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に

平
成
三
〇
年（
二
〇
一
八
）度
か
ら
徳
川
林
政
史
研
究
所
が
取
り
組
ん
で
い
る
岐
阜
県

中
津
川
市
加
子
母
地
区
の
内
木
哲
朗
家
所
蔵
史
料
調
査
は
、
令
和
四
年（
二
〇
二
二
）度

ま
で
の
間
で
計
一
二
回
実
施
さ
れ
て
き
た
。

内
木
家
は
美
濃
国
恵
那
郡
加
子
母
村
の
草
分
け
と
し
て
庄
屋
を
勤
め
、
享
保
一
五
年

〔
研
究
ノ
ー
ト
〕

碁
盤
の
製
作
と
御
山
守
内
木
家

萱
　
場
　
真
　
仁

（
一
七
三
〇
）か
ら
六
代
に
わ
た
っ
て
尾
張
藩
の
「
三
浦
・
三
ヶ
村
御
山
守
」
に
就
任
し

て
き
た
家
で
あ
る
。「
三
浦
・
三
ヶ
村
御
山
守
」（
以
下
、
本
稿
で
は
「
御
山
守
」
と
略
記
）

と
は
、
信
濃
国
筑
摩
郡
王
滝
村
の
三
浦
山
と
、
木
曽
山
南
西
に
位
置
す
る
美
濃
国
恵
那

郡
の
川
上
・
付
知
・
加
子
母
の
三
ヶ
村（
以
下
、
本
稿
で
は
「
濃
州
三
ヶ
村
」
と
標
記
す
る
）

の
御
山
の
管
理
を
担
っ
た
役
職
で
、
内
木
家
の
当
主
は
代
々
、
御
山
守
に
就
任
す
る
と

彦
七
も
し
く
は
彦
七
郎
を
通
称
し
、
嫡
子
は
御
山
守
見
習
に
就
任
す
る
と
善
右
衛
門
も

し
く
は
善
左
衛
門
を
名
乗
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。

三
浦
山
が
信
濃
・
美
濃
・
飛
驒
の
三
国
の
境
界
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

御
山
守
に
は
そ
の
境
界
を
明
確
に
す
る
た
め
の
「
御
境
伐
明
ヶ
」
が
重
要
な
職
務
の
一

つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
加
え
、
三
浦
山
な
ら
び
に
三
ヶ
村
の
御
山

の
見
廻
り
や
盗
伐
の
摘
発
、
村
方
か
ら
の
森
林
利
用
に
係
る
願
書
を
木
曽
材
木
奉
行
へ

取
り
次
ぐ
と
い
っ
た
職
務
も
、
近
世
を
通
じ
て
同
家
は
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
内
木
家
に
は
当
該
地
域
に
お
け
る
森
林
管
理
や
活
用
に
関
す
る
史
料
が
多
く

所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
検
討
・
分
析
を
通
じ
て
、
近
年
尾
張
藩
の
森
林
管
理
の
様

相
や
、
樹
木
の
育
成
過
程
の
一
端
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
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碁
盤
の
製
作
と
御
山
守
内
木
家

一
六
四

と
こ
ろ
で
、
従
来
尾
張
藩
領
木
曽
山
に
関
す
る
研
究
は
、
同
地
が
良
質
な
ヒ
ノ
キ
を

産
す
る
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
お
も
に
幕
府
や
尾
張
藩
に
よ
る
御
用
材
生
産
の

制
度
や
技
術
に
関
す
る
内
容
を
中
心
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
内
木
家
文
書
を
み

て
み
る
と
、
加
子
母
村
を
は
じ
め
と
す
る
村
々
で
は
、
百
姓
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
多
様

な
林
産
加
工
品
も
生
産
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
百
姓
た
ち
に
よ
る
森
林
利
用
は
、
木
曽
材
木
奉
行
に
対
し
て
願
い
出
を

し
た
う
え
で
実
施
が
許
可
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
加
子
母
村
を
は
じ
め
と
す
る

濃
州
三
ヶ
村
の
百
姓
た
ち
は
、
御
用
材
に
な
り
得
な
い
「
生
立
悪
敷
木
」
や
「
御
用
立

不
申
木
品
」
を
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
で
、
自
身
の
生
活
の
糧
と
し
て
い
た
。
御
山

守
内
木
家
は
、
彼
ら
の
森
林
利
用
の
願
い
出
を
木
曽
材
木
奉
行
へ
取
り
次
ぐ
役
割
を
果

た
し
た
り
、
生
産
場
所
の
見
廻
り
や
製
品
発
送
に
あ
た
っ
て
の
検
査
な
ど
を
お
こ
な
っ

た
り
し
て
い
た
。

一
方
で
、
尾
張
藩
の
役
人
た
ち
も
、
御
用
材
と
は
別
に
、
木
曽
山
の
森
林
資
源
を
個

別
に
利
用
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
、
本
稿
で
紹
介
す
る
「
碁
盤
」

で
あ
る
。
実
は
内
木
家
文
書
を
み
て
い
く
と
、
こ
れ
ら
碁
盤
を
製
作
す
る
に
あ
た
っ
て

御
山
守
内
木
家
が
役
人
た
ち
か
ら
直
接
依
頼
を
受
け
、
樹
木
の
選
定
や
製
作
そ
の
も
の

担
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
御
山
守
内
木
家
が
碁
盤
の
製
作
に
あ
た
っ
て
具
体
的
に
ど
の
よ

う
に
動
い
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
当
該
地
域
に
お
け
る
御
山
守
の
役
割

に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。

な
お
、
本
稿
で
は
お
も
に
「
御
山
方
御
用
幷
諸
事
日
記
」
と
内
木
家
「
御
用
状
留
」

を
検
討
対
象
史
料
と
し
て
扱
っ
て
い
く
。「
御
山
方
御
用
幷
諸
事
日
記
」（
以
下
、「
日
記
」

と
略
記
）は
、
内
木
家
一
一
代
目
当
主
の
内
木
彦
七
武
久
が
公
務（「
御
山
方
御
用
」）と

日
々
の
生
活（「
諸
事
」）を
詳
細
に
書
き
記
し
た
記
録
で
、
宝
暦
一
三
年（
一
七
六
三
）か
ら

安
永
四
年（
一
七
七
五
）ま
で
の
計
一
〇
冊
が
現
存
し
て
い
る
。
一
方
、
内
木
家
「
御
用

状
留
」
は
木
曽
材
木
役
所
を
は
じ
め
と
す
る
尾
張
藩
の
役
所
か
ら
の
通
達
や
、
村
の
百

姓
た
ち
か
ら
の
願
い
出
を
取
り
次
ぐ
に
あ
た
っ
て
作
成
し
た
書
状
類
な
ど
を
年
ご
と
に

書
き
留
め
た
帳
面
で
あ
る
。
本
史
料
は
、
内
木
家
と
徳
川
林
政
史
研
究
所
に
そ
れ
ぞ
れ

所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
そ
ろ
え
る
と
、
元
文
五
年（
一
七
四
〇
）～
慶
応

