、
ア
ハ
ヤ
神
輿
を
派
出

所
に
打
付
け
卸
さ
ん
と
せ
し
を
二
木
松
原
署
長
は
之
を
諭
し
て
止
め

し
め
。
且
請
々
（
マ
マ
）
講
社
の
世
話
方
等
を
呼
び
た
る
も
、
此
騒

ぎ
に
辟
易
し
て
何
れ
か
に
姿
を
隠
し
た
り
。」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
巡
査
に
「
お
前
裸
じ
ゃ
な
い
か
、
胸
を
あ
ら
わ
に
す
る
の
は
や
め

な
さ
い
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
に
激
昂
し
て
、「
派
出
所
に
神
輿
を
衝

突
さ
せ
ろ
」、「
そ
ん
な
こ
と
い
う
な
ら
、
巡
査
が
神
輿
を
舁
け
」
と

声
高
に
言
い
つ
の
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
続
い
て
、「
聞
く
去
十

日
の
神
輿
洗
に
、
東
御
座
の
鈴
を
修
繕
し
、
人
力
車
に
積
み
て
本
社

に
持
参
の
途
、
派
出
所
前
に
て
以
東
は
車
止
な
り
と
て
通
行
を
許
さ

ざ
る
の
を
憤
り
暴
言
を
吐
き
、
為
に
數
名
松
原
署
に
引
致
し
、
一
夜

検
束
を
加
え
た
る
を
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
神
輿
洗
い
と
い
う
の

は
七
月
一
〇
日
で
す
が
、
そ
の
時
に
通
行
止
め
の
と
こ
ろ
を
、
無
理

に
人
力
車
で
通
ろ
う
と
し
た
の
を
制
さ
れ
て
恨
ん
だ
と
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
捕
ま
っ
た
人
た
ち
は
若
竹
町
の
井
戸
掘
り
た
ち
で
す
。
実
は

こ
の
年
の
七
月
に
井
戸
掘
り
に
対
し
て
警
察
の
取
り
締
ま
り
の
動
き

が
あ
っ
た
ん
で
す
。
新
聞
記
事
に
は
「
井
戸
浚
え
を
か
こ
つ
け
親
分

の
名
義
を
乱
用
し
て
、
市
内
の
各
戸
よ
り
無
法
の
金
額
を
強
請
す
る

風
あ
り
し
よ
り
、
松
原
署
に
て
は
、
昨
年
よ
り
本
年
に
か
け
こ
れ
ら

の
徒
に
む
か
い
て
厳
重
な
る
処
分
を
な
せ
し
か
ば
、
平
素
よ
り
幾
分

怨
み
を
抱
き
お
り
。
渡
御
を
幸
い
酒
気
を
か
り
て
、
乱
暴
を
な
し
た

る
も
の
な
ら
ん
と
」
と
あ
り
ま
す
。
京
都
の
古
い
顧
客
と
い
ろ
ん
な

事
業
者
、
店
の
つ
な
が
り
は
こ
う
い
う
感
じ
で
す
。
去
年
も
や
っ
て

た
し
今
年
も
や
ら
し
て
く
だ
さ
い
と
い
う
よ
う
な
話
が
、
去
年
や
っ

て
た
け
れ
ど
今
年
は
お
断
り
で
す
と
い
う
家
が
出
て
き
た
時
に
、
井

戸
掘
り
た
ち
が
今
年
も
井
戸
浚
え
さ
せ
て
く
れ
と
強
請
的
に
い
っ
た

り
し
た
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
ま
で
は
警
察
は
何
も
関
与
し
な
か
っ
た

118



の
が
、
も
し
か
し
た
ら
、
今
で
い
う
「
何
と
か
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
と

か
が
が
起
こ
っ
て
そ
れ
を
取
り
締
ま
る
こ
と
に
な
り
、
井
戸
掘
り
二

人
が
捕
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
。
彼
ら
は
現
在
か
ら
み
れ
ば
、
悪
徳
業

者
と
い
っ
た
感
じ
な
ん
で
す
け
れ
ど
。
か
つ
て
の
顧
客
と
業
者
の
関

係
で
、
ず
っ
と
お
得
意
さ
ん
と
し
て
つ
な
が
っ
て
い
た
の
が
突
然
切

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
経
済
活
動
の
自
由
と
か
生
存
に
つ

い
て
の
怨
み
を
神
輿
で
は
ら
し
た
と
い
う
形
で
あ
り
ま
す
。
外
か
ら

見
れ
ば
神
輿
舁
き
が
乱
暴
し
て
す
ご
く
荒
れ
た
と
い
う
印
象
な
ん
で

す
け
ど
、
荒
れ
た
側
か
ら
す
れ
ば
、
理
由
が
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
荒
れ

た
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
一
つ
目
、
公
怨
型
で
す
。

　
次
は
、
劇
場
型
神
輿
荒
れ
に
つ
い
て
で
す
。
こ
れ
は
京
都
の
イ
ン

フ
ラ
整
備
と
非
常
に
大
き
い
関
わ
り
が
あ
り
ま
す
。
資
料
３
、
５
で

す
。
電
車
に
神
輿
が
あ
た
る
、
あ
る
い
は
電
車
と
神
輿
が
両
方
譲
ら

ず
に
衝
突
す
る
、
今
で
し
た
ら
考
え
ら
れ
な
い
で
す
ね
。
今
な
ら
、

神
輿
と
電
車
な
ら
神
輿
が
負
け
ま
す
か
ら
、「
電
車
来
る
ぞ
」っ
て
言
っ

た
ら
神
輿
は
止
ま
り
ま
す
け
れ
ど
。
こ
れ
は
以
前
、
違
う
と
こ
ろ
で

発
表
し
た
時
に
指
摘
を
い
た
だ
い
た
ん
で
す
が
、
市
電
の
運
転
手
の

方
で
も
常
々
、
神
輿
に
負
け
る
な
と
い
っ
て
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
そ

ん
な
話
を
し
て
く
れ
る
人
が
い
ま
し
た
。
京
都
の
イ
ン
フ
ラ
の
整
備

が
明
治
の
末
か
ら
大
正
の
初
め
に
か
け
て
行
わ
れ
ま
す
。
烏
丸
通
、

大
宮
通
、
四
条
通
と
い
っ
た
通
り
が
拡
張
さ
れ
て
電
車
が
通
り
ま
す
。

そ
こ
で
起
こ
り
ま
し
た
。
四
若
の
神
輿
舁
た
ち
で
す
。
電
車
の
軌
道

に
神
輿
を
舁
き
捨
て
て
、
市
電
の
運
転
台
に
殺
到
し
た
り
す
る
わ
け

で
す
。
非
常
に
突
発
的
、
刹
那
的
で
、
先
ほ
ど
の
公
怨
型
と
い
う
の

は
怨
み
と
い
う
の
が
ベ
ー
ス
に
あ
り
ま
す
か
ら
怒
り
が
激
し
い
感
じ

な
ん
で
す
け
ど
、
こ
ち
ら
は
神
輿
舁
に
と
っ
て
は
ど
ち
ら
か
と
言
え

ば
楽
し
い
だ
け
の
事
件
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
資
料
６
は
、
京
都
の

北
区
の
中
川
と
い
う
地
域
で
生
ま
れ
た
お
ば
あ
さ
ん
が
語
っ
て
い
る

の
で
す
け
ど
、
電
車
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
か
と
い
う

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
劇
場
型
神
輿
荒
れ
が
起
こ
っ

た
頃
な
ん
で
す
け
ど
、
休
み
で
も
楽
し
み
が
な
か
っ
た
か
ら
市
電
を

見
に
行
っ
た
と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
。
電
車
と
い
う
の
は
京
都
市
民

に
と
っ
て
は
そ
れ
ほ
ど
の
存
在
な
わ
け
で
す
。
隔
世
の
感
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
に
敢
え
て
挑
戦
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
資
料
７
は
日
露

戦
争
の
後
の
東
京
の
日
比
谷
の
暴
動
に
つ
い
て
で
す
。
藤
野
裕
子
さ

ん
が
『
都
市
と
暴
動
の
民
衆
史
』
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
路

面
電
車
を
覆
す
、
ひ
っ
く
り
返
す
こ
と
が
力
関
係
を
示
す
も
っ
と
も

い
い
方
法
だ
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
時
は
電
車
を
燃
や
し
た
り
電
車

を
止
め
た
り
し
て
い
ま
す
。戦
後
で
も
一
九
六
八
年
、六
九
年
と
い
っ

た
学
生
運
動
華
や
か
な
り
し
頃
に
、
同
志
社
大
学
と
か
京
都
大
学
周

神輿場はなぜ荒れたのか

119



辺
で
も
、
電
車
を
止
め
て
ひ
っ
く
り
返
そ
う
み
た
い
な
こ
と
が
あ
っ

た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

　
道
路
拡
築
と
「
劇
場
型
」
神
輿
荒
れ
は
関
係
が
深
い
と
思
い
ま
す
。

市
電
の
軌
道
の
敷
設
と
か
主
要
道
路
の
拡
築
が
、
西
郷
菊
次
郎
―
西

郷
隆
盛
と
愛
加
那
の
息
子
で
す
け
ど
も
―
が
市
長
の
時
に
道
路
が
広

く
な
っ
て
電
車
が
通
る
ん
で
す
ね
。
実
は
こ
の
（
図
版
７
）
左
側
は

そ
の
直
前
で
す
。
四
条
烏
丸
で
長
刀
鉾
が
東
に
向
か
っ
て
出
発
し
て

い
る
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
見
て
も
ら
っ
た
ら
分
か
り
ま
す
け
ど

曳
く
人
と
見
物
客
が
入
り
混
じ
っ
て
、
何
が
何
や
ら
分
か
ら
ん
状
態

で
す
よ
ね
。
こ
れ
が
明
治
の
末
で
す
。
と
こ
ろ
が
右
側
は
四
条
旅
所

で
四
条
寺
町
で
す
け
れ
ど
、
こ
れ
は
大
正
の
初
め
で
す
。
こ
れ
を
見

た
ら
歩
道
と
車
道
が
は
っ
き
り
分
か
れ
て
い
て
、
見
物
人
は
巡
査
に

歩
道
の
方
へ
「
は
い
、
あ
っ
ち
行
っ
て
、
あ
っ
ち
行
っ
て
」
と
言
わ

れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
さ
ら
に
車
道
の
真
ん
中
に
電
車
の
軌
道
が

あ
っ
て
こ
こ
が
劇
場
で
言
え
ば
ス
テ
ー
ジ
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

左
側
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
は
神
輿
荒
れ
が
起
こ
っ
て
も
目
立
ち
ま

せ
ん
し
、
何
よ
り
雑
踏
に
紛
れ
て
し
ま
っ
て
大
き
な
神
輿
荒
れ
は
起

こ
り
え
ま
せ
ん
。
歩
道
と
車
道
が
分
か
れ
て
、
歩
道
が
立
ち
見
席
、

さ
ら
に
真
ん
中
に
電
車
の
軌
道
、ス
テ
ー
ジ
が
あ
っ
て
、道
路
が
ち
ょ

う
ど
劇
場
の
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
見
物
人
を
観
客
に
見
立
て
る
よ

道路拡築と「劇場型」神輿荒れ

• 市電軌道の敷設、主要道路の「拡築」
（明治４３（一九〇〇）年～大正元（一九〇二）年）

→軌道や車道が「舞台」、歩道が「桟敷」
→見る側、する側の截然たる分離
→電車対神輿
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う
に
神
輿
荒
れ
が
起
こ
る
の
で
す
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
劇
場
型

神
輿
荒
れ
は
、大
正
期
に
数
回
し
か
起
こ
っ
て
い
ま
せ
ん
。「
劇
場
型
」

は
突
発
性
で
あ
る
の
で
、
そ
の
後
、
警
察
の
防
止
対
策
が
功
を
奏
し

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
他
の
条
件
で
起
こ
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　
な
ぜ
彼
ら
は
神
輿
場
を
劇
場
に
見
立
て
た
神
輿
荒
れ
を
起
こ
し
た

の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
当
時
の
言
葉
で
い
う
と

こ
ろ
の
「
売
出
」（
図
版
８
）
と
い
う
こ
と
で
す
。
賀
川
豊
彦
と
い

う
人
が
一
九
一
五
年
（
大
正
四
年
）
に
『
貧
民
心
理
之
研
究
』
で
神

戸
の
新
川
の
ス
ラ
ム
の
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
と
に
か

く
名
を
売
る
た
め
に
何
か
大
き
い
こ
と
を
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
す

よ
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
こ
の
時
代
の
都
市
の
下
層
の
人
た
ち
、

特
に
男
の
肉
体
労
働
者
の
中
に
は
こ
う
い
う
気
持
ち
が
非
常
に
強
か
っ

た
わ
け
で
す
。
電
車
と
対
抗
し
て
電
車
に
勝
っ
た
ら
売
り
出
せ
る
わ

け
で
す
。

　
こ
れ
（
図
版
９
）
は
ま
っ
た
く
時
代
が
違
う
も
の
で
す
。
一
九
八

四
年
頃
に
右
京
連
合
と
い
う
暴
走
族
が
京
都
に
あ
り
ま
し
た
け
ど
、

佐
藤
郁
哉
さ
ん
が
そ
こ
を
取
材
し
て
書
い
た
も
の
で
す
。「
目
立
つ
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
暴
走
は
き
わ
め
て
演
劇
的
な
行
為
で
あ
る
と
し
、

「「
目
立
つ
」
と
は
、
こ
の
暴
走
の
全
過
程
と
悪
漢
型
ヒ
ー
ロ
ー
と

売出

羞恥心についで強いものは名誉心である。貧民
は善にでも悪にでも、名が通ればそれで喜んで
居る。（中略）刺青するなら出来るだけ大きいも
の、喧嘩するなら大親分と、女郎買いするなら、
筒抜けまで、なんでもかんでも当り散らかすのを
彼等最高の本分と考へるのである。之を彼らの
熟語で「売出」と云ふ。
（賀川 1962 p.148 ）
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い
う
役
柄
に
内
在
す
る
テ
ー
マ
と
プ
ロ
ッ
ト
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

一
種
の
台
本
に
則
っ
て
、
観
客
の
前
で
自
分
自
身
を
華
や
か
に
演
出

し
、
表
現
す
る
パ
ー
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
行
為
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の

「
暴
走
族
」
を
「
荒
れ
る
神
輿
舁
き
集
団
」
に
変
え
る
と
ぴ
っ
た
り

く
る
ん
で
す
ね
、
そ
う
考
え
る
と
こ
う
い
う
「
目
立
つ
」
と
い
う
感

覚
は
時
代
を
越
え
て
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
資
料
９

は
佐
藤
さ
ん
が
暴
走
族
の
若
者
に
直
接
取
材
し
た
も
の
で
す
け
ど
、

集
団
的
な
陶
酔
感
み
た
い
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
す
。
先
ほ
ど
の
公
怨
型
の
よ
う
に
神
輿
を
つ
か
っ
て
何
か
を

抗
議
を
す
る
と
い
う
の
は
、
我
々
に
は
ち
ょ
っ
と
理
解
で
き
な
い
ん

で
す
け
ど
、
こ
の
劇
場
型
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
八
年
、
二
年
前
の

ち
ょ
う
ど
今
頃
、
渋
谷
の
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
で
軽
ト
ラ
を
ひ
っ
く
り
返
し

た
り
し
た
の
は
多
分
こ
う
い
う
状
況
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
だ
か
ら
こ
れ
は
心
理
と
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
に
も
理
解
可
能

な
も
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
次
は
抗
争
型
の
神
輿
荒
れ
で
す
。
い
ざ
こ
ざ
や
喧
嘩
は
そ
れ
ま
で

に
も
よ
く
起
こ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
地
域
社
会
を
巻
き
込
む
大
き
な

も
の
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
一
九
二
三
年
（
大
正
一
二
年
）
七
月
一

七
日
の
神
幸
祭
で
す
。
資
料
10
で
す
。
こ
れ
は
三
若
と
四
若
と
の
争

い
で
す
。

「目立つ」 資料８

暴走はきわめて演劇的な行為である。（略）
「暴走族」は「悪漢型ヒーロー」という、きわめ
て演劇的な「社会タイプ」として考えることがで
きる。暴走における「目立つ」とは、この暴走
の全過程と悪漢型ヒーローという役柄に内在
するテーマとプロットによって構成される一種
の台本に則って、観客の前で自分自身を華
やかに演出し、表現するパフォーマンス行為
にともなう感覚である。
（佐藤 １９８４ p.66）
※「暴走」→神輿荒れ、「暴走族」→荒れる神輿舁き集団
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「
七
月
十
七
日
午
後
八
時
に
三
若
（
三
条
台
）
の
神
輿
舁
た
ち
は
、

御
旅
所
に
中
御
座
神
輿
を
納
め
た
が
、
そ
の
ま
ま
帰
ら
ず
、
な
ぜ
か

千
本
組
の
親
分
「
荒
寅
」
こ
と
笹
井
三
左
衛
門
の
息
子
笹
井
末
三
郎

（
二
十
三
歳
）
を
中
心
に
四
条
寺
町
の
大
雲
院
に
集
結
し
た
。」
千

本
組
と
い
う
の
は
、
当
時
、
西
高
瀬
川
で
材
木
を
運
ん
だ
り
す
る
浜

仲
仕
の
元
締
め
集
団
で
す
。
現
在
、
千
本
通
は
三
条
で
一
旦
ど
ん
つ

き
の
よ
う
に
な
っ
て
、
細
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
ど
ん
つ
き
の

あ
た
り
に
千
本
組
が
あ
り
ま
し
た
。
三
若
（
三
条
台
）
本
体
じ
ゃ
な

い
ん
で
す
が
、
三
若
の
神
輿
舁
き
の
実
働
部
隊
で
す
。

　
「
続
い
て
神
輿
を
納
め
て
い
た
四
若
（
若
竹
組
）
に
「
式
服
」（
法

被
）
を
着
て
い
な
い
者
が
い
た
の
で
、
三
若
の
神
輿
舁
が
詰
っ
た
と

こ
ろ
四
若
が
ど
っ
と
押
し
寄
せ
、
約
三
〇
〇
名
が
入
り
乱
れ
る
大
乱

闘
に
な
っ
た
。
四
若
の
世
話
役
で
国
粋
会
会
員
「
朝
日
松
」
こ
と
土

井
松
之
助
（
三
十
六
歳
）
が
仲
裁
に
入
っ
た
が
、」
こ
の
人
は
若
竹

町
の
人
で
す
。

　
「
右
腕
を
刺
さ
れ
て
大
怪
我
を
し
た
。
五
条
警
察
署
員
が
笹
井
末

三
郎
を
は
じ
め
三
若
の
神
輿
舁
九
名
を
拘
束
し
た
。
ま
た
四
若
側
は

土
井
松
之
助
他
三
名
が
病
院
に
担
ぎ
込
ま
れ
た
。
九
名
が
拘
束
さ
れ

た
こ
と
を
聞
い
た
千
本
組
は
千
本
国
技
館
（
京
都
国
技
館
）」、
こ
れ

は
千
本
三
条
の
東
側
に
あ
っ
た
活
動
写
真
の
常
設
館
で
す
。「
二
〇

〇
名
を
集
結
さ
せ
、」
も
う
数
が
す
ご
い
で
す
ね
。「
病
院
、
四
条
寺

町
、
若
竹
町
に
押
し
か
け
る
勢
い
で
あ
っ
た
。
若
竹
町
側
で
も
土
井

の
実
兄
と
関
係
の
あ
る
侠
客
牧
生
良
之
助
に
応
援
を
頼
ん
だ
と
こ
ろ
、

百
数
十
名
の
子
分
が
応
援
に
駆
け
つ
け
た
。
結
局
、
島
原
の
博
徒
橋

本
清
太
郎
や
国
粋
会
幹
部
日
暮
正
路
の
仲
介
で
と
り
あ
え
ず
収
ま
っ

た
。」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
こ
れ
は
現
在
の
神
輿
場
で
も
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
四
若
の
方
で
は

あ
ま
り
言
わ
れ
て
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、
三
若
の
方
で
は
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
昔
喧
嘩
が
あ
っ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
を
神
輿
舁

き
た
ち
は
今
で
も
よ
く
言
っ
て
ま
す
。
た
だ
、
四
若
の
地
元
の
人
は

よ
く
知
っ
て
い
て
、
入
江
丑
松
さ
ん
と
い
う
四
若
の
役
員
を
や
っ
た

方
が
『
八
坂
神
社
東
御
座
四
若
神
輿
會
五
十
年
の
歩
み
』
に
書
か
れ

て
い
ま
す
。

　
「
昭
和
の
初
め
神
幸
祭
当
日
、
御
旅
所
に
神
輿
を
納
め
、」
ち
ょ
っ

と
時
期
が
ま
ち
が
っ
て
ま
す
が
、「
大
棒
を
片
付
け
る
際
、
三
若
の

若
衆
と
紛
争
が
起
き
、
双
方
に
十
数
人
の
怪
我
人
が
出
た
。
そ
の
時

の
事
は
三
若
の
落
度
と
な
り
、
一
應
事
件
は
落
着
し
た
も
の
の
、
町

内
で
は
青
年
団
が
鉄
砲
を
持
出
し
、又
女
子
供
達
は
屋
根
の
上
に
登
っ

て
敵
襲
に
備
え
る
な
ど
大
変
な
騒
ぎ
で
あ
っ
た
。
又
還
幸
祭
に
は
四

若
の
神
輿
が
三
若
の
千
本
地
区
内
を
通
る
の
で
、
そ
の
仕
返
し
に
具
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え
、
四
若
の
舁
丁
の
家
内
衆
は
各
々
匕
首
、
刀
を
持
ち
つ
い
て
き
た

の
が
、
慣
習
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
今

で
も
四
若
の
神
輿
の
後
ろ
に
は
女
の
人
た
ち
が
ぎ
ょ
う
さ
ん
つ
い
て

き
ま
す
。
私
も
縁
あ
っ
て
四
若
の
神
輿
を
舁
か
せ
て
も
ら
っ
て
い
る

ん
で
す
が
、
な
ん
で
や
ろ
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
男
が
法
被
に
武

器
を
隠
す
と
警
察
に
捕
ま
る
の
で
、
女
の
人
が
浴
衣
の
下
に
匕
首
と

か
長
ド
ス
を
隠
し
て
つ
い
て
き
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
聞
き
ま
し
た
。
現
在
は
そ
う
い
う
こ
と
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、

女
の
人
が
後
ろ
に
つ
く
の
は
続
い
て
い
ま
す
。「
神
輿
は
何
が
あ
っ

て
も
う
ち
ら
の
町
内
で
守
ら
な
あ
か
ん
と
思
て
ま
し
た
」
と
入
江
丑

松
さ
ん
の
妹
さ
ん
が
、
聞
き
取
り
の
際
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

京
都
新
聞
の
二
〇
〇
七
年
七
月
五
日
の
記
事
に
も
、
女
が
神
輿
に
つ

い
て
歩
く
こ
と
に
つ
い
て
、
当
時
の
四
若
の
会
長
の
奥
さ
ん
が
、「
女

も
あ
の
興
奮
を
味
わ
い
た
い
。
そ
れ
に
、
主
人
や
子
ど
も
に
な
ん
か

あ
っ
た
ら
大
変
。
見
届
け
な
い
と
心
配
で
す
や
ろ
」
と
証
言
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
こ
う
い
う
抗
争
型
の
神
輿
荒
れ
も
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
き
っ

か
け
に
京
都
の
神
輿
荒
れ
は
お
さ
ま
り
ま
し
た
。
国
粋
会
と
い
う
組

織
と
警
察
が
こ
の
裏
で
動
い
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

四
若
を
暴
れ
さ
せ
て
お
い
て
国
粋
会
、
警
察
が
仲
を
取
り
持
つ
。
組

織
的
に
神
輿
荒
れ
を
や
め
さ
せ
る
よ
う
な
動
き
が
警
察
と
国
粋
会
に

あ
っ
た
よ
う
に
新
聞
記
事
か
ら
は
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
こ

の
あ
た
り
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
分
析
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
昭

和
五
年
（
一
九
三
〇
年
）
に
、
神
輿
が
四
条
通
で
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
、

商
店
に
あ
た
っ
て
商
品
が
崩
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

の
時
の
八
坂
神
社
の
社
務
所
の
人
の
話
が
「
ど
こ
で
も
喧
嘩
は
あ
り

ま
す
け
ど
、
祇
園
祭
の
舁
つ
ぎ
手
は
大
人
し
い
こ
と
で
有
名
で
す
」

と
か
、「
京
都
で
初
め
て
の
こ
と
で
聞
い
た
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
」と
言
っ

て
い
ま
す
。こ
の
出
来
事
は
先
ほ
ど
の
神
輿
荒
れ
か
ら
七
年
し
か
た
っ

て
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
短
い
間
に
神
輿
荒
れ
に
つ
い
て
忘
れ
ら
れ
た
の

か
、
こ
の
辺
り
の
こ
と
は
ち
ょ
っ
と
分
か
ら
な
い
で
す
が
、
こ
の
間

に
「
祇
園
祭
の
舁
つ
ぎ
手
は
大
人
し
い
」
と
い
う
言
説
が
つ
く
ら
れ
、

流
布
し
た
よ
う
で
す
。

　
で
は
、
神
輿
荒
れ
は
な
ぜ
起
こ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
若
竹
町

と
い
う
地
域
に
焦
点
を
当
て
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
先

ほ
ど
も
地
域
の
こ
と
を
紹
介
し
ま
し
た
け
ど
、
経
済
的
に
非
常
に
貧

困
な
状
態
で
あ
る
と
か
、
密
集
し
た
住
環
境
と
い
う
の
は
悪
い
こ
と

だ
け
で
は
な
く
、
地
域
住
民
の
凝
集
力
、
団
結
力
を
非
常
に
高
め
る

わ
け
で
す
。
若
竹
町
の
昔
の
地
図
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
町
内
の
真

ん
中
に
狭
い
な
が
ら
も
広
場
が
あ
り
ま
す
。
米
騒
動
の
時
は
そ
こ
に
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集
ま
っ
た
と
い
う
話
が
新
聞
記
事
に
で
て
い
ま
す
。
何
か
あ
れ
ば
す

ぐ
に
集
ま
れ
る
環
境
に
あ
る
。
周
辺
地
域
か
ら
差
別
的
な
眼
差
し
を

向
け
ら
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
腕
一
本
、
裸
一
貫
で
仕
事
す
る
井
戸

掘
り
と
い
う
同
職
者
集
団
の
集
住
地
で
職
住
一
体
の
地
域
で
す
。
そ

う
い
っ
た
特
性
を
も
つ
地
域
に
住
む
男
性
労
働
者
の
特
性
か
ら
考
え

る
と
、
意
識
面
と
し
て
は
「
強
烈
な
承
認
願
望
」
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
生
活
態
度
と
し
て
は
「
自
由
奔
放
な
生
活

感
覚
」
が
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
社
会
と
の
関
係
に
お
い
て
は
「
市

民
社
会
に
お
け
る
周
縁
性
」
が
彼
ら
の
特
徴
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
ず
、「
強
烈
な
承
認
願
望
」
に
つ
い
て
で
す
。
若
竹
町
は
非
常

に
多
く
の
流
入
者
が
形
成
し
た
新
し
い
地
域
で
あ
り
、
か
つ
八
坂
神

社
の
氏
子
に
な
っ
た
の
は
明
治
に
入
っ
て
か
ら
で
す
。
同
じ
氏
子
と

し
て
神
の
前
で
の
基
本
的
平
等
を
認
め
て
ほ
し
い
、
地
域
住
民
と
し

て
の
資
格
と
か
地
位
を
認
め
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
疎
外
感
、

