
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
、
大
坂
と
い
う
商
業
都
市
空
間
に
町
人
た
ち
の
力

で
設
立
さ
れ
た
「
懐
徳
堂
」
は
、
十
八
世
紀
柤
棟
以
後
の
日
本
思
想
史
に
お
い

て
特
異
な
光
彩
を
は
な
つ
存
在
で
あ
る
。
五
同
志
と
よ
ば
れ
る
富
裕
商
人
た
ち

に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
、
ま
た
以
後
の
経
営
も
こ
れ
ら
の
商
人
た
ち
の
寄
金
の
運

用
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
懐
徳
堂
が
ま
さ
に
「
町
人
学

問
所
」
と
よ
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ

う
。
そ
し
て
こ
の
事
実
か
ら
、
懐
徳
堂
思
想
は
い
わ
ゆ
る
「
町
人
道
」
「
町
人

思
想
」
と
い
う
枠
組
承
の
な
か
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
す
な
わ
ち

都
市
富
裕
商
人
／
上
層
町
人
と
い
う
階
層
の
思
想
形
成
と
い
う
視
点
か
ら
、
そ

の
思
想
的
特
質
が
問
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
お
な
じ
く
「
町
人
思
想
」
を
代

表
す
る
と
し
た
れ
る
石
門
心
学
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
懐
徳
堂
は
富
裕
な
都
市

商
人
層
を
代
表
し
、
心
学
は
よ
り
貧
し
い
庶
民
階
級
の
思
想
で
あ
る
と
い
う
見

方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
懐
徳
堂
の
思
想
は
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
武
士
的
、
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
近
く
、
庶
民
の
生
活
感
情
に
密

着
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
が
大
方
の
評
価
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

特
集
〈
平
成
三
年
度
大
会
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
〉
Ⅱ
「
近
世
後
期
思
想
史
に
お
け
る
民
衆
」

一
は
じ
め
に 司

懐
徳
堂
思
想
と
民
衆
」

る
。
し
か
し
こ
と
が
ら
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。

一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
富
裕
町
人
層
の
経
済
力
を
バ
ッ
ク
に
し
て
い
る
と
は
い

え
、
懐
徳
堂
の
思
想
的
基
盤
を
確
立
し
た
五
井
蘭
洲
、
お
よ
び
そ
の
後
継
の
中

井
竹
山
・
履
軒
兄
弟
は
、
商
人
の
出
身
で
は
な
く
、
ま
た
自
覚
的
に
商
人
階
層

の
自
己
意
識
を
代
弁
す
る
も
の
た
ち
で
も
な
か
っ
た
。
ま
た
そ
の
周
辺
に
は
、

懐
徳
堂
の
生
ん
だ
異
才
富
永
仲
基
や
、
井
狩
雪
溪
な
ど
、
商
家
の
出
身
で
は
あ

っ
て
も
、
一
生
を
巷
間
の
学
究
と
し
て
生
き
た
隠
君
子
た
ち
が
い
る
。
彼
ら
は

そ
の
よ
う
な
自
分
た
ち
を
世
の
「
逸
民
」
と
称
し
た
。
幽
人
中
井
履
軒
の
生
涯

は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
彼
ら
の
生
を
象
徴
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
懐
徳
堂
を
出
て

水
哉
館
と
い
う
塾
を
開
き
、
借
家
住
い
を
転
々
と
し
た
彼
は
、
町
内
の
人
別
か

ら
も
抜
か
れ
、
生
涯
を
竜
野
脇
坂
家
中
と
い
う
身
分
で
す
ご
し
た
。
そ
の
た
め

死
亡
届
を
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
そ
の
死
は
結
局
竜
野
へ
出
立
と
い
う
か

（
１
）

た
ち
で
処
理
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
い
わ
ば
既
成
の
社
会
秩
序
の
な
か
に

身
の
お
き
ど
こ
ろ
が
な
い
あ
ぶ
れ
も
の
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
石
門
心
学
は
商
人
と
し
て
の
職
分
に
根
ざ
し
、
商
人
に
よ

る
商
人
の
た
め
の
学
問
を
自
覚
的
に
追
及
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
武

士
的
な
エ
ト
ス
を
一
方
に
範
型
と
し
て
も
ち
、
江
戸
に
お
い
て
は
武
士
た
ち
の

宮

川
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な
か
に
広
汎
な
信
奉
者
を
獲
得
し
て
い
っ
た
と
い
う
の
も
周
知
の
事
実
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
だ
け
を
考
え
て
も
、
懐
徳
堂
学
と
心
学
と
の
違
い
は
、
た
ん
に

そ
の
担
い
手
の
社
会
的
階
級
の
差
異
に
還
元
し
え
な
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

「
町
人
思
想
」
と
い
う
枠
組
み
を
は
じ
め
か
ら
設
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、

こ
の
よ
う
な
問
題
を
み
え
に
く
く
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
む
し
ろ
私
は
、