二
年（
一
八
六
六
）ま
で
の
も
の
全
九
五
冊
と
な
る
。

い
ず
れ
の
史
料
も
、
御
山
守
内
木
家
の
勤
務
実
態
や
人
び
と
の
生
活
実
態
を
解
明
す

る
う
え
で
極
め
て
有
用
な
史
料
で
あ
り
、
近
世
の
内
木
家
や
加
子
母
村
を
知
る
た
め
に

は
、
基
本
史
料
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
文
中
で
こ
れ
ら
史
料
を
引
用
す
る

際
に
は
読
点
を
打
ち
、
旧
字
体
・
異
体
字
は
適
宜
新
字
体
に
改
め
た
。
史
料
中
の
傍
線

や
記
号
も
筆
者
に
よ
る
註
記
で
あ
る
。

一　

近
世
の
囲
碁
と
碁
盤

最
初
に
碁
盤
の
製
作
方
法
な
ど
に
つ
い
て
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
。

碁
盤
は
文
字
通
り
碁
を
打
つ
た
め
に
用
い
ら
れ
る
盤
面
で
あ
る
。
碁
は
古
代
中
国
を

起
源
と
し
た
室
内
遊
戯
の
一
つ
で
あ
り
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
本
因
坊
家
や
安
井
家

な
ど
、
碁
の
技
芸
を
専
門
的
に
継
承
す
る
一
族
が
輩
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

元
来
、
碁
は
賭
け
事
の
一
つ
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
幕
府
は
こ
れ
を
禁

じ
、「
碁
所
」
を
創
設
し
て
本
因
坊
家
に
統
轄
さ
せ
た
。
以
来
、
武
士
や
僧
侶
ら
の
間
で

の
娯
楽
と
し
て
嗜
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
後
述
す
る
木
曽
代
官
山
村
甚
兵
衛
や
木
曽
材

木
方
の
役
人
た
ち
も
、
名
古
屋
出
張
の
折
や
職
務
の
合
間
な
ど
に
お
こ
な
っ
て
い
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
碁
を
打
つ
際
に
使
用
さ
れ
る
碁
盤
は
、
ま
ず
伐
採
し
た
丸
太
か
ら
木
取
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碁
盤
の
製
作
と
御
山
守
内
木
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一
六
五

り
を
お
こ
な
い
、
木
取
り
し
た
盤
面
を
数
年
間
乾
燥
さ
せ
て
か
ら
、
脚
の
部
分
や
そ
れ

を
接
合
さ
せ
る
た
め
の
「
ホ
ゾ
穴
」、
さ
ら
に
は
乾
燥
に
よ
る
割
れ
防
止
の
た
め
に
背

面
中
央
部
に
作
ら
れ
る
四
角
錐
状
の
「
血
溜
り（
音
ウ
ケ
）」
な
ど
を
作
成
す
る
。
盤
面

と
な
る
木
材
の
乾
燥
の
期
間
は
、
薄
い
盤
面
の
場
合
は
三
年
、
厚
い
盤
面
で
あ
れ
ば

一
〇
年
を
要
す
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
後
、
盤
に
脚
を
取
り
付
け
た
り
目
盛
り
線
を
引
い
た
り
す
る
作
業
を
お
こ
な

い
、
蝋
を
塗
っ
て
全
体
に
艶
を
出
す
作
業
を
経
た
う
え
で
よ
う
や
く
完
成
と
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
盤
面
と
な
る
木
材
の
乾
燥
期
間
を
合
わ
せ
れ
ば
、
一
つ
の
碁
盤
を
製
作
す

る
に
は
、
数
年
間
を
要
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
と
い
え
る
。

な
お
、
碁
盤
と
な
る
樹
種
は
、
ヒ
ノ
キ
・
サ
ワ
ラ
・
モ
ミ
な
ど
で
製
作
さ
れ
る
場
合

も
あ
る
が
、
最
も
適
切
な
樹
種
は
カ
ヤ（
栢
・
榧
）と
い
わ
れ
て
い
る
。
カ
ヤ
は
樹
種
と

し
て
堅
く
耐
久
性
が
あ
り
、
加
え
て
弾
力
性
も
あ
る
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
そ

図1　碁盤屋（近藤清春「今様職人尽百人一首」〔国立
国会図書館所蔵〕より）

の
た
め
、
碁
石
で
盤
面
を
叩
い
た
と
し
て
も
指
が
痛
く
な
ら
ず
、
碁
盤
の
樹
種
と
し
て

は
非
常
に
良
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
木
取
り
の
方
法
に
つ
い
て
も
木
目
の
現
れ
方

に
よ
っ
て
異
な
っ
て
お
り
、
最
も
難
し
く
高
級
品
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
か
ら
順

に
、
四
方
柾
・
天
地
柾
・
天
柾
・
追
柾
・
板
目
と
い
っ
た
方
法
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

最
も
木
取
り
が
難
し
い
と
さ
れ
る
四
方
柾
は
、
表
面
・
裏
面
・
両
側
面
の
四
面
を
直
線

の
木
目
に
な
る
よ
う
に
切
り
取
る
方
法
で
、
一
本
の
丸
太
か
ら
取
れ
る
量
も
少
な
い
た

め
、
碁
盤
の
な
か
で
は
最
高
級
品
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
碁
盤
は
、
近
世
に
は
図
１
に
示
し
た
よ
う
な
専
門
の
職
人（「
碁
盤
屋
」
な

ど
）に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
も
の
が
多
い
が
、
内
木
家
文
書
を
み
て
い
く
と
加
子
母
村

に
お
い
て
も
村
の
者
た
ち
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
た
だ
し
、

櫛
木
や
鳥
黐
の
よ
う
な
他
の
林
産
加
工
品
と
は
異
な
り
、
碁
盤
の
場
合
は
代
官
や
木
曽

材
木
奉
行
ら
の
依
頼
に
よ
っ
て
製
作
が
開
始
さ
れ
、
依
頼
者
で
あ
る
代
官
や
奉
行
ら
の

も
と
へ
直
接
運
ば
れ
た
。

以
下
、
御
山
守
内
木
家
が
加
子
母
村
に
お
け
る
碁
盤
の
製
作
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ

て
い
た
の
か
、
具
体
的
な
事
例
を
二
つ
挙
げ
な
が
ら
紹
介
し
て
み
た
い
。

二　

木
曽
代
官
山
村
甚
兵
衛
と
碁
盤
の
調
達

最
初
に
、山
村
甚
兵
衛
か
ら
の
依
頼
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
安
永
三
年（
一
七
七
四
）

六
月
一
日
、
内
木
彦
七
の
「
日
記
」
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
み
ら
れ
る
。