感
じ
な
く
て
も
い
い
劣
等
感
、
こ
う
い
う
も
の
の
裏
返
し
が
あ
っ
た

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
ヒ
ン
ト
を
頂
い
た
の

は
、先
ほ
ど
紹
介
し
た
藤
野
裕
子
さ
ん
と
い
う
日
本
史
研
究
者
の『
都

市
と
暴
動
の
民
衆
史
』
で
す
（
図
版
10
）。「
下
層
社
会
を
生
き
る
疎

外
感
と
劣
等
感
、そ
れ
ゆ
え
に
生
じ
る
強
烈
な
承
認
願
望
が
あ
っ
た
」

「強烈な承認願望」の内実

男たちの競い合いの根底には、下層社会を生き

る疎外感と劣等感、それゆえに生じる強烈な承
認願望があったといえる。（中略）日頃蔑視のま
なざしを感じているからこそ、「下目に見られ」る
ことを嫌い、「超越的人物」として承認されること
を目指す。これは博徒に限らず、男性労働者全
般に敷衍できる一つの傾向といえよう。兄貴肌・
親分肌を身につける者もまた、身のうちに社会
からの疎外感や劣等感を抱えていたのである。
（藤野 2015 pp.188-189)
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と
あ
り
ま
す
。
い
ろ
ん
な
神
輿
舁
き
、
こ
れ
は
若
竹
組
に
限
ら
ず
新

聞
に
出
て
く
る
名
前
を
見
る
と
「
〇
〇
こ
と
、
□
□
□
□
」
と
書
か

れ
て
い
る
人
が
多
い
ん
で
す
ね
。「
朝
日
松
こ
と
、
な
に
な
に
」
と
か
、

「
勇
駒
こ
と
、
な
に
な
に
」
と
か
、
こ
れ
は
今
の
新
聞
の
名
前
の
表

記
に
は
あ
り
ま
せ
ん
、
あ
だ
名
と
い
う
か
通
り
名
を
持
っ
て
い
る
人

が
非
常
に
多
い
で
す
。
こ
れ
は
兄
貴
肌
、
親
分
肌
、
任
侠
的
な
人
間

関
係
が
そ
の
中
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
ん
な
中
で
日
頃
面
白
く
な
い
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
、
神

輿
場
で
ひ
と
暴
れ
し
て
「
あ
い
つ
ら
す
ご
い
な
」
と
い
う
承
認
願
望

を
得
よ
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
れ
（
図
版
11
）
は
一
八
九
二
年
（
明
治
二
五
年
）
の
新
聞
記
事

で
す
。
若
竹
町
の
こ
と
を
「
無
頼
漢
や
賤
業
者
の
巣
窟
に
て
戸
数
も

表
向
き
は
僅
か
な
れ
ど
、
一
戸
の
う
ち
に
七
十
余
の
全
戸
寄
留
者
あ

り
」
と
非
常
に
差
別
的
に
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
巣
窟
と
い
う

こ
と
、
無
頼
漢
、
賤
業
者
、
こ
う
い
う
見
方
が
新
聞
に
出
て
い
て
、

そ
う
い
う
見
ら
れ
方
、
眼
差
し
が
地
域
に
注
が
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
の
中
で
承
認
願
望
を
満
た
す
二
つ
の
方
法
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
一
つ
目
は
神
輿
場
な
ど
で
男
を
あ
げ
て
太
く
短
く
生
き
る

と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
が
多
く
の
人
た
ち
が
と
っ
た
道
じ
ゃ
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
二
つ
目
は
、
劣
等
感
を
バ
ネ
に
し
た
た
か
に
働
き
抜

疎外感と劣等感
●貧民部落に夜學を起こす

下京區若竹町又の名は寺裏と申す一部落は、無
頼漢や賤業者の巣窟にて戸數も表向きは僅か
なれど、一戸の内に七十餘の全戸寄留者あり。
随って兒童の數も多く、聯合組内にて學齢兒童
の過半を占め居れども、教育などには頓着する
ものなきより、今度同部落の町総代及び二三の
有志者が醵金して夜学會を設け
（１８９２（明治２５）.７．16 『（京都）日出新聞』）
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く
、「
通
俗
道
徳
」
的
人
生
を
送
る
と
い
う
道
で
す
。
通
俗
道
徳
と

い
う
の
は
質
素
倹
約
と
か
勤
勉
と
か
で
明
治
時
代
の
庶
民
、
特
に
学

校
教
育
で
も
強
調
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
貧
し
さ
を
解
消
す
る
た
め
に

は
、
よ
り
質
素
倹
約
に
暮
ら
し
、
一
生
懸
命
働
く
し
か
な
い
ん
だ
と

い
う
考
え
方
で
す
。
こ
の
「
通
俗
道
徳
」
の
罠
に
は
ま
っ
て
し
ま
う

と
、
自
分
が
貧
乏
な
ま
ま
で
い
る
の
は
、
自
分
の
生
活
態
度
が
道
徳

的
で
な
い
か
ら
だ
と
か
、思
い
つ
め
て
し
ま
っ
た
り
、あ
る
い
は
ち
ょ
っ

と
の
不
正
を
憎
む
こ
と
で
、
生
活
が
も
っ
と
も
っ
と
貧
し
く
な
っ
た

り
、
病
気
で
早
く
死
ん
で
し
ま
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
け
ど
も
、
た

ま
に
成
功
者
が
い
る
わ
け
で
す
。
資
料
12
の
大
谷
竹
次
郎
は
芸
能
の

会
社
・
松
竹
の
創
業
者
で
す
。
彼
は
若
竹
町
の
出
身
と
思
わ
れ
ま
す
。

祖
父
が
薩
摩
藩
の
侍
だ
っ
た
わ
け
で
す
け
ど
、
薩
摩
藩
で
失
敗
を
し

て
京
都
に
逃
げ
て
き
て
、隠
れ
る
よ
う
に
住
ん
だ
の
が
若
竹
町
で
あ
っ

た
と
辻
ミ
チ
子
さ
ん
は
調
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
彼
な
ん
か
は
こ
の
二

つ
目
な
ん
で
す
ね
。
非
常
に
興
味
深
い
の
で
す
。

　
「
私
た
ち
の
生
い
立
ち
は
、
決
し
て
幸
運
で
は
な
か
っ
た
。
あ
と

か
ら
あ
と
か
ら
弟
妹
が
生
ま
れ
る
が
、
育
っ
た
の
は
ほ
と
ん
ど
相
撲

小
屋
の
荒
む
し
ろ
の
上
で
、
も
の
心
の
つ
い
た
頃
に
は
、
父
母
の
働

く
姿
を
見
よ
う
見
ま
ね
で
、
ふ
と
ん
を
揃
え
た
り
、
た
ば
こ
盆
を
掃

除
し
た
り
、
あ
る
時
は
車
の
あ
と
押
し
も
し
た
。
私
た
ち
の
よ
う
な

足
手
ま
と
い
の
子
供
が
い
な
が
ら
も
母
親
の
キ
ビ
キ
ビ
し
た
、
い
っ

と
き
も
腰
を
落
ち
つ
け
る
ひ
ま
の
な
い
働
き
ぶ
り
に
は
子
供
な
が
ら

心
を
う
た
れ
た
。
こ
の
両
親
、
そ
し
て
幼
い
弟
妹
た
ち
の
た
め
に
、

自
分
た
ち
兄
弟
は
ど
ん
な
苦
労
も
い
と
わ
ぬ
と
思
っ
た
。八
つ
に
な
っ

て
、
縄
手
古
門
前
の
有
済
小
学
校
へ
入
学
し
た
が
、
学
校
へ
通
う
日

よ
り
も
、
父
母
の
手
つ
だ
い
を
す
る
日
の
ほ
う
が
多
か
っ
た
。
天
気

の
よ
い
日
は
、
苦
労
も
た
い
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
途
中
で
雨
が
降

り
出
し
て
、
荷
車
で
運
ぶ
ふ
と
ん
が
ぐ
っ
し
ょ
り
中
ま
で
ぬ
れ
て
し

ま
い
、
そ
の
翌
日
、
泣
き
な
が
ら
一
枚
一
枚
、
か
わ
か
し
た
こ
と
も

あ
っ
た
。（
略
）
七
月
十
七
日
と
二
十
四
日
の
祇
園
会
の
日
に
、」
若

竹
町
に
住
ん
で
い
る
ん
で
す
け
ど
、
彼
や
彼
の
父
親
は
決
し
て
祇
園

祭
の
神
輿
舁
き
に
行
っ
て
な
い
ん
で
す
ね
。「
両
親
は
芝
居
の
休
み

を
利
用
し
て
、（
祇
園
）
座
」
祇
園
花
見
小
路
に
あ
っ
た
芝
居
小
屋

で
す
。「
の
前
に
氷
水
の
店
を
出
し
た
。私
は
家
に
い
て
、砂
糖
で
作
っ

た
甘
露
水
を
つ
く
る
役
に
廻
っ
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
に
、
客
が
立

て
こ
ん
で
甘
露
水
が
間
に
あ
わ
ぬ
か
ら
、
早
く
運
ん
で
来
い
と
い
う

知
ら
せ
が
き
た
。
あ
い
に
く
こ
っ
ち
は
砂
糖
を
煮
て
い
る
最
中
な
の

で
、
い
つ
も
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
冷
や
し
て
行
っ
て
は
お
く
れ
る
と

思
い
、
熱
い
ま
ま
鉢
に
入
れ
て
持
ち
出
し
た
が
、
あ
ま
り
途
中
を
急

い
だ
の
で
、
石
に
つ
ま
づ
い
た
拍
子
に
、
そ
の
熱
い
甘
露
水
を
上
半
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身
に
浴
び
て
し
ま
っ
た
。
幸
い
ヤ
ケ
ド
は
し
な
か
っ
た
が
、
往
来
の

中
で
、
人
に
見
ら
れ
て
気
ま
り
は
悪
い
し
、
ベ
ト
ベ
ト
し
た
熱
い
液

体
が
、
エ
リ
首
か
ら
胸
や
背
中
に
流
れ
、
何
と
も
い
え
な
い
イ
ヤ
な

気
持
ち
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
毎
年
祇
園
祭
の
頃
に
な
る
と
、
そ

の
こ
と
を
思
い
出
し
て
切
な
い
や
ら
、
な
つ
か
し
い
や
ら
の
気
持
ち

に
な
り
ま
す
。」（
田
中
純
一
郎
『
新
版

　
大
谷
竹
次
郎
』
よ
り
）

　
こ
ち
ら
の
方
法
で
成
功
し
た
の
は
大
谷
竹
次
郎
と
か
ご
く
少
数
だ

と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、
承
認
願
望
を
満
た
す
に
は
ど
っ
ち
か
し
か
な

い
ん
で
す
ね
。
た
だ
、
功
成
り
名
を
遂
げ
る
こ
と
は
と
て
も
難
し
い

道
で
、
当
然
、
多
く
の
人
た
ち
は
一
つ
目
の
方
を
選
び
ま
し
た
。
承

認
願
望
を
な
ん
と
か
満
た
し
た
い
と
、
神
輿
場
に
出
て
行
っ
て
神
輿

荒
れ
を
起
こ
し
た
わ
け
で
す
。

　
次
に
都
市
下
層
で
の
自
由
奔
放
な
生
活
感
覚
に
つ
い
て
で
す
。
祇

園
祭
の
山
鉾
町
の
人
た
ち
は
京
都
の
言
葉
で
い
う
と
「
し
ぶ
ち
ん
」

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
私
の
祖
父
は
六
角
町
と
い
う
山
鉾
町
の
出
身

で
す
が
、
そ
の
あ
た
り
の
家
持
た
ち
は
、
昼
に
ご
飯
を
炊
き
、
お
昼

は
お
か
ず
な
し
。
お
醤
油
と
か
塩
を
か
け
た
あ
つ
ご
は
ん
を
食
べ
、

晩
に
は
め
ざ
し
な
ど
の
質
素
な
お
か
ず
と
汁
、
朝
に
は
漬
物
と
お
茶

づ
け
、
と
い
う
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
山
鉾
町
と
い

う
の
は
入
れ
替
わ
り
が
激
し
く
、
三
代
続
け
て
そ
こ
に
住
む
と
い
う

の
が
、
と
て
も
難
し
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
暖
簾

を
守
る
た
め
に
、「
し
ぶ
ち
ん
」
な
生
活
態
度
が
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
や
っ

た
そ
う
で
す
。
逆
に
都
市
下
層
の
人
た
ち
と
い
う
の
は
、
貧
困
で
あ

る
か
ら
こ
そ
後
は
野
と
な
れ
山
と
な
れ
と
い
う
感
性
が
あ
っ
た
り
、

太
く
短
く
と
い
う
非
常
に
自
由
な
奔
放
な
生
活
態
度
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
こ
れ
（
図
版
12
）
は
大
阪
の
人
力
車
夫
に
つ
い
て
で

す
け
ど
、
貧
困
、
過
重
な
労
働
、
社
会
的
な
蔑
視
と
い
っ
た
日
常
を
、

非
日
常
に
変
え
る
た
め
に
、
自
由
奔
放
に
生
き
て
き
た
。
同
職
者
集

団
が
共
有
さ
れ
た
生
活
圏
で
憂
さ
晴
ら
し
を
し
た
、
と
い
う
こ
と
で

す
。若
竹
町
の
井
戸
掘
り
た
ち
も
同
じ
よ
う
な
過
酷
な
重
労
働
で
あ
っ

た
り
、
貧
困
、
社
会
的
な
蔑
視
に
耐
え
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
若
竹

町
の
場
合
は
同
じ
地
域
に
同
業
者
が
住
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
、

地
域
全
体
で
も
っ
と
こ
の
態
度
が
強
化
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

（
図
版
13
）
も
当
時
の
新
聞
記
事
で
、
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
年
）

五
月
一
日
の
『
日
出
新
聞
』
で
す
。

　
「
寺
裏
と
い
え
る
所
は
下
等
人
民
中
に
も
殿
様
と
呼
ば
れ
る
由
、

こ
れ
は
何
ゆ
え
ぞ
と
聞
く
に
、
如
何
に
困
窮
す
る
に
も
せ
よ
飲
食
に

は
奢
り
を
極
め
、
た
ま
た
ま
不
意
の
金
で
も
手
に
入
り
な
ば
忽
ち
料

理
屋
か
ら
取
り
、
肴
で
飲
ん
だ
り
食
た
り
、
ほ
と
ん
ど
困
苦
を
知
ら

ざ
る
者
の
如
く
な
れ
ば
、
遂
に
貧
民
の
殿
様
と
呼
ば
る
る
よ
し
」
と
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自由奔放な生活態度

寺裏といへる處は下等人民中にも殿様と呼るゝ
よしこれは何ゆゑぞと聞くに如何に困究するに
もせよ飲食には奢りを極め偶またま不意の金で
も手に入れなば忽ち料理屋から取肴で飲んだ
り食たり殆んど困苦を知らざるものゝ如くなれば
遂に貧民の殿さまと呼ばるゝよし（『日出新聞』
明治二十三（一八九〇）年五月一日）

2020/10/29 24

図版13

都市下層の自由奔放な生活態度

能川泰治は、日露戦争前後の大阪の人力車夫た
ちの贅沢な飲食、賭博、芝居見物、「娼妓買い」を、
彼らの「自由奔放な生活感覚」と表現する〔能川
一九九五 四〕。人力車夫たちの「自由奔放な生活
感覚」とは、貧困、過重な労働、社会的な蔑視と
いった日常を、非日常に変える感覚であり、能川
は「自由奔放な生活感覚」の理由を「同職者集団」
（この場合は人力車夫）に属する者たちの生活圏
の共有と、共有された生活圏での憂さ晴らしに見
出した。

2020/10/29 23

図版12
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あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

け
ど
も
、
京
都
の
様
々
な
都
市
下
層
の
集
住
地
域
の
中
で
も
、
寺
裏

は
特
に
自
由
奔
放
な
生
活
態
度
が
見
ら
れ
る
地
域
で
あ
る
と
い
う
ん

で
す
ね
。
日
常
の
中
で
も
こ
う
い
う
ふ
う
に
非
日
常
を
追
い
求
め
る

わ
け
で
す
。
で
あ
れ
ば
、
一
年
で
一
番
の
非
日
常
で
あ
る
祇
園
祭
の

際
に
は
最
大
級
の
非
日
常
が
欲
し
い
わ
け
で
す
。
神
輿
荒
れ
と
い
う

の
は
最
大
級
の
非
日
常
じ
ゃ
な
い
か
。
神
輿
荒
れ
に
は
、
こ
う
い
う

よ
う
な
生
活
態
度
と
い
う
の
も
関
わ
っ
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
推

測
す
る
わ
け
で
す
。

　
最
後
に
社
会
に
お
け
る
周
縁
性
（
図
版
14
）
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
先
ほ
ど
の
『
暴
走
族
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』
か
ら
と
り
ま

し
た
け
れ
ど
、
マ
ー
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
こ
と
で
す
。
二
重
、
三
重

の
マ
ー
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
暴
走
族
は
持
っ
て
い
る
。
こ
の
本
に
は
書
い

て
な
か
っ
た
で
す
け
ど
、
例
え
ば
学
校
に
行
っ
て
な
い
人
が
当
時
の

暴
走
族
に
は
多
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
仕
事
も
定
職
に
つ
い
て
い
な
い

若
者
が
多
か
っ
た
と
か
、
ど
こ
に
も
属
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
だ
か
ら
こ
そ
暴
走
で
き
た
。
例
え
ば
あ
る
会
社
に
就
職
し
て
そ

こ
で
生
活
の
た
め
に
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
た
ち
は
、
や
は
り

警
察
に
捕
ま
る
よ
う
な
行
為
は
や
り
に
く
い
で
す
ね
。
あ
る
い
は
学

校
に
行
っ
て
い
て
、
退
学
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
人
た
ち
は
そ
う

社会における周縁性

二重、三重のマージナリティによって特徴づけら
れる者にとって、暴走族活動は、みずからのマー
ジナリティを華々しくかつ陽気に表現できる様々
な要素と機会を兼ねそなえている。「暴走族」で
ある彼らは、単なる「落ちこぼれ」でも、「愚連隊」
でも、「不良」でもない。ある意味では、彼らは二
重、三重のマージナリティを持っているからこそ、
慣習的な生活やキャリアに深くコミットしている青
年たちには到底できないようなスリリングな冒険
と、自己の限界に対する挑戦ができるともいえる。
（佐藤 1984 p.228)
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い
う
行
為
は
や
り
に
く
い
わ
け
で
す
。

　
当
時
の
若
竹
町
の
人
た
ち
の
周
縁
性
（
図
版
15
）
と
い
う
こ
と
で

は
、「
井
戸
掘
り
、青
物
行
商
人
及
び
劇
場
寄
席
な
ど
の
雇
人
で
あ
る
」

と
書
か
れ
て
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
井
戸
掘
り
作
業
員
」
や
「
青
物
行

商
人
」、「
劇
場
、
寄
席
従
業
員
」
と
い
う
人
た
ち
が
い
た
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
若
竹
町
出
身
の
高
齢
者
に
当
時
の
暮
ら
し
に
つ
い
て
聞

き
取
り
を
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
そ
の
方
の
父
親
の
話
が
出
て
き
た

の
で
す
。
そ
の
方
の
お
父
さ
ん
は
お
そ
ら
く
明
治
三
〇
年
代
生
ま
れ

で
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
四
若
の
「
熱
狂
的
」
な
神
輿
舁
き
で
し

た
。
そ
し
て
井
戸
掘
り
が
忙
し
い
時
期
、
こ
れ
は
だ
い
た
い
梅
雨
時

な
ん
で
す
が
、
梅
雨
時
か
ら
梅
雨
明
け
に
か
け
て
は
井
戸
の
水
が
濁

り
ま
す
か
ら
井
戸
浚
い
が
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
時
は
井
戸
掘
り
を
し

て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
他
の
時
に
は
例
え
ば
川
魚
の
行
商
に
出
て

い
た
。
そ
し
て
、「
鴨
川
お
ど
り
」
の
時
に
は
先
斗
町
の
歌
舞
練
場

で
下
働
き
を
し
て
い
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
一
つ
の
と
こ

ろ
に
属
さ
ず
に
い
く
つ
も
の
職
業
を
持
っ
て
い
た
、
つ
ま
り
定
職
を

持
た
な
い
雑
業
者
、
非
正
規
労
働
者
と
い
う
こ
と
で
す
。
当
時
、
神

輿
荒
れ
を
し
て
留
置
場
か
ら
出
て
く
る
の
は
五
日
後
で
す
。
普
通
の

商
店
の
丁
稚
と
か
商
店
に
雇
わ
れ
て
い
る
奉
公
人
と
か
職
人
の
徒
弟

と
か
で
あ
れ
ば
、
五
日
も
警
察
に
ご
厄
介
に
な
れ
ば
「
も
う
あ
な
た

「若竹町」の人々の周縁性
●寺裏天部の現況

若竹町に居る者は重に井戸掘、青物行商人及び劇場寄
席等の雇人である。其内にも劇場寄席の雇人には男許
でなく女も澤山關係して居る。而して若竹町に居る者の
九分通りは右の三種の業に關係し居る勞働者なるが、
残り一分は部落外に出て食を乞う極貧者である。
（1903（明治36）.8．29『大阪朝日新聞』）

二重、三重のマージナリティ

＊生業的には定職を持たない「雑業者」（非正規性）

＊流入者（薄い地縁）

＊「貧民部落」の住民（他者性）
2020/10/29 26
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来
な
く
て
い
い
よ
」
と
馘
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
「
縛

り
」
が
薄
か
っ
た
。

　
地
域
的
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
住
民
の
価
値
観
が
非
常
に
保
守
的

で
、
相
互
監
視
が
強
い
地
域
、
例
え
ば
先
ほ
ど
述
べ
た
山
鉾
町
な
ど

に
住
ん
で
い
る
よ
う
な
人
た
ち
は
、
祭
り
で
暴
れ
た
り
と
い
っ
た
行

為
は
や
り
に
く
い
わ
け
で
す
。
新
た
に
流
入
し
て
き
た
人
た
ち
が
つ

く
っ
た
若
竹
町
の
よ
う
な
地
域
は
周
辺
の
氏
子
地
域
と
地
縁
も
薄
く
、

氏
子
地
域
内
で
無
茶
は
や
め
と
か
、
と
い
っ
た
心
の
ブ
レ
ー
キ
も
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
日
常
的
な
付
き
合
い
、
交
流
が
少
な
い

の
で
、
神
輿
場
で
暴
れ
る
と
こ
ろ
を
、
誰
に
見
ら
れ
て
も
別
に
構
わ

な
い
。
む
し
ろ
派
手
に
暴
れ
て
自
分
た
ち
の
パ
ワ
ー
を
見
せ
つ
け
た

い
、
と
い
う
よ
う
な
形
で
存
分
に
非
日
常
を
味
わ
お
う
と
し
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。

　
以
上
、
京
都
の
祇
園
祭
を
「
み
や
び
」
と
か
、「
ユ
ネ
ス
コ
無
形

文
化
遺
産
」
と
い
う
よ
う
な
視
点
と
は
違
う
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
都

市
下
層
の
人
々
に
注
目
す
れ
ば
ど
の
よ
う
に
見
え
る
の
か
、
と
い
う

こ
と
で
こ
の
五
年
間
調
べ
、
私
な
り
に
考
え
た
こ
と
を
お
話
い
た
し

ま
し
た
。
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京都部落問題研究資料センター 年度 「差別の歴史を考える連続講座」第 回

神輿場はなぜ荒れたのか～近代京都の祇園祭神輿渡御を中心に ～

中西 仁（立命館大学）

１．はじめに
・祇園祭神輿渡御
・神輿は誰が舁くのか
・神輿荒れとは何か

２．若竹町の地域形成
・近世末～明治

３．神輿荒れの類型化
（１）公怨型→公共空間、異議申し立て、怨み
事例１．今宮祭 （明治 ）年 月 日 ※資料１
事例２．祇園祭神幸祭 （明治 ）年 ※資料２

（２）劇場型→舞台、売名、目立つ・陶酔感
事例１．祇園祭神幸祭 （大正 ）年 ※資料３
事例２．祇園祭還幸祭 （大正 ）年 ※資料４
事例３．祇園祭還幸祭 （大正 ）年 ※資料５
・神輿の舁き捨て、市電を襲う ※資料６、７
・目立つ、集団的陶酔 ※資料８、９

（３）抗争型→闘技場、アイデンティティの確認・強化、対抗心・われわれ意識
事例．祇園祭神幸祭 （大正 ）年 ※資料１０
・地域に「語り」として残る ※資料１１

神輿場はなぜ荒れたのか
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４．神輿荒れはなぜ起こったのか
１）地域的特性
経済状態、住環境、周辺地域からの眼差し、同職者集団

２）心理面
強烈な承認願望 ※資料１２

３）生活面
自由奔放な生活感覚

４）社会関係
市民社会における周縁性

おわりに
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京都部落問題研究資料センター  

2020年度差別の歴史を考える連続講座 

2020/10/29 
 

 

神輿場はなぜ荒れたのか 

～近代京都の祇園祭神輿渡御を中心に～ 

 

 

中西 仁（立命館大学教員） 

 

 

資料１ 

▲一昨十五日、今宮神社の祭禮につき大喧嘩ありし。次第を尚能く聞くに、往昔同神社の神輿

（大宮と稱するもの）は、愛宕郡東紫竹大門村の壮年輩が舁くの例なりしに、維新後彼穢多の

稱號を廃せしより、同郡鷹ヶ峰村字蓮臺野（舊穢多村）の人民等も同く氏子の者なれば、共に

神輿を舁かせ貰はんと、種々打合せありしも、之を舁すは神に對して不敬なりとて拒絶なし、

爾来年々夫等の為紛議の生じることもあり。左れば同日午後八時頃、第三の神輿が東紫竹大門

村字追分と云ふ處まで來りし折柄、豫て不平のある蓮臺野の人民凡五十名、各々瓦礫を携へて

出來り、神輿を見掛て投付たり。紫竹大門村の神輿舁は之を支へんとて、神輿を畑中に下し遂

に双方亂擊に及び、護衛の巡査數名が之を制せんとするも、其勢ひ當るべくもあらず。喧嘩は

益々盛んになり、血を見ざれば治り難き有様なれば、巡査は急を上京警察署及び田中警察署へ

報ぜしを以て、両警察署より應援の爲數十名の警部巡査派出し、双方を取鎭めしにぞ。漸く翌

十六日午前三時頃、神輿を今宮神社に舁き入るゝに至りしが、右の喧嘩により、蓮臺野の大塚

富之助（四十一年）原田勇次郎（六十三年）野村かな（六十年）の三人は重傷を蒙り、生死も

計り難き程にて。其他輕傷を受たるは、同地の者に七八名、大門村の者に十二三名ありしが、

何分夜間の事なれば兇行者も分明ならず。今尚、取調中なりと。（句読点：筆者） 
（一八八八（明治二十一）年五月十八日『大阪朝日新聞』） 
 
資料２ 

●祇園神輿舁の騒ぎ 一昨十七日は八阪(ママ)神社の神幸とて、同社三社の神輿中東御座の

神輿が、午後八時頃四条縄手の巡査派出所に近づくや、詰合の巡査が神輿舁の胸を顕はせるを

咎むるや、一同は非常に激昂し、神輿を打付けよ巡査に舁かせと口々に罵り、アハヤ神輿を派

出所に打付け卸さんとせしを、二木松原署長は之を諭して止めしめ、且請々(ママ)講社の世話

方等を呼びたるも、此騒ぎに辟易して何れにか姿を隠したり。斯くて幸に無事に済たるも、御

旅への着は二時間計も遅れ、十時過漸く納まりたり。神輿舁たちは二木署長の説諭に舁出した

るも、還幸の際、巡査に禮を云ふべし抔毒気を吐き、三条大橋を越える迄は非常に荒れ、警官

も殆ど持餘したり。聞く去十日の神輿洗に、東御座の鈴を修繕し、人力車に積みて本社に持参

の途、派出所前にて以東は車止なりとて通行を許さざるを憤り暴言を吐き、為に數名松原書に

引致し、一夜検束を加えたるを、意地に持ち居たる折も折とて胸を現すを咎めたるより、遂に

斯る暴行を爲したるなりと。（句読点：筆者） 
（一九〇五（明治三十八）年七月十九日『京都日出新聞』） 

□□

□□□□
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2020年度差別の歴史を考える連続講座 
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資料３ 