こ
の
「
道
」
を
説
く
二
つ
の
言
説
を
、
十
八
世
紀
の
大
坂
と
京
都
と
い
う
都
市

空
間
に
う
ま
れ
た
異
な
る
タ
イ
プ
の
社
会
的
言
説
と
し
て
ゑ
て
い
き
た
い
。
先

行
す
る
崎
門
や
仁
斎
学
、
柤
侠
学
な
ど
の
知
的
権
威
と
の
関
係
、
ま
た
幕
藩
体

制
下
の
支
配
権
力
と
社
会
秩
序
と
の
関
係
が
、
そ
の
言
説
構
成
の
上
に
ど
の
よ

う
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
そ
こ
に
お
い
て
「
民
衆
」
が
ど
の
よ
う
に

対
象
化
さ
れ
、
言
説
化
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
政
治
的
権
力
と
経
済
力
、
文
化

的
財
と
が
、
か
な
ら
ず
し
も
一
つ
の
支
配
階
級
の
独
占
で
は
な
か
っ
た
近
世
日

本
に
お
け
る
知
識
人
界
の
形
成
に
か
か
わ
る
問
題
で
も
あ
る
。

こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
「
懐
徳
堂
」
の
民
衆
教
化
思
想
の
特
質

を
石
門
心
学
と
対
比
し
つ
つ
考
え
て
み
た
い
と
お
も
う
。

懐
徳
堂
が
設
立
さ
れ
、
ま
た
石
田
梅
岩
が
は
じ
め
て
京
都
に
開
筵
し
た
享
保

と
い
う
時
期
は
、
日
本
思
想
史
が
そ
の
舞
台
を
大
き
く
転
回
さ
せ
た
時
期
だ
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ひ
と
く
ち
で
い
え
ば
、
林
羅
山
、
新
井
白
石
、
伊
藤
仁

斎
、
荻
生
柤
侠
と
い
っ
た
鴻
儒
と
い
わ
れ
る
思
想
家
た
ち
が
占
め
て
い
た
学
問

の
舞
台
に
観
客
が
上
り
始
め
る
、
あ
る
い
は
客
席
自
体
が
舞
台
の
一
部
と
な
っ

て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
学
問
の
意
味
と
目
的
が
あ
ら
た
に
問
い

二
懐
徳
堂
と
い
う
空
間

直
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
、
懐
徳
堂
の
学
問
領
域
が
ど
の
よ
う
な

経
緯
を
経
て
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
く
の
か
、
そ
れ
を
も

っ
と
も
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
の
は
、
懐
徳
堂
官
許
と
懐
徳
堂
の
二
つ
の
定
約

を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
ろ
う
。

周
知
の
通
り
、
懐
徳
堂
を
従
来
の
私
塾
や
郷
学
か
ら
区
別
し
、
特
徴
づ
け
て

い
る
の
は
、
そ
れ
が
幕
府
の
官
許
を
得
た
学
問
所
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
っ

た
。
官
許
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
方
で
は
幕
府
の
権
威
に
よ
っ
て
学
問
所

の
威
信
を
た
か
め
る
こ
と
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
そ
の
用
地
が
除
役
地
に
な

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
町
内
に
あ
り
な
が
ら
町
の
支
配
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
を

意
味
し
た
。
こ
の
よ
う
な
権
威
主
義
的
と
も
い
え
る
い
き
か
た
に
は
、
初
代
学

主
三
宅
石
庵
を
は
じ
め
反
対
す
る
人
も
多
か
っ
た
し
、
町
内
と
も
さ
ま
ざ
ま
な

摩
擦
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
三
宅
石
庵
が
考
え
て
い
た
の
は
、
そ

れ
ま
で
彼
が
大
坂
市
内
に
開
い
て
い
た
私
塾
と
大
差
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
。
し
か
し
石
庵
の
そ
の
よ
う
な
態
度
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
粘
り
強
く
官

許
を
得
る
た
め
に
奔
走
し
た
の
は
、
中
井
竹
山
・
履
軒
の
父
中
井
楚
庵
と
、
富

永
仲
基
の
父
富
永
芳
春
他
五
同
志
の
一
部
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
官
許
学
問

所
の
構
想
を
受
け
継
い
で
そ
れ
を
発
展
さ
せ
て
い
く
の
が
中
井
竹
山
で
あ
る
。

竹
山
の
つ
ぎ
の
言
葉
に
は
、
彼
ら
の
め
ざ
し
た
学
問
所
の
理
念
が
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
か
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

髪
許
学
校
の
義
は
、
世
間
を
懸
離
れ
別
段
の
義
、
惣
て
当
地
三
郷
の
内
由
緒

有
之
除
地
無
役
所
の
家
と
申
も
皆
町
人
に
て
候
、
市
中
住
居
に
て
帯
刀
務
致
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

身
分
は
儒
者
に
て
、
其
の
儒
業
は
則
、
公
儀
よ
り
被
仰
付
候
役
目
に
て
何
方
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

家
来
に
て
も
無
之
無
禄
の
牢
人
に
て
、
公
儀
よ
り
一
種
の
御
用
の
端
を
も
被
仰

四
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す
な
わ
ち
幕
府
権
力
と
直
接
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
竹
山
は
「
儒
者
と

い
う
身
分
」
を
既
成
の
身
分
秩
序
の
な
か
に
切
り
開
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
も
そ
れ
は
た
ん
に
町
人
か
ら
武
士
へ
と
い
う
上
昇
志
向
を
意
味
し
て