〔
史
料
一
〕

夕
方
付
知
忠
五
郎
来
ル
、
木
そ
福
嶋
山
村
甚
兵
衛
殿
ゟ
碁
盤
相
成
候
四
方
木
口
之

榧
尋
有
之
、
所
々
承
合
候
処
、
飛
州
ニ
而
相
談
い
た
し
候
処
、
当
八
月
迄
ニ
返
答

可
申
由
ニ
御
座
候
、
右
相
談
相
調
候
ハ
ヽ
、
此
筋
持
送
り
申
ニ
而
可
有
之
候
間
、
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碁
盤
の
製
作
と
御
山
守
内
木
家

一
六
六

御
通
し
被
下
様
相
頼
候
旨
、
善
右
申
聞
候
付
、
前
方
も
此
筋
飛
州
ゟ
荷
物
通
し
度

旨
願
有
之
由
ニ
候
得
共
、
相
済
不
申
候
、
此
度
も
我
等
了
簡
ニ
而
ハ
難
通
候
間
、

一
往
相
伺
、
追
而
否
可
申
渡
旨
、
善
右
ゟ
為
申
渡
候
処
、
い
ま
た
決
シ
候
儀
ニ
而

ハ
無
之
、
弥
相
談
相
極
り
申
儀
ニ
も
候
ハ
ヽ
、
当
秋
又
々
御
願
可
申
旨
、
其
節
御

取
次
被
下
様
申
置
帰
候
由
善
右
申
聞
候
、
此
節
ハ
彦
七
休
ミ
居
申
候
而
不
逢
也
、

四
方
木
口
差
渡
弐
尺
弐
寸
、
碁
盤
弐
枚
ニ
而
代
金
拾
弐
両
程
ニ
而
相
調
呉
候
様
、

甚
兵
衛
殿
ゟ
た
の
ミ
有
之
由
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
六
月
一
日
の
夕
刻
に
付
知
村
か
ら
忠
五
郎
と
い
う
者
が
や
っ
て
来

て
、
木
曽
福
島
の
山
村
甚
兵
衛
か
ら
「
四
方
木
口
之
榧
」
が
な
い
か
ど
う
か
尋
ね
ら
れ

た
と
述
べ
た
。
彦
七
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
と
き
休
息
を
と
っ
て
お
り
、
忠
五
郎
の
対
応
は

息
子
の
善
右
衛
門
が
お
こ
な
っ
た
よ
う
だ
が
、
忠
五
郎
は
続
け
て
こ
の
件
に
関
し
て
飛

驒
国
ま
で
問
い
合
わ
せ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
結
果
八
月
ま
で
に
飛
驒
国
か
ら
問
い
合

わ
せ
の
回
答
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
善
右
衛
門
に
伝
え
た
。
そ
の
た
め
、

も
し
こ
の
話
が
ま
と
ま
っ
た
際
に
は
、
碁
盤
の
発
送
を
滞
り
な
く
お
こ
な
え
る
よ
う
、

番
所
通
行
の
際
の
仲
介
を
彦
七
に
依
頼
し
に
来
た
の
で
あ
っ
た
。

善
右
衛
門
は
、
以
前
も
飛
驒
国
か
ら
の
荷
物
を
通
し
た
い
と
い
う
願
い
出
が
な
さ
れ

た
も
の
の
、
そ
の
と
き
は
許
可
が
得
ら
れ
ず
、
自
分
た
ち
の
一
存
で
荷
物
を
通
過
さ
せ

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
回
答
し
た
。
そ
こ
で
、
一
応
こ
の
件
に
つ
い
て

問
い
合
わ
せ
を
お
こ
な
い
、
そ
の
う
え
で
許
可
が
得
ら
れ
た
か
否
か
回
答
す
る
こ
と
に

し
た
い
と
答
え
た
。
す
る
と
、
忠
五
郎
は
飛
驒
の
方
か
ら
ま
だ
回
答
が
得
ら
れ
て
い
な

い
た
め
、
秋
に
な
っ
た
ら
ま
た
願
い
出
る
よ
う
に
す
る
旨
を
伝
え
た
う
え
で
、
そ
の
と

き
に
宜
し
く
取
り
計
ら
っ
て
く
れ
る
よ
う
善
右
衛
門
に
依
頼
し
て
そ
の
日
は
帰
っ
て

い
っ
た
。
な
お
、
山
村
甚
兵
衛
の
碁
盤
は
「
四
方
木
口
」
で
木
取
り
し
た
直
径
二
尺
二

寸（
約
六
六
セ
ン
チ
）の
碁
盤
二
枚
で
、
そ
れ
ら
を
一
二
両
ほ
ど
の
製
作
代
金
を
以
て
依

頼
し
て
き
た
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
碁
盤
の
製
作
を
依
頼
し
た
木
曽
福
島
の
山
村
甚
兵
衛
と
は
、
木
曽
代
官
を
世

襲
し
た
山
村
甚
兵
衛
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
山
村
家
は
も
と
も
と
、
信
濃
国
の
木
曽

谷
を
支
配
し
て
い
た
木
曽
氏
の
一
族
・
家
臣
で
構
成
さ
れ
た
木
曽
衆
の
う
ち
の
一
人

で
、
初
代
山
村
良
勝
が
関
ヶ
原
の
戦
い
で
東
軍
に
属
し
た
際
に
は
、
中
山
道
進
軍
の
先

導
を
務
め
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
徳
川
家
康
に
よ
っ
て
江
戸
に
幕
府
が
開
か
れ
た
際

に
は
、
家
康
よ
り
木
曽
谷
村
々
の
支
配
と
木
曽
福
島
の
関
所
の
管
理
を
命
じ
ら
れ
、
元

和
元
年（
一
六
一
五
）八
月
に
木
曽
谷
が
尾
張
藩
領
に
組
み
込
ま
れ
る
に
伴
い
、
山
村
家

も
尾
張
藩
属
と
な
っ
た
。
以
後
、
山
村
家
は
尾
張
藩
に
属
し
な
が
ら
も
幕
府
の
御
用
を

引
き
続
き
務
め
る
こ
と
と
な
り
、
代
官
と
し
て
関
所
の
管
理
と
村
々
の
支
配
を
担
う
だ

け
で
は
な
く
、
木
曽
山
か
ら
幕
府
御
用
材
を
伐
採
・
運
送
す
る
に
あ
た
っ
て
の
手
配
も
、

寛
文
五
年（
一
六
六
五
）正
月
一
四
日
ま
で
担
っ
て
い
た
。

山
村
甚
兵
衛
の
名
は
、
代
官
就
任
に
あ
た
っ
て
世
襲
す
る
名
前
で
、
安
永
三
年
の
段

階
で
は
八
代
良
啓
が
該
当
す
る
。
山
村
甚
兵
衛
が
、
な
ぜ
こ
の
と
き
付
知
村
の
忠
五
郎

を
通
じ
て
碁
盤
二
枚
の
調
達
を
依
頼
し
た
の
か
、
そ
の
詳
し
い
経
緯
は
不
明
で
あ
る

が
、
後
に
九
代
目
を
世
襲
す
る
良
由
が
名
古
屋
へ
出
張
す
る
際
に
つ
け
て
い
た
日
記
を

み
て
み
る
と
、
良
由
が
勤
務
の
合
間
に
仲
間
内
で
た
び
た
び
碁
を
打
っ
て
い
る
姿
が
確

認
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
山
村
家
で
は
碁
が
趣
味
・
嗜
好
と
し
て
嗜
ま
れ
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
、
個
人
的
に
碁
盤
が
必
要
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
山
村
甚
兵
衛
が
依
頼
し
た
「
四
方
木
口
」
の
碁
盤
は
、
盤
の
四
方
に
斜
め
の