●祇園祭の紛擾 ▲神輿舁怒て神輿を軌道に舁捨る 

（略）午前の山鉾巡行が滞りなく濟んで一息入れた時分颯と一夕立來たが夫れもしばしで霽れ

軈て夕暮れとなると愈よ神輿の渡御がある、午後五時につるめそや久世駒形稚児の行列は□□

【二字不明。三條か？】を西へ河原町を南へ四條から順路御旅所へ練りこんだと思う間もない丁

度午後七時頃又一夕立あったので一時はエライ騒ぎ、此の時神輿は既に本社を出輿（中略）扨

て三條臺の三若組が滞りなく御旅所へ着座ましまして次の四若組が舁【以下数字分、字数・文字

不明】から人浪を分けて徐行して來た市電の爲め足部を負傷したので雨の為めムカムカしてい

た四若組は是を機會に怒り出し夫れ電車を打ち潰せ□□神輿を舁き捨てた殿に控えた壬生組の

三若組は如何することも出來ず又軌道へ神輿を置いてけ放りにしたので御旅所一体は鼎の沸く

様な騒ぎとなり東行西行の電車も停滞【以下数字分、字数・文字不明】形成したのであったが漸

く九時四十分に至って御旅所に納まったが一時は大した雑踏であった（以下略） 
（一九一四（大正三）年七月二十八日『京都日出新聞』） 

※この年、祇園祭は昭憲皇太后崩御につき延期。神輿渡御のコースも短い。 

 

資料４ 

●昨夜の還幸祭 ▲出立時間が遅れた 

（略）例年ならば午後四時頃にお旅所を立つ筈の神輿は昨日は却々に動かなかった、（中略）四

若組は却々やって來なかった、中御座は既に先發の用意成ったのに後二座が順番を狂はす譯に

行かないので出立することも出來ずにゐた、（中略）七時前漸く四若組が四条東から「ワッショ

ワッショ」と走せ参じたのでやっと神輿は動かすことが出來た（以下略） 

（一九一五（大正四）年七月二十五日『京都日出新聞』） 

 

資料５ 

神輿舁と電車の衝突 但し頗る無事に納まったが 原因は運轉手の過失から 

二十四日午後七時三十五分祇園會神輿渡御の下組第二社の東の座の神輿が大宮高辻下る處へ差

かかったる際南行第四十號電車を運転手荒井秀三（二十九年）が操縦進行し來り神輿の進行に停車

する筈を停車せず尤も徐行しながら ▽運転を続け て居たるより神輿の方の世話役は必死と

なつて勢い込んでヨッサヨッサと舁きあげる若者を制止しつ「危険ない」と神輿を徐行せしめ

たが電車は依然として止まらず見兼ねて一警官が運転手臺に飛び上がって停車せしめんとする

時遂に神輿の長柄の先と昇降臺と密接したるよりサア輿丁の方では承知せず運転手を引きずり

下ろせと絶叫し神輿を其儘其處へ舁据にて血気の若者は我勝ちに運転臺へ殺到したので梶村警

部は運転手が惡いのだから ▽手荒な事を するナと只管制止したが何様二百餘名の壮丁と云

ひ付近に蝟集して居る見物もスワ喧嘩だと争ふて此處へ殺到し果ては何が何だか薩張り譯が分

からぬ大混亂を演じ電車は次から次へと進行してくるが之が爲に進むこともならず約十輛長蛇

の列を造り漸く世話役土井熊吉外二名の委員を選んで車庫へ交渉せしむる事となり神輿は舁き

上げたるが約ニ十分間は一大混雑を演じ警官も非常の ▽努力を以て 鎮壓したるが此いきり

立つ血気の者を甘く取り鎮めて荒井運轉手が少々殴られたるのみにて一人の怪我人も出さず通

過せしめたるは大いに警官の手柄と言わざるべからず 

（一九一九（大正八）年七月二十六日『京都日出新聞』） 
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資料６ 

「そうですね。名前かて本名で呼んでもらえんのです。私は奉公に行った時期がちょうど秋や

ったさかい、『おきくどん』と呼ばれてましたのや。秋に来たので秋に咲く花の『菊』にかけた

んでしょう。休み、というたらせいぜい月に一度。芝居や映画なんかは行けませんでしたし、

チンチン電車が走るのを見るのが楽しみで、よう見に行きました。」西陣織の機織りに従事した

女性も、楽しみは同じように堀川へ電車を見に行くことだったと言われたのを思い出す。※森

うの 一九〇四（明治三十七）年北区中川に生まれる。13歳から 4年間、西陣の呉服商に奉公。

上の回想は大正七、八年頃か。 

（「聞書 北山に生まれ育って九十年ー主婦森うのさん 聞き手西口光博」『史料京都の歴史月

報』１４ 一九九三 京都市） 

 

資料７ 

状況から推測するに派出所を襲撃していた集団は路面電車の通る大通りを占拠していたのだと

考えられる。日常であれば退くのは民衆のほうであるが、暴動の場においてはそうではなかっ

た。民衆は引き返そうとしない電車を焼き払い、日常とは異なる力関係を示したのである。（略）

民衆にとって暴動とは大都市の大通りを闊歩することであり、電車はそれを阻害する対象とし

て放火されたのだと考えられる。あるいは、電車に放火することをとおして、民衆は自らが大

通りを占拠していることを実感したとも言い換えられよう。 

（藤野裕子『都市と暴動の民衆史ー東京・１９０５ー１９２３年』二〇一五 有志舎 ４４ー

４５頁) 

 

資料８ 

「目立つ」 

〝絶対な、河原町通るいうことは、あっこが一番京都でメインストリートやんか。一番人が

多いとこやんか。そこ走るいうことはなあ、そら、目立てへんやったらな、どこでも走った

らええやんか。河原町避けて。そやろ。あんな狭い狭いとこ。…あれやで、ほな、誰も見て

くれへんかったら、…なんやかんや言いつつ、やっぱ、誰も見てへん田舎道なんか、誰が走

んねん。あんな、山の方なんか、走らんやろ、なあ〟 

（佐藤郁哉『暴走族のエスノグラフィー モードの叛乱と文化の呪縛』一九八四 新曜社 ５

２―５３頁） 

 

資料９ 

「集団的陶酔」 

〝みんなが、こう、フィーリングがパッと合うたときにな、なんか、なんかが分かんねん。

…こう、走ってるときにな、〔はじめは〕ダラダラしてんねん。スピードがノッてきたときに

な、みんなが、みんな、こう、もう、みんなが、こう、お互いをな、こう、思ったってな。

どういうの、こう、ケツまくったりとか、そういう、どういうの、ものすご、快感やな。…

〔みんなが〕一つになったときやな。なんか、なんか分かんねん。…「あっ、一つになって

るな」思て、「ここで思いきりとばしたら、ムチャクチャええ暴走なんのちゃうかな」て。･･･

皆が一つになったり協力しあう、ておかしいけど、そういうとき、一心同体になったとき、

…走っていると、一心同体になってると思ったときがサイコーなんや。スピードにノッてな。

そういうときが、もう、サイコーやな〟 

（佐藤郁哉 一九八四 ６９頁）  

神輿場はなぜ荒れたのか
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資料１０ 

七月十七日午後八時に三若（三條台）の神輿舁たちは、御旅所に中御座神輿を納めたが、その

まま帰らず、なぜか千本組の親分「荒寅」こと笹井三左衛門の息子笹井末三郎（二十三歳）を

中心に四条寺町の大雲院に集結した。続いて神輿を納めていた四若（若竹組）に「式服」（法被）

を着ていない者がいたので、三若の神輿舁が詰ったところ四若がどっと押し寄せ、約三〇〇名

が入り乱れる大乱闘になった。四若の世話役で国粋会会員「朝日松」こと土井松之助（三十六

歳）が仲裁に入ったが、右腕を刺されて大怪我をした。五条警察署員が笹井末三郎を始め三若

の神輿舁九名を拘束した。また四若側は土井松之助他三名が病院に担ぎ込まれた。九名が拘束

されたことを聞いた千本組は千本国技館に二〇〇名を集結させ、病院、四条寺町、若竹町に押

しかける勢いであった。若竹町組側でも土井の実兄と関係のある侠客牧生良之助に応援を頼ん

だところ、百数十名の子分が応援に駆けつけた。結局、島原の博徒橋本清太郎や国粋会幹部日

暮正路等の仲介でとりあえず収まった。 

（『京都日日新聞』大正十二（一九二三）年七月十九日記事「大雲院門前で乱闘 三條臺と若竹

組の若者 検束されたと聞いて千本組騒ぐ」概略：中西） 

 

資料１１ 

昭和の初め神幸祭当日、御旅所に神輿を納め、大棒を片付ける際、三若の若衆と紛争が起き、

双方に十数人の怪我人が出た。その時の事は三若の落度となり、一應事件は落着したものの、

町内では青年団が鉄砲を持出し、又女子供達は屋根の上に登って敵襲に備えるなど大変な騒ぎ

であった。又還幸祭には四若の神輿が三若の千本地区内を通るので、その仕返しに具え、四若

の舁丁の家内衆は各々匕首、刀を持ちついてきたのが、慣習となったものである。 

（入江丑松『八坂神社東御座四若神輿會五十年の歩み』（一九七〇 非公開資料） 

 

資料１２ 

私たちの生い立ちは、決して幸運ではなかった。あとからあとから弟妹が生まれるが、育った

のはほとんど相撲小屋の荒むしろの上で、もの心のついた頃には、父母の働く姿を見よう見ま

ねで、ふとんを揃えたり、たばこ盆を掃除したり、ある時は車のあと押しもした。私たちのよ

うな足手まといの子供がいながらも、母親のキビキビした、いっときも腰を落ちつけるひまの

ない働きぶりには子供ながらに心をうたれた。この両親、そして幼い弟妹たちのために、自分

たち兄弟はどんな苦労もいとわぬと思った。八つになって、縄手古門前の有済小学校へ入学し

たが、学校へ通う日よりも、父母の手つだいをする日の方が多かった。天気のよい日は、苦労

もたいしたことはないが、途中で雨が降り出して、荷車で運ぶふとんがぐっしょり中までぬれ

てしまい、その翌日、泣きながら一枚一枚、かわかしたこともあった。（略） 

七月十七日と二十四日の祇園会の日に、両親は芝居の休みを利用して、（祇園）座の前に氷水の

店を出した。私は家にいて、砂糖で作った甘露水をつくる役に廻っていたが、そのうちに、客

が立てこんで甘露水が間にあわぬから、早く運んで来いという知らせがきた。あいにく、こっ

ちは砂糖を煮ている最中なので、いつものように、それを冷やして行ってはおくれると思い、

熱いまま鉢に入れて持ち出したが、あまり途中を急いだので、石につまずいた拍子に、その熱

い甘露水を上半身に浴びてしまった。幸いにヤケドはしなかったが、往来の中で、人に見られ

て気まりは悪いし、ベトベトした熱い液体が、エリ首から胸や背中へ流れ、何ともいえないイ

ヤな気持であった。それ以来、毎年祇園祭の頃になると、そのことを思い出し切ないやら、な

つかしいやらの気持ちになります。 

（田中純一郎『新版 大谷竹次郎』（一九九五 時事通信社）八頁） 
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新聞記事等にみる近世末から近代にかけての祇園祭神輿渡御・同神輿舁達   
 

      四若（四條船頭町・若竹町）関連 三若（三条台）・壬生村関連 

1857 安政4 6月7日 「舟頭町」、三条台とともに右の事情で呼び出される。 

三条台、前年の祇園祭で摂州今宮村の者と争論

に及んだことに対し、「舟頭町」とともに雑色

より呼び出しを受け、喧嘩に及べば厳しく取り

締まる旨、申し渡される。【小島氏留書】 

1880 明治13 7月24日 

還幸祭で三条烏丸に神輿渡御の際、第二の神輿の棒先が提灯立てにあたり、

提灯立が神輿に倒れ、下京区第七組若竹町佃藤吉（28才）の頭を直撃す

る。【西京】 

  

1892 明治25 7月24日   
第二の神輿（西御座）は三条台だけで舁く【日

出】 

1897 明治30 7月17日 東御座は高瀬四條船頭町が舁く【京都日出】 
中御座は三条台が、西御座は洛西壬生村が舁く

【京都日出】 

1900 明治33 5月1日 
御霊神社神幸祭に神輿舁きをしていた下京区若竹町の井戸掘業某と上京区和

国町の木挽業某、喧嘩となり6日木挽業が逮捕される。【大阪朝日】 
  

1901 明治34 7月24日 若竹町で法被の貸し借りを巡る神輿舁き同士の喧嘩【京都日出】   

1905 明治38 7月17日 
神幸祭。四条縄手の派出所前で上半身裸の姿を注意されて神輿舁きが激昂。

松原警察署二木署長の説得で収まる。【京都日出】 

神輿舁きは三条台、よいなよいなと静かに舁き

ゆく【京都日出】 

1905 明治38 7月18日 上記事件の首謀者として若竹町土井留吉逮捕される。【京都日出】   

1907 明治40 7月15日 
松原署長による神輿舁き風俗の注意（西木屋町四条下る名和三郎）【京都日

出】 

松原署長による神輿舁き風俗の注意（三条通大

宮西入る吉川太郎兵衛、綾小路大宮西入る中村

三之助）【京都日出】 

1908 明治41 7月24日 

還幸祭。寺町三条下るにおいて、「仙頭町組」と「三若組」の喧嘩。高張提

灯での殴り合いに始まり、双方神輿を「置き捨て」て入り乱れての乱闘。

「仙頭町組」の三人を逮捕・拘留。前年よりの因縁か？この日は御旅所出発

の際にも2、3組の喧嘩有り。【京都日出】 

同左 

1909 明治42 7月10日   
神輿洗いにて三条台の神輿舁き同士が酔っぱら

って口論【京都日出】 

1909 明治42 7月15日 

八坂神社神輿3基のうち東御座は、下京区若竹町の青年だけで舁くことが、

各若者頭の協議で決まる。【大阪朝日】五条署・松原署の署長が神輿舁きの

若者頭に不都合の無いように警告。【京都日出】 

五条署・松原署の署長が神輿舁きの若者頭に不

都合の無いように警告。【京都日出】 

1910 明治43 7月11日 
松原署にて風紀取締の警告（三条台竹内徳之助他二名、壬生組竹内常次郎他

一名、四若組名和他二名） 
同左 

1911 明治44 7月9日 
五条・松原・堀川署の神輿舁きの「取締」に対する風紀警告（素っ裸などに

対する警告）【京都日出】 
同左 

1912 明治45 7月17日 
神幸祭。四条河原町に於いて「船頭町組」の神輿舁き 3名が大喧嘩して逮

捕・拘留【京都日出】 
  

1913 大正2 8月1日 神輿洗い「四若（西木屋町船頭町）」【京都日出】   

1914 大正3 7月27日 

神幸祭。御旅所に神輿を舁き入れようとした際に四若組の神輿舁きが、徐行

してきた電車によって足部を負傷。電車を打ち潰せとて神輿を軌道に「舁き

捨て」る。【京都日出】 

左の事件で「壬生組の三若組」、「四若組」が

放置した神輿が邪魔で御旅所入り出来ず、神輿

を置いてきぼりにする。【京都日出】 

1915 大正4 7月24日 

還幸祭。例年ならば午後四時頃に御旅所を神輿が立つはずが、「四若組」が

午後七時前に四条東から「ワッショ、ワッショ」と馳せ参じたために大遅延

【京都日出】 

「壬生組」の神輿舁き6人が氷屋から氷強奪、

氷屋に暴行。【京都日出】 

1916 大正5 7月17日 神幸祭。「四若組」【京都日出】   

1919 大正8 7月24日 

還幸祭。大宮高辻で神輿の前で停車するはずの電車が徐行運転。神輿も止ま

らず、神輿の長柄が電車と接触。神輿舁き達は神輿を「舁き捨て」て電車の

運転台に殺到。運転手が殴られる。後続の電車が止まり、大混雑となる。

【京都日出】 

  

1920 大正9 7月9日 
松原署にて神輿舁きの世話役達に「血気にはやって間違いなきよう」との訓

辞。堀川署・五条署の担当も立ち会い。【京都日出】 
同左 

1920 大正9 7月17日 神幸祭。船頭組【京都日出】   

1921 大正10 7月17日 神幸祭。「若竹町の若中」【京都日出】   

1923 大正12 7月17日 

神幸祭。「若竹町組」が神輿を御旅所に納めた後、先に神輿を納めた「三条

台（【京都日日】。【京都日出】では「荒寅一派」）」が集合していた大雲

院境内に殺到。大乱闘となる。千本組（「荒寅一派」）と若竹町の抗争に発

展寸前であったが、国粋会の日暮、黒田、桑原の仲裁で収まる。 

同左 

1923 大正12 7月19日 
「若竹町組の連中」と「千本荒寅一派の連中」、日暮、黒田、桑原の斡旋に

より料亭音羽で「手打式」【京都日出】 
同左 

1924 大正13 7月17日 神幸祭。「四若組」【京都日出】   

1925 大正14 7月15日 
「…現在の神輿は西三条、白川等の地方人が氏子から依頼されて神輿をかつ

ぐが、」【京都日出】 
  

1926 大正15 7月24日 「四若組」。滞りなく還幸祭終わる。【京都日出】   

※【 】は新聞名。事件の日付ついては、記事の日付ではなく事件が起こった日。 

□□
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ま
し
た
。
朝
田
さ
ん
は
『
新
版 

差
別
と
闘
い

つ
づ
け
て
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
九
年
）
と
い
う
自
伝
を
出
し
て

お
ら
れ
た
の
で
、
そ
れ
を
基
本
に
し
て
『
水
平
新
聞
』
な
ど
の
史
料

で
裏
付
け
を
し
て
、
卒
業
論
文
の
「
京
都
・
田
中
の
水
平
運
動
」
を

書
き
ま
し
た
が
、
読
み
返
す
の
が
嫌
に
な
る
ほ
ど
不
十
分
な
も
の
で

し
た
。

　
一
九
九
二
年
か
ら
本
格
的
に
部
落
史
研
究
に
参
入
す
る
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
、
京
都
に
は
関
心
を
も
っ
て
い
て
史
料
を
調
べ
て
い
ま
し
た

が
、
な
か
な
か
京
都
を
本
格
的
に
勉
強
す
る
機
会
は
訪
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
た
し
か
一
九
九
九
年
だ
と
思
い
ま
す
が
、
次
に
京
都
で
関
心

を
持
ち
出
し
た
の
は
南
梅
吉
と
い
う
人
物
で
し
た
。
千
本
に
住
み
、

生
ま
れ
は
滋
賀
の
方
で
す
が
、
全
国
水
平
社
の
初
代
中
央
委
員
長
に

な
り
な
が
ら
も
、
一
九
二
七
年
に
は
日
本
水
平
社
を
結
成
し
て
全
水

に
敵
対
す
る
勢
力
に
な
る
と
い
う
、部
落
史
研
究
で
は
評
価
が
低
か
っ

た
人
物
で
す
が
、
こ
の
人
は
保
守
派
で
す
が
調
べ
て
み
る
と
実
に
面

白
く
、
こ
れ
が
京
都
と
の
二
回
目
の
研
究
上
の
出
会
い
に
な
り
ま
し

た
。
な
お
こ
れ
か
ら
は
、
全
国
水
平
社
を
略
し
て
簡
単
に
全
水
と
呼

ぶ
こ
と
に
し
ま
す
。
今
回
の
三
回
目
は
、
二
〇
〇
〇
年
頃
に
全
水
の

創
立
に
つ
い
て
本
格
的
に
調
べ
て
い
た
時
に
関
心
を
も
っ
た
東
七
条

で
し
た
。
全
水
創
立
以
前
に
部
落
差
別
と
の
闘
い
が
あ
っ
た
東
七
条
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地
域
は
、
実
に
興
味
深
い
地
域
で
す
。

　
私
は
兵
庫
で
生
ま
れ
ま
し
た
が
兵
庫
の
こ
と
は
あ
ま
り
研
究
を
し

て
い
な
く
て
、
大
阪
で
の
活
動
と
居
住
が
長
か
っ
た
の
で
、
大
阪
が

中
心
と
な
り
ま
し
た
。
一
九
九
九
年
か
ら
奈
良
に
住
む
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
、奈
良
の
こ
と
も
や
っ
て
い
ま
す
。ま
た
九
州
の
こ
と
を
や
っ

た
り
、
関
東
の
こ
と
を
や
っ
た
り
と
本
来
的
に
私
は
根
無
し
草
で
す

か
ら
、
面
白
い
事
例
が
あ
れ
ば
跳
び
つ
い
て
や
っ
て
お
り
ま
す
。
し

か
し
私
の
頭
の
中
に
あ
る
の
は
、
全
水
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
組
織

で
あ
っ
た
の
か
、
水
平
運
動
と
は
ど
う
い
う
運
動
で
あ
っ
た
の
か
と

い
う
こ
と
で
、
地
域
も
重
視
を
し
ま
す
け
れ
ど
、
む
し
ろ
私
の
志
向

と
し
て
は
全
国
と
か
中
央
と
か
に
関
心
が
あ
り
ま
す
。
今
日
は
、
部

落
差
別
と
の
闘
い
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
生
ま
れ
て
き
た
の
か
と
い
う

こ
と
を
、
京
都
の
事
例
で
報
告
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
問
題
意
識
と
し
て
あ
る
の
は
水
平
運
動
、
そ
し
て
差
別
糺
弾
闘
争

は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
日
の
部
落

解
放
運
動
で
も
差
別
糺
弾
闘
争
が
生
命
線
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
差
別
糺
弾
闘
争
は
部
落
解
放
運
動
の
主
要
な
闘
争
形

態
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
最
近
で
は
、
か
つ
て
の
よ
う
に
差
別

糺
弾
闘
争
を
激
し
く
や
る
と
い
う
よ
り
、
実
に
ス
マ
ー
ト
に
、
そ
し

て
穏
健
に
や
る
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
社
会
の
反

発
も
大
き
い
し
、
激
し
く
や
る
と
部
落
と
部
落
外
の
溝
を
深
く
し
て

部
落
差
別
を
な
く
す
ど
こ
ろ
か
、
部
落
差
別
を
再
生
産
す
る
と
い
う

危
険
性
も
あ
る
か
ら
そ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。

し
か
し
差
別
糺
弾
闘
争
の
原
初
形
態
、
つ
ま
り
最
初
の
形
態
は
ど
う

い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
な
い
と
、
今
日
の

あ
り
方
も
模
索
で
き
ま
せ
ん
。

　
そ
う
い
う
意
味
で
、
水
平
運
動
に
お
け
る
差
別
糺
弾
闘
争
の
原
初

的
な
形
態
が
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
探
る
と
、
徹
底
的
糺

弾
と
い
う
こ
と
に
行
き
着
く
わ
け
で
す
。
こ
の
糺
弾
の
「
糺
」
と
い

う
旧
字
は
主
と
し
て
戦
前
に
使
わ
れ
て
い
た
文
字
で
し
て
、
現
在
よ

く
使
っ
て
い
る
「
糾
」
と
は
違
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
を
私
は
必
ず
し

も
使
い
分
け
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
最
近
は
水
平
運
動
に
関
し

て
は
歴
史
的
な
意
味
を
重
視
し
て
、
旧
字
の
「
糺
」
に
統
一
し
よ
う

と
い
う
結
論
に
な
り
ま
し
た
。

　
糺
弾
と
い
う
言
葉
が
全
水
創
立
以
来
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、

初
期
水
平
運
動
に
は
徹
底
的
糺
弾
と
い
う
言
葉
に
な
る
わ
け
で
す
け

ど
、
こ
れ
以
前
に
は
徹
底
的
糺
弾
と
似
た
よ
う
な
形
態
は
あ
っ
た
の

か
、
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
実
の
と
こ
ろ
あ
っ
た
と
い
う
の
が

私
の
最
近
の
結
論
で
す
。
全
水
創
立
以
前
に
お
け
る
部
落
差
別
に
対

す
る
抗
議
も
し
く
は
異
議
申
し
立
て
を
検
討
し
て
、
ど
こ
が
ど
う
つ
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な
が
っ
て
い
る
の
か
、
ど
こ
が
つ
な
が
っ
て
い
な
い
の
か
と
い
う
こ

と
が
大
事
な
課
題
だ
と
認
識
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
象
徴

的
事
例
と
し
て
京
都
駅
差
別
事
件
と
上
田
壮
吉
差
別
事
件
を
検
討
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
期
水
平
運
動
の
徹
底
的
糾
弾
と
の
連
続
性
や

差
異
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
最
近
の
考
え
で

す
。
こ
れ
ら
は
京
都
の
東
七
条
で
主
と
し
て
闘
わ
れ
た
闘
い
な
の
で
、

そ
れ
を
検
討
し
て
み
よ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。
た
だ
し
京
都
駅
差
別

事
件
と
上
田
壮
吉
差
別
事
件
に
対
す
る
闘
い
は
、
初
期
水
平
運
動
の

徹
底
的
糺
弾
と
は
異
な
り
ま
す
。

　
東
七
条
と
い
う
の
は
京
都
市
内
で
も
最
も
大
き
い
部
落
で
し
て
、

今
は
人
口
の
流
動
化
と
か
流
出
で
空
き
地
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
大
変

な
地
域
に
な
っ
て
い
て
、
か
つ
て
の
戦
前
の
様
相
と
は
違
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
京
都
市
立
芸
術
大
学
が
移
転
し
て
く
る
よ
う
で
す
が
、
ク

リ
ア
ラ
ン
ス
を
し
て
新
し
い
街
づ
く
り
を
模
索
し
て
い
ま
す
。
お
そ

ら
く
そ
れ
が
終
わ
っ
た
ら
大
き
く
変
貌
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、

京
都
駅
か
ら
北
へ
行
っ
て
七
条
通
り
を
右
に
行
っ
て
川
を
渡
る
ま
で

の
地
域
で
す
。

　
と
り
わ
け
上
田
壮
吉
差
別
事
件
と
い
う
の
は
、
直
接
的
に
全
水
創

立
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
重
要
で
す
。
今
回
、
全
水
創
立
と
徹

底
的
糾
弾
と
の
関
係
を
探
る
た
め
史
料
を
調
査
し
ま
し
た
。
京
都
部

落
史
研
究
所
編
刊
『
京
都
の
部
落
史
』
第
七
・
八
巻
〈
史
料
近
代
２
・

３
〉（
阿
吽
社
、
一
九
八
五
・
一
九
八
六
年
）
に
近
代
の
史
料
が
収
録

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
二
つ
の
事
件
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
史
料
が

収
録
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
京
都
駅
差
別
事
件
に
つ
い
て
は
四
、

五
点
の
新
聞
史
料
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
上
田
壮
吉
差
別
事
件

に
つ
い
て
は
二
点
の
史
料
し
か
収
録
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
も
っ
と
史

料
が
収
録
さ
れ
て
い
た
ら
全
体
像
が
分
か
る
の
に
と
、
残
念
で
な
り

ま
せ
ん
。
幸
い
に
し
て
京
都
部
落
問
題
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
に
は
収

録
さ
れ
て
な
い
史
料
も
含
め
て
、
特
に
新
聞
史
料
で
す
け
れ
ど
も
コ

ピ
ー
が
あ
り
ま
し
て
、
今
日
は
『
京
都
の
部
落
史
』
に
収
録
さ
れ
て

な
い
史
料
も
含
め
て
、
そ
れ
ら
に
基
づ
い
て
報
告
し
ま
す
。
な
お
、

発
言
に
関
す
る
史
料
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
読
み
や
す
さ
を
考
慮