い
る
の
で
は
な
い
。
ど
こ
か
の
大
名
に
召
し
抱
え
ら
れ
る
儒
官
と
し
て
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
も
「
何
方
の
家
来
」
で
も
な
い
「
無
禄
の
牢
人
」
と
し
て
、
「
公
」

、
、
・

的
な
発
言
を
な
し
う
る
儒
者
と
い
う
階
層
が
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
懐

徳
堂
が
町
内
に
存
在
し
な
が
ら
そ
こ
に
つ
く
り
だ
し
た
「
世
間
を
懸
離
れ
」
た

空
間
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
知
識
人
界
の
具
体
的
表
象
で
あ
っ
た
と
い
っ
て

も
い
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
享
保
二
十
年
の
懐
徳
堂
定
約
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
志
向
は
そ

れ
ほ
ど
明
確
に
う
ち
だ
さ
れ
て
は
い
な
い
。
三
星
屋
中
村
良
斎
の
手
に
な
る
こ

の
定
約
は
、
ま
ず
第
一
条
に
官
許
学
問
所
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
、
公
儀
へ

の
ご
恩
を
忘
れ
ぬ
こ
と
を
挙
げ
、
つ
ぎ
に
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
学
問
所
と
し
て
、

「
四
書
五
経
其
外
道
義
之
書
を
講
談
」
し
て
、
人
寄
せ
の
た
め
に
詩
文
の
講
釈

な
ど
を
せ
ぬ
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
月
に
二
度
の

同
志
の
会
合
を
定
め
、
そ
こ
で
は
翁
問
答
、
孝
子
伝
、
集
義
和
書
な
ど
仮
名
書

を
読
象
、
且
つ
世
間
の
美
事
物
語
な
ど
を
し
て
、
書
物
不
案
内
の
人
を
も
道
に

い
ざ
な
う
こ
と
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
一
説
に
よ
る
と
三
宅
石
庵
は
講
説
よ
り

も
む
し
ろ
座
談
を
好
ん
だ
と
い
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
同
志
会
の
あ
り
か

た
こ
そ
、
従
来
の
商
人
を
対
象
と
し
た
私
塾
の
姿
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
子
供
の
教
育
に
つ
い
て
は
、
士
農
工
商
医
家
の
そ
れ

ぞ
れ
の
職
分
を
第
一
と
考
え
、
と
く
に
才
能
の
あ
る
子
供
に
つ
い
て
は
、
親
の

、
、
、
、
、

（
２
）

付
罷
在
候
者
・
・
・
（
学
校
公
務
記
録
）

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

但
し
、
学
問
に
流
儀
は
有
間
敷
事
に
候
へ
共
、
近
年
子
思
孟
子
を
譲
り
、
三

、
、
、
、
、
、
、

教
一
致
と
申
な
ど
、
別
に
一
流
を
立
候
異
説
時
行
申
候
、
十
様
之
学
問
は
、
縦

ひ
才
徳
高
名
之
人
に
て
も
、
主
意
相
違
い
た
し
候
へ
ぱ
、
相
頼
候
事
可
為
無
用

（
４
）

候
、
勿
論
決
而
学
主
に
致
し
申
間
敷
候

こ
こ
で
「
子
思
孟
子
を
護
り
、
三
教
一
致
と
申
す
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、

具
体
的
に
は
伊
藤
仁
斎
、
荻
生
祖
侠
の
古
学
派
と
、
当
時
民
間
に
興
っ
て
き
た

四
八

（
３
）

了
解
を
得
た
う
え
で
、
学
問
成
就
の
道
を
進
ま
せ
る
こ
と
が
注
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
定
約
は
先
に
も
い
っ
た
通
り
中
村
良
斎
の
草
稿
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ

る
が
、
実
は
三
宅
石
庵
の
存
命
中
に
は
い
ま
だ
決
定
稿
と
し
て
採
用
さ
れ
て
は

い
な
か
っ
た
。
「
余
り
不
定
候
に
付
、
先
師
（
石
庵
）
に
も
御
了
簡
有
之
、
門

弟
四
五
輩
へ
も
各
試
書
致
出
し
候
様
被
命
候
所
、
未
定
之
内
先
師
卒
去
」
と
い

う
文
面
か
ら
察
す
る
と
、
す
く
な
く
と
も
三
宅
石
庵
の
学
主
時
代
に
は
、
懐
徳

堂
の
学
問
所
と
し
て
の
性
格
、
お
よ
び
そ
の
進
む
べ
き
道
に
つ
い
て
は
教
授
・

同
志
間
で
も
さ
ま
ざ
ま
意
見
の
相
違
が
あ
り
、
か
な
ら
ず
し
も
統
一
が
と
れ
て

は
い
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
三
宅
石
庵
の
死
後
、
五
井
蘭

洲
が
懐
徳
堂
の
学
問
の
実
質
的
指
導
者
と
な
る
に
お
よ
ん
で
、
懐
徳
堂
は
、
そ

れ
ま
で
の
鵺
学
的
折
衷
主
義
を
脱
し
、
は
っ
き
り
し
た
学
問
的
指
標
を
得
る
こ

と
に
な
る
。

こ
の
五
井
蘭
洲
、
中
井
竹
山
・
履
軒
が
中
心
に
な
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
の
が
、