木
目
文
様
が
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
木
取
り
し
た
碁
盤
の
こ
と
で
、
四
方
柾
以
上
に
切
り

取
り
が
難
し
く
、
文
様
か
ら
魔
除
け
の
盤
と
し
て
珍
重
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
の

た
め
、
実
用
的
な
碁
盤
と
い
う
よ
り
は
、
贈
答
品
な
ど
と
し
て
調
達
し
よ
う
と
し
た
可

能
性
も
あ
る
。
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碁
盤
の
製
作
と
御
山
守
内
木
家

一
六
七

こ
の
後
、
碁
盤
と
な
る
カ
ヤ
が
飛
驒
国
で
調
達
・
製
作
さ
れ
、
無
事
発
送
さ
れ
た
の

か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
後
詳
細
な
記
事
が
み
ら
れ
な
い
た
め
判
然
と
し
な

い
。
し
か
し
内
木
彦
七
や
善
右
衛
門
は
、
代
官
か
ら
依
頼
さ
れ
た
碁
盤
が
発
送
さ
れ
た

際
、
番
所
を
無
事
通
行
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
手
配
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が

「
日
記
」
か
ら
は
明
ら
か
で
あ
る
。

三　

加
子
母
村
に
お
け
る
碁
盤
の
製
作

（
一
）　

木
曽
材
木
奉
行
か
ら
の
注
文

さ
ら
に
、
内
木
家
文
書
を
み
て
い
く
と
、
御
山
守
内
木
家
が
荷
物
発
送
の
仲
介
の
依

頼
を
受
け
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
実
際
に
役
人
た
ち
か
ら
直
接
依
頼
を
受
け
て
製
作
ま

で
担
当
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
一
例
が
、
寛
政
四
年（
一
七
九
二
）七
月
に
み
ら
れ

る
。

〔
史
料
二
〕

以
別
紙
御
伺
申
上
候
、
秋
晴
之
節
御
座
候
得
共
、
益
御
機
嫌
能
御
見
上
被
為
遊
候

処
、
恐
悦
至
極
ニ
奉
存
候
、
然
者
先
達
而
被
仰
聞
候
碁
盤
之
儀
、
夫
々
吟
味
仕
候

処
、
木
筋
宜
栢
弐
本
御
沙
汰
被
成
ら
、
今
般
見
分
仕
候
処
、
弥
御
用
意
可
申
儀
ニ

相
見
へ
申
候
、
御
尊
公
様
御
注
文
三
面
、
津
金
様
御
注
文
二
面
、
早
速
出
来
可
仕

ト
奉
存
候
も
、
大
樹
之
儀
ニ
付
四
方
面
ニ
も
木
取
可
相
成
候
様
ニ
も
奉
存
も
候
ニ

付
、
四
方
面
ニ
木
取
可
申
や
、
私
儀
不
案
内
之
儀
ニ
付
、
乍
恐
御
内
意
御
伺
申
候
、

不
日
被
仰
下
候
様
奉
願
上
候
、
依
之
御
伺
申
上
候
、
以
上
、

　
　

七
月
十
二
日�

内
木
善
左
衛
門

　
　
　
　
　

進
四
郎
左
衛
門�

様

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
木
曽
材
木
奉
行
だ
っ
た
進
四
郎
左
衛
門
と
津
金
新
兵
衛
か

ら
、
当
時
御
山
守
見
習
で
あ
っ
た
内
木
善
左
衛
門（
一
三
代
武
昭
）に
対
し
、
碁
盤
の
製

作
が
可
能
か
ど
う
か
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
善
左
衛
門
は
奉
行
ら
の
問

い
合
わ
せ
後
に
良
好
な
カ
ヤ
の
木
が
二
本
あ
る
と
い
う
情
報
を
聞
き
つ
け
、
自
ら
こ
れ

ら
の
見
分
に
赴
い
た
。
そ
の
結
果
、
カ
ヤ
に
目
立
っ
た
問
題
も
な
か
っ
た
た
め
、
進
四

郎
左
衛
門
宛
の
碁
盤
三
枚
と
津
金
新
兵
衛
宛
の
碁
盤
二
枚
を
早
々
に
作
り
上
げ
る
こ
と

が
で
き
る
旨
を
伝
え
た
。
し
か
し
、
カ
ヤ
の
木
が
「
大
樹
」
で
あ
る
た
め
、「
四
方
面
」

で
木
取
り
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
良
い
か
と
い
う
こ
と
を

四
郎
左
衛
門
に
対
し
て
尋
ね
て
い
る
。

「
四
方
面
」
と
は
、
表
・
裏
・
両
側
面
の
四
面
を
直
線
の
木
目
に
な
る
よ
う
に
切
り

取
る
四
方
柾
の
木
取
り
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
述
し
た
通
り
、
四

方
木
口
や
四
方
柾
の
碁
盤
は
、
一
本
の
木
か
ら
切
り
取
る
こ
と
が
困
難
な
盤
面
で
あ

り
、
碁
盤
の
な
か
で
は
最
上
級
品
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、

そ
う
し
た
碁
盤
が
複
数
枚
切
り
取
れ
る
ほ
ど
の
「
大
樹
」
を
内
木
善
左
衛
門
が
見
極
め

ら
れ
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
四
郎
左
衛
門
ら
が

ど
の
よ
う
に
回
答
し
た
の
か
は
、
詳
細
な
記
事
が
み
ら
れ
な
い
た
め
判
然
と
し
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
以
後
内
木
善
左
衛
門
は
、
加
子
母
村
に
お
い
て
碁
盤
の
製
作
を
開
始
さ

せ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

（
二
）　

碁
盤
の
製
作
と
発
送

碁
盤
の
製
作
は
、
七
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
進
四

郎
左
衛
門
の
碁
盤
は
大
き
い
も
の
が
一
枚
、
小
さ
い
も
の
が
二
枚
の
計
三
枚
作
成
さ
れ

た
。
こ
れ
に
加
え
て
、
挽
板
で
作
ら
れ
た
盤
面
の
み
の
も
の
も
追
加
で
九
枚
作
成
さ
れ
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碁
盤
の
製
作
と
御
山
守
内
木
家

一
六
八

て
い
る
。

作
成
に
際
し
て
は
、
加
子
母
村
の
木
挽
で
あ
る
友
吉
が
動
員
さ
れ
た
。
以
下
に
示
す

史
料
は
、
友
吉
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
碁
盤
の
製
作
代
の
覚
書
で
あ
る
。