し
て
、
新
し
く
句
読
点
を
付
し
ま
す
。

　
ま
ず
は
京
都
駅
差
別
事
件
と
上
田
壮
吉
差
別
事
件
に
つ
い
て
、
先

行
研
究
を
振
り
返
っ
て
お
く
こ
と
に
し
ま
す
。
最
も
早
い
の
は
渡
部

徹
編
著
『
京
都
地
方
労
働
運
動
史
』（
京
都
地
方
労
働
運
動
史
編
纂
会
、

一
九
五
九
年
）
で
す
が
、
こ
れ
は
京
都
駅
差
別
事
件
に
つ
い
て
の
簡

単
な
記
述
が
あ
る
だ
け
で
す
。
さ
き
ほ
ど
触
れ
た
朝
田
善
之
助
『
新

版 

差
別
と
闘
い
つ
づ
け
て
』
で
は
、
朝
田
さ
ん
な
り
の
記
憶
に
よ
っ

て
京
都
駅
差
別
事
件
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
い
ま
す
。
個
別
論
文
で
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は
、
八
箇
亮
仁
「
伊
東
茂
光
と
水
平
社
運
動
」（『
京
都
部
落
史
研
究

所
紀
要
』
第
二
号
、
一
九
八
二
年
三
月
）
が
、
東
七
条
の
視
点
か
ら
京

都
駅
差
別
事
件
を
検
討
し
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
伊
東
茂
光
と
は
、

当
時
の
崇
仁
小
学
校
校
長
で
著
名
な
人
物
で
す
。
京
都
部
落
史
研
究

所
編
刊
『
京
都
の
部
落
史
』
第
２
巻
〈
近
現
代
〉（
阿
吽
社
、
一
九
九

一
年
）
で
は
、
京
都
駅
差
別
事
件
と
上
田
壮
吉
差
別
事
件
の
概
略
が

示
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
の
「
創
立
期
全
国
水
平
社
と
南
梅
吉
」（『
京

都
部
落
史
研
究
所
報
』
第
一
〇
・
一
一
・
一
二
号
、
一
九
九
九
年
七
・
一

〇
月
・
二
〇
〇
〇
年
一
月
）
で
は
、
南
梅
吉
の
関
係
か
ら
上
田
壮
吉

差
別
事
件
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
ま
し
た
。
鈴
木
良
「
京
都
に
お
け

る
水
平
社
の
創
立
」（『
部
落
問
題
研
究
』
第
一
五
一
輯
、
二
〇
〇
四
年

四
月
）
で
は
、
上
田
壮
吉
差
別
事
件
に
関
係
し
て
人
物
的
に
は
南
梅

吉
と
吉
崎
民
之
助
と
い
う
二
つ
の
潮
流
が
あ
っ
た
と
い
う
興
味
深
い

論
点
を
提
示
し
て
い
ま
す
。
ま
た
京
都
駅
差
別
事
件
に
つ
い
て
初
め

て
本
格
的
に
検
討
し
た
論
文
と
し
て
、
私
の
「
謝
罪
と
い
う
差
別
事

件
の
解
決
―
一
九
二
一
年
・
京
都
駅
差
別
事
件
の
検
討
―
」（『
雑
学
』

第
二
九
号
、
二
〇
〇
四
年
五
月
）
が
あ
り
ま
す
。
京
都
駅
差
別
事
件
と

上
田
壮
吉
差
別
事
件
に
つ
い
て
は
、
以
上
が
研
究
と
し
て
代
表
的
な

も
の
で
す
が
、
も
っ
と
研
究
さ
れ
て
も
よ
い
重
要
な
事
例
だ
と
思
い

ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
は
個
別
事
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
に

過
ぎ
ず
、
初
期
水
平
運
動
の
徹
底
的
糺
弾
お
よ
び
全
水
の
創
立
と
の

関
係
が
、
私
の
も
の
も
含
め
て
ど
れ
も
不
十
分
と
い
う
の
が
私
の
評

価
で
す
。

二
　
全
国
水
平
社
の
徹
底
的
糺
弾

　
京
都
駅
差
別
事
件
と
上
田
壮
吉
差
別
事
件
に
対
す
る
闘
い
が
初
期

水
平
運
動
の
徹
底
的
糺
弾
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
場
合
、
そ
の
前
提

と
な
る
全
水
の
徹
底
的
糺
弾
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。
私
は
全
水
の
差
別
糺
弾
闘
争
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
全
水
創
立
に
よ
る
水
平
運
動
の

成
立
は
、
今
日
ま
で
続
く
部
落
民
に
よ
る
自
主
的
、
組
織
的
な
部
落

解
放
運
動
の
出
発
点
で
す
。
全
水
創
立
以
前
に
も
差
別
と
の
闘
い
が

な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
全
水
の
創
立
、
つ
ま
り
一
九

二
二
年
三
月
三
日
を
も
っ
て
自
主
的
か
つ
組
織
的
な
部
落
解
放
運
動

が
成
立
し
、
そ
れ
ま
で
に
は
部
落
改
善
運
動
と
融
和
運
動
が
あ
っ
た

わ
け
で
す
が
、
こ
の
時
か
ら
明
確
に
部
落
を
解
放
す
る
と
い
う
目
的

を
も
っ
た
運
動
が
開
始
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

　
そ
の
な
か
で
特
に
差
別
糺
弾
闘
争
と
い
う
の
は
、
次
の
三
つ
に
集

約
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
第
一
は
、
運
動
的
に
は
水
平
運
動
の
み
な
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ら
ず
今
日
ま
で
の
部
落
解
放
運
動
を
代
表
す
る
闘
争
形
態
、
お
よ
び

基
本
的
な
闘
争
形
態
と
い
う
こ
と
で
す
。
水
平
運
動
と
か
部
落
解
放

運
動
と
い
う
場
合
に
は
差
別
糺
弾
闘
争
だ
け
で
は
な
く
、
生
活
権
擁

護
闘
争
、
労
働
者
・
農
民
と
の
共
同
闘
争
、
外
国
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

と
の
国
際
連
帯
の
闘
争
な
ど
様
々
な
運
動
の
形
態
が
あ
る
わ
け
で
す

け
ど
も
、
そ
の
な
か
で
差
別
を
な
く
す
、
部
落
解
放
を
実
現
す
る
と

い
う
意
味
に
お
い
て
、
私
は
差
別
糺
弾
闘
争
と
い
う
の
が
最
も
基
本

的
な
闘
い
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
第
二
は
、
歴
史
的
に
は
近
現
代
に
お
け
る
多
様
な
被
差
別
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
の
当
然
の
権
利
と
し
て
自
ら
へ
の
差
別
に
対
す
る
抗
議
ま
た

は
異
議
申
し
立
て
の
典
型
例
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
在
日
朝
鮮

人
で
あ
っ
て
も
、障
害
者
で
あ
っ
て
も
、ハ
ン
セ
ン
病
回
復
者
で
あ
っ

て
も
、
被
差
別
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
い
う
の
は
自
ら
に
背
負
わ
さ
れ
た

差
別
に
必
ず
抗
議
と
い
う
か
異
議
申
し
立
て
を
す
る
わ
け
で
す
。
例

え
ば
現
在
で
す
と
、ア
メ
リ
カ
の「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ラ
イ
ブ
ズ
・
マ
タ
ー
」

と
い
う
黒
人
差
別
に
対
し
て
闘
っ
て
い
る
あ
の
姿
は
、
黒
人
差
別
に

対
す
る
抗
議
、
も
し
く
は
異
議
申
し
立
て
の
一
つ
で
す
。
差
別
さ
れ

た
者
と
い
う
の
は
、
必
ず
そ
の
差
別
を
跳
ね
返
そ
う
と
す
る
の
で
す

ね
。
部
落
解
放
運
動
は
糺
弾
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
け
れ
ど
も
、
被

差
別
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
抗
議
を
す
る
と
い
う
の
は
一
般
的
に
あ
り
え

る
こ
と
で
、
特
に
差
別
糺
弾
闘
争
と
い
う
の
は
そ
の
典
型
例
だ
と
私

は
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
第
三
は
、
思
想
的
に
は
矛
盾
を
内
包
す
る
民
主
主
義
、
人
権
、
自

由
、
平
等
、
友
愛
な
ど
普
遍
化
す
る
価
値
の
具
現
化
と
い
う
こ
と
で

す
。
民
主
主
義
と
か
人
権
で
も
、
常
に
矛
盾
を
か
か
え
た
も
の
で
す
。

「
普
遍
化
す
る
価
値
」
は
最
初
、「
普
遍
的
な
価
値
」
に
し
て
い
た

の
で
す
が
、
普
遍
化
し
つ
つ
あ
る
、
普
遍
化
す
る
発
展
途
上
に
あ
る

発
展
概
念
だ
と
思
う
の
で
、
あ
え
て
そ
う
い
う
表
現
を
し
ま
し
た
。

差
別
を
な
く
す
、
部
落
解
放
を
実
現
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
何
を
価

値
基
準
に
し
て
我
々
は
そ
の
達
成
度
を
測
る
の
か
と
い
う
と
、
こ
れ

は
や
は
り
民
主
主
義
と
か
、
人
権
と
か
、
自
由
と
か
、
友
愛
し
か
な

い
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
ど
の
程
度
達
成
さ
れ
た
か
と
い
う
の
が
、
そ

の
価
値
の
普
遍
化
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
徹
底
的
糺
弾
の
最
初
の
論
理
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
に
移
り
た
い
と

思
い
ま
す
。
初
期
水
平
運
動
に
お
け
る
差
別
糺
弾
は
「
徹
底
的
糺
弾
」

と
命
名
さ
れ
、
全
水
の
理
念
と
密
接
に
関
係
す
る
と
と
も
に
、
初
期

水
平
運
動
に
象
徴
す
る
基
本
的
な
闘
争
形
態
で
し
た
。
三
月
三
日
の

全
水
創
立
大
会
で
決
議
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
第
一
項
目
に

以
下
の
文
言
が
あ
り
ま
す
。「
吾
々
ニ
対
シ
穢
多
及
ヒ
特
殊
部
落
民

等
ノ
言
行
ニ
ヨ
ツ
テ
侮
辱
ノ
意
志
ヲ
表
示
シ
タ
ル
時
ハ
徹
底
的
糺
弾
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ヲ
為
ス
」、
た
っ
た
こ
れ
だ
け
の
短
い
も
の
で
す
。
た
だ
大
事
な
こ

と
は
「
穢
多
及
び
特
殊
部
落
民
等
の
言
行
」、
当
時
か
ら
「
穢
多
」

と
い
う
言
葉
と
か
「
特
殊
部
落
」
と
い
う
言
葉
が
差
別
を
及
ぼ
す
と

捉
え
ら
れ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
対
抗
と
い
う
の
を
考
え
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
と
重
要
な
こ
と
は
、
た
だ
「
穢
多
」
と
か
「
特
殊
部
落
」
と
か

と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
だ
け
で
は
差
別
で
は
な
い
、
そ
れ
が
「
侮
辱

ノ
意
志
ヲ
表
示
シ
タ
ル
時
」
に
は
「
徹
底
的
糺
弾
ヲ
為
ス
」
と
い
う

こ
と
で
す
。
差
別
で
あ
る
か
な
い
か
の
基
準
は
、
侮
辱
と
い
う
意
志

が
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　
私
が
今
日
、「
穢
多
」
と
か
「
特
殊
部
落
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ

て
も
、
皆
さ
ん
は
私
が
差
別
的
だ
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
は
ず
で
す
。

そ
れ
は
何
故
か
と
い
う
と
、
私
の
中
に
そ
の
言
葉
を
使
っ
て
部
落
の

人
た
ち
を
侮
辱
し
よ
う
と
い
う
意
思
を
感
じ
ら
れ
な
い
か
ら
で
す
。

だ
か
ら
差
別
で
あ
る
か
な
い
か
の
最
も
大
事
な
基
準
は
、
侮
辱
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ち
な
み
に
、
私
は
今
日
的
に
は
侮
辱
だ
け
で

は
な
く
、
排
除
と
い
う
概
念
と
か
、
格
差
と
い
う
不
平
等
な
状
況
、

そ
う
い
う
こ
と
も
差
別
だ
と
思
い
ま
す
が
、
ま
ず
全
国
水
平
社
に
結

集
し
た
人
び
と
が
何
を
部
落
差
別
と
感
じ
て
い
た
か
、
こ
れ
は
自
ら

に
対
す
る
侮
辱
の
意
志
と
い
う
の
が
差
別
だ
と
感
じ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
す
。

　
こ
の
「
糺
弾
」
と
い
う
言
葉
を
誰
が
提
案
し
た
か
と
い
う
と
、
福

田
雅
子
『
証
言
・
全
国
水
平
社
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八
三
年
）

に
よ
り
ま
す
と
阪
本
清
一
郎
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

こ
れ
を
私
は
疑
問
に
思
っ
て
い
ま
す
。
先
人
を
貶
め
る
わ
け
で
は
な

い
で
す
が
、
阪
本
清
一
郎
の
証
言
に
関
し
て
は
故
意
か
ど
う
か
は
別

に
し
て
、
間
違
い
の
証
言
が
極
め
て
多
く
、
単
な
る
記
憶
間
違
い
で

な
く
意
図
的
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
さ
え
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
三
月

三
日
に
全
水
が
創
立
さ
れ
た
の
は
、
井
伊
直
弼
が
桜
田
門
外
で
暗
殺

さ
れ
て
新
し
い
日
本
の
夜
明
け
だ
か
ら
三
月
三
日
に
し
た
な
ん
て
こ

と
を
平
気
で
言
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
本
当
は
、
三
月
一
日
に
大
会

を
し
よ
う
と
思
っ
た
け
れ
ど
も
、
岡
崎
公
会
堂
を
予
約
し
た
ら
三
月

三
日
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
事
実
の
よ
う
で
す
。
あ
ま
り
人
の

記
憶
と
い
う
の
は
信
頼
で
き
な
い
し
、
そ
れ
が
妥
当
か
ど
う
か
を
史

料
に
よ
っ
て
確
か
め
る
の
が
、
私
た
ち
の
課
題
で
す
。
た
だ
し
、
糺

弾
を
誰
が
提
案
し
た
か
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
平
野
小
剣
「
水

平
運
動
に
走
る
ま
で
」（『
同
愛
』
第
三
五
号
、
一
九
二
六
年
六
月
）
で

は
「
決
議
も
皆
で
決
定
し
た
」
と
い
う
記
述
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
糺
弾
と
い
う
言
葉
を
当
時
の
辞
書
で
調
べ
ま
し
た
。
当
時
で
最
も

信
頼
で
き
る
国
語
辞
書
は
、
上
田
萬
年
・
松
井
簡
治
『
大
日
本
国
語

辞
典
』（
富
山
房
、
一
九
一
五
年
）
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、「
糺
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弾
」
と
は
「
罪
状
を
糾
門
し
て
弾
劾
す
る
こ
と
」
と
書
い
て
あ
り
ま

す
。「
弾
劾
」
の
意
味
を
調
べ
て
み
る
と
、「
罪
科
を
し
ら
べ
あ
ば
く

こ
と
。
罪
状
を
あ
ば
き
訴
ふ
る
こ
と
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
要
す
る

に
、
罪
を
犯
し
た
ら
そ
れ
を
問
い
糺
す
と
い
う
の
が
糺
弾
の
本
来
的

な
意
味
で
す
。
最
近
、
糺
弾
と
い
う
言
葉
は
新
聞
な
ど
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
で
よ
く
見
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
政
治
家
が
不
正
を
犯
す
と

糺
弾
す
べ
き
だ
と
、
政
治
的
な
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
よ
う
で
す
。
も
っ
と
き
つ
い
言
葉
で
は
、
弾
劾
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。「
弾
劾
裁
判
」
な
ど
の
よ
う
に
、
弾
劾
と
い
う
の
は
糺
弾

よ
り
強
い
意
味
合
い
を
も
つ
よ
う
で
す
。

　
全
水
創
立
大
会
で
可
決
さ
れ
た
綱
領
と
宣
言
と
が
一
体
と
な
っ
て
、

全
水
の
理
念
が
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
綱
領
に
は
、「
特
殊
部
落
民
は

部
落
民
自
身
の
行
動
に
よ
っ
て
絶
対
の
解
放
を
期
す
」
と
い
う
の
が

第
一
項
に
あ
る
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
部
落
民
自
身
の
自
主
的
な
行
動

に
よ
る
解
放
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
い
わ
ば
、
自
主
解
放
と
い
う
精
神

で
す
。
第
二
項
は
、「
吾
々
特
殊
部
落
民
は
絶
対
に
経
済
の
自
由
と

職
業
の
自
由
を
社
会
に
要
求
し
以
て
獲
得
を
期
す
」
で
す
。
こ
れ
は

経
済
と
職
業
を
軸
と
し
た
生
活
権
の
社
会
的
獲
得
を
い
っ
て
い
ま
す
。

第
三
項
は
、「
吾
等
は
人
間
性
の
原
理
に
覚
醒
し
人
類
最
高
の
完
成

に
向
つ
て
突
進
す
」
で
す
。
要
す
る
に
部
落
解
放
と
い
う
の
は
、
人

間
性
の
原
理
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
の
第
三

項
と
い
う
の
は
す
ご
く
意
味
が
あ
っ
て
、
第
一
項
と
第
二
項
は
「
特

殊
部
落
民
」
が
主
語
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
第
三
項
は
「
吾
等
」
な

ん
で
す
。
こ
の
「
吾
等
」
と
は
、
部
落
外
の
人
も
含
め
て
と
い
う
意

味
で
す
。
差
別
を
さ
れ
る
人
は
、
人
間
性
を
蝕
ま
れ
る
。
差
別
す
る

人
は
部
落
民
で
は
な
い
け
れ
ど
、
差
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の

人
間
性
も
阻
害
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
第
三
項
を
考
え

た
人
は
、
部
落
解
放
と
い
う
こ
と
を
広
い
視
野
で
見
て
い
る
こ
と
が

よ
く
わ
か
り
ま
す
。

　
有
名
な
宣
言
に
は
、
四
つ
の
主
張
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
第
一
は

「
全
国
に
散
在
す
る
吾
が
特
殊
部
落
民
よ
団
結
せ
よ
」
で
す
が
、
部

落
民
の
全
国
的
団
結
を
強
調
し
て
い
ま
す
。
京
都
だ
け
と
か
、
奈
良

だ
け
と
か
、
大
阪
だ
け
で
は
な
い
、
全
て
の
部
落
民
、
し
か
も
老
若

男
女
を
問
わ
ず
で
す
。
第
二
は
「
人
間
を
尊
敬
す
る
事
に
よ
っ
て
自

ら
解
放
せ
ん
と
す
る
者
の
集
団
運
動
」
と
い
う
表
現
で
、
人
間
を
尊

敬
す
る
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
た
と
え
部
落

外
の
人
が
差
別
し
て
も
、
差
別
は
恨
ん
で
も
人
間
そ
の
も
の
は
尊
敬

す
る
も
の
だ
と
い
う
、
差
別
と
人
間
を
分
け
よ
う
と
い
う
考
え
方
で

す
。
罪
を
憎
ん
で
人
を
憎
ま
ず
な
ん
て
表
現
が
現
在
で
も
あ
り
ま
す

け
ど
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
考
え
方
で
す
。
第
三
は
「
吾
々
の
祖
先
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は
自
由
、
平
等
の
渇
仰
者
で
あ
り
、
実
行
者
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、「
自
由
平
等
」
と
い
う
言
葉
に
裏
打
ち
さ
れ
た

部
落
民
の
歴
史
的
な
役
割
を
規
定
し
て
い
ま
す
。
渇
仰
者
で
あ
り
実

行
者
で
あ
っ
た
、
つ
ま
り
乞
い
願
う
立
場
で
あ
っ
た
し
、
実
際
に
実

行
し
て
き
た
立
場
で
あ
っ
た
と
、
部
落
民
の
歴
史
的
役
割
を
言
っ
て

い
る
わ
け
で
す
。
部
落
民
は
た
だ
単
に
差
別
さ
れ
て
か
わ
い
そ
う
な
、

痛
ま
し
い
だ
け
の
存
在
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。第
四
は「
吾
々

が
エ
タ

9

9

で
あ
る
事
を
誇
り
得
る
時
が
来
た
の
だ
」
と
述
べ
、
部
落
民

と
し
て
の
誇
り
、
今
で
い
う
部
落
民
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
表
現
し

て
い
ま
す
。

　
こ
の
宣
言
と
綱
領
が
、
決
議
と
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
そ
う
な
る

と
徹
底
的
糺
弾
の
論
理
と
い
う
の
は
、「
侮
辱
ノ
意
志
」
が
表
現
さ

れ
た
差
別
言
行
が
部
落
民
と
し
て
の
誇
り
と
部
落
民
自
身
に
よ
る
自

主
解
放
、
人
間
に
対
す
る
尊
厳
と
人
間
性
と
人
類
の
重
視
を
著
し
く

傷
つ
け
、
ひ
い
て
は
部
落
民
の
全
国
的
団
結
や
歴
史
的
役
割
、
生
活

権
の
獲
得
さ
え
を
も
全
面
的
否
定
す
る
社
会
的
罪
悪
と
捉
え
ら
れ
る

こ
と
を
前
提
と
し
て
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
決
し
て
妥
協
す
る
こ
と
な

く
、
厳
し
く
問
い
糺
す
全
水
の
崇
高
な
社
会
的
正
義
と
し
て
の
理
念

と
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ま
で

は
決
議
を
決
議
だ
け
で
評
価
し
て
い
ま
し
た
が
、
宣
言
と
綱
領
と
を

一
体
と
し
て
理
解
す
る
と
、
徹
底
的
糺
弾
の
意
味
が
よ
り
理
解
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
徹
底
的
糺
弾
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
全
水
第
二
回
大
会
で
和
束
水

平
社
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
一
般
民
間
ニ
於
テ
穢
多
等
ノ
言
葉
ヲ
弄
シ

タ
ル
ヲ
見
聞
シ
タ
ル
場
合
ノ
態
度
ニ
関
ス
ル
件
」
が
重
要
で
す
。
こ

の
和
束
水
平
社
と
い
う
の
は
、
京
都
の
相
楽
郡
に
あ
っ
た
水
平
社
で

す
。
こ
の
提
案
は
、
次
の
通
り
で
す
。
徹
底
的
糺
弾
の
要
求
に
つ
い

て
は
「
新
聞
紙
ニ
謝
罪
広
告
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ニ
一
定
シ
タ
シ
ト

思
フ
」
と
提
案
し
た
の
で
す
が
、「
新
聞
紙
ト
限
定
セ
ズ
、
従
来
通

リ
直
接
行
動
ニ
依
ル
ヲ
可
ト
ス
」
と
い
う
反
対
意
見
が
出
ま
し
た
。

こ
こ
で
、「
直
接
行
動
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
そ
し
て
「
直

接
行
動
ノ
ミ
ニ
依
リ
解
決
ヲ
為
ス
ハ
不
可
ナ
リ
、
成
ル
ヘ
ク
穏
健
ナ

ル
方
法
ニ
依
ル
方
法
、
仮
ヘ
バ
言
論
ヲ
以
テ
糺
弾
ス
ル
カ
如
キ
方
、

妥
当
ナ
リ
」
と
い
う
意
見
が
で
ま
す
。
つ
ま
り
言
論
、
言
葉
で
説
き

伏
せ
る
の
が
穏
便
で
、
直
接
行
動
と
い
う
の
は
穏
便
で
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
れ
で
結
局
ど
う
な
る
か
と
い
う
と
、「
直
接
行
動
ト

ハ
暴
力
ヲ
指
ス
ニ
ア
ラ
ズ
、
部
落
民
自
身
ニ
於
テ
言
語
又
ハ
言
論
ニ

ヨ
リ
解
決
ス
ル
モ
ノ
ト
解
シ
」
と
可
決
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
全
水
と

し
て
の
、
基
本
的
な
糺
弾
の
や
り
方
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
新

聞
広
告
を
出
さ
せ
る
の
は
い
い
、
謝
罪
さ
せ
る
の
は
い
い
け
れ
ど
も
、
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そ
れ
を
過
激
な
直
接
行
動
、
暴
力
と
い
う
狭
い
限
定
し
た
直
接
行
動

は
と
ら
な
い
。
つ
ま
り
直
接
行
動
に
は
暴
力
を
含
ん
で
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
基
本
的
に
、
言
葉
に
よ
っ
て
差
別
し
た
相
手
の
非
道
を

悟
ら
せ
て
謝
罪
を
さ
せ
る
と
い
う
の
が
水
平
運
動
の
や
り
方
で
す
ね
。

　
こ
の
「
直
接
行
動
」
を
ど
う
理
解
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
こ
と

で
す
が
、
田
所
輝
明
編
『
社
会
運
動
辞
典
』（
白
揚
社
、
一
九
二
八
年
）

で
は
、「
直
接
行
動
」
は
「
仏
国
の
サ
ン
ジ
カ
リ
ス
ト
か
ら
起
つ
た

も
の
で
」「
職
場
、
工
場
、
市
場
に
於
け
る
闘
争
、
即
ち
ス
ト
ラ
イ
キ
、

サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
等
の
産
業
行
動
」
を
さ
す
と
い
う
の

が
元
々
の
言
語
の
意
味
で
す
。「
直
接
行
動
」
は
フ
ラ
ン
ス
語
か
ら

来
て
い
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
次
の
記
述
が
問
題
で
、「
吾
国
に

於
て
は
、
更
に
俗
用
さ
れ
て
」、
つ
ま
り
広
く
一
般
的
に
活
用
さ
れ
て
、

「
工
場
破
壊
、
個
人
暴
力
」
を
指
す
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
あ
る
わ
け
で
す
。
要
す
る
に
「
直
接
行
動
」
と
い
う
の
は
、
暴

力
を
指
す
の
で
す
。
糺
弾
に
お
い
て
暴
力
が
否
定
さ
れ
た
か
ど
う
か
、

今
日
の
評
価
に
と
っ
て
も
私
は
大
事
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
全
国
水

平
社
第
二
回
大
会
は
暴
力
を
指
す
に
あ
ら
ず
と
い
い
な
が
ら
、
結
果

的
に
は
暴
力
を
許
容
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
た

が
っ
て
後
々
に
糺
弾
で
暴
力
が
発
生
す
る
と
い
う
の
は
、
必
然
的
な

結
果
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
今
の
私
の
結
論
で
す
。

　
で
は
徹
底
的
糺
弾
の
現
実
は
、
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と

で
す
。
長
谷
川
寧
と
い
う
司
法
省
の
研
究
員
で
福
岡
地
方
裁
判
所
検

事
で
あ
っ
た
人
物
が
、『
水
平
運
動
並
ニ
之
ニ
関
ス
ル
犯
罪
ノ
研
究
』

（『
司
法
研
究
』
第
五
輯
、
一
九
二
七
年
一
二
月
）
で
差
別
糺
弾
の
件
数

を
調
査
し
て
い
ま
す
。
一
九
二
二
年
は
六
九
件
、
一
九
二
三
年
は
八

五
九
件
、
一
九
二
四
年
に
い
た
っ
て
は
一
〇
四
六
件
、
こ
れ
は
全
国

的
な
数
値
で
す
。
一
九
二
五
年
に
は
、
一
〇
二
五
件
と
減
っ
て
い
ま

す
。

　
全
水
に
結
集
し
た
活
動
家
が
徹
底
的
糺
弾
を
ど
う
理
解
し
て
い
た

か
と
い
う
と
、
駒
井
喜
作
が
一
九
二
三
年
三
月
の
水
国
闘
争
事
件
に

よ
っ
て
騒
擾
罪
に
問
わ
れ
た
裁
判
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
差
別
ヲ
為
シ
タ
本
人
ニ
対
シ
テ
ハ
、
飽
ク
迄
モ
本
心
カ
ラ
悪
ル
カ

ツ
タ
ト
云
フ
観
念
ヲ
喚
起
セ
シ
メ
テ
、
其
ノ
人
ノ
自
覚
ヲ
促
ス
事
カ

徹
底
的
糺
弾
テ
ア
ル
ト
考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス
。
／
其
レ
デ
自
覚
ヲ
促
ス

方
法
ト
シ
テ
私
等
ハ
本
人
ニ
謝
罪
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ニ
致
シ
テ
居
リ
、