宝
暦
八
年
の
懐
徳
堂
定
約
附
記
で
あ
る
。
こ
れ
は
学
主
世
襲
の
禁
を
解
く
の
が

そ
の
主
な
目
的
で
あ
っ
た
が
、
注
目
す
べ
き
は
学
主
・
助
教
な
ど
の
人
選
に
か

か
わ
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節
で
あ
る
。



石
門
心
学
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
懐
徳
堂
は
そ
れ
ら
と
の
あ
い
だ
に

境
界
を
引
き
、
吾
党
と
し
て
の
学
問
を
確
立
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

懐
徳
堂
が
い
わ
ば
私
家
版
「
異
学
の
禁
」
と
し
て
引
い
た
こ
の
反
古
学
、
反

心
学
と
い
う
境
界
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
は
懐
徳
堂

学
の
特
質
を
考
え
る
う
え
で
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
可
能
に
す
る
だ
ろ
う

が
、
今
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
懐
徳
堂
と
い
う
知
識
人
界
の
成
立
に
と
っ

て
、
こ
の
二
つ
の
勢
力
が
い
わ
ゆ
る
文
化
市
場
に
お
い
て
競
合
し
て
い
た
と
い

う
事
実
で
あ
る
。
祖
侠
学
の
流
行
と
い
う
現
象
は
、
関
西
に
お
い
て
は
江
戸
よ

り
お
く
れ
て
元
文
の
初
年
か
ら
延
享
、
寛
延
の
こ
ろ
ま
で
十
二
、
三
年
の
間
と

さ
れ
て
い
る
。
五
井
蘭
洲
の
『
非
物
篇
』
草
稿
、
井
狩
雪
溪
・
富
永
仲
基
の
『
論

語
徴
駁
』
な
ど
は
、
こ
の
関
西
で
の
祖
侠
学
の
大
流
行
に
さ
き
が
け
て
書
か
れ

て
お
り
、
中
井
竹
山
の
『
非
徴
』
に
い
た
る
反
祖
侠
の
運
動
は
、
ま
さ
に
祖
採

学
流
行
と
い
う
都
市
文
化
人
を
ま
き
こ
ん
だ
現
象
と
の
闘
い
で
あ
っ
た
と
い
っ

て
よ
い
。
一
方
、
石
田
梅
岩
が
京
都
車
屋
町
に
は
じ
め
て
講
筵
を
開
い
た
の
は
、

懐
徳
堂
設
立
に
お
く
れ
る
こ
と
五
年
の
享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
の
こ
と
で

あ
り
、
『
石
田
先
生
事
蹟
』
に
は
大
坂
の
渡
辺
町
座
摩
社
の
お
旅
所
や
備
後
町

の
弁
当
屋
な
ど
で
も
、
梅
岩
が
講
席
を
開
い
た
こ
と
な
ど
が
み
え
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
懐
徳
堂
と
ま
っ
た
く
重
な
っ
た
領
域
で
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
心
学

の
活
動
は
懐
徳
堂
に
と
っ
て
も
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
。言

葉
を
か
え
て
い
え
ば
、
享
保
か
ら
寛
政
に
か
け
て
の
時
代
は
、
あ
る
程
度

の
文
化
的
財
を
蓄
積
し
た
知
的
市
場
が
爆
発
的
に
拡
大
し
た
時
代
で
あ
る
と
い

え
る
。
大
坂
と
い
う
都
市
だ
け
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
も
、
初
め
は
講
釈
師
と

、
、

よ
ば
れ
、
他
の
遊
芸
の
師
と
同
一
視
さ
れ
て
い
た
儒
者
が
、
享
保
以
降
儒
者
と

し
て
そ
の
数
を
増
や
し
、
延
享
年
間
「
難
波
丸
綱
目
」
に
は
十
四
人
、
ま
た
安

永
年
間
の
「
浪
華
郷
友
録
」
で
は
四
十
九
人
を
数
え
る
よ
う
に
な
る
。
ち
な
ゑ

に
寛
政
年
間
再
刻
の
「
郷
友
録
」
を
み
る
と
、
ま
ず
は
じ
め
に
「
儒
家
」
と
し

て
記
さ
れ
て
い
る
の
は
四
十
四
人
、
そ
の
筆
頭
は
中
井
竹
山
と
そ
の
二
人
の
息

子
、
そ
し
て
中
井
履
軒
で
あ
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
「
聞
人
」
と
い
う

綱
目
で
、
そ
れ
は
「
官
吏
、
候
臣
、
商
工
人
、
あ
る
い
は
隠
士
な
ど
」
余
力
に

文
芸
を
た
し
な
む
も
の
を
い
い
、
そ
こ
に
は
懐
徳
堂
の
山
片
蟠
桃
、
加
藤
景
範

ら
、
実
に
八
十
五
人
も
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
（
な
お
上
田
秋
成
は
医
家