〔
史
料
三
〕

　
　
　
　
　
　

覚

一　

銀
七
匁
五
分　

栢
碁
盤　

大
壱
枚

一　

同
九
匁
六
分　
　
　
　
　

同
小
弐
枚

一　

同
四
匁
五
分　
　
　
　
　

同
挽
板
九
枚

　
　
　
　

〆
銀
弐
拾
壱
匁
五（

マ
ヽ
、六
の
誤
り
か
）

分　
　
　

　
　
　

右
之
通
木
作
差
上
申
処
、
相
違
無
御
座
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　

子
十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
子
母
村
木
挽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

友
吉�

印

　
　
　
　
　
　
　

内
木
善
左
衛
門�

様

友
吉
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
碁
盤
は
、
大
き
い
一
枚
が
銀
七
匁
六
分
、
小
さ
い
二
枚

が
九
匁
六
分
、
そ
し
て
挽
板
九
枚
が
四
匁
五
分
の
計
二
一
匁
六
分
で
製
作
さ
れ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
製
作
期
間
が
通
常
の
碁
盤
製
作
と
比
べ
て
か
な
り
短
期
間
で
あ
る
た
め
、

碁
盤
屋
が
製
作
す
る
よ
う
な
製
品
と
比
べ
て
品
質
は
劣
る
と
思
わ
れ
る
が
、
当
時
の
加

子
母
村
で
は
碁
盤
と
な
る
木
々
を
挽
き
出
し
、
そ
れ
を
製
品
と
し
て
加
工
で
き
る
ほ
ど

の
技
術
を
持
っ
た
人
物
が
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

完
成
し
た
碁
盤
は
、
上
松
の
役
所
に
い
る
木
曽
材
木
奉
行
の
も
と
へ
と
送
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
、
発
送
に
際
し
て
善
左
衛
門
は
以
下
の
よ
う
な
動
き
を
み
せ
て
い
た
。

〔
史
料
四
〕

ａ
．

　
　
　
　

覚

一　

栢
碁
盤　
　
　
　
　
　
　

大
小
三
枚

一　

同
挽
板　
　
　
　
　
　
　

九
枚

右
者
進
四
郎
左
衛
門
入
用
ニ
付
、
中
津
川
問
屋
・
庄
屋
宅
迄
差
送
り
候
間
、
村

継
便
ニ
差
送
り
候
様
致
度
、
尤
人
足
賃
重
而
受
取
可
相
払
候
間
、
継
送
之
儀
致

度
、
中
津
川
問
屋
・
庄
屋
之
内
ニ
右
木
数
受
取
置
、
進
四
郎
左
衛
門
方
ゟ
沙
汰

次
第
差
出
せ
可
被
申
候
、
依
之
如
件
申
入
候
、
以
上
、

　

子
十
一
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　

加
子
母
ゟ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
木
善
左
衛
門�

判

　
　
　
　
　
　

中
津
川
迄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋
中

ｂ
．甚

寒
之
節
、
弥
御
安
廉
可
被
成
、
御
勘
考
候
半
ト
奉
珎
重
候
、
然
者
進
四
郎
左

衛
門
方
入
用
ニ
付
、
碁
盤
大
小
三
枚
、
榧
挽
板
九
枚
、
中
津
川
問
屋
・
庄
屋
宅

迄
差
送
り
置
申
候
様
ニ
付
、
此
節
差
立
候
間
、
無
相
違
御
通
シ
被
下
度
、
依
之

如
件
ニ
御
座
候
、
以
上
、

　
　
　

十
一
月
廿
八
日�

内
木
善
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　

山
口
村

　
　
　
　
　
　
　

中
津
川　

御
番
所

〔
史
料
四
〕
ａ
で
は
、
進
四
郎
左
衛
門
が
依
頼
し
た
碁
盤
が
「
村
継
便
」
に
て
中
津

川
の
問
屋
・
庄
屋
ま
で
送
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
善
左
衛
門
は
加
子
母
か
ら
中
津
川
に

至
る
ま
で
の
村
々
に
対
し
、
そ
れ
を
事
前
に
通
達
し
て
い
る
。
ま
た
、
中
津
川
の
問

屋
・
庄
屋
ま
で
碁
盤
が
送
ら
れ
た
後
は
、
四
郎
左
衛
門
か
ら
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
次
第

差
し
出
せ
る
よ
う
に
取
り
置
い
て
お
く
よ
う
に
す
る
こ
と
も
伝
え
て
い
る
。

（
21
）

（
22
）
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九

さ
ら
に
〔
史
料
四
〕
ｂ
で
は
、
善
左
衛
門
は
碁
盤
を
発
送
す
る
に
あ
た
っ
て
途
中
に

通
過
す
る
各
番
所
に
対
し
て
も
、
事
前
に
荷
物
を
通
過
さ
せ
る
よ
う
に
連
絡
を
廻
し
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

な
お
、
進
四
郎
左
衛
門
と
と
も
に
碁
盤
製
作
を
依
頼
し
て
い
た
津
金
新
兵
衛
の
碁
盤

に
つ
い
て
は
、
当
初
二
枚
製
作
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
八
月
頃
に
あ
る
問
題
が
発

生
し
て
い
た
こ
と
が
以
下
の
史
料
か
ら
判
明
す
る
。

〔
史
料
五
〕

弥
兼
実
ニ
被
成
御
勤
奉
賀
候
、
然
ハ
御
頭
衆
御
頼
之
碁
盤
之
儀
、
疵
出
候
義
に
付

亦
々
外
々
ヘ
御
吟
味
被
成
候
趣
申
達
置
、
一
津
金
殿
御
頼
之
碁
盤
木
取
之
儀
ハ
片

面
さ
へ
疵
無
之
候
ヘ
ハ
裏
ニ
相
成
候
分
ハ
疵
有
之
候
ニ
而
も
宜
敷
候
旨
ニ
御
座
候

間
、
今
一
度
御
吟
味
可
被
成
被
下
候
、
尤
両
方
江
疵
出
候
ハ
ヽ
、
是
ハ
已
然
ニ
無

是
非
候
ヘ
共
、
片
面
ヘ
出
候
ヘ
ハ
随
分
御
間
ニ
合
候
様
ニ
と
次
第
に
も
、
先
々
津

金
殿
之
分
ハ
右
之
御
心
得
に
候
ハ
ヽ
、
御
取
扱
可
被
下
奉
頼
上
候
、
已
上
、

　
　

八
月
十
五
日�

橋
本
祐
助

　
　
　
　
　
　
　
　

内
木
善
左
衛
門�

様

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
碁
盤
と
な
る
盤
面
に
疵
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
、
内
木
善
左

衛
門
は
事
前
に
こ
の
件
に
つ
い
て
木
曽
材
木
方
へ
相
談
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
木
曽
材
木
奉
行
代
の
橋
本
祐
助
は
、
津
金
新
兵
衛
へ
依
頼
し
た
碁
盤
に
つ
い