本
人
ガ
本
心
カ
ラ
謝
罪
ヲ
シ
タ
モ
ノ
ト
認
ム
レ
バ
、
其
誠
意
ヲ
認
メ

テ
満
足
シ
マ
ス
ガ
、
誠
意
ア
ル
謝
罪
ヲ
セ
ヌ
モ
ノ
ニ
対
シ
テ
ハ
、
形

式
的
デ
ハ
ア
リ
マ
ス
ガ
謝
罪
状
ヲ
書
カ
セ
ル
コ
ト
ニ
致
シ
テ
居
リ
マ

ス
。
／
本
人
ニ
誠
意
ガ
無
ク
テ
モ
、
謝
罪
状
ヲ
書
ク
コ
ト
ニ
依
ツ
テ
、

以
後
差
別
ノ
言
辞
ヲ
慎
ミ
、
漸
次
其
ノ
者
カ
ラ
差
別
ノ
観
念
ガ
消
エ
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失
セ
ル
モ
ノ
ト
信
ジ
テ
居
リ
マ
ス
」
と
、
き
わ
め
て
本
音
を
言
っ
て

い
ま
す
。
要
す
る
に
差
別
し
た
も
の
は
謝
罪
状
を
書
か
せ
る
、
相
手

が
嫌
で
あ
っ
て
も
、
本
心
か
ら
で
な
く
て
も
書
か
せ
た
ら
徐
々
に
変

わ
っ
て
い
く
だ
ろ
う
と
。
も
う
一
つ
は
謝
罪
状
と
い
う
の
は
社
会
的

効
果
が
あ
る
か
ら
そ
れ
を
配
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
差
別
を
し
て
は
い

け
な
い
と
い
う
今
日
と
あ
ん
ま
り
変
わ
っ
て
な
い
で
す
よ
ね
。

　
そ
し
て
問
題
と
な
る
の
は
、
謝
罪
お
よ
び
謝
罪
状
の
意
味
で
す
。

謝
罪
に
お
け
る
軽
微
な
順
は
、
現
在
と
よ
く
似
て
い
ま
す
。
ま
ず
第

一
は
口
頭
謝
罪
、
つ
ま
り
口
で
謝
る
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
が
最
も
簡

単
な
謝
罪
の
形
式
で
す
。
第
二
は
直
筆
の
謝
罪
書
、
こ
れ
は
相
手
に

直
筆
で
書
い
て
提
出
さ
せ
る
も
の
で
す
。
直
筆
の
謝
罪
書
を
調
べ
た

の
で
す
が
、
今
も
残
っ
て
い
る
現
物
は
五
点
だ
け
で
す
。
そ
の
う
ち

一
点
は
、
私
が
館
長
を
務
め
て
い
る
大
阪
人
権
博
物
館
（
リ
バ
テ
ィ

お
お
さ
か
）
が
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
第
三
は
、
印
刷
さ
れ
た
謝
罪
状
で
、

五
五
点
く
ら
い
の
現
物
を
確
認
し
て
い
ま
す
が
、
大
阪
人
権
博
物
館

に
二
〇
点
く
ら
い
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
第
四
は
、
新
聞
に
掲
載
さ
れ

た
謝
罪
広
告
で
す
。
こ
の
う
ち
直
筆
の
謝
罪
書
か
ら
新
聞
に
掲
載
さ

れ
た
謝
罪
広
告
ま
で
は
謝
罪
状
と
総
称
さ
れ
、
基
本
的
に
は
「
謝
罪
」

「
陳
謝
」「
謝
罪
状
」「
謝
罪
証
」「
謝
罪
文
」「
謝
罪
広
告
」「
謝
罪

証
明
書
」「
証
」「
差
別
撤
廃
ニ
ュ
ー
ス
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
表
題
が

あ
り
、
本
文
、
年
月
日
、
文
書
主
体
、
要
す
る
に
差
別
し
た
側
、
宛

名
と
形
式
は
共
通
し
て
い
ま
す
。
差
別
の
拡
散
を
防
止
す
る
た
め
に

「
穢
多
」
な
ど
の
差
別
的
な
内
容
を
書
い
た
も
の
は
実
に
少
な
く
て
、

多
い
の
が「
差
別
的
言
辞
を
弄
し
」と
い
う
も
の
で
す
。こ
の
間
、「「
穢

多
」
と
発
し
て
ま
こ
と
に
申
し
訳
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
を
久
し
ぶ

り
に
見
ま
し
た
。
こ
ん
な
の
は
珍
し
い
で
す
。
文
書
主
体
は
、
差
別

し
た
者
が
子
ど
も
の
場
合
は
父
親
、
妻
の
場
合
は
夫
、
高
齢
者
の
場

合
は
長
兄
、
長
男
で
す
。
被
雇
用
者
、
雇
わ
れ
人
の
場
合
は
雇
用
者

と
な
る
場
合
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
責
任
の
所
在
を
明
確
に
す
る
た
め

家
父
長
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
意
識
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。
こ
こ
で
も
、
戦
前
日
本
の
家
父
長
制
度
が
反
映
し
て
い
て
、

要
す
る
に
女
よ
り
男
の
方
が
責
任
が
重
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
初
め
て
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
謝
罪
広
告
は
、
一
九
二
二
年
の
七
月

一
四
日
の
も
の
で
す
。「
拾
日
夜
、
御
町
区
民
諸
君
ニ
対
シ
不
合
理

ナ
ル
差
別
観
念
ヲ
以
テ
御
入
浴
拒
絶
仕
リ
候
事
不
都
合
ニ
付
、
以
後

再
ビ
如
其
所
為
到
サ
ヾ
ル
ハ
勿
論
、
謝
罪
ノ
意
ヲ
以
テ
三
日
間
謹
慎

休
業
仕
リ
、
此
段
紙
上
謝
罪
及
ビ
候
也
。
／
大
正
拾
壱
年
七
月
拾
四

日
」。
奈
良
県
高
田
町
、
今
の
大
和
高
田
市
の
二
葉
湯
の
営
業
主
中

尾
繁
太
郎
が
奈
良
県
高
田
町
の
山
内
水
平
社
と
中
井
戸
水
平
社
に
出

し
た
新
聞
広
告
で
す
。
今
回
、
二
葉
湯
が
あ
る
か
ど
う
か
調
べ
て
み
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ま
し
た
が
、
今
は
実
在
し
て
い
ま
せ
ん
。

　
そ
れ
で
は
こ
れ
を
官
憲
は
ど
う
見
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

内
務
省
警
保
局
の
『
水
平
社
運
動
情
況
』（
一
九
二
二
年
一
二
月
）
の

記
述
を
紹
介
し
ま
す
。「
彼
等
ハ
多
年
一
般
民
ヨ
リ
受
ケ
タ
ル
圧
迫

ニ
対
ス
ル
反
抗
ト
其
ノ
残
虐
性
ト
ニ
依
リ
、
糺
弾
ニ
当
リ
相
手
方
ノ

謝
罪
ア
ル
ニ
拘
ハ
ラ
ズ
動
モ
ス
レ
ハ
狂
暴
ノ
行
為
二
訴
ヘ
ン
ト
ト
シ
、

殴
打
傷
害
ヲ
加
ヘ
、
或
ハ
夜
陰
多
数
ヲ
以
テ
他
人
ノ
家
宅
ヲ
襲
イ
、

又
ハ
小
学
校
児
童
等
ヲ
モ
乱
打
セ
ル
ノ
例
一
再
ナ
ラ
ス
。
之
等
ハ
著

シ
ク
一
般
民
ノ
反
感
ヲ
招
キ
、
各
所
ニ
紛
争
ヲ
生
シ
、
別
表
奈
良
県

大
正
村
ニ
於
ケ
ル
紛
擾
事
件
ノ
如
キ
、
三
重
県
上
御
京
村
紛
擾
事
件

ノ
如
キ
ハ
、
多
数
棍
棒
等
ヲ
携
ヘ
テ
寺
院
其
ノ
他
ノ
場
所
ニ
集
合
シ

テ
警
鐘
ヲ
乱
打
シ
、
消
防
喇
叭
ヲ
鳴
ラ
シ
テ
進
行
ス
ル
等
、
部
落
民

対
一
般
民
ノ
騒
擾
ト
化
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
状
況
ヲ
呈
ス
ル
ニ
至
リ
、
極

メ
テ
危
険
ノ
虞
ア
リ
ト
云
ウ
ヘ
ク
、
彼
等
ノ
所
謂
糺
弾
運
動
ハ
各
種

ノ
弊
害
ヲ
生
ス
ル
ヲ
以
テ
、
厳
重
取
締
ノ
必
要
ア
ル
ヲ
認
メ
ラ
ル
ヽ

モ
ノ
ナ
リ
」
と
あ
り
ま
す
。

　
実
際
に
徹
底
的
糺
弾
闘
争
に
よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
裁
判
に
な
っ
て

い
ま
す
。
罪
名
を
見
る
と
、
官
憲
が
徹
底
的
糺
弾
を
ど
の
よ
う
に
認

識
し
て
い
た
か
わ
か
り
ま
す
。
刑
法
に
対
応
し
た
騒
擾
罪
、
た
く
さ

ん
で
騒
い
で
こ
と
を
起
こ
し
た
。
脅
迫
罪
は
、
む
り
や
り
謝
罪
を
書

か
せ
た
。
恐
喝
罪
は
、
金
を
と
っ
た
。
往
来
妨
害
罪
は
、
自
由
な
通

行
を
妨
げ
た
。
公
務
執
行
妨
害
は
、
警
察
が
止
め
よ
う
と
し
た
ら
警

察
の
業
務
を
妨
害
し
た
。
逮
捕
監
禁
罪
は
、
差
別
し
た
者
を
監
禁
し

た
。
強
要
罪
は
、
恐
喝
罪
と
似
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
傷
害
罪
で
す

が
、
案
外
と
少
な
い
の
で
す
。
業
務
妨
害
罪
は
、
営
業
を
邪
魔
し
た
。

他
に
は
恐
喝
未
遂
罪
、
暴
行
罪
な
ど
と
あ
り
、
爆
発
物
取
締
規
則
違

反
、
銃
刀
火
薬
類
取
締
法
違
反
、
つ
ま
り
武
器
を
も
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　
初
期
水
平
運
動
の
徹
底
的
糺
弾
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
ま
し
た
が
、

本
格
的
な
研
究
と
し
て
は
再
来
年
三
月
、
す
な
わ
ち
一
九
二
二
年
三

月
に
全
水
創
立
一
〇
〇
周
年
を
記
念
し
て
出
版
さ
れ
る
論
文
集
に「
初

期
水
平
運
動
に
お
け
る
徹
底
的
糺
弾
の
歴
史
的
位
置
」
と
し
て
収
録

さ
れ
る
予
定
で
す
の
で
、
関
心
の
あ
る
方
は
是
非
と
も
ご
覧
に
な
っ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

三
　
京
都
駅
差
別
事
件

　
ま
ず
、
京
都
駅
差
別
事
件
か
ら
説
明
し
ま
す
。
こ
れ
ま
で
京
都
駅

前
差
別
事
件
と
呼
ば
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
私
は
京
都
駅
差
別

事
件
の
方
が
適
切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
駅
前
と
い
う
と
、
単
な
る
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場
所
を
表
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
京
都
駅
と
な
る
と
、
京
都
駅

と
い
う
主
体
に
よ
る
差
別
だ
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
な
る
の
で
、
京

都
駅
差
別
事
件
を
使
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
京
都
駅
差
別
事
件
の
発
端
は
、『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
二
一
年

五
月
二
九
日
付
（『
京
都
の
部
落
史
』
第
七
巻
）
に
よ
り
ま
す
と
次
の

通
り
で
す
。
全
水
創
立
の
約
一
〇
カ
月
前
、
一
九
二
一
年
五
月
二
二

日
の
午
後
八
時
、
東
七
条
に
在
住
す
る
一
五
歳
の
伊
藤
秀
男
と
一
二

歳
の
花
岡
勉
と
い
う
二
人
の
少
年
が
京
都
駅
前
で
遊
ん
で
い
ま
し
た
。

そ
う
す
る
と
駅
の
監
視
や
整
備
、
管
理
、
守
衛
と
か
を
や
っ
て
い
る

駅
手
ら
七
・
八
人
が
、
二
人
の
少
年
を
駅
員
室
に
連
れ
込
み
ま
し
た
。

駅
手
が
「
貴
様
達
は
公
園
の
中
に
入
っ
た
ろ
う
」
と
言
う
と
、
少
年

ら
は
「
私
等
は
決
し
て
入
り
ま
せ
ん
」
と
返
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対

し
て
駅
手
ら
は
「
吐
か
せ
ろ
」
と
言
っ
て
、
少
年
ら
を
殴
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
そ
し
て
駅
手
が
「
お
前
等
は
、
何
処
の
者
か
」
と
い
う

と
、
秀
男
が
「
柳
原
の
者
だ
」
と
返
答
し
ま
し
た
。
こ
の
柳
原
と
は
、

東
七
条
の
こ
と
で
す
。
そ
う
す
る
と
駅
手
ら
は
「
穢
多
か
、
穢
多
な

ら
殺
し
て
や
っ
て
も
よ
い
」「
穢
多
な
ら
、
ま
だ
ま
だ
虐
め
て
や
れ
」

と
二
人
を
殴
打
し
た
た
め
、
秀
男
が
「
そ
の
子
は
小
さ
い
か
ら
、
許

し
て
や
っ
て
く
れ
、
そ
の
代
わ
り
自
分
を
打
っ
て
く
れ
」
と
懇
願
す

る
と
、
駅
手
ら
は
「
じ
ゃ
、
こ
奴
を
や
っ
つ
け
ろ
」
と
言
っ
て
秀
男

を
監
禁
し
ま
し
た
。

　
勉
は
家
へ
帰
り
、
一
部
始
終
を
母
親
に
伝
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
母

親
は
秀
男
を
救
出
し
、
そ
し
て
事
態
を
重
く
見
て
派
出
所
へ
行
き
ま

し
た
。
母
親
は
「
駅
の
人
が
穢
多
な
ら
殺
し
て
や
っ
て
よ
い
と
、
こ

ん
な
に
殴
ら
れ
た
の
で
す
」
と
言
い
、
殴
ら
れ
た
勉
を
警
察
官
に
見

せ
て
「
そ
ん
な
法
律
は
あ
り
ま
す
か
」
と
問
い
ま
し
た
。
し
か
し
警

察
官
は
、「
そ
ん
な
法
律
は
な
い
が
、
お
前
等
は
穢
多
は
穢
多
だ
」

と
差
別
発
言
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
母
親

が
「
そ
ん
な
法
律
が
あ
り
ま
す
か
」
と
法
律
論
に
訴
え
、
暴
行
を
す

る
と
い
う
の
は
法
律
に
照
ら
し
て
犯
罪
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い

る
こ
と
で
す
。
た
だ
、
こ
れ
は
差
別
発
言
を
法
に
照
ら
し
て
言
っ
て

い
る
の
か
、
暴
行
を
言
っ
て
い
る
の
か
大
き
な
違
い
も
あ
る
ん
で
す

が
、こ
の
母
親
が
法
律
に
照
ら
し
て
暴
行
と
か
差
別
の
不
当
性
を
言
っ

て
い
る
と
い
う
の
は
、
実
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
私
は
考
え
ま
す
。

　
勉
は
二
三
日
か
ら
脳
膜
炎
と
な
り
、
二
九
日
ま
で
病
床
に
臥
し
ま

し
た
。『
大
阪
朝
日
新
聞
』
の
記
者
が
二
七
日
に
家
に
行
く
と
、
勉

の
顔
は
半
分
が
腫
れ
あ
が
っ
て
い
ま
し
た
。
母
親
は
「
こ
の
頃
、
主

人
は
留
守
で
す
が
、
明
日
頃
、
帰
っ
て
き
た
ら
ど
ん
な
に
怒
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
駅
長
や
駅
員
が
毎
日
の
よ
う
に
病
状
を
尋
ね
て
き
て
い

ま
す
が
、
本
当
に
怪
し
か
ら
ん
こ
と
で
す
」「
な
に
も
悪
い
こ
と
を
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せ
ず
に
遊
ん
で
い
た
の
に
、
公
園
に
入
っ
た
と
言
う
て
酷
い
め
に
遭

わ
し
た
ん
で
す
。
今
で
も
頭
が
痛
ん
で
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
」
と
訴
え

る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
そ
こ
で
、こ
の
差
別
事
件
に
対
す
る
批
判
が
お
こ
る
わ
け
で
す
。『
大

阪
朝
日
新
聞
』
一
九
二
一
年
五
月
三
〇
日
付
（『
京
都
の
部
落
史
』
第

七
巻
）
に
よ
り
ま
す
と
、
記
者
は
「
京
都
駅
構
内
で
行
わ
れ
た
私
刑

を
ば
、
一
種
の
差
別
観
か
ら
ホ
ッ
て
置
く
の
は
良
く
あ
る
ま
い
。
政

治
的
社
会
的
な
差
別
は
、
差
別
に
理
由
の
あ
る
間
だ
け
容
認
も
で
き

る
が
、
法
律
は
国
民
に
対
し
て
平
等
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
事
勿
論
で

あ
る
。
柳
原
の
住
民
な
る
が
故
に
、
撲
殺
し
て
も
良
い
と
い
う
法
律

は
な
い
と
同
時
に
、
被
害
者
が
柳
原
住
民
だ
か
ら
と
て
、
加
害
者
の

検
挙
さ
れ
ぬ
道
理
は
な
い
」
と
述
べ
ま
す
。
こ
れ
は
、
駅
員
に
対
し

て
明
確
に
部
落
差
別
を
す
る
こ
と
は
法
律
上
よ
く
な
い
と
い
う
論
理

で
す
。

　
ま
た
警
察
に
対
し
て
は
、「
穢
多
非
人
の
名
に
よ
っ
て
社
会
的
な

差
別
は
勿
論
、
テ
ン
か
ら
法
上
の
人
で
な
か
っ
た
徳
川
期
に
比
較
し

て
、
法
治
国
の
一
員
と
し
て
人
格
を
与
え
ら
れ
た
の
は
聖
代
の
聖
代

た
る
所
以
で
あ
る
。
そ
れ
を
単
な
る
手
心
に
よ
っ
て
阻
害
す
る
こ
と

は
、
理
論
か
ら
も
実
際
か
ら
も
よ
ろ
し
く
な
い
。
想
え
ば
社
会
救
済
、

社
会
教
化
に
務
む
る
一
面
、
か
か
る
法
上
の
差
別
待
遇
は
真
に
百
日

の
説
法
屁
一
発
の
臭
き
し
ら
ず
や
」
と
批
判
す
る
わ
け
で
す
。

　
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
二
一
年
六
月
一
日
付
（『
京
都
の
部
落
史
』

第
七
巻
）
に
は
、
中
学
一
年
生
の
部
落
民
だ
と
い
う
投
書
が
載
り
ま
す
。

こ
れ
は
ひ
ょ
っ
と
し
て
記
者
が
書
い
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
大
人
が

書
い
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
本
当
に
中
学
一
年
生
が
書
い
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
文
章
の
立
派
さ
か
ら
い
っ
て
子
ど
も
を
名
乗
っ
た
大

人
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
は
「
思
想
問
題
の
喧
し
い
現
在

に
、
最
も
忌
む
べ
き
事
件
が
起
こ
っ
た
の
を
悲
し
む
。
こ
の
度
の
事

件
は
世
間
に
起
こ
り
し
小
事
件
で
、
現
れ
ざ
る
差
別
待
遇
が
非
常
に

多
い
。
吾
等
に
改
善
を
叫
ん
で
下
さ
る
の
は
感
謝
す
る
が
、
一
般
社

会
も
因
襲
よ
り
脱
せ
ら
れ
る
よ
う
、
歴
史
上
、
医
学
上
平
等
に
無
差

別
な
る
を
教
示
を
し
て
戴
き
た
い
。
吾
等
が
如
何
に
学
を
修
め
て
も

相
当
な
る
地
位
を
得
ず
、
中
途
で
首
を
切
ら
れ
る
の
を
見
る
と
実
に

残
念
で
す
」「
こ
の
差
別
は
吾
等
の
罪
か
祖
先
の
罪
か
、
往
年
頃
騒

動
の
折
に
当
時
の
政
府
は
吾
等
を
危
険
思
想
と
目
せ
ら
れ
ま
し
た
が
、

吾
等
に
は
信
仰
が
あ
り
ま
す
。
無
学
な
る
が
故
に
社
会
主
義
を
知
ら

ず
。
一
般
人
と
同
様
に
義
務
を
尽
く
し
て
平
等
待
遇
を
う
け
な
け
れ

ば
、
自
然
に
世
を
呪
う
の
は
当
然
で
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
堂
々

た
る
投
書
で
す
。こ
れ
は
、部
落
差
別
に
対
す
る
的
確
な
抗
議
に
な
っ

て
い
ま
す
。
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そ
し
て
次
に
、東
七
条
の
住
民
が
立
ち
上
が
り
ま
す
。『
日
出
新
聞
』

一
九
二
一
年
六
月
二
日
付
（『
京
都
の
部
落
史
』
第
七
巻
）
に
よ
り
ま

す
と
、「
殴
打
し
且
つ
侮
辱
的
罵
言
を
吐
き
た
る
事
」
は
「
当
時
陳

謝
し
て
一
段
落
を
告
げ
」
た
が
、「
其
の
後
再
燃
し
同
町
民
等
は
右

罵
言
に
対
し
激
昂
」
し
た
と
あ
り
ま
す
。
東
七
条
の
住
民
は
、
青
年

団
か
ら
若
林
嘉
七
、
吉
岡
小
次
郎
、
伊
藤
義
光
ら
五
人
の
交
渉
委
員

を
選
定
し
ま
し
た
。
こ
の
若
林
嘉
七
と
い
う
の
は
重
要
な
人
物
で
、

当
時
は
崇
仁
学
区
学
区
会
議
長
を
や
っ
て
い
て
有
力
な
履
物
卸
商
で

も
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
融
和
運
動
に
近
い
人
で
し
た
。
六
月

一
日
、
交
渉
委
員
は
七
条
警
察
署
長
と
交
渉
を
し
ま
し
た
。
同
じ
日

に
は
、
京
都
駅
長
と
交
渉
し
て
要
求
を
出
し
ま
す
。
こ
の
内
容
は
「
一
、

代
表
た
る
京
都
駅
長
の
口
頭
謝
罪
、
二
、
当
該
駅
手
よ
り
大
阪
朝
日
、

大
阪
毎
日
、
京
都
日
報
及
び
日
出
新
聞
の
四
新
聞
に
謝
罪
広
告
を
為

す
」
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
を
合
意
し
て
解
決
と
な
り
ま
し
た
。
そ

し
て
町
民
を
集
め
て
、
報
告
集
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。

　
京
都
駅
員
に
よ
る
直
筆
の
謝
罪
書
が
、
旧
崇
仁
小
学
校
に
残
っ
て

い
ま
し
た
（『
京
都
の
部
落
史
』
第
七
巻
）。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
新

聞
に
出
す
た
め
の
原
稿
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
謝
罪
広
告
は
「
訃
報
記

事
」
と
か
「
社
告
」
と
か
と
同
様
に
、
紙
面
の
最
下
段
に
四
角
で
囲

ま
れ
た
囲
み
記
事
で
す
。「
謝
罪
広
告
／
五
月
廿
二
日
、
貴
町
二
少

年
ノ
京
都
駅
庭
園
内
ニ
立
入
リ
タ
ル
ヲ
制
シ
タ
ル
際
、
誤
テ
不
穏
当

ナ
ル
言
行
ヲ
為
シ
タ
ル
ハ
不
都
合
ノ
至
リ
、
茲
ニ
陳
謝
ス
。
／
大
正

十
年
六
月
二
日
」
と
記
さ
れ
、
駅
手
ら
四
人
の
名
前
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
は
印
を
押
し
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
新
聞
広
告
の
た
め
の
原
稿

だ
と
思
い
ま
す
。
四
つ
の
新
聞
に
謝
罪
広
告
が
載
せ
ら
れ
た
ど
う
か

は
、
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
て
い
ま
せ
ん
。

　
解
決
し
た
と
い
っ
て
も
、『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
二
一
年
六
月

四
日
付
（『
京
都
の
部
落
史
』
第
七
巻
）
で
は
、
京
都
駅
と
警
察
に
対

す
る
批
判
の
記
事
が
載
り
ま
す
。「
ま
ず
、
円
満
に
解
決
し
た
の
は

結
構
」と
し
な
が
ら
も
、「
駅
の
幹
部
は
慎
重
な
る
配
慮
が
あ
り
た
い
」

と
い
う
こ
と
で
駅
員
の
四
つ
の
性
格
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。「
役

人
根
性
の
露
出
」、「
京
都
駅
員
の
愛
嬌
」、「
自
惚
れ
は
大
禁
物
也
」、「
部

下
訓
戒
が
第
一
」、
要
す
る
に
部
下
が
問
題
を
起
こ
し
て
も
何
も
し

な
い
と
い
う
、
い
わ
ば
無
責
任
体
制
を
批
判
し
た
の
で
す
。

　
し
か
し
地
元
の
派
出
所
を
管
理
す
る
七
条
警
察
署
長
は
、
大
阪
朝

日
新
聞
社
京
都
支
局
に
対
し
て
「
大
正
十
年
五
月
二
十
九
日
貴
紙
京

都
附
録
第
十
四
一
六
号
に
『
京
都
駅
構
内
で
二
少
年
に
私
刑
』
と
題

す
る
記
事
中
に
「
お
前
等
は
穢
多
は
穢
多
だ
と
の
応
答
で
取
り
上
げ

な
い
の
で
勉
の
母
は
歯
噛
み
を
し
つ
つ
引
取
っ
た
」
云
々
の
記
事
掲

載
有
之
候
処
、
右
は
事
実
全
然
相
違
せ
る
に
付
、
こ
の
前
文
掲
載
の
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上
、
右
記
事
正
誤
相
成
度
及
請
求
候
」
と
、
訂
正
記
事
を
要
求
し
ま

し
た
。
し
か
し
大
阪
朝
日
新
聞
社
京
都
支
局
は
、
訂
正
記
事
を
載
せ

て
い
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
警
察
の
要
求
を
突
っ
ぱ
ね
て
い
ま
す
。

　
京
都
駅
差
別
事
件
と
東
七
条
の
住
民
の
対
応
に
つ
い
て
、
ま
と
め

て
お
き
ま
す
。
ま
ず
少
年
の
母
親
に
よ
る
法
律
論
に
基
づ
い
た
差
別

事
件
に
対
す
る
抗
議
と
い
う
の
は
、
注
目
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

今
日
で
も
、
差
別
が
な
ぜ
駄
目
か
と
い
う
こ
と
を
い
ろ
ん
な
理
由
で

説
明
を
す
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
人
の
人
権
を
無
視
す
る
か
ら
、
部

落
民
を
傷
つ
け
る
か
ら
と
か
、
部
落
民
を
侮
辱
す
る
か
ら
と
か
で
す

ね
。
そ
れ
は
人
権
に
も
と
る
、
民
主
主
義
に
も
と
る
な
ど
、
い
ろ
ん

な
論
理
が
あ
る
わ
け
で
す
け
ど
、
こ
の
母
親
の
場
合
は
法
律
に
則
っ

て
差
別
は
い
け
な
い
と
い
う
論
理
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
法
律
と
い

う
意
識
が
民
衆
に
届
き
始
め
て
い
る
と
い
う
意
味
で
も
大
き
い
し
、

一
般
的
に
部
落
の
場
合
は
差
別
と
貧
し
さ
の
た
め
に
学
校
へ
行
け
ず

知
識
を
身
に
つ
け
て
い
な
い
と
い
う
偏
見
が
あ
る
わ
け
で
す
け
ど
、

こ
の
母
親
の
場
合
は
法
を
前
提
と
し
て
抗
議
の
論
理
を
組
み
立
て
て

い
ま
す
。

　
ま
た
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
な
ど
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
も
、
差
別
事
件