（
５
）

の
目
に
記
さ
れ
て
い
る
。
）
こ
れ
ら
の
事
実
を
み
て
も
、
当
時
商
人
か
ら
武
士
ま

で
、
身
分
階
層
を
こ
え
た
広
い
範
囲
に
ま
た
が
る
都
市
型
知
識
人
層
が
形
成
さ

れ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

仁
斎
・
祖
侠
の
学
問
の
流
行
は
、
こ
の
よ
う
な
民
間
の
文
運
の
隆
盛
を
背
景

と
し
、
そ
の
学
問
的
自
覚
を
う
な
が
す
役
割
を
は
た
し
た
と
い
っ
て
も
い
い
。

と
く
に
柤
棟
の
古
文
辞
学
は
そ
の
よ
う
な
好
学
の
青
年
た
ち
に
一
大
旋
風
を
巻

き
起
こ
し
た
。

懐
徳
堂
は
一
方
で
は
こ
の
よ
う
な
既
成
の
学
問
権
威
と
対
抗
し
て
、
儒
家
的

知
を
変
容
さ
せ
つ
つ
み
ず
か
ら
の
知
的
領
域
を
切
り
開
き
、
ま
た
一
方
で
は
、

平
易
な
道
話
を
通
じ
て
民
心
を
魅
き
つ
け
て
い
く
新
興
の
石
門
心
学
に
対
し
て

は
、
そ
の
儒
家
的
正
統
性
を
主
張
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

懐
徳
堂
の
「
反
古
学
」
と
い
う
場
合
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
が
『
非
物
篇
』
『
非

徴
」
に
代
表
さ
れ
る
激
し
い
祖
侠
批
判
に
集
中
し
て
い
く
の
は
当
然
の
こ
と
で

あ
る
が
、
反
仁
斎
思
想
の
も
っ
て
い
る
意
味
も
ま
た
見
過
ご
す
わ
け
に
は
い
か

三
反
仁
斎
思
想
の
意
味

四
九



な
い
。
こ
と
に
仁
斎
が
切
り
開
い
た
「
日
用
人
倫
の
道
」
の
地
平
は
、
日
用
道

徳
の
実
践
を
前
面
に
お
し
だ
す
懐
徳
堂
や
石
門
心
学
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を

も
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
す
く
な
く
と
も
道
を
卑
近
に
と
ら
え
る
そ
の

視
点
は
、
民
間
の
学
に
志
す
者
た
ち
に
、
「
道
」
に
つ
い
て
語
る
可
能
性
を
開

く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
京
都
町
衆
か
ら
諸
侯
・
公
家
に
い
た
る
ま
で
、

門
弟
三
千
人
と
い
わ
れ
た
古
義
堂
の
知
的
空
間
は
、
あ
た
ら
し
い
知
識
人
層
の

形
成
を
準
備
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
五
井
蘭
洲
の
父
五
井
持
軒

は
仁
斎
に
学
ん
で
お
り
、
五
井
蘭
洲
も
ま
た
二
十
才
の
こ
ろ
東
涯
に
入
門
し
て

（
６
）

い
る
。
元
禄
期
以
降
、
京
都
大
坂
に
お
い
て
学
問
に
志
す
若
者
た
ち
に
と
っ
て
、

伊
藤
仁
斎
・
東
涯
は
ま
さ
に
鴻
儒
と
し
て
伝
説
的
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
知
的
権
威
に
対
し
て
、
懐
徳
堂
お
よ
び
石
門
心
学
は
、
ど
の
よ
う

な
立
場
か
ら
、
反
仁
斎
の
思
想
を
展
開
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

五
井
蘭
洲
に
は
『
非
物
篇
』
と
な
ら
ん
で
、
『
非
伊
篇
』
と
い
う
仁
斎
批
判

の
一
書
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
「
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
病
中
の
作
」
と

記
さ
れ
て
お
り
、
蘭
洲
最
晩
年
の
著
作
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
富

永
仲
基
に
も
散
逸
し
て
今
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
伊
藤
東
涯
の
『
用
字
格
』

批
判
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
懐
徳
堂
周
辺
の
反
仁
斎
思
想
の
特
質
を
み
る
ま

え
に
、
ま
ず
仁
斎
思
想
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
か
を
み

て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
中
井
竹
山
は
『
非
徴
』
の
総
非
冒
頭
で
、
近
世

の
思
想
状
況
を
総
括
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
「
但
文
章
の
道
は
、
榛
塞
未

だ
開
け
ず
。
故
に
そ
の
立
言
滅
裂
、
観
る
に
足
る
者
な
し
。
仁
斎
の
京
師
に
起

る
に
及
び
、
首
に
異
説
を
侶
え
、
門
戸
を
創
立
し
、
称
し
て
復
古
の
学
と
為
す
。

ま
た
始
め
て
文
章
を
知
り
、
頗
る
株
離
を
夏
音
に
化
す
。
（
中
略
）
こ
こ
を
以

（
７
）

て
古
学
の
名
、
章
に
海
内
を
動
か
し
、
し
か
し
て
祖
侠
お
こ
る
。
」
こ
こ
に
は
仁

斎
と
柤
侠
を
す
で
に
古
学
の
系
譜
と
し
て
と
ら
え
る
視
点
が
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
始
祖
と
し
て
の
仁
斎
の
位
置
づ
け
に
は
ふ
た
つ
の
側
面
が
あ
っ
た
。
第
一
は