て
は
、
片
面
の
み
に
疵
が
あ
る
よ
う
な
ら
ば
、
そ
の
面
は
裏
に
し
て
作
成
す
れ
ば
問
題

な
い
旨
を
伝
え
た
。
同
様
の
こ
と
は
、
一
〇
月
一
二
日
の
段
階
で
も
再
度
善
左
衛
門
に

対
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
木
曽
材
木
奉
行
の
使
用
す
る
碁
盤
で
あ
る
こ
と
を
善
左
衛
門
が
考
慮
し

た
た
め
か
、
最
終
的
に
津
金
新
兵
衛
へ
送
っ
た
碁
盤
は
本
来
予
定
し
て
い
た
二
枚
の
う

ち
、
小
さ
い
碁
盤
一
枚
の
み
の
製
作
と
発
送
に
代
え
ら
れ
た
。
こ
れ
も
、
進
四
郎
左
衛

門
の
碁
盤
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
発
送
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
内
木
善
左
衛
門
は
木
曽
材
木
奉
行
か
ら
の
碁
盤
製
作
の
依
頼
に
あ

た
っ
て
、
樹
種
の
選
定
、
木
挽
た
ち
を
動
員
し
て
の
製
作
、
さ
ら
に
は
他
村
や
番
所
に

事
前
に
通
達
を
し
て
、
荷
物
を
滞
り
な
く
発
送
さ
せ
る
根
回
し
を
す
る
な
ど
の
活
動
を

し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
製
作
途
中
で
問
題
が
発
生
し
た
場
合
は
、

迅
速
に
そ
の
旨
を
奉
行
ら
に
対
し
報
告
・
相
談
し
て
い
た
こ
と
も
判
明
す
る
。
こ
こ
か

ら
は
、
奉
行
た
ち
か
ら
の
依
頼
を
直
接
受
け
た
場
合
、
御
山
守
内
木
家
が
製
作
か
ら
発

送
に
至
る
ま
で
の
す
べ
て
を
統
轄
す
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
三
）　

製
作
代
の
徴
収

な
お
、
御
山
守
内
木
家
の
仕
事
は
、
製
作
か
ら
発
送
に
至
る
ま
で
で
終
了
と
い
う
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
以
下
に
示
す
史
料
は
、
碁
盤
を
発
送
し
て
か
ら
お
よ
そ
半
年
が

経
っ
た
寛
政
五
年
七
月
十
九
日
、
善
左
衛
門
か
ら
奉
行
代
の
橋
本
祐
助
へ
と
宛
て
た
書

状
の
一
部
で
あ
る
。

〔
史
料
六
〕御

手
紙
早
速
相
届
拝
見
仕
候
、
秋
晴
能
御
座
候
得
共
、
弥
御
安
廉
可
被
成
御
勤

奉
珎
喜
候
、
然
者
去
冬
津
金
公
御
注
文
之
碁
盤
大
疵
物
ニ
而
難
御
間
ニ
合
、
小
盤

差
上
候
処
、
作
銭
以
今
御
払
不
被
下
、
扨
々
込
入
申
候
、
御
勘
考
之
上
近
内
相

渡
り
候
様
御
取
扱
被
下
候
様
奉
願
上
候
、
此
上
延
引
ニ
相
成
候
ハ
ヽ
、
御
取
替

被
下
候
段
参
奉
存
候
、
去
冬
之
作
銭
御
払
之
筈
以
今
不
相
渡
込
入
申
候
、
私
も

碁
盤
大
振
成
木
種
見
出
し
候
ハ
ヽ
、
又
々
木
作
ら
せ
差
上
申
度
心
掛
ニ
奉
存
候
、

　
　
（
中
略
）

　

七
月
十
九
日�

内
木
善
左
衛
門　

（
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）

（
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）

（
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）
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）
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橋
本
祐
助�

様

〔
史
料
六
〕
を
み
る
と
、
善
左
衛
門
が
昨
年
冬
に
発
送
し
た
碁
盤
の
製
作
代
が
今
に

な
っ
て
も
津
金
新
兵
衛
か
ら
支
払
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
以
上
支
払
い
が

延
期
さ
れ
て
し
ま
っ
て
は
、
そ
の
代
銭
を
自
分
の
方
で
立
て
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

非
常
に
困
っ
て
い
る
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。
加
え
て
、
今
後
碁
盤
に
な
り
そ
う
な
大
き

な
樹
木
を
み
つ
け
た
際
に
は
改
め
て
製
作
し
た
い
の
で
、
何
と
か
津
金
新
兵
衛
に
支

払
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
橋
本
祐
助
に
催
促
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

津
金
新
兵
衛
の
碁
盤
が
ど
れ
く
ら
い
の
費
用
で
製
作
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
の
詳
細

は
、
史
料
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
、
製
作
代
が
支
払
わ
れ
な

か
っ
た
場
合
、
そ
の
費
用
の
立
て
替
え
は
内
木
家
の
方
で
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
、
津
金
新
兵
衛
に
何
と
か
支
払
っ
て
も
ら

お
う
と
懇
願
す
る
善
左
衛
門
の
姿
が
〔
史
料
六
〕
か
ら
は
見
て
取
れ
る
。

津
金
新
兵
衛
が
結
局
こ
の
後
製
作
代
を
納
入
し
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は

な
い
が
、
こ
れ
以
後
善
左
衛
門
が
津
金
新
兵
衛
や
橋
本
祐
助
に
対
し
て
催
促
す
る
様
子

が
み
ら
れ
な
い
た
め
、
代
銭
は
無
事
納
入
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

碁
盤
の
製
作
は
村
の
木
挽
を
動
員
し
て
有
償
で
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
先
に
示

し
た
〔
史
料
三
〕
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
御
山
守
内
木
家
は
、
村
の
者
を
動
員
し
て

製
作
を
統
轄
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
製
作
代
を
徴
収
す
る
責
任
も
同
時
に
有
し
て
い

た
と
い
え
よ
う
。

お　

わ　

り　

に

以
上
、
本
稿
で
は
碁
盤
の
製
作
を
め
ぐ
る
御
山
守
内
木
家
の
動
向
を
み
て
き
た
。

御
山
守
内
木
家
は
、
奉
行
た
ち
役
人
の
依
頼
を
受
け
て
、
碁
盤
の
製
作
・
発
送
、
さ

ら
に
は
製
作
代
の
徴
収
に
至
る
ま
で
を
統
轄
す
る
役
目
を
担
っ
て
い
た
。
加
子
母
村
で

製
作
さ
れ
た
碁
盤
は
短
期
間
で
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
専
門
の
職
人
た
ち
が
製
作

す
る
碁
盤
と
比
べ
れ
ば
不
十
分
な
出
来
だ
っ
た
可
能
性
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
少
な