を
厳
し
く
批
判
し
て
い
ま
す
。
こ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
批
判
が
な

け
れ
ば
な
か
な
か
表
沙
汰
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
だ
け
に
、
こ
の
事
件
に
お
け
る
役
割
は
重
要
で
す
。
さ
ら
に
東

七
条
の
住
民
に
よ
る
交
渉
委
員
の
選
出
に
よ
っ
て
、
抗
議
行
動
を
起

こ
し
て
警
察
署
と
京
都
駅
当
局
と
交
渉
し
た
抗
議
の
方
式
は
重
要
で
、

駅
長
の
口
頭
謝
罪
と
駅
員
の
謝
罪
広
告
を
獲
得
す
る
こ
と
に
つ
な
が

り
ま
し
た
。
し
か
し
七
条
警
察
署
長
は
、
警
察
官
の
差
別
発
言
を
否

定
し
て
い
ま
す
。

　
後
年
に
な
っ
て
朝
田
善
之
助
さ
ん
は
『
新
版 

差
別
と
闘
い
つ
づ

け
て
』
で
、
こ
の
京
都
駅
差
別
事
件
を
重
視
し
て
い
ま
す
。
朝
田
さ

ん
は
京
都
駅
差
別
事
件
が
京
都
市
内
の
七
部
落
の
青
年
協
議
会
に
持

ち
込
ま
れ
て
、
運
動
が
展
開
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
史
料
で

は
確
認
は
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
な
が
ち
な
か
っ

た
こ
と
で
は
な
く
、
あ
り
え
た
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
た
朝

田
さ
ん
は
、「
京
都
で
は
じ
め
て
の
糺
弾
だ
っ
た
。
こ
れ
を
き
っ
か

け
に
京
都
の
部
落
解
放
運
動
の
組
織
化
の
話
が
す
す
め
ら
れ
た
」
と

述
べ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
京
都
駅
差
別
事
件
に
対
す
る
取
り

組
み
を
契
機
と
し
て
、
全
水
と
京
都
府
水
平
社
の
創
立
準
備
が
進
め

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
京
都
駅
差
別
事
件
が
起
こ
っ
た
の

は
、
一
九
二
一
年
の
五
月
で
す
。
奈
良
の
西
光
万
吉
や
阪
本
清
一
郎

ら
が
全
水
を
創
ろ
う
と
し
た
の
は
八
月
く
ら
い
か
ら
で
、
一
二
月
頃

に
な
っ
て
具
体
化
を
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
過
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程
の
一
〇
月
に
な
っ
て
奈
良
の
松
井
庄
五
郎
の
家
で
、
阪
本
と
全
水

中
央
執
行
委
員
長
と
な
る
南
梅
吉
が
出
会
い
、
全
水
創
立
で
合
意
を

す
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
か
ら
す
る
と
、
京
都
駅
差
別
事

件
に
対
す
る
取
り
組
み
が
果
た
し
た
重
要
性
が
理
解
で
き
る
と
思
い

ま
す
。四

　
上
田
壮
吉
差
別
事
件

　
次
に
、
上
田
壮
吉
差
別
事
件
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
こ
の
上
田

壮
吉
差
別
事
件
の
方
が
、
実
は
京
都
駅
差
別
事
件
よ
り
も
興
味
深
い

事
例
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。『
京
都
の
部
落
史
』
第
八
巻
に
は

二
つ
の
史
料
し
か
収
録
さ
れ
て
な
い
の
で
全
体
像
を
追
え
な
か
っ
た

の
で
す
が
、
以
前
に
京
都
部
落
問
題
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
の
所
蔵
史

料
を
複
写
し
て
お
い
た
の
で
、
こ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
今

回
は
か
な
り
詳
細
に
追
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
、
こ
の

事
件
に
つ
い
て
最
も
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
す
で
に
紹
介
し

た
鈴
木
良
さ
ん
の
「
京
都
に
お
け
る
水
平
社
の
創
立
」
と
い
う
論
文

で
し
た
が
、
今
か
ら
す
る
と
鈴
木
論
文
も
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
判

明
し
、
こ
れ
以
上
の
細
か
い
こ
と
も
今
回
は
い
ろ
い
ろ
分
か
っ
て
き

ま
し
た
。

　
そ
れ
で
は
、
上
田
壮
吉
差
別
事
件
に
つ
い
て
の
経
過
を
見
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
当
時
、
内
務
省
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
京

都
市
に
自
治
性
の
強
い
ラ
ン
ク
ア
ッ
プ
さ
せ
た
市
政
制
度
で
あ
る
特

別
市
制
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
動
き
が
出
て
、
特
別
市
制
促
進
委
員
会

が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
の
大
き
な
政
党
と
し
て
は
、
地
主
や
資

本
家
を
基
盤
に
し
た
政
友
会
、
政
友
会
よ
り
も
リ
ベ
ラ
ル
な
都
市
型

の
保
守
政
党
の
憲
政
会
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
特
別
市
制
に
関
し

て
は
憲
政
会
が
積
極
的
に
推
進
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。

　
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
一
九
二
二
年
二
月
一
四
日
付
（『
京
都
の
部
落

史
』
第
八
巻
）
に
よ
り
ま
す
と
、
二
月
一
三
日
に
市
会
議
員
の
上
田

壮
吉
が
特
別
市
制
促
進
委
員
会
に
お
い
て
、
促
進
さ
せ
よ
う
と
す
る

グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
「
穢
多
村
の
仲
間
入
り
は
し
な
い
」
と
い
う
発

言
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
特
別
市
制
制
度
に
な
る
と
「
穢
多

村
」
の
よ
う
に
な
っ
て
、
不
利
益
を
被
る
と
い
う
反
対
論
を
張
っ
た

わ
け
で
す
。
こ
の
時
に
副
委
員
長
の
鈴
木
紋
吉
が
激
昂
し
て
上
田
に

暴
力
を
ふ
る
い
、
突
き
倒
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
上
田
は
城
丹
公
論
社
長
を
務
め
、
選
挙
基
盤
が
上
京
区
の
無
所
属

議
員
で
し
た
。
鈴
木
は
古
物
商
兼
貸
座
敷
業
者
で
、
憲
政
会
に
所
属

し
て
い
た
下
京
区
選
出
の
市
会
議
員
で
し
た
。
た
し
か
高
瀬
川
に
近

い
五
条
下
ル
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
東
七
条
に
近
い
と
い

全国水平社創立前の「差別糺弾闘争」
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う
こ
と
か
ら
、
部
落
に
も
地
盤
を
も
っ
て
い
た
と
言
え
ま
す
。
そ
こ

が
選
挙
地
盤
だ
か
ら
、
東
七
条
と
は
日
頃
か
ら
付
き
合
い
が
あ
る
わ

け
で
す
ね
。
だ
か
ら
鈴
木
が
上
田
の
「
穢
多
村
」
と
い
う
発
言
を
聞

い
た
時
、
日
頃
か
ら
東
七
条
の
人
と
付
き
合
っ
て
い
る
か
ら
、
腹
を

立
て
て
暴
力
を
ふ
る
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
た
だ
し
鈴
木
は
「
穢

多
村
」
と
い
う
発
言
に
だ
け
怒
っ
て
暴
力
を
ふ
る
っ
た
の
で
は
な
く
、

特
別
市
制
制
度
に
反
対
を
し
た
上
田
に
対
し
て
腹
を
立
て
た
と
い
う

理
由
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。

　
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
一
九
二
二
年
二
月
一
五
日
付
に
よ
り
ま
す
と
、

二
月
一
四
日
に
上
田
が
鈴
木
を
暴
行
罪
で
告
訴
し
ま
す
。
そ
し
て
上

田
は
告
訴
し
た
理
由
を
、「
私
は
あ
の
分
捕
事
件
を
糺
弾
し
た
手
前

も
あ
り
調
査
委
員
の
連
中
が
新
た
に
特
別
委
員
に
な
っ
て
市
か
ら
旅

費
を
も
ら
い
東
上
し
、
左
程
見
込
み
も
な
い
特
市
運
動
を
す
る
と
い

う
こ
と
に
は
内
心
忸
怩
た
る
も
の
が
あ
る
の
で
「
そ
ん
な
穢
多
村
へ

は
這
入
ら
れ
ぬ
」
と
い
う
た
の
に
憤
慨
し
て
鈴
木
議
員
が
私
を
突
き

飛
ば
し
た
の
で
す
。
私
は
二
週
間
治
療
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
羽
目
に

な
り
ま
し
た
。
私
は
如
何
な
る
事
に
せ
よ
暴
力
に
訴
ふ
る
と
は
怪
し

か
ら
ぬ
と
思
い
告
訴
し
ま
し
た
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
一
九
二
二
年
二
月
一
六
日
付
に
は
、

東
七
条
の
住
民
か
ら
上
田
に
対
し
て
抗
議
し
た
と
い
う
記
事
が
載
り

ま
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
二
月
一
五
日
に
東
七
条
で
「
差
別
撤
廃
を

標
榜
す
る
生
活
改
善
会
」
な
ど
が
吉
崎
民
之
助
宅
に
集
合
し
、
ま
た

田
中
部
落
の
同
志
十
数
名
が
会
合
し
て
上
田
に
対
し
て
謝
罪
を
求
め
、

応
じ
な
い
場
合
は
「
最
後
の
手
段
に
出
る
」
と
決
定
し
ま
し
た
。
田

中
の
場
合
は
お
そ
ら
く
青
年
団
だ
と
思
い
ま
す
が
、
朝
田
善
之
助
ら

先
進
的
な
グ
ル
ー
プ
の
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。「
最
後
の
手
段
に
出
る
」

と
い
う
の
は
脅
し
文
句
で
す
が
、
具
体
的
に
何
を
指
し
て
い
る
の
か

が
興
味
深
い
で
す
ね
。
こ
れ
ら
は
後
の
展
開
か
ら
考
え
る
と
、
抗
議

活
動
の
た
め
に
上
田
宅
に
押
し
掛
け
る
と
い
う
意
味
で
す
。

　
ま
た
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
二
二
年
二
月
一
八
日
付
（『
京
都

の
部
落
史
』
第
八
巻
）
に
よ
り
ま
す
と
、
二
月
一
七
日
に
は
東
七
条

の
住
民
が
吉
崎
民
之
助
宅
に
集
合
し
て
「
上
田
は
我
々
を
侮
辱
せ
る

も
の
な
り
」
と
激
昂
し
て
、
上
田
に
対
し
て
「
一
、
告
訴
状
を
取
下

ぐ
る
か
、
二
、
市
会
議
員
を
辞
職
す
る
か
、
三
、
各
新
聞
に
謝
罪
広

告
を
掲
載
す
る
か
」
と
要
求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し

て
上
田
は
、「
僕
は
本
来
、
そ
う
し
た
人
達
に
或
る
差
別
感
情
を
抱

い
て
居
る
か
ど
う
か
は
世
間
が
知
っ
て
い
る
。
穢
多
村
云
々
の
放
言

は
、
悪
い
と
思
う
か
ら
詫
び
ま
し
た
。
そ
れ
で
了
解
し
て
く
れ
る
も

の
と
思
い
ま
す
。
た
だ
鈴
木
君
暴
行
に
対
し
て
は
、
飽
く
迄
も
正
当

な
批
判
に
訴
え
ま
す
。
決
し
て
告
訴
の
取
り
下
げ
等
し
な
い
。
東
七
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条
町
民
の
激
昂
と
鈴
木
の
暴
行
と
は
世
間
が
知
る
如
く
全
然
別
物
で

す
か
ら
ね
」
と
返
答
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
東
七
条
の
住
民
に
対
し
て

は
謝
罪
の
意
思
を
表
す
る
け
れ
ど
も
、
鈴
木
に
対
す
る
告
訴
は
取
り

下
げ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
そ
し
て
東
七
条
な
ど
で
は
、
上
田
に
対
す
る
抗
議
の
動
き
が
よ
り

活
発
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。『
大
阪
毎
日
新
聞
』
一
九
二
二
年
二
月

二
八
日
付
に
よ
り
ま
す
と
、
二
月
一
八
日
に
「
差
別
撤
廃
を
標
榜
す

る
京
都
生
活
改
造
会
な
ら
び
に
柳
原
、
竹
田
、
田
中
、
野
口
そ
の
他

の
各
有
力
者
」
の
主
催
で
、「
上
田
市
議
失
言
問
題
に
対
す
る
批
判

演
説
会
」
が
開
催
さ
れ
、「
水
平
社
同
人
も
参
加
」
と
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
「
水
平
社
同
人
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
が
、
京
都
で

は
全
水
創
立
の
準
備
を
し
て
い
る
人
物
と
い
う
の
は
、
東
七
条
の
桜

田
規
矩
三
、
こ
れ
は
青
年
団
の
幹
部
で
す
、
そ
れ
と
千
本
の
南
梅
吉

の
二
人
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
西
光
万
吉
が
京
都
に
移
り
住
ん

で
全
水
創
立
水
平
社
の
準
備
を
し
て
い
る
の
で
、
西
光
も
可
能
性
が

な
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
も
か
く
も
「
水
平
社
同
人
」
と
い
う
言
葉

が
出
て
く
る
の
が
、
た
い
へ
ん
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
『
中

外
日
報
』
一
九
二
二
年
二
月
二
三
付
に
よ
り
ま
す
と
、「
市
会
殴
打

事
件
を
契
機
」
と
し
て
二
月
一
八
日
午
後
七
時
に
同
じ
く
正
覚
寺
で

差
別
撤
廃
示
威
講
演
会
が
開
催
さ
れ
た
と
あ
り
ま
す
が
、こ
れ
は『
大

阪
毎
日
新
聞
』
一
九
二
二
年
二
月
二
八
日
付
に
報
道
さ
れ
た
二
月
一

八
日
の
「
批
判
演
説
会
」
と
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。

　
そ
し
て
『
日
出
新
聞
』
一
九
二
二
年
二
月
二
二
日
付
に
は
、「
鈴

木
議
員
起
訴
さ
る
」
と
い
う
記
事
が
載
り
ま
す
。
つ
ま
り
上
田
は
鈴

木
の
暴
行
に
は
納
得
が
い
か
ず
、
鈴
木
を
告
訴
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
す
。こ
れ
と
関
係
し
て
、新
し
い
動
き
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。『
日

出
新
聞
』
一
九
二
二
年
二
月
二
四
日
付
に
よ
り
ま
す
と
、「
二
月
二

二
日
午
後
一
時
、
協
定
委
員
長
の
増
田
伊
三
郎
、
副
委
員
長
の
片
桐

藤
吉
、
委
員
の
岡
田
、
近
藤
、
芠
、
立
会
人
の
唐
瀬
床
三
、
介
添
人

の
西
尾
林
太
郎
の
立
会
の
も
と
、
上
田
が
東
七
条
の
住
民
に
陳
謝
」

と
あ
り
ま
す
。
こ
の
増
田
伊
三
郎
と
い
う
の
は
侠
客
で
、
京
都
の
大

日
本
国
粋
会
の
代
表
者
で
す
。
こ
の
大
日
本
国
粋
会
と
い
う
の
は
国

家
主
義
的
な
団
体
で
、
労
働
争
議
や
水
平
社
、
小
作
争
議
な
ど
の
左

翼
的
な
運
動
を
妨
害
し
た
り
、
調
停
し
た
り
す
る
団
体
で
す
。
西
尾

林
太
郎
と
い
う
の
は
京
都
市
会
議
員
で
、
鈴
木
と
同
じ
く
憲
政
会
に

属
し
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
東
七
条
の
住
民
が
上
田
宅
に
押
し
か
け

て
騒
ぎ
を
大
き
く
し
な
い
た
め
に
、
増
田
ら
が
上
田
に
陳
謝
、
す
な

わ
ち
口
頭
謝
罪
を
さ
せ
て
上
田
に
責
任
が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
、

上
田
の
鈴
木
へ
の
告
訴
を
取
り
下
げ
る
よ
う
働
き
か
け
た
の
で
す
。

　
こ
れ
が
功
を
奏
し
た
の
か
、『
日
出
新
聞
』
一
九
二
二
年
三
月
二
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日
付
に
よ
り
ま
す
と
、
二
月
二
八
日
に
川
上
市
会
議
長
、
西
尾
林
太

郎
、
田
中
新
七
、
鎌
田
直
次
郎
ら
憲
政
会
に
属
す
る
各
市
会
議
員
、

増
田
伊
三
郎
、
東
七
条
の
有
力
者
が
調
停
に
入
り
、
暴
行
し
た
鈴
木

が
上
田
に
対
し
て
陳
謝
し
た
の
で
、
上
田
が
鈴
木
に
対
す
る
告
訴
を

取
り
下
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
上
田
が
告
訴
を
取
り

下
げ
た
も
の
の
、
京
都
地
方
裁
判
所
が
鈴
木
を
起
訴
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。

　
そ
し
て
今
度
は
、
京
都
地
方
裁
判
所
が
鈴
木
を
起
訴
し
た
こ
と
に

対
抗
し
て
、上
田
の
差
別
発
言
に
対
す
る
名
誉
棄
損
の
動
き
が
起
こ
っ

て
き
ま
す
。『
日
出
新
聞
』
一
九
二
二
年
三
月
一
日
付
で
は
、「
東
七

条
代
表
者
百
十
名
」
は
全
水
創
立
大
会
に
お
い
て
「
上
田
市
会
議
員

に
対
し
名
誉
棄
損
の
訴
え
を
京
都
地
方
裁
判
所
に
提
起
す
る
の
可
否

を
附
議
す
る
由
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
全
水
創
立
大
会
の
二
日
前

で
、
東
七
条
の
約
一
〇
〇
人
が
全
水
創
立
大
会
に
参
加
し
て
、
差
別

し
た
上
田
を
名
誉
棄
損
で
訴
え
よ
と
い
う
動
き
が
報
じ
ら
れ
る
わ
け

で
す
。
米
田
富
が
記
し
た
『
全
国
水
平
社
連
盟
本
部
日
誌
』（
水
平

社
博
物
館
所
蔵
）
に
よ
る
と
、
全
水
創
立
大
会
で
「
京
都
市
会
議
員

上
田
壮
吉
氏
ノ
失
言
糺
弾
ヲ
決
議
ス
」
と
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
昼

の
全
水
創
立
大
会
な
の
か
、
夜
の
協
議
会
な
の
か
が
気
に
な
っ
た
の

で
す
が
、
ど
う
も
昼
の
全
水
創
立
大
会
の
最
後
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
二
二
年
三

月
四
日
付
に
よ
り
ま
す
と
、「
尚
当
日
は
大
会
の
席
上
に
於
て
、
例

の
京
都
に
於
け
る
市
会
議
員
殴
打
事
件
よ
り
上
田
壮
吉
氏
の
失
言
に

対
し
、
大
会
の
有
志
者
の
名
義
を
以
て
京
都
地
方
裁
判
所
に
名
誉
棄

損
の
訴
訟
を
提
出
す
る
の
件
を
満
場
一
致
可
決
し
た
の
で
、
四
日
愈

提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
全
水
創
立

の
研
究
で
は
、
こ
れ
に
触
れ
た
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
記
事

を
読
ん
だ
と
き
私
は
大
い
に
驚
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
実
は
糺
弾
と

い
う
の
は
、
同
様
の
こ
と
が
実
際
に
お
こ
わ
れ
て
い
る
の
を
前
提
に

し
て
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
決
議
の
第
一
項
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

そ
の
可
能
性
が
強
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
だ
す
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
し
か
し
『
全
国
水
平
社
連
盟
本
部
日
誌
』
に
「
失
言
糺
弾
」
と

い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
全
水
創
立
大
会
の
後
に
書
か

れ
た
日
誌
だ
か
ら
、
糺
弾
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
の
は
当
然
で
す
。

『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
二
二
年
三
月
四
日
付
に
は
、「
失
言
」
と

か
「
名
誉
棄
損
」
と
い
う
言
葉
は
あ
り
ま
す
が
、「
糺
弾
」
と
い
う

言
葉
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
ま
た
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
一
九
二
二
年
三

月
四
日
付
に
は
、「
京
都
の
吉
崎
民
之
輔
氏
又
差
別
撤
廃
の
気
炎
を

吐
く
」
と
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
吉
崎
民
之
助
を
中
心
と
し
た
東
七

条
の
住
民
が
、
上
田
に
対
す
る
名
誉
棄
損
を
全
水
創
立
大
会
に
持
ち

160



込
ん
で
可
決
を
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
し
か
し
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
二
二
年
三
月
四
日
付
の
別
の
記

事
（
高
市
光
男
編
『
新
聞
集
成 

水
平
運
動
資
料
』
稿
１
、
近
代
史
文
庫

大
阪
研
究
会
、
一
九
七
二
年
）
で
は
、
上
田
が
鈴
木
に
対
す
る
告
訴

を
取
り
下
げ
た
経
緯
が
詳
し
く
報
じ
ら
れ
ま
す
。
三
月
二
日
に
京
都

地
方
裁
判
所
で
公
判
開
廷
事
実
の
審
問
が
あ
り
、
立
ち
会
っ
た
検
事

は
突
如
と
し
て
論
告
の
延
期
を
申
し
出
ま
す
。
そ
し
て
三
日
に
検
事

は
上
田
を
召
喚
し
て
、
上
田
に
告
訴
を
取
り
下
げ
た
の
か
ど
う
か
を

確
認
し
ま
す
が
、
上
田
は
証
拠
品
と
し
て
自
ら
に
宛
て
ら
れ
た
脅
迫

状
を
提
出
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ま
す
。
す
な
わ
ち
上
田
は
、「
鈴

木
君
が
自
己
の
犯
罪
を
掩
は
ん
が
為
め
、
或
方
面
の
人
々
を
扇
動
し

た
り
、
或
は
某
々
市
会
議
員
等
を
し
て
告
訴
を
取
下
げ
ね
ば
家
宅
を

包
囲
す
る
と
威
嚇
す
る
の
で
恐
怖
心
を
抱
き
、
一
時
は
正
服
私
服
の

四
名
の
巡
査
の
護
衛
を
依
頼
し
た
程
で
あ
る
が
、
自
分
は
身
を
粉
に

し
て
も
取
下
げ
ぬ
と
頑
張
っ
た
。
併
し
川
上
議
長
や
増
田
氏
が
調
停

の
労
を
取
ら
れ
た
の
で
、
遂
に
取
下
げ
る
事
に
し
た
の
で
あ
る
」
と

述
べ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
上
田
は
吉
崎
ら
の
抗
議
行
動
を
恐
れ
、
川

上
議
長
や
増
田
ら
の
説
得
に
応
じ
て
、
実
際
に
告
訴
を
取
り
下
げ
た

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
四
日
に
も
上
田
は
検
事
か
ら
召

還
を
受
け
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
検
事
は
上
田
に
よ
る
告
訴
の
取
り

下
げ
に
対
す
る
対
応
に
関
し
て
、
相
当
に
苦
慮
し
て
い
た
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
一
九
二
二
年
三
月
一
〇
日
付
に
は
、

遡
っ
て
も
う
少
し
詳
し
い
経
過
が
紹
介
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

京
都
地
方
裁
判
所
に
深
く
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
「
検
事
聴
取

書
」
に
よ
る
と
、「
暴
行
事
件
の
顛
末
が
新
聞
に
載
る
と
そ
の
翌
日

野
口
南
梅
吉
が
突
然
上
田
議
員
自
邸
を
訪
れ
て
、
平
素
〇
〇
改
善
に

尽
力
し
て
く
れ
て
い
る
鈴
木
に
対
し
何
故
告
訴
し
た
か
、
取
り
下
げ

せ
よ
と
の
談
判
が
あ
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
〇
〇
」
に
は
「
部

落
」
と
い
う
用
語
が
入
り
、
鈴
木
が
部
落
改
善
に
尽
く
し
、
東
七
条

と
の
友
好
的
な
関
係
を
築
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
二
月
一

三
日
に
暴
行
事
件
が
起
こ
り
、
初
め
て
新
聞
で
報
道
さ
れ
る
の
は
二

月
一
四
日
な
の
で
、
こ
れ
は
二
月
一
五
日
の
こ
と
だ
と
私
は
考
え
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
南
梅
吉
は
、
早
く
も
二
月
一
五
日
に
上
田
に
対
し

て
抗
議
を
し
て
い
る
の
で
す
。

　
次
に
南
が
上
田
に
抗
議
し
た
同
じ
日
の
二
月
一
五
日
の
こ
と
で
す

が
、「
東
七
条
の
町
民
が
こ
の
失
言
問
題
で
失
言
の
謝
罪
を
せ
ま
り
」、

「
一
七
日
、
東
町
民
代
表
者
吉
崎
某
外
数
名
が
上
田
議
員
宅
に
直
接

談
判
に
来
た
。
そ
の
結
果
、
二
十
二
日
憤
慨
す
る
町
民
を
鎮
撫
す
べ

く
勇
山
こ
と
増
田
伊
三
郎
氏
に
依
頼
し
た
。
然
し
失
言
の
取
下
げ
は
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鈴
木
議
員
の
反
省
を
促
し
た
上
で
の
こ
と
で
、
只
失
言
に
つ
き
陳
謝

の
謝
罪
文
と
新
聞
広
告
の
原
稿
を
交
付
し
た
」
と
の
記
述
が
紹
介
さ

れ
て
い
ま
す
。増
田
に
依
頼
し
た
の
は
、ほ
か
な
ら
ぬ
上
田
で
す
。「
憤

慨
す
る
町
民
を
鎮
撫
す
べ
く
」、
つ
ま
り
吉
崎
を
は
じ
め
と
し
た
東

七
条
の
住
民
を
な
だ
め
て
く
れ
と
、
侠
客
の
増
田
に
頼
ん
だ
わ
け
で

す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
上
田
は
差
別
発
言
の
不
当
性
を
認
識
し
、
謝

罪
す
る
つ
も
り
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
鈴
木
が
自
分
に
対
し
て
謝
罪

し
な
い
と
、
自
分
が
先
に
謝
る
の
は
沽
券
に
か
か
わ
る
、
ま
た
自
分

の
気
が
す
ま
ぬ
と
い
う
の
が
上
田
の
立
場
で
す
。

　
こ
こ
で
問
題
は
、
南
梅
吉
が
上
田
に
抗
議
し
た
と
い
う
動
き
が
東

七
条
の
動
き
と
関
係
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
連
絡
を
と
っ
て
い
る
の

か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
読
む
と
、
関
係
も
連
絡
も
な
い
可
能

性
が
高
い
よ
う
で
す
。
つ
ま
り
南
は
単
独
で
行
動
し
、
吉
崎
を
は
じ

め
と
し
た
東
七
条
の
住
民
と
は
関
係
な
く
行
動
し
て
い
る
の
で
す
。

読
み
と
れ
る
重
要
な
点
は
、
上
田
が
本
当
に
恐
れ
た
の
は
吉
崎
を
は

じ
め
と
し
た
東
七
条
の
住
民
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
な
ぜ
か

と
い
う
と
最
後
の
手
段
、
つ
ま
り
家
に
押
し
か
け
て
大
衆
的
な
抗
議

を
さ
れ
た
ら
困
る
、
新
聞
で
大
き
く
報
道
さ
れ
て
し
ま
う
、
だ
か
ら

勇
山
こ
と
侠
客
の
増
田
に
東
七
条
の
住
民
を
な
だ
め
て
無
事
に
収
拾

し
て
く
れ
と
依
頼
し
た
わ
け
で
す
。
実
の
と
こ
ろ
増
田
と
南
は
良
好

な
関
係
で
し
た
が
、
吉
崎
は
増
田
と
関
係
が
な
か
っ
た
よ
う
で
す
か

ら
、
本
当
に
収
拾
が
可
能
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

　
続
い
て
「
検
事
聴
取
書
」
か
ら
、「
二
十
五
日
上
田
議
員
は
白
畑

弁
護
士
を
介
し
て
増
田
氏
と
自
宅
で
会
見
し
て
、
当
時
噂
が
あ
っ
た

三
月
三
日
水
平
社
の
大
会
終
了
後
会
衆
が
上
田
議
員
方
に
押
し
寄
せ

る
と
云
う
こ
と
の
防
止
を
依
頼
し
て
そ
の
保
証
を
得
た
」
と
の
記
述

が
あ
り
ま
す
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
三
月
三
日
の
全
水
創
立
大