「
文
章
の
道
」
を
ひ
ら
い
た
者
と
し
て
の
仁
斎
。
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
文

章
の
道
」
と
は
、
文
献
批
判
的
視
点
を
も
っ
て
中
国
古
代
の
書
を
た
だ
し
く
読

ゑ
切
る
文
章
力
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
第
二
に
、
反
宋
学
の
異

端
の
門
戸
を
ひ
ら
い
た
者
と
し
て
の
仁
斎
。
仁
斎
の
鴻
儒
と
し
て
の
知
的
権
威

は
そ
の
「
文
章
の
道
」
に
あ
り
、
懐
徳
堂
の
知
識
人
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
仁
斎

の
「
文
章
」
へ
の
視
点
を
継
承
し
つ
つ
、
そ
の
反
宋
学
的
立
場
を
批
判
し
て
い

く
の
で
あ
る
。

蘭
洲
の
『
非
伊
篇
』
に
お
け
る
仁
斎
批
判
の
要
点
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
ま

ず
仁
斎
学
は
孟
子
の
四
端
の
説
だ
け
を
と
り
だ
し
て
自
説
を
立
て
た
も
の
で
あ

り
、
修
己
治
人
を
為
さ
な
い
「
陳
熟
緩
慢
之
論
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
た
と

え
ば
「
慈
愛
側
担
の
心
内
外
遠
近
至
ら
ざ
る
所
無
し
」
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
釈

氏
の
大
慈
大
悲
と
か
わ
ら
な
い
し
、
ま
た
「
忠
信
を
以
て
主
と
為
す
」
と
い
っ

て
も
、
た
だ
口
に
忠
信
を
唱
え
る
だ
け
で
は
、
そ
れ
は
老
婆
の
念
仏
の
よ
う
な

も
の
に
す
ぎ
な
い
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
仁
斎
の
学
は
、
人
倫
日
用
の
道
を

口
で
い
い
な
が
ら
、
そ
の
実
践
の
た
め
の
方
法
／
工
夫
を
説
か
な
い
と
非
難
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
理
、
心
、
持
敬
、
存
養
な
ど
の

朱
子
学
的
タ
ー
ム
を
強
い
て
退
け
よ
う
と
す
る
論
争
的
契
機
に
起
因
す
る
も
の

で
、
畢
寛
そ
れ
は
「
字
句
に
拘
泥
し
」
「
言
語
に
お
い
て
争
う
」
議
論
の
た
め

（
８
）

の
議
論
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。

こ
れ
は
一
見
浅
見
綱
斎
の
仁
斎
批
判
と
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
そ
の
違

い
は
、
そ
れ
が
朱
子
学
擁
護
自
体
を
目
的
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う

点
で
あ
る
。
中
井
竹
山
は
「
愚
は
か
ね
て
臆
見
あ
り
て
、
朱
説
に
従
わ
ざ
る
こ

五
○



と
ま
ま
あ
り
」
と
い
い
、
「
山
崎
の
一
派
の
如
く
、
片
言
双
辞
の
程
朱
を
犯
す

の
あ
れ
ば
、
怒
眼
盛
気
そ
の
当
否
を
釈
す
る
を
待
た
ず
」
と
い
う
が
、
こ
の
よ

う
な
態
度
は
五
井
持
軒
以
来
の
伝
統
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
朱
子
学
へ
の
信
奉
は
、

そ
の
よ
う
な
字
句
解
釈
に
で
は
な
く
、
そ
の
「
全
体
本
領
の
所
」
へ
向
け
ら
れ

（
９
）

て
い
る
の
で
あ
る
。

朱
子
学
の
「
全
体
本
領
」
と
は
、
す
な
わ
ち
儒
家
的
知
を
も
っ
て
善
を
明
ら

か
に
し
、
今
こ
の
世
界
に
道
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
の
仁
斎

批
判
の
基
礎
に
あ
る
の
は
、
道
の
言
説
を
「
古
え
」
へ
と
む
け
ら
れ
た
解
釈
学

的
視
線
か
ら
切
り
離
し
、
「
今
こ
こ
」
で
の
道
の
実
践
と
い
う
目
的
に
即
し
て

、
、
、

そ
の
有
効
性
を
問
う
視
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
文
章
の
道
」
は
古
え
か
ら
今

へ
と
置
き
直
さ
れ
、
朱
子
学
的
形
而
上
学
と
そ
の
タ
ー
ム
は
、
こ
の
よ
う
な
目

的
合
理
性
に
そ
っ
て
読
み
変
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
学
知
を
基
礎

づ
け
、
社
会
的
な
言
説
を
構
成
し
て
い
く
基
盤
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
も
っ
と
も
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
の
が
「
明
鏡
止
水
」
と
い
う

心
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
ろ
う
。
崎
門
の
敬
の
哲
学
や
梅
岩
の
心
学
に
と
っ
て
は
、

こ
の
明
鏡
止
水
は
到
達
す
べ
き
心
の
境
地
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
。
仁
斎
が
こ