く
と
も
一
八
世
紀
後
半
の
加
子
母
村
で
は
木
々
を
伐
採
・
加
工
し
て
、
碁
盤
を
製
作
で

き
る
ほ
ど
の
技
術
を
持
っ
た
人
物
が
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
碁
盤
の
製
作
に
適
し

た
木
を
見
極
め
て
い
た
の
は
、
御
山
守
で
あ
る
内
木
家
で
あ
っ
た
。

奉
行
た
ち
が
専
門
の
職
人
で
は
な
く
、
御
山
守
内
木
家
に
碁
盤
の
製
作
を
依
頼
し
た

の
は
、
加
子
母
村
と
木
曽
が
近
い
と
い
う
地
理
的
要
因
に
加
え
て
、
内
木
家
が
村
内
の

森
林
や
樹
種
の
状
況
に
精
通
し
、
奉
行
た
ち
か
ら
の
信
頼
を
獲
得
し
て
い
た
た
め
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
内
木
家
は
木
挽
た
ち
に
木
々
の
伐
採
や
加
工
を
担
わ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
彼
ら
に
生
活
資
金
を
得
る
場
な
ど
を
提
供
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
点
を
考

慮
す
る
と
、
地
域
の
な
か
に
お
け
る
森
林
の
活
用
や
村
の
人
び
と
の
生
活
に
際
し
、
御

山
守
内
木
家
は
非
常
に
重
要
な
位
置
に
い
た
と
い
え
よ
う
。

近
世
の
加
子
母
村
で
は
、
ヒ
ノ
キ
・
サ
ワ
ラ
の
み
な
ら
ず
、
御
用
材
に
な
り
得
な
い

よ
う
な
木
々
も
ま
た
、
櫛
木
や
鳥
黐
、
そ
し
て
碁
盤
な
ど
の
林
産
加
工
品
と
し
て
生
産

さ
れ
る
こ
と
で
、村
内
外
の
人
び
と
の
生
活
を
支
え
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、

地
域
の
森
林
と
人
び
と
と
の
関
係
は
、
寧
ろ
こ
う
し
た
木
々
に
よ
っ
て
育
ま
れ
て
き
た

と
も
考
え
ら
れ
る
。
地
域
の
森
林
を
活
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、
御
山
守
内
木
家
や
村
の

人
び
と
、
さ
ら
に
は
尾
張
藩
の
役
人
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
ど
の
よ
う
に
考
え
行

動
し
て
い
た
の
か
、
史
料
に
基
づ
き
な
が
ら
よ
り
深
く
解
明
し
て
い
く
こ
と
が
、
筆
者

に
引
き
続
き
与
え
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
。

註（
1
）　

太
田
尚
宏
ａ
「
尾
張
藩
『
御
山
守
』
の
職
域
形
成
と
記
録
類
」（『
国
文
学
研
究
資
料
館
研
究
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一

山
方
御
用
幷
諸
事
日
記
」』（
公
益
財
団
法
人
徳
川
黎
明
会�

徳
川
林
政
史
研
究
所
、
二
〇
二
二
年
）

所
収
、「
解
題
」、
五
頁
な
ど
を
参
照
。

（
8
）　

前
掲
註（
4
）拙
稿
ａ
、
一
一
八
頁
。

（
9
）　

堀
田
護
「
囲
碁
」（
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
国
史
大
辞
典
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七

九
年
）参
照
。

（
10
）　

山
村
甚
兵
衛
に
つ
い
て
は
後
述
の
通
り
、
九
代
良
由
が
名
古
屋
へ
出
向
い
た
際
に
同
輩
の

役
人
た
ち
と
碁
を
打
っ
て
い
る
こ
と
が
、
彼
の
日
記
か
ら
判
明
す
る
。
ま
た
、
一
四
代
内
木
清

衛（
武
濃
）の
代
に
は
、
木
曽
材
木
奉
行
代
の
石
田
藤
助
か
ら
投
宿
し
た
際
に
囲
碁
の
相
手
を
清

衛
が
し
た
こ
と
に
対
す
る
御
礼
を
述
べ
て
い
る
書
状（
内
木
家
文
書�

Ｂ
一
六
─
〇
一
─
〇
七
）な

ど
が
み
ら
れ
る
た
め
、
木
曽
材
木
方
の
役
人
た
ち
も
碁
を
嗜
ん
で
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
11
）　

西
川
栄
明
『
種
類
・
特
徴
か
ら
材
質
・
用
途
ま
で
わ
か
る�

樹
木
と
木
材
の
図
鑑
─
日
本
の

有
用
種
一
〇
一
』（
創
元
社
、
二
〇
一
六
年
）、
五
九
頁
を
参
照
。

（
12
）　

本
章
で
紹
介
し
た
碁
盤
の
木
取
り
や
製
作
方
法
等
の
大
部
分
は
、
吉
田
寅
義
『
碁
盤
・
将

棋
盤�

棋
具
を
創
る
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
八
一
年
）に
依
る
。

（
13
）　

安
永
三
年
「
日
記
」（
内
木
家
文
書�

Ｂ
六
三
─
一
─
六
）、
六
月
一
日
条
。

（
14
）　

須
原
宿
に
長
年
居
住
し
、
明
和
五
年（
一
七
六
八
）に
善
左
衛
門
と
い
う
名
に
改
名
し
た
と

さ
れ
る（
明
和
五
年
「
日
記
」〔
内
木
家
文
書�

Ｂ
五
九
─
〇
五
─
一
〇
〕、
正
月
二
五
日
条
、
前

掲
註（
13
）「
日
記
」、
六
月
一
日
条
を
参
照
）。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
立
場
で
、
な
ぜ
山
村
甚
兵

衛
と
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
の
詳
細
は
不
明
。

（
15
）　

所
三
男
『
近
世
林
業
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
）、
五
二
三
～
五
五
九
頁
、

田
原
昇
「
山
村
甚
兵
衛
家
に
よ
る
木
曽
山
林
支
配
の
様
相
─
御
関
所
御
預
と
植
林
と
の
関
係
か

ら
─
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
第
四
一
号
、
二
〇
〇
七
年
）、
二
～
六
頁
な
ど
。

（
16
）　
「
良
由
公
日
記
」（
林
一
七
一
八
）を
参
照
。

（
17
）　

前
掲
註（
12
）吉
田
文
献
、
六
五
～
六
六
頁
参
照
。

（
18
）　

寛
政
四
年
「
子
年
御
用
留
」（
林
四
一
四
─
六
）、
七
月
一
二
日
条
。

（
19
）　
「
藩
士
名
寄
」
四
〇（
旧
蓬
左
文
庫
所
蔵
史
料
一
四
〇
─
四
─
四
〇
）に
よ
れ
ば
、
進
四
郎
左

衛
門
は
寛
政
元
年（
一
七
八
九
）三
月
九
日
か
ら
同
六
年
六
月
八
日
ま
で
木
曽
材
木
奉
行
に
就
任

し
て
い
た
。

（
20
）　

天
明
四
年（
一
七
八
四
）「
辰
年
御
用
状
留
」（
林
三
八
八
─
二
〇
）、
三
月
二
二
日
条
、「
藩
士

紀
要
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
研
究
篇
』
第
一
四
号
、
二
〇
一
八
年
）、
同
ｂ
「
宝
暦
期
に
お
け
る
御
材
木