会
で
は
確
か
に
上
田
の
差
別
発
言
に
抗
議
す
る
と
い
う
決
議
が
決
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
穏
健
な
立
場
の
南
に
関
し
て
は
、
お
そ
ら

く
上
田
の
家
に
押
し
か
け
る
と
い
う
こ
と
は
賛
成
で
な
か
っ
た
と
思

い
ま
す
。
上
田
の
家
に
押
し
か
け
よ
う
と
し
た
の
は
、
吉
崎
を
は
じ

め
と
し
た
東
七
条
の
住
民
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
水
平
社
の
中
で
も
、

穏
健
的
な
南
梅
吉
、
急
進
的
な
吉
崎
民
之
助
ら
と
い
う
二
つ
の
流
れ

が
あ
っ
て
、
急
進
的
な
吉
崎
ら
が
上
田
の
家
に
大
会
の
決
議
を
も
っ

て
訪
れ
た
ら
大
変
な
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
上
田
は
増
田
に

吉
崎
ら
を
抑
え
て
く
れ
と
い
う
こ
と
を
頼
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。

　
こ
の
後
の
経
過
で
す
が
、
三
月
四
日
に
上
田
を
名
誉
棄
損
で
起
訴

す
る
予
定
で
し
た
が
、
そ
れ
が
実
行
に
移
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
分
か

り
ま
せ
ん
。
多
分
で
す
が
、
決
議
は
し
た
け
れ
ど
も
全
水
中
央
執
行

委
員
と
南
梅
吉
が
起
訴
す
る
こ
と
に
反
対
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
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し
た
が
っ
て
吉
崎
ら
東
七
条
の
住
民
は
、
浮
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
実
の
と
こ
ろ
、
全
水
の
中
央
執
行
委
員
の
桜

田
規
矩
三
と
い
う
の
は
、
南
梅
吉
と
吉
崎
民
之
助
の
中
間
に
い
る
人

物
で
す
。
桜
田
は
東
七
条
で
は
吉
崎
ら
と
青
年
団
運
動
を
や
っ
て
い

て
、
友
愛
会
や
労
働
組
合
の
グ
ル
ー
プ
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
、
ど

ち
ら
か
と
い
う
と
急
進
的
で
す
。
ご
存
知
の
と
お
り
南
梅
吉
は
、
も

と
も
と
部
落
改
善
運
動
を
や
っ
て
い
た
保
守
的
と
い
う
か
穏
健
的
で

す
。
南
は
中
央
執
行
委
員
長
で
権
限
が
あ
っ
た
の
で
名
誉
棄
損
と
か

過
激
な
行
動
に
は
出
な
く
て
、
結
果
的
に
吉
崎
ら
東
七
条
の
住
民
を

増
田
伊
三
郎
と
連
携
し
な
が
ら
抑
え
込
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

　
た
だ
し
全
水
も
何
も
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
な

の
で
、
全
水
中
央
執
行
委
員
会
が
公
開
状
を
出
す
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
は
『
日
出
新
聞
』
一
九
二
二
年
四
月
六
日
付
の
「
読
者
の

領
分
」
に
投
稿
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
、
全
水
中
央
執
行
委
員
会
の
名

で
出
さ
れ
た
文
章
で
す
。
こ
れ
の
前
提
と
し
て
重
要
な
点
は
、
三
月

一
一
日
に
京
都
地
方
裁
判
所
が
鈴
木
に
対
し
て
、
罰
金
五
〇
円
の
有

罪
判
決
を
下
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
対
す
る
批
判
と
い
う
形

で
、
全
水
も
見
解
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
ま
し
た
。
そ
う

し
な
い
と
、
吉
崎
と
か
東
七
条
の
住
民
か
ら
全
水
は
何
も
し
て
い
な

い
と
批
判
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
す
。
公
開
状
の
正
式
な

名
称
は
「
京
都
市
会
議
員
／
上
田
壮
吉
氏
／
並
に
同
志
を
選
出
せ
る

／
京
都
市
民
に
与
ふ
る
／
公
開
状
」、
日
付
は
大
正
一
一
年
四
月
、

文
章
主
体
は
「
全
国
水
平
社
／
中
央
執
行
委
員
会
」
で
す
。
中
央
執

行
委
員
会
と
は
、
全
水
の
大
会
に
次
ぐ
執
行
機
関
で
重
要
な
機
関
で

す
。
な
ぜ
全
水
中
央
執
行
委
員
会
な
の
か
、
こ
こ
に
南
梅
吉
の
個
人

名
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
意
味
が
あ
り
ま
す
。

　
大
事
な
と
こ
ろ
は
、
次
の
記
述
で
す
。
す
な
わ
ち
「
市
会
議
員
上

田
壮
吉
氏
が
過
般
神
聖
な
る
議
場
に
於
て
放
た
れ
た
る
穢
多
云
々
の

言
語
は
、
慥
に
吾
等
同
族
三
百
万
人
に
対
す
る
一
大
暴
言
で
あ
る
と

確
信
す
る
」
と
い
う
前
提
を
述
べ
、「
京
都
市
会
議
員
上
田
壮
吉
君
よ
、

君
の
無
智
と
君
の
不
誠
意
と
の
曝
露
に
依
っ
て
此
醜
態
を
敢
え
て
な

し
た
る
事
を
確
信
す
る
君
は
、
此
醜
態
を
演
出
し
て
君
の
良
心
に
恥

じ
ず
、
尚
且
市
会
議
員
の
名
誉
職
を
な
し
得
る
や
」
と
の
辞
職
を
勧

告
し
て
い
ま
す
。
つ
ぎ
に
「
京
都
市
民
よ
、
諸
君
は
斯
く
の
如
く
無

智
と
不
誠
意
と
の
所
有
者
な
る
上
田
壮
吉
君
を
以
て
尚
且
諸
君
の
代

表
者
と
な
し
又
適
任
者
な
り
と
信
ず
る
か
」
と
い
う
よ
う
に
、
京
都

市
民
に
対
し
て
姿
勢
を
問
い
か
け
て
い
ま
す
。
全
水
と
し
て
上
田
に

対
し
て
名
誉
棄
損
で
裁
判
は
起
こ
さ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
新
聞
の

投
書
と
い
う
形
で
上
田
に
辞
職
を
迫
り
、
京
都
市
民
に
対
し
て
は
問
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題
提
起
を
し
て
決
着
を
つ
け
よ
う
と
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
ど

う
も
抗
議
の
意
思
と
し
て
は
、
こ
の
文
章
全
体
を
読
む
と
弱
い
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
。
言
い
方
は
悪
い
の
で
す
が
、
仕
方
な
く
公
開
状
を

発
表
し
た
、
東
七
条
の
住
民
に
対
し
て
義
理
を
果
た
し
た
と
い
う
感

じ
で
す
。

　
上
田
壮
吉
差
別
事
件
に
つ
い
て
、
ま
と
め
て
お
き
ま
す
。
ま
ず
重

要
な
こ
と
は
、
東
七
条
の
住
民
が
上
田
壮
吉
の
差
別
発
言
に
対
し
て

徹
底
的
に
抗
議
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
東
七
条
の
住
民
は
、

上
田
を
殴
打
し
た
憲
政
会
の
鈴
木
紋
吉
を
一
貫
し
て
支
持
し
て
い
ま

す
。
こ
の
動
き
の
先
頭
に
立
っ
た
の
は
、
差
別
撤
廃
を
主
張
す
る
吉

崎
民
之
助
ら
革
新
的
か
つ
先
進
的
な
青
年
で
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て

全
水
創
立
を
準
備
し
て
い
た
南
梅
吉
は
、
上
田
に
鈴
木
告
訴
の
取
り

下
げ
を
要
求
し
ま
し
た
。
南
と
い
う
の
は
面
白
い
人
物
で
、
衆
議
院

議
員
の
片
桐
直
温
、
市
会
議
員
の
鈴
木
紋
吉
や
西
尾
林
太
郎
ら
の
憲

政
会
と
つ
な
が
っ
て
い
ま
し
た
。
当
時
は
政
友
会
の
政
権
で
す
か
ら
、

憲
政
会
は
野
党
で
す
。
憲
政
会
は
普
通
選
挙
運
動
を
熱
心
に
や
り
ま

す
が
、
南
ら
京
都
の
水
平
社
グ
ル
ー
プ
は
憲
政
会
と
つ
な
が
っ
て
い

ま
し
た
。
南
は
普
選
支
持
派
で
、
議
会
で
一
定
の
立
場
を
し
め
て
民

衆
の
要
求
を
吸
い
上
げ
て
部
落
改
善
に
役
立
て
よ
う
と
し
て
い
ま
し

た
。
上
田
と
の
調
停
を
買
っ
て
出
た
の
は
侠
客
の
増
田
伊
三
郎
と
憲

政
会
の
市
会
議
員
、
特
に
西
尾
で
す
。
西
尾
の
選
挙
地
盤
を
調
べ
た

ら
、
ど
こ
か
の
部
落
と
つ
な
が
り
が
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。
京
都
市
内
に
部
落
が
多
い
わ
け
で
す
か
ら
、
今
日
で

も
そ
う
で
す
が
、
選
挙
地
盤
に
大
き
い
部
落
が
あ
る
と
い
う
の
は
市

会
議
員
に
と
っ
て
大
事
な
わ
け
で
す
。

　
ま
た
吉
崎
を
は
じ
め
と
し
た
東
七
条
の
住
民
が
、
上
田
の
差
別
発

言
を
全
水
創
立
大
会
に
提
案
し
た
こ
と
に
も
大
き
な
意
味
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
し
て
全
水
中
央
執
行
委
員
会
は
上
田
と
京
都
市
民
に
対
し

て
公
開
状
を
発
し
ま
し
た
が
、
南
と
吉
崎
と
の
間
に
は
一
定
の
齟
齬

も
し
く
は
対
立
が
あ
っ
た
可
能
性
が
大
き
か
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
れ

を
最
初
に
指
摘
を
さ
れ
た
の
は
鈴
木
良
さ
ん
で
、
私
は
大
き
な
功
績

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
関
係
し
て
指
摘
し
て
お
く
べ
き
は
、
一
九
二

二
年
七
月
に
発
行
さ
れ
た
全
水
機
関
誌
『
水
平
』
第
一
号
の
こ
と
で

す
。
こ
れ
に
は
平
野
小
剣
が
書
い
た
と
思
わ
れ
る
「
全
国
水
平
社
創

立
大
会
記
」
が
載
り
ま
す
が
、
上
田
壮
吉
差
別
事
件
に
つ
い
て
は
全

く
触
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
南
が
中
央
執
行
委
員

と
し
て
権
限
を
ふ
る
っ
て
い
た
の
で
、
平
野
は
南
に
気
を
使
っ
て
東

七
条
の
動
き
な
ど
急
進
的
な
上
田
に
対
す
る
抗
議
の
動
き
を
載
せ
な

か
っ
た
の
だ
と
い
う
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
鈴
木
良
さ

ん
が
指
摘
し
た
南
と
吉
崎
ら
と
の
一
定
の
齟
齬
、
も
し
く
は
対
立
と
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い
う
の
は
、
妥
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

五
　
総
括
と
展
望

　
最
後
に
、
全
体
を
ま
と
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
は
、
全
水
創

立
前
の
部
落
差
別
に
対
す
る
抗
議
の
歴
史
的
意
味
に
つ
い
て
で
す
。

東
七
条
の
住
民
は
「
穢
多
」
を
用
い
た
差
別
発
言
に
憤
慨
し
て
抗
議

も
し
く
は
異
議
申
し
立
て
の
行
動
を
お
こ
な
い
、
差
別
し
た
社
会
的

責
任
と
し
て
謝
罪
を
要
求
し
て
獲
得
を
し
ま
し
た
。
ま
た
法
律
論
に

基
づ
い
て
、
部
落
差
別
の
犯
罪
性
を
告
発
し
、
ま
た
救
済
し
よ
う
と

も
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
一
九
一
六
年
六
月
の
『
博
多
毎
日
新
聞
』

に
お
け
る
差
別
事
件
と
共
通
す
る
面
が
あ
り
ま
す
。
実
は
全
水
創
立

前
に
差
別
に
対
す
る
抗
議
が
全
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
博
多
毎

日
差
別
事
件
、
京
都
駅
事
件
、
上
田
壮
吉
差
別
事
件
の
よ
う
な
三
つ

の
代
表
的
な
事
例
が
あ
り
ま
し
た
。
全
水
創
立
以
前
に
は
、
他
に
も

全
国
各
地
で
差
別
事
件
が
起
こ
り
、
大
小
の
違
い
は
あ
り
ま
し
た
が

抗
議
活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　
次
は
、
京
都
駅
差
別
事
件
お
よ
び
上
田
壮
吉
差
別
事
件
と
全
水
創

立
と
の
関
係
で
す
。
と
く
に
上
田
壮
吉
差
別
事
件
は
全
水
創
立
大
会

で
提
案
さ
れ
、
名
誉
棄
損
を
理
由
に
告
訴
す
る
動
き
が
あ
っ
た
よ
う

に
、
全
水
創
立
と
深
く
関
係
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
全
水
創
立

大
会
に
は
約
三
〇
〇
〇
人
が
参
加
し
た
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、

多
く
の
著
書
に
も
書
か
れ
て
き
ま
し
た
が
、
私
は
約
一
〇
〇
〇
人
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
、
最
も
少
な
い
の
は
約
七
〇
〇
人
と
い
う
説

で
、
こ
れ
は
水
平
社
博
物
館
の
駒
井
忠
之
さ
ん
が
主
張
し
て
い
ま
す
。

約
三
〇
〇
〇
人
が
参
加
し
て
い
な
い
か
ら
意
味
が
な
い
の
で
は
な
く
、

私
の
い
う
約
一
〇
〇
〇
人
、
駒
井
さ
ん
が
い
う
約
七
〇
〇
人
の
参
加

者
が
京
都
に
集
ま
っ
た
と
い
う
意
味
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
参
加
者
が
多
か
っ
た
の
は
京
都
で
す
が
、
大
阪
や
奈
良
、
そ
し

て
近
畿
一
円
か
ら
も
参
加
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
多
く
の
人
び
と
が
全

水
創
立
大
会
に
参
加
し
た
の
か
と
い
う
と
、
差
別
事
件
に
対
す
る
抗

議
の
大
会
を
や
る
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
集
ま
っ
た
人
も
、
実
は
多

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
全
水
機
関
紙
『
水
平
』
第
一
号
に
は
、
京
都
駅
差
別
事
件
に

関
係
し
た
東
七
条
の
若
林
嘉
七
、
上
田
壮
吉
差
別
事
件
に
関
係
し
た

侠
客
の
増
田
伊
三
郎
、
憲
政
会
の
市
会
議
員
で
あ
る
鈴
木
紋
吉
、
西

尾
林
太
郎
、
田
中
新
七
、
鎌
田
直
二
郎
ら
が
有
料
の
名
刺
広
告
を
掲

載
し
て
い
ま
す
。
増
田
と
西
尾
か
ら
は
、
別
の
官
憲
史
料
で
す
が
全

水
創
立
に
関
す
る
資
金
の
提
供
を
受
け
た
と
ま
で
書
い
て
あ
る
ん
で

す
。
実
の
と
こ
ろ
、
南
梅
吉
は
こ
の
憲
政
会
の
市
会
議
員
や
増
田
伊
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三
郎
ら
と
す
ご
く
仲
が
い
い
の
で
す
。
だ
か
ら
全
水
社
創
立
に
際
し

て
資
金
が
市
会
議
員
だ
け
で
な
く
、
増
田
伊
三
郎
、
つ
ま
り
侠
客
か

ら
出
て
い
る
と
い
う
の
は
注
目
す
べ
き
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ

し
増
田
は
侠
客
、
大
日
本
国
粋
会
な
の
で
悪
の
権
化
の
よ
う
に
の
み

考
え
る
の
は
間
違
い
で
す
。
大
日
本
国
粋
会
は
地
域
社
会
の
安
定
の

た
め
に
調
停
を
す
る
と
い
う
、
そ
れ
な
り
に
自
分
た
ち
の
善
意
、
客

観
的
に
は
別
で
す
が
、
少
な
く
と
も
主
観
的
に
は
善
意
が
あ
っ
た
の

も
確
か
で
す
。
こ
の
よ
う
に
侠
客
で
大
日
本
国
粋
会
の
重
鎮
で
あ
っ

た
増
田
が
全
水
創
立
に
際
し
て
資
金
を
提
供
し
た
と
い
う
こ
と
は
、

も
っ
と
深
く
検
討
さ
れ
て
よ
い
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。

　
最
も
重
要
な
点
は
、
京
都
駅
差
別
事
件
と
上
田
壮
吉
差
別
事
件
に

対
す
る
抗
議
が
、
初
期
水
平
運
動
の
徹
底
的
糺
弾
と
ど
の
よ
う
に
関

係
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
二
つ
の
抗
議
は
「
糺
弾
」

と
は
命
名
さ
れ
ず
に
自
然
発
生
的
で
あ
り
、
ま
し
て
明
確
な
論
理
を

も
つ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
っ
と
言
え
ば
明
確
な
組
織

性
が
な
い
、
つ
ま
り
論
理
も
組
織
も
明
確
で
な
か
っ
た
の
で
す
。
全

水
に
お
け
る
部
落
差
別
に
対
す
る
意
識
的
か
つ
組
織
的
な
糺
弾
は
、

初
期
水
平
運
動
に
お
け
る
独
自
の
闘
争
形
態
で
あ
る
徹
底
的
糺
弾
を

出
発
点
と
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
京
都
駅
差
別
事
件
と
上
田
壮
吉
差

別
事
件
に
対
す
る
抗
議
は
、
初
期
水
平
運
動
の
徹
底
的
糺
弾
に
継
承

さ
れ
る
前
期
的
形
態
と
し
て
、
カ
ギ
括
弧
を
つ
け
て
「
差
別
糺
弾
闘

争
」
と
呼
ぶ
し
か
ほ
か
な
い
、
こ
れ
が
私
の
結
論
で
す
。

　
ま
と
ま
り
の
な
い
話
で
し
た
が
、
ご
清
聴
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

ど
う
も
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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近
代
京
都
の
被
差
別
部
落
と
在
日
朝
鮮
人

― 

錦
林
地
区
と
土
木
事
業 

―

高
　
野

　
昭

　
雄
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第
一
章

　
は
じ
め
に

　
大
阪
大
谷
大
学
の
高
野
と
申
し
ま
す
。
本
日
は
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。
私
の
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ
に
、
被
差
別
部
落

に
在
住
し
た
日
本
人
と
朝
鮮
人
と
の
生
業
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
京
都
市
の
男
性
に
お
い
て
は
、
明
確
な
違
い
が

あ
り
ま
す
。

　
ビ
ロ
ー
ド
織
を
は
じ
め
と
す
る
織
物
業
に
は
、
多
く
の
朝
鮮
人
が

従
事
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
被
差
別
部
落
在
住
日
本
人
男
性
で

従
事
し
た
人
は
非
常
に
少
な
か
っ
た
の
で
す
。
対
照
的
に
、
靴
履
物

修
繕
製
造
業
に
は
被
差
別
部
落
在
住
日
本
人
の
多
く
が
従
事
し
て
き

ま
し
た
。
し
か
し
、
京
都
市
在
住
朝
鮮
人
で
従
事
し
た
人
は
非
常
に

少
な
か
っ
た
の
で
す
。
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
京
都
市
の
被
差
別
部
落

と
在
日
朝
鮮
人
―
西
陣
織
を
め
ぐ
っ
て
」（
大
阪
大
谷
大
学
教
育
学

会
『
教
育
研
究
』
第
四
三
号
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
）、
同
「
在
日

朝
鮮
人
社
会
と
京
都
―
被
差
別
部
落
と
友
禅
・
染
色
業
か
ら
考
え
る
」

（
原
田
敬
一
編
『
近
代
日
本
の
政
治
と
地
域
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇

一
九
年
六
月
）
な
ど
を
御
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
し
か
し
本
日
は
、
被
差
別
部
落
在
住
日
本
人
と
朝
鮮
人
と
の
共
通

の
仕
事
で
あ
る
土
木
事
業
に
つ
い
て
論
じ
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
日

の
話
の
中
心
は
錦
林
地
区
に
な
り
ま
す
。
錦
林
地
区
は
、
一
九
三
一

年
の
市
域
拡
張
以
前
か
ら
京
都
市
内
に
あ
っ
た
六
つ
の
大
き
な
被
差

別
部
落
の
中
で
、
史
料
上
の
制
約
が
大
き
い
こ
と
も
あ
り
、
先
行
研

究
で
は
あ
ま
り
検
討
さ
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
九
五
三
年
に
京

都
市
で
最
初
に
改
良
住
宅
が
竣
工
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
経
緯

を
前
川
修
「
戦
時
下
「
京
都
市
地
方
改
善
地
区
整
理
事
業
」
か
ら
戦

後
「
錦
林
地
区
改
良
住
宅
建
設
事
業
」
へ
」（『
解
放
研
究
』
第
二
二

号
／
『
明
日
を
拓
く
』
第
七
六
号
、
二
〇
〇
八
年
九
月
）
が
綿
密
に

論
じ
て
い
ま
す
が
、
管
見
の
限
り
、
こ
の
論
文
以
外
に
、
先
行
研
究

で
本
格
的
に
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
だ
け

残
さ
れ
た
史
料
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。

　
京
都
部
落
問
題
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
で
は
、
二
〇
〇
七
年
度
か
ら

二
〇
一
二
年
度
に
か
け
て
、「
地
元
で
学
ぶ
地
元
の
歴
史
」
と
題
し

た
連
続
講
演
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
二
〇
〇
七
年
度
は
竹
田
地
区
、

二
〇
〇
八
年
度
は
東
三
条
地
区
、
二
〇
〇
九
年
度
は
千
本
地
区
、
二

〇
一
〇
年
度
は
東
七
条
地
区
、
二
〇
一
一
年
度
は
田
中
地
区
、
二
〇

一
二
年
度
は
西
三
条
地
区
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
旧
市

域
に
あ
っ
た
六
つ
の
大
規
模
被
差
別
部
落
の
中
で
、
錦
林
地
区
だ
け

は
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
す
。
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第
二
章

　
統
計
史
料
か
ら
み
る
錦
林
地
区

（
１
）
戦
後
一
九
五
〇
年
代
初
頭
の
統
計
史
料

　
表
１
～
５
は
、
戦
後
一
九
五
一
年
に
行
わ
れ
た
行
政
調
査
の
結
果

を
示
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
時
期
の
京
都
市
に
は
八
つ
の
大
規
模
被

差
別
部
落
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
八
大
被
差
別
部
落
の
中
で
、
錦

林
地
区
は
面
積
・
人
口
と
も
に
最
小
で
し
た
。
表
１
は
、
八
大
被
差

別
部
落
の
中
で
、
錦
林
地
区
の
生
活
保
護
率
が
最
も
高
か
っ
た
こ
と

を
示
し
ま
す
。
約
四
分
の
一
の
世
帯
が
生
活
保
護
を
受
け
て
い
ま
し

た
。

　
表
２
は
、
子
供
の
不
就
学
率
を
示
し
ま
す
が
、
小
学
校
に
つ
い
て

は
、
錦
林
地
区
が
八
大
被
差
別
部
落
の
中
で
、
最
も
高
か
っ
た
の
で

す
。
小
学
校
で
は
約
四
分
の
一
が
不
就
学
、
戦
後
生
ま
れ
た
新
制
中

学
校
で
は
半
数
近
く
が
不
就
学
で
し
た
。
非
常
に
高
い
数
値
で
す
。

　
表
３
が
示
す
よ
う
に
、
錦
林
地
区
を
は
じ
め
と
す
る
当
時
の
被
差

別
部
落
で
は
、
同
一
地
区
内
に
本
籍
地
を
も
つ
人
が
非
常
に
多
い
状

況
が
あ
り
ま
し
た
。
厳
し
い
差
別
と
貧
困
の
中
で
、
周
囲
か
ら
隔
絶

さ
れ
た
よ
う
な
状
況
が
あ
り
、
ま
た
教
育
状
況
は
地
区
に
住
む
人
々

の
地
区
外
進
出
を
阻
ん
で
い
ま
し
た
。
読
み
書
き
が
で
き
な
け
れ
ば
、

運
転
免
許
を
と
る
こ
と
も
、
バ
ス
に
乗
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
安

定
し
た
仕
事
に
就
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
表
４
は
職
業
状
況
を
示
し
ま
す
が
、
錦
林
地
区
で
は
、
有
業
者
の

六
二
・
八
％
が
「
日
雇
・
そ
の
他
」
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
数
字
も
八
大
被
差
別
部
落
の
中
で
最
も
高
い
数
字
で
し
た
。
表

５
は
、
錦
林
地
区
で
は
職
業
安
定
所
を
通
じ
て
就
業
す
る
人
の
比
率

が
、
八
大
被
差
別
部
落
の
中
で
最
も
高
か
っ
た
こ
と
を
示
し
ま
す
。

表
４
・
５
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
錦
林
地
区
で
は
、
失
業
対
策
事
業

に
よ
る
日
雇
労
働
に
従
事
す
る
人
の
比
率
が
非
常
に
高
か
っ
た
、
八

大
被
差
別
部
落
の
中
で
も
最
も
高
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
就
業

と
は
い
っ
て
も
「
失
業
」
に
近
い
状
況
だ
っ
た
の
で
す
。
貧
し
い
被

差
別
部
落
の
中
で
も
、
最
も
厳
し
い
状
況
に
あ
っ
た
の
が
錦
林
地
区

で
し
た
。

　
戦
前
の
錦
林
地
区
で
は
、
生
業
は
土
木
事
業
が
中
心
で
し
た
。
し

か
し
、
戦
時
中
に
京
都
市
内
で
の
土
木
工
事
が
激
減
し
、
一
九
五
〇

年
代
初
頭
は
そ
の
状
況
が
ま
だ
続
い
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
ア
メ
リ

カ
の
占
領
下
、
一
九
四
七
年
に
制
定
さ
れ
た
職
業
安
定
法
に
よ
っ
て

労
働
者
供
給
事
業
が
禁
止
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
錦
林
地
区
で
は
、

土
方
・
土
工
の
仕
事
が
減
少
し
た
ま
ま
だ
っ
た
の
で
す
。
ち
な
み
に

日
本
独
立
後
の
一
九
五
二
年
、
職
業
安
定
法
の
施
行
規
則
が
改
定
さ

れ
、
労
働
者
供
給
事
業
は
復
活
し
て
い
き
ま
す
（
三
塚
武
雄
「
飯
場

の
街
」『
部
落
』
第
二
五
八
号
、
一
九
七
〇
年
五
月
）。

近代京都の被差別部落と在日朝鮮人
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（
２
）
戦
前
期
一
九
三
〇
年
代
の
統
計
史
料

　
表
６
～
11
は
、
戦
前
期
一
九
三
〇
年
代
を
中
心
と
す
る
統
計
史
料

で
す
。
表
６
は
、
八
大
被
差
別
部
落
へ
の
朝
鮮
人
の
流
入
を
示
し
ま

す
。
錦
林
地
区
は
、
他
の
地
区
と
異
な
り
、
戦
前
期
一
九
三
七
年
に

お
い
て
も
、
朝
鮮
人
人
口
率
は
高
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
錦
林
地

区
内
へ
の
朝
鮮
人
の
流
入
は
少
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
錦

林
地
区
と
朝
鮮
人
労
働
者
に
は
強
い
関
係
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
こ

と
が
今
日
の
報
告
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
な
り
ま
す
。

　
表
７
は
、
戦
前
期
京
都
市
に
お
い
て
土
方
・
日
傭
の
仕
事
に
従
事

し
た
の
は
、
約
半
数
が
朝
鮮
人
で
あ
り
、
約
半
数
が
日
本
人
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
ま
す
。
日
本
人
の
う
ち
、
約
三
分
の
二
が
、
市
内
の