の
言
葉
を
も
っ
と
も
嫌
っ
た
こ
と
は
有
名
だ
が
、
そ
れ
は
活
物
で
あ
る
心
を
死

物
に
善
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
五
井
蘭
洲
は
、

仁
斎
が
こ
の
よ
う
な
比
喰
的
な
言
葉
ま
で
も
忌
避
す
る
の
は
、
や
は
り
論
争
的

契
機
に
よ
る
文
字
へ
の
拘
泥
で
あ
る
と
批
判
し
な
が
ら
、
そ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を

つ
ぎ
の
よ
う
に
読
永
解
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
仁
斎
自
身
が
「
聖
人
成
徳
之

至
、
理
明
ら
か
に
心
定
ま
る
」
と
い
っ
て
い
る
そ
の
よ
う
な
心
の
状
態
が
明
鏡

止
水
に
警
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
止
Ⅱ
死
な
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば

仁
斎
自
身
、
心
が
暗
昧
惨
々
と
し
た
状
態
の
と
き
に
よ
く
理
を
見
、
事
に
処
す

る
の
精
詳
な
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
心
が
騒
擾
粉
々
と
し
て
い
る

と
き
に
、
よ
く
義
理
を
弁
ず
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
仁
斎
が
も
し
心
の
明
静

を
欲
し
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、
ど
う
し
て
と
も
に
道
を
議
す
る
こ
と
な
ど
で
き

（
脚
）

、
ｒ
｛
涯
局
ノ
Ｏ

こ
の
蘭
洲
の
理
解
は
ご
く
あ
た
り
ま
え
の
常
識
的
な
宋
学
解
釈
を
代
表
し
て

い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
が
、
明
鏡
止
水
が
け
っ
し
て
最
終
的
に
到
達
す
べ

き
絶
対
的
境
地
と
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
注
目
し
た
い
。
「
一

旦
諮
然
」
あ
る
い
は
「
本
心
を
悟
る
」
と
い
う
飛
躍
は
こ
こ
に
は
な
い
。
む
し

ろ
学
問
を
し
、
道
を
議
論
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
明
静
な
心
が
求
め
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
蘭
洲
の
『
性
理
解
』
に
は
、
お
な
じ
く
明
鏡
止
水
の
た
と
え

を
か
り
な
が
ら
「
心
存
す
る
と
き
は
義
理
の
精
微
曲
折
鏡
を
以
て
物
を
照
す
如

く
に
し
て
、
致
知
も
っ
と
も
な
し
な
す
く
、
義
理
次
第
に
明
ら
か
な
れ
ば
云
々
」

（
皿
）

と
あ
り
、
こ
れ
を
ゑ
て
も
明
鏡
止
水
は
目
的
で
は
な
く
学
知
の
基
礎
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
格
物
窮
理
の
概
念
は
こ
の

学
知
の
拡
充
と
い
う
新
し
い
様
相
の
も
と
に
と
ら
え
ら
れ
て
く
る
。
一
々
の
物

事
に
即
い
て
理
を
推
究
し
て
い
く
こ
と
は
、
心
へ
と
収
散
し
て
い
く
の
で
は
な

く
、
客
観
的
な
知
識
の
獲
得
と
い
う
方
向
に
む
か
う
の
で
あ
る
。
知
識
人
と
し

て
の
「
儒
者
」
の
職
分
は
、
こ
の
よ
う
な
正
し
い
知
識
に
も
と
づ
い
て
「
道
」

を
明
ら
か
に
し
て
み
せ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
彼
ら
は
こ
の
よ
う
な

知
に
も
と
づ
い
て
、
経
世
論
を
語
り
、
宇
宙
論
を
語
り
、
異
端
・
無
鬼
を
語
っ

て
い
く
の
で
あ
る
。

一
方
心
学
の
場
合
で
あ
る
が
、
石
田
梅
岩
は
『
都
鄙
問
答
』
「
或
人
天
地
開

關
の
説
を
譲
る
の
段
」
で
仁
斎
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
神

道
の
天
地
開
關
説
の
当
否
そ
の
も
の
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
こ
に
疑
い
を
発
す
る

五
一



仁
斎
の
知
の
あ
り
か
た
そ
の
も
の
へ
の
批
判
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
「
和
漢

と
も
に
文
学
他
に
勝
れ
ば
、
此
れ
を
徳
と
思
ひ
、
我
を
伐
る
者
多
し
。
文
学
に

伐
る
者
を
喰
て
云
は
ぱ
、
衆
人
の
財
宝
を
た
く
ら
べ
て
、
彼
は
劣
れ
り
、
我
は

勝
れ
り
と
伐
る
に
同
じ
。
学
者
に
お
い
て
は
恥
べ
き
こ
と
の
第
一
な
り
」
、
「
学

者
も
文
字
を
読
の
承
に
て
は
、
聖
人
の
意
味
、
神
書
の
奥
深
き
所
知
ら
る
べ
き

に
非
ず
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
彼
の
反
学
知
主
義
が
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
「
文
章
の
道
」
そ
の
も
の
へ
の
批
判
で
あ
る
。
そ
こ
に