仕
出
と
『
三
浦
・
三
ヶ
村
御
山
守
』
─
濃
州
三
ヶ
村
の
森
林
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
の
関
連
か
ら
─
」

（
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
第
五
二
号
〔『
金
鯱
叢
書
』
第
四
五
輯
所
収
〕、
二
〇
一
八

年
）な
ど
。

（
2
）　

前
掲
ａ
・
ｂ
、
芳
賀
和
樹
「
尾
張
藩
の
造
林
政
策
と
『
三
浦
・
三
ヶ
村
御
山
守
』」（
徳
川
林

政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
第
五
三
号
〔『
金
鯱
叢
書
』
第
四
六
輯
所
収
〕、
二
〇
一
九
年
）な
ど
。

（
3
）　

杉
村
啓
治
ａ
「
裏
木
曽
三
ヶ
村
と
尾
張
藩
社
会
」（
岸
野
俊
彦
編
『
尾
張
藩
社
会
の
総
合
研

究
』、
清
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
所
収
）、
同
ｂ
「
裏
木
曽
三
ヶ
村
の
人
参
栽
培
と
尾
張
藩
社
会
」（
同

前
編
『
尾
張
藩
社
会
の
総
合
研
究
《
第
二
篇
》』、
同
前
、
二
〇
〇
四
年
所
収
）、
同
ｃ
「
尾
張
藩

社
会
と
猛
禽
類（
巣
山
と
鷹
）」（
同
前
編
『
尾
張
藩
社
会
の
総
合
研
究
《
第
三
篇
》』、
清
文
堂
、

二
〇
〇
七
年
所
収
）、
前
掲
註（
1
）（
2
）太
田
・
芳
賀
論
文
、
芳
賀
和
樹
『
林
政
史
ブ
ッ
ク
レ
ッ

ト�

尾
張
藩
の
林
政
と
森
林
文
化
一�

御
山
守
の
仕
事
と
森
林
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
』（
公
益
財
団
法
人
徳

川
黎
明
会�

徳
川
林
政
史
研
究
所
、
二
〇
二
〇
年
）、
淺
井
良
亮
「
近
世
加
子
母
に
お
け
る
災
害

と
御
山
守
─
洪
水
と
橋
木
に
注
目
し
て
─
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
第
五
五
号

〔『
金
鯱
叢
書
』
第
四
八
輯
所
収
〕、
二
〇
二
〇
年
）、
田
原
昇
・
芳
賀
和
樹
『
林
政
史
ブ
ッ
ク
レ
ッ

ト�

尾
張
藩
の
林
政
と
生
活
文
化
三�

尾
張
藩
林
政
の
な
か
の
御
山
守
』（
公
益
財
団
法
人
徳
川
黎

明
会�

徳
川
林
政
史
研
究
所
、
二
〇
二
一
年
）、
栗
原
健
一
・
髙
木
謙
一
『
林
政
史
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト�

尾
張
藩
の
林
政
と
森
林
文
化
五�

森
林
利
用
の
秩
序
と
御
山
守
・
村
』（
公
益
財
団
法
人
徳
川
黎
明

会�

徳
川
林
政
史
研
究
所
、
二
〇
二
二
年
）な
ど
。

（
4
）　

拙
稿
ａ
「
内
木
家
文
書
に
み
る
加
子
母
村
の
林
産
物
生
産
─
櫛
木
を
中
心
に
─
」（
徳
川
林

政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
第
五
四
号
〔『
金
鯱
叢
書
』
第
四
七
輯
所
収
〕、
二
〇
二
〇
年
）、
同

ｂ
「
近
世
加
子
母
村
に
お
け
る
鳥
黐
生
産
・
流
通
と
仕
法
形
成
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究

紀
要
』
第
五
六
号
〔『
金
鯱
叢
書
』
第
四
九
輯
〕、
二
〇
二
二
年
）。

（
5
）　

明
和
三
年
「
戌
年
中
御
用
状
留
書
」（
内
木
家
文
書�

Ｂ
五
八
─
二
〇
─
〇
九
）、
三
月
一
四

日
条
。

（
6
）　

安
永
二
年
「
巳
年
中
御
用
状
留
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
収
集
資
料
三
八
八
─
一
三
）所
収
、

五
月
「
乍
恐
奉
再
願
上
候
御
事
」（
差
出
：
付
知
村
杣
頭
清
助
→
宛
名
：
内
木
彦
七
殿
）。
以
下
、

本
稿
で
は
「
徳
川
林
政
史
研
究
所
収
集
資
料
」
を
「
林
」
と
略
記
。

（
7
）　

公
益
財
団
法
人
徳
川
黎
明
会�

徳
川
林
政
史
研
究
所
編
『
内
木
家
文
書�

宝
暦
一
三
年
「
御



碁
盤
の
製
作
と
御
山
守
内
木
家

一
七
二

名
寄
」
一
九（
林
四
一
四
─
一
九
）を
参
照
。

（
21
）　

前
掲
註（
18
）、
子
一
一
月
条
。

（
22
）　

同
前
、
一
一
月
二
八
日
条
。

（
23
）　

寛
政
四
年
「
子
年
御
用
状
留
帳
」（
内
木
家
文
書�

Ｂ
六
五
─
〇
二
─
一
六
）、
八
月
一
五
日

条
。

（
24
）　

寛
政
六
年
「
寅
年
御
用
状
留
帳
」（
林
三
八
八
─
二
二
）、
二
月
一
二
日
条
や
四
月
二
二
日
条

な
ど
を
み
る
と
、
橋
本
祐
助
の
肩
書
き
と
し
て
「
木
曽
御
材
木
奉
行
代
」
が
登
場
す
る
。
ま
た
、

前
掲
註（
18
）な
ど
を
み
て
も
、「
進
四
郎
左
衛
門
代
」
な
ど
と
し
て
名
前
が
登
場
す
る
た
め
、
こ

れ
ら
を
勘
案
す
る
と
寛
政
四
年
段
階
で
も
同
様
の
役
職
に
就
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
25
）　

前
掲
註（
23
）、
一
〇
月
一
二
日
条
。

（
26
）　

寛
政
五
年
「
丑
年
御
用
状
留
帳
」（
内
木
家�

Ｂ
六
五
─
〇
三
─
〇
一
）、
七
月
一
九
日
条
。

〔
付
記
〕

　

内
木
家
文
書
史
料
調
査
、
な
ら
び
に
閲
覧
等
に
際
し
て
は
、
史
料
所
蔵
者
で
あ
る
内
木
哲
朗
氏

に
格
別
な
ご
協
力
と
ご
配
慮
を
賜
り
ま
し
た
。
末
筆
な
が
ら
、
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。