大
規
模
被
差
別
部
落
の
住
民
で
し
た
（
末
尾
、
高
野
二
〇
一
九
を
参

照
）。

　
表
８
か
ら
は
、
錦
林
地
区
は
、
深
草
地
区
の
次
に
有
業
者
数
が
少

な
か
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
土
工
・
土
方
の
仕
事
に
従
事
し
た

人
は
、
八
大
被
差
別
部
落
の
中
で
最
も
多
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
他
の
被
差
別
部
落
と
は
異
な
り
、
靴
履
物
職
、
登
録
労
働
者
、

行
商
は
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
錦
林
地
区
は
、
土
木
事
業
が
中
心

の
被
差
別
部
落
で
し
た
。

　
表
９
は
、
錦
林
地
区
に
お
い
て
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
の
労
働
力

不
足
の
中
、
男
子
、
と
り
わ
け
若
い
人
を
中
心
と
す
る
世
帯
員
は
印

刷
業
、
女
子
は
鹿
の
子
絞
り
の
内
職
に
従
事
す
る
者
が
増
え
て
い
た

こ
と
を
示
し
ま
す
。
印
刷
業
は
、
岡
崎
近
辺
の
零
細
企
業
へ
の
勤
務

に
よ
る
も
の
で
、
鹿
の
子
絞
り
は
、
本
場
で
あ
る
京
都
南
部
の
被
差

別
部
落
か
ら
婦
女
子
が
錦
林
地
区
に
嫁
い
で
き
た
こ
と
か
ら
伝
わ
っ

た
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
仕
事
に
従
事
す
る
人
は
、
表

４
が
示
す
戦
後
一
九
五
一
年
の
デ
ー
タ
で
は
減
少
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

　
表
10
は
錦
林
地
区
に
お
け
る
朝
鮮
人
人
口
を
、
表
11
は
錦
林
地
区

に
お
け
る
朝
鮮
人
の
職
業
を
示
し
ま
す
。
錦
林
地
区
が
土
木
事
業
中

心
の
被
差
別
部
落
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
錦
林
地
区
に
流
入
し
た
朝

鮮
人
の
仕
事
も
自
由
労
働
者
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

第
三
章

　
錦
林
地
区
と
土
木
事
業
―
朝
鮮
人
労
働
者
の
か
か
わ
り
を

中
心
に

　
錦
林
地
区
周
辺
の
鹿
ケ
谷
一
帯
は
、
鹿
ケ
谷
南
瓜
（
か
ぼ
ち
ゃ
）

で
知
ら
れ
た
農
村
で
し
た
。
一
八
八
六
年
の
京
都
府
勧
業
課
『
明
治

一
九
年
臨
時
、
旧
穢
多
非
人
調
書
』
に
よ
る
と
、
錦
林
地
区
で
は
、

雑
業
と
日
雇
稼
が
職
業
の
八
三
％
を
占
め
て
い
ま
し
た
。
明
治
時
代

か
ら
、
部
落
産
業
で
あ
る
靴
履
物
修
繕
製
造
業
へ
の
従
事
者
が
非
常
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に
少
な
い
被
差
別
部
落
で
し
た
。
一
八
八
八
年
、
京
都
府
上
京
区
に

編
入
さ
れ
、
翌
一
八
八
九
年
の
市
制
施
行
と
同
時
に
、
そ
の
ま
ま
京

都
府
京
都
市
上
京
区
に
編
入
さ
れ
ま
す
。

　
京
都
市
編
入
後
、
錦
林
地
区
周
辺
部
は
開
発
が
進
み
ま
す
。
と
り

わ
け
隣
接
す
る
岡
崎
地
域
は
、
第
一
琵
琶
湖
疏
水
工
事
（
一
八
九
〇

年
完
成
）、
平
安
神
宮
の
創
建
（
一
八
九
五
年
）、
第
四
回
内
国
勧
業

博
覧
会
開
催
（
一
八
九
五
年
）、
岡
崎
公
園
の
開
設
（
一
九
〇
四
年
）

な
ど
に
よ
り
景
観
が
一
変
し
ま
し
た
。

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
京
都
市
三
大
事
業
（
一
九
〇
八
～
一
三
年
）

は
、
第
二
琵
琶
湖
疏
水
事
業
、
水
道
事
業
、
道
路
拡
築
・
電
気
軌
道

敷
設
事
業
を
指
し
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
事
業
を
担
う
土
方
の
多
く
は
、

被
差
別
部
落
に
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
史
料
①
は
、
第
二
琵
琶
湖
疏
水
工
事
に
よ
り
錦
林
地
区
の
人
口
が

増
加
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
史
料
②
は
、
第
二
琵
琶
湖
疏
水

工
事
を
錦
林
地
区
の
土
木
業
者
が
請
け
負
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
ま

す
。
ま
た
史
料
③
は
、
宇
治
川
水
電
事
業
と
京
都
市
三
大
事
業
に
、

約
二
四
〇
人
の
朝
鮮
人
労
働
者
が
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
ま
す
。

史
料
④
は
、
錦
林
地
区
の
土
木
請
負
業
者
の
下
で
、
四
人
の
朝
鮮
人

が
第
二
琵
琶
湖
疏
水
工
事
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
ま
す
。
こ

れ
ら
は
韓
国
併
合(

一
九
一
〇
年)

前
後
の
時
期
の
事
例
と
し
て
、

大
都
市
で
は
非
常
に
早
い
事
例
で
す
。
一
九
一
一
年
の
調
査
と
思
わ

れ
る「
警
視
庁
ノ
調
査
ニ
係
ル
清
国
人
朝
鮮
人
及
革
命
党
関
係
者
調
」

（
外
務
省
外
交
史
料
館
、
木
村
健
二
・
小
松
裕
編
『
史
料
と
分
析
「
韓

国
併
合
」
直
後
の
在
日
朝
鮮
人
・
中
国
人
―
東
ア
ジ
ア
の
近
代
化
と

人
の
移
動
』
明
石
書
店
、
一
九
九
八
年
、
所
収
）
に
記
載
さ
れ
た
朝

鮮
人
労
働
者
の
住
所
か
ら
、
第
二
琵
琶
湖
疏
水
工
事
に
は
、
少
な
く

と
も
十
数
人
の
朝
鮮
人
が
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　
第
一
次
世
界
大
戦
期
（
一
九
一
四
～
一
八
年
）
の
大
戦
景
気
に
よ

り
、
錦
林
地
区
の
周
囲
で
は
別
荘
地
や
住
宅
地
の
開
発
が
進
み
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
錦
林
地
区
は
、
そ
う
い
っ
た
周
囲
の
発
展
か
ら
取
り

残
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
が
続
き
ま
し
た
。
京
都
市
行
政
当
局
は
、
錦

林
地
区
を
、「
附
近
に
は
南
禅
寺
、
永
観
堂
等
の
著
明
な
る
名
刹
、

広
壮
な
る
別
荘
邸
宅
」
が
多
く
、「
周
囲
に
於
て
は
都
市
計
画
、
区

画
整
理
事
業
着
々
完
成
し
益
々
整
美
せ
る
に
反
し
、
地
区
内
は
孤
立

の
状
態
に
あ
り
、
通
路
狭
隘
に
し
て
土
地
凸
凹
し
、
環
境
頗
る
劣
悪

で
あ
る
」(

京
都
市
社
会
部
『
京
都
市
に
於
け
る
不
良
住
宅
地
区
に

関
す
る
調
査
』
一
九
四
〇
年
）
と
記
し
て
い
ま
す
。

　
関
東
大
震
災
後
、
一
九
二
〇
年
代
中
頃
以
降
か
ら
本
格
化
す
る
京

都
市
の
都
市
計
画
事
業
は
大
変
重
要
で
、
こ
の
事
業
で
北
大
路
通
・

西
大
路
通
・
九
条
通
に
代
表
さ
れ
る
、
か
つ
て
の
市
電
軌
道
最
外
郭

近代京都の被差別部落と在日朝鮮人
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線
が
建
設
さ
れ
、
住
宅
地
や
工
業
地
の
開
発
が
進
展
し
ま
す
。
こ
の

頃
か
ら
、
京
都
市
で
土
木
工
事
に
従
事
す
る
朝
鮮
人
が
急
増
し
ま
す
。

　
史
料
⑤
は
、
一
九
二
五
年
に
、
錦
林
地
区
の
土
木
請
負
業
者
の
下

で
、
十
数
名
の
朝
鮮
人
労
働
者
が
働
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
ま
す
。

　
ま
た
史
料
⑥
⑦
は
、
千
本
通
・
西
大
路
通
間
の
都
市
計
画
事
業
に
、

錦
林
地
区
の
日
本
人
と
朝
鮮
人
が
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
ま
す
。

史
料
⑥
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
錦
林
地
区
の
土
木
請
負
業
者
の
下
で
、

西
ノ
京
に
朝
鮮
人
飯
場
が
つ
く
ら
れ
、
そ
の
朝
鮮
人
飯
場
は
言
語
や

習
慣
の
問
題
も
あ
り
、
朝
鮮
人
飯
場
頭
に
よ
っ
て
統
率
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
こ
れ
ら
京
都
市
西
部
の
都
市
計
画
事
業
は
、
京
都
市
東
部
に

あ
る
錦
林
地
区
か
ら
約
五
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
地
域
で
行
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
錦
林
地
区
の
土
木
請
負
業
者
は
、
京
都
市
西
部
の
都
市
計
画

事
業
に
お
い
て
、
そ
の
人
夫
供
給
を
支
え
て
い
ま
し
た
。

　
史
料
⑧
も
京
都
市
西
部
の
工
事
に
関
す
る
記
事
で
す
。
京
都
市
電

七
条
線
が
山
陰
本
線
の
下
を
通
る
地
点
、
い
わ
ゆ
る
「
千
本
ガ
ー
ド
」

で
の
道
路
工
事
に
関
す
る
記
事
で
す
。「
千
本
ガ
ー
ド
」
が
完
成
し

た
の
は
昭
和
天
皇
即
位
の
大
典
が
行
わ
れ
た
一
九
二
八
年
で
す
。
こ

の
時
の
工
事
に
も
朝
鮮
人
労
働
者
が
従
事
し
、「
大
典
」
に
間
に
合

わ
せ
る
た
め
工
事
が
急
が
さ
れ
、
朝
鮮
人
労
働
者
に
負
傷
者
が
出
て

い
ま
し
た
。
詳
し
く
は
、
塚
﨑
昌
之
「
一
九
二
八
年
、
昭
和
天
皇
の

即
位
の
「
大
典
」
に
見
る
朝
鮮
人
の
利
用
と
排
除
―
朝
鮮
人
土
木
労

働
者
の
動
き
を
中
心
に
し
て
」（『
在
日
朝
鮮
人
史
研
究
』
第
四
五
号
、

二
〇
一
五
年
一
〇
月
）
を
参
照
し
て
下
さ
い
。

　
史
料
⑧
は
、
そ
の
後
一
九
三
四
年
に
行
わ
れ
た
「
千
本
ガ
ー
ド
」

か
ら
さ
ら
に
西
方
へ
の
延
伸
工
事
、
七
条
千
本
―
西
大
路
七
条
間
の

工
事
に
関
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
事
故
の
被
害
者
で
あ
る
朝
鮮
人
玉

敬
五
は
、
後
に
錦
林
地
区
の
協
和
会
補
導
員
と
な
る
人
物
で
す
。
こ

の
史
料
⑧
も
、
京
都
市
西
部
の
都
市
計
画
事
業
に
錦
林
地
区
の
朝
鮮

人
労
働
者
が
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
史
料
⑨
は
、
錦
林
地
区
在
住
の
土
木
請
負
業
者
が
、
錦
林
地
区
か

ら
東
南
に
約
二
・
五
キ
ロ
離
れ
た
山
科
日
ノ
岡
の
飯
場
に
住
ん
で
い

た
約
一
〇
〇
人
の
朝
鮮
人
労
働
者
を
京
都
市
北
西
部
の
市
電
大
徳
寺

線
付
近
で
使
役
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
一
九
二
〇
年
代
中
頃
か
ら
本
格
化
す
る
都
市
計
画
事
業
に
お
い
て
、

錦
林
地
区
の
土
木
請
負
業
者
は
、
多
く
の
朝
鮮
人
労
働
者
を
使
役
し

て
い
ま
し
た
。
錦
林
地
区
は
、
八
大
被
差
別
部
落
の
中
で
は
、
地
区

内
に
居
住
す
る
朝
鮮
人
人
口
は
少
な
い
地
区
で
し
た
が
、
そ
れ
は
錦

林
地
区
の
土
木
請
負
業
者
の
配
下
に
あ
っ
た
朝
鮮
人
飯
場
が
、
京
都

市
西
部
地
域
や
山
科
地
域
な
ど
、
よ
り
広
い
土
地
が
確
保
で
き
る
場

所
に
作
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
っ
た
の
で
す
。
自
動
車
や
ト
ラ
ッ
ク
な
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ど
の
交
通
手
段
の
発
達
が
そ
う
い
っ
た
状
況
を
後
押
し
し
て
い
ま
し

た
。

　
史
料
⑩
は
、
京
都
高
等
工
芸
学
校
（
現
在
の
京
都
工
芸
繊
維
大
学
）

の
工
事
に
も
、
錦
林
地
区
の
土
木
請
負
業
者
の
下
で
朝
鮮
人
労
働
者

が
働
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
ま
す
。
図
２
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
ま

す
。
史
料
⑩
中
の
京
都
高
等
工
芸
学
校
は
官
立
で
す
の
で
、
図
２
中

の
事
業
主
京
都
市
と
は
異
な
り
ま
す
が
、
ほ
ぼ
相
当
す
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
同
様
に
、
史
料
⑩
中
の
建
築
下
請
負
業
者
山
本
伊
三
郎
が
、

図
２
中
の
手
伝
請
負
業
者
×
×
×
×
に
、
ま
た
史
料
⑩
中
の
鹿
ケ
谷

高
岸
町
（
錦
林
地
区
）
の
業
者［
Ｄ
］某
が
、
図
２
中
の
人
夫
供
給
△

△
組
に
、
史
料
⑩
中
の
朴
相
淳
が
、
図
２
中
の
鮮
人
飯
場
※
※
飯
場

に
、
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
戦
前
期
に
お
い
て
は
、
被
差
別
部
落
の
業
者
が
人
夫
供
給
請
負
業

を
営
み
、
被
差
別
部
落
住
民
と
と
も
に
朝
鮮
人
労
働
者
を
使
役
し
て

い
ま
し
た
が
、
史
料
⑩
は
そ
の
典
型
事
例
を
示
し
て
い
ま
す
。
戦
前

期
に
お
い
て
、
土
木
業
者
が
京
都
で
成
長
し
て
い
く
た
め
に
は
、
失

業
者
が
多
く
不
安
定
な
就
労
状
況
の
下
に
あ
っ
た
朝
鮮
人
労
働
者
や

被
差
別
部
落
住
民
を
、
工
事
に
必
要
な
時
に
の
み
大
量
動
員
す
る
こ

と
が
不
可
欠
で
し
た
。
そ
の
動
員
の
形
態
（
何
段
階
に
も
分
け
ら
れ

た
工
事
の
下
請
け
構
造
）
が
、
史
料
⑩
お
よ
び
図
２
に
示
さ
れ
て
い

ま
す
。

第
四
章

　
お
わ
り
に

　
最
後
に
本
報
告
で
論
じ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
錦
林
地
区
で
は
、
伝
統
的
に
靴
履
物
修
繕
製
造
業
な
ど
の
部

落
産
業
は
発
達
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
人
々
の
多
く
は
、
雑
業
や

日
稼
仕
事
に
従
事
し
て
い
ま
し
た
。
近
代
京
都
の
三
大
事
業
、
中
で

も
第
二
琵
琶
湖
疏
水
工
事
が
近
隣
で
行
わ
れ
る
頃
か
ら
人
口
が
急
増

し
、
土
方
仕
事
が
多
く
の
世
帯
の
生
業
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ

の
状
況
は
、
一
九
二
〇
年
代
中
頃
か
ら
本
格
化
す
る
都
市
計
画
事
業

の
進
展
の
中
で
一
層
強
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　
錦
林
地
区
と
朝
鮮
人
労
働
者
の
関
わ
り
は
、
第
二
琵
琶
湖
疏
水
工

事
の
頃
か
ら
は
じ
ま
り
ま
す
が
、
関
係
が
強
ま
る
の
は
、
や
は
り
一

九
二
〇
年
代
中
頃
に
本
格
化
す
る
都
市
計
画
事
業
か
ら
で
す
。
錦
林

地
区
の
土
木
請
負
業
者
の
下
で
、
多
く
の
朝
鮮
人
労
働
者
が
京
都
市

の
都
市
計
画
事
業
に
従
事
し
ま
し
た
。
錦
林
地
区
は
、
他
の
大
規
模

被
差
別
部
落
に
比
べ
る
と
、
地
区
内
に
居
住
す
る
朝
鮮
人
人
口
は
少

な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
錦
林
地
区
の
土
木
請
負
業
者
の
配
下

に
あ
っ
た
朝
鮮
人
飯
場
が
、
市
街
西
部
の
工
事
現
場
近
く
や
山
科
地

域
な
ど
、
工
事
に
便
利
な
場
所
や
広
い
土
地
が
確
保
で
き
る
場
所
に
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作
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
ト
ラ
ッ
ク
や
自
動
車
の
発
達
が
そ
の
状

況
を
後
押
し
し
て
い
ま
し
た
。

　
大
正
か
ら
昭
和
戦
前
期
に
か
け
て
の
京
都
市
に
お
い
て
は
、
北
大

路
通
、
西
大
路
通
、
九
条
通
等
、
か
つ
て
の
市
電
軌
道
最
外
郭
線
が

建
設
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
碁
盤
目
状
の
京
都
ら
し
い
街
路
が
整
備
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
時
期
の
工
事
に
よ
り
、
高
度
成
長
期
頃
ま
で
の
京
都

市
の
骨
格
が
作
ら
れ
た
と
い
え
ま
す
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
都
市
計
画
事
業
を
土
木
労
働
者
と
し
て
支
え

た
の
が
、
被
差
別
部
落
住
民
や
朝
鮮
人
労
働
者
で
し
た
。
戦
前
期
の

京
都
市
に
お
け
る
土
木
建
築
工
事
で
は
、
被
差
別
部
落
の
土
木
請
負

業
者
、
人
夫
供
給
請
負
業
者
が
、
何
段
階
に
も
分
け
ら
れ
た
下
請
け

構
造
の
下
部
で
、
被
差
別
部
落
住
民
と
と
も
に
朝
鮮
人
労
働
者
を
使

役
す
る
ケ
ー
ス
が
多
く
見
ら
れ
た
の
で
す
。

※
引
用
史
料
中
等
の
差
別
的
表
記
は
、
そ
の
歴
史
性
に
鑑
み
て
そ
の

ま
ま
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

※
本
報
告
中
、
京
都
市
の
三
大
事
業
お
よ
び
都
市
計
画
事
業
に
つ
い

て
は
、
伊
藤
之
雄
「
大
正
の
京
都
―
都
市
改
造
事
業
の
展
開
と
特

別
市
制
運
動
」（
佛
教
大
学
編
『
京
都
の
歴
史
四
―
伝
統
の
生
成
』

京
都
新
聞
社
、
一
九
九
五
年
）、
同
「
都
市
経
営
と
京
都
市
の
改

造
事
業
の
形
成
―
一
八
九
五
～
一
九
〇
七
」（
伊
藤
之
雄
編
『
近

代
京
都
の
改
造
―
都
市
経
営
の
起
源 

一
八
五
〇
～
一
九
一
八
年
』

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）、
同
『「
大
京
都
」
の
誕
生
―

都
市
改
造
と
公
共
性
の
時
代 

一
八
九
五
～
一
九
三
一
年
』（
ミ
ネ

ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
八
年
）
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

※
本
報
告
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
高
野
昭
雄
「
近
代
京
都
の
土
木
工

事
と
朝
鮮
人
労
働
者
―
錦
林
地
区
を
中
心
に
」（『
大
阪
大
谷
大
学

紀
要
』
第
五
三
号
、
二
〇
一
九
年
二
月
）
お
よ
び
同
「
子
ど
も
の

不
就
学
と
識
字
学
級
―
京
都
市
錦
林
地
区
の
事
例
か
ら
学
ぶ
」（
大

阪
大
谷
大
学
教
育
学
会
『
教
育
研
究
』
第
四
六
号
、
二
〇
二
〇
年

一
二
月
）
を
御
参
照
下
さ
い
。
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「近代京都の被差別部落と在日朝鮮人―錦林地区と土木事業」

2020/11/13 高野昭雄

第１章 はじめに

（１）被差別部落在住日本人と朝鮮人との生業の違い（京都市：男性）

・織物業等の繊維産業（朝鮮人は従事、被差別部落在住日本人は従事者少ない）

・靴履物修繕製造業 （朝鮮人は従事者少ない、被差別部落在住日本人の多くが従事）

cf.拙稿「京都市の被差別部落と在日朝鮮人―西陣織をめぐって」（大阪大谷大学教育学会『教育研究』第43号、2017年12月）。

（２）被差別部落における日本人と朝鮮人との生業の共通性（京都市：男性）

・土木事業に従事（ただし飯場は異なることも多かった）

cf.拙稿「近代京都の土木工事と朝鮮人労働者 ― 錦林地区を中心に」（『大阪大谷大学紀要』第53号、2019年2月）。

（３）錦林地区の史料の少なさ

「地元で学ぶ地元の歴史」（京都部落問題研究資料センター、講演録ＨＰあり）

2007年度…竹田／2008年度…東三条／2009年度…千本

2010年度…七条／2011年度…田中／2012年度…西三条

※旧市域の六大被差別部落のうち、錦林地区は取り上げられてこなかった。

第２章 統計史料からみる錦林地区

（１）戦後初期1951年の調査史料→表１～５

・八大被差別部落の中で最小（面積・人口）。

・生活保護率が高い。不就学が多い。厳しい状況。

・日雇が多い（戦前：土木→戦後：日雇）土木事業の構造変化。印刷業に特徴。

・1953年、京都市で最初に改良住宅竣工。cf.前川修「戦時下「京都市地方改善地区整理事業」から戦後「錦林地

区改良住宅建設事業」へ」（『解放研究』第22号／『明日を拓く』第76号、2008年９月）。

（２）戦前期1920～30年代の史料→表６～11

・朝鮮人の流入は少ない。自由労働者。

・土工土方が非常に多い（八大被差別部落の中で最も多い）。

登録労働者、靴履物修繕製造業、行商が少ない。

・他には、印刷業、鹿の子絞り

・（参考）戦前期京都市における土方・日傭の仕事→約半分が朝鮮人、約半分が日本人。

日本人のうち、約３分の２が、市内の大規模被差別部落住民。

第３章 錦林地区と土木事業―朝鮮人労働者のかかわりを中心に

・鹿ケ谷南瓜

・1886年、京都府勧業課『明治19年臨時、旧穢多非人調書』

錦林地区→雑業と日雇稼が職業の83％。

靴履物修繕製造業従事者が非常に少ない。

・1888年、京都府上京区。1889年市制施行、京都府京都市上京区。

・第一琵琶湖疏水工事（1890年完成）、平安神宮（1895年）、第四回内国勧業博覧会開催（1895年）、

岡崎公園の開設（1904年）

・京都市三大事業（1908～13年）：「第二琵琶湖疏水」「水道」「道路拡築・電気軌道敷設」

錦林地区の日本人が従事。朝鮮人も従事【史料①②③④】

韓国併合(1910)前後の時期：在日朝鮮人史の中で、大都市では非常に早い事例。

第二琵琶湖疏水工事:十数人の朝鮮人 cf.1911年「警視庁ノ調査ニ係ル清国人朝鮮人及革命党関係者調」（外務省外交史料館）

近代京都の被差別部落と在日朝鮮人
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・第一次世界大戦（1914～1918年）＝大戦景気：錦林地区の周囲では別荘地・住宅地開発

「附近には南禅寺、永観堂等の著明なる名刹、広壮なる別荘邸宅」が多く、「周囲に於ては都市

計画、区画整理事業着々完成し益々整美せるに反し、地区内は孤立の状態にあり、通路狭隘にし

て土地凸凹し、環境頗る劣悪である」(京都市社会部『京都市に於ける不良住宅地区に関する調査』1940年）。

・東海道本線新線工事（1914～21年）朝鮮人労働者も従事 cf.拙稿「京都・大津間の交通網整備と朝鮮人労働者

―山科地区を中心に」（『世界人権問題研究センター紀要』23号、2018年7月）。

・1920年『国勢調査』：京都市在住朝鮮人713人

繊維工業従事者が393人（55％）。393人中、男性が224人。

土木建築業従事者は54人（すべてが男性）。

・1920年代中頃以降、都市計画事業の本格化

かつての市電軌道最外郭線（北大路通・西大路通・九条通etc）建設

錦林地区の日本人が従事。朝鮮人も従事【史料⑤】

・京都市西部の都市計画事業にも錦林地区の日本人と朝鮮人が従事。

錦林地区の土木請負業者の下に朝鮮人飯場。朝鮮人飯場頭が朝鮮人飯場を統率。

【史料⑥⑦⑧】

cf.「千本ガード」の工事(1928年：昭和天皇即位の大典の年)については、塚﨑昌之「一九二八年、昭和天皇の即位の「大典」に

見る朝鮮人の利用と排除―朝鮮人土木労働者の動きを中心にして」（『在日朝鮮人史研究』第45号、2015年10月）を参照。

・山科にも、錦林地区の土木請負業者の下に朝鮮人飯場。

【史料⑨】【図1】

・京都工芸繊維大学の工事にも、錦林地区の土木請負業者の下に朝鮮人。

【史料⑩】【図2】

・錦林地区の有力者（土木請負業）を営んでいた[Ａ3]が協和会指導員。

道路工事等に従事していた玉敬五が協和会補導員。

第４章 おわりに

本稿で論じてきたことをまとめたい。京都市の被差別部落である錦林地区では、伝統的に靴履物修

繕製造業などの部落産業は発達せず、土工や日稼の仕事に従事する者が多かった。近代京都の三大事

業、中でも第二琵琶湖疏水工事が近隣で行われる頃から人口が急増し、土方仕事が多くの世帯の生業

となっていた。その状況は、1920年代中頃から本格化する都市計画事業の進展の中で一層強まってい

った。

錦林地区と朝鮮人労働者の関わりは、第二琵琶湖疏水工事の頃からはじまるが、関係が強まるのは、

1920年代中頃に本格化する都市計画事業からである。錦林地区の土木請負業者の下で、多くの朝鮮人

労働者が京都市の都市計画事業に従事した。錦林地区は、他の大規模被差別部落に比べると、地区内

に居住する朝鮮人人口は少なかったが、それは錦林地区の土木請負業者の配下にあった朝鮮人飯場が、

市街西部の工事現場近くや山科地域など、工事に便利な場所や広い土地が確保できる場所に作られて

いたからである。

大正から昭和戦前期にかけての京都市においては、北大路通、西大路通、九条通等、かつての市電

軌道最外郭線が建設され、いわゆる碁盤目状の京都らしい街路が整備された。この時期の工事により、

高度成長期頃までの京都市の骨格が作られたのである。そして、これらの都市計画事業を土木労働者

として支えたのが、被差別部落住民や朝鮮人労働者であった。戦前期には、被差別部落の土木請負業

者、人夫供給請負業者が、何段階にも分けられた工事の下請け構造の下部で、被差別部落住民ととも

に朝鮮人労働者を使役するケースが多く見られた。

※引用史料中等の差別的表記は、その歴史性に鑑みてそのままとさせていただきました。

※本発表の詳細については、高野昭雄「近代京都の土木工事と朝鮮人労働者 ― 錦林地区を中心に」

（『大阪大谷大学紀要』第53号、2019年2月）を御参照ください。
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