お
い
て
は
朱
子
学
的
形
而
上
学
の
解
体
を
め
ざ
す
仁
斎
の
経
学
も
、
ゞ
枝
葉
の
文

学
に
す
ぎ
ず
、
当
世
一
代
の
鴻
儒
仁
斎
の
知
的
権
威
は
「
文
学
に
伐
る
も
の
」

に
す
ぎ
な
い
と
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
梅
岩
は
仁
斎
と
想
定
さ
れ
る
儒

者
に
対
し
、
行
商
人
の
口
を
か
り
て
、
「
汝
が
如
く
文
字
を
効
ぱ
文
字
を
読
む
。

汝
我
に
代
て
一
日
こ
れ
を
勉
め
見
よ
。
売
買
の
こ
と
は
知
ら
ず
と
云
は
ぱ
我
に

替
る
こ
と
な
し
。
我
職
分
を
知
れ
ば
事
は
足
れ
り
。
汝
箇
程
の
理
を
不
知
は
、

（
吃
）

夫
を
学
者
と
云
べ
き
や
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
周
知
の
ご
と
く
梅
岩
は
こ
こ
か

、
、
、
、
、
、

ら
本
心
を
知
る
こ
と
、
目
な
し
・
我
な
し
の
境
地
に
い
た
る
こ
と
を
説
い
て
い

く
わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
梅
岩
が
み
ず
か
ら
を
文
盲
無
学
な
者
と
し
て
規
定

す
る
こ
と
、
商
人
と
い
う
職
分
の
な
か
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ

て
鴻
儒
仁
斎
に
対
抗
し
う
る
自
負
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
だ

ろ
う
。
己
れ
の
心
へ
と
収
敵
し
て
い
く
心
学
の
系
譜
の
な
か
で
、
石
門
心
学
が

も
っ
て
い
る
特
異
性
は
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い

か
。
心
学
の
聖
典
と
な
っ
た
『
都
鄙
問
答
』
が
、
学
問
的
言
語
の
体
系
そ
の
も

の
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
登
場
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
梅
岩
は
す
べ
て
の
既
成
の
教
説
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
彼
の
教
説
が
基
本
的
に
は
朱
子
学
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
も
周
知

の
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
学
問
的
な
体
系
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
「
本
心

を
知
る
」
と
い
う
目
的
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
心
を
磨
く
研
種
と

い
う
道
具
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
心
学
道
話
の
語
り
口
の
な
か
に

見
出
さ
れ
る
「
子
供
衆
や
女
中
方
の
耳
に
も
は
い
り
や
す
い
」
卑
俗
な
言
葉
は
、

そ
れ
ま
で
の
道
の
言
説
の
背
後
に
あ
っ
た
知
的
権
威
そ
の
も
の
を
き
り
く
ず
し

て
い
く
武
器
と
な
る
。
無
学
な
者
、
職
分
に
限
定
さ
れ
た
者
と
し
て
の
自
己
規

定
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
卑
俗
な
日
常
言
語
は
、
梅
岩
に
お
い
て
は
仁
斎
的
な
学

知
に
対
抗
す
る
戦
略
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
仁
斎
の
説
く
「
日
用
人
倫
の
地
平
」
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
異

な
る
戦
略
を
も
っ
て
登
場
し
て
き
た
二
つ
の
言
説
が
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
言

葉
で
通
俗
道
徳
を
説
き
、
民
衆
を
教
化
し
よ
う
と
す
る
の
か
。
そ
れ
を
つ
ぎ
に

み
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
孝
」
と
い
う
徳
目
は
儒
教
の
中
心
的
な
教
え
と
し
て
、
民
衆
教
化
の
通
俗

道
徳
の
な
か
で
も
特
に
強
調
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
享
保
以
降
教
化
政
策
の
一

環
と
し
て
、
孝
子
の
顕
彰
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
然
心
学
道

話
の
な
か
に
も
こ
の
よ
う
な
孝
子
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
多
数
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い

く
が
、
懐
徳
堂
に
お
い
て
も
中
井
楚
庵
の
「
五
孝
子
伝
」
を
は
じ
め
い
く
つ
か

の
「
孝
子
伝
」
が
書
か
れ
て
い
る
。
頼
春
水
の
「
師
友
志
』
に
は
、
「
履
軒
、

人
と
話
し
て
民
間
の
孝
子
順
孫
の
事
状
に
及
ぶ
や
、
容
を
動
し
て
称
賛
す
。
痴

の
ご
と
く
愚
の
ご
と
し
。
平
生
の
豪
逼
に
似
ず
。
竹
山
も
ま
た
然
り
」
と
い
う

一
文
が
あ
る
が
、
経
学
や
詩
文
の
う
え
で
の
懐
徳
堂
学
を
知
る
春
水
に
と
っ
て
、

民
間
の
孝
子
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
夢
中
に
な
る
竹
山
・
履
軒
の
す
が
た
は
、
か
な

四
ふ
た
つ
の
孝
子
物
語

五
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（
週
）

り
奇
異
な
も
の
に
映
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
に
し
て
顕
彰
さ
れ
た
孝
子
の
な
か
に
、
山
城

国
葛
野
郡
川
島
村
の
儀
兵
衛
と
い
う
者
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
竹
山
に
よ
っ
て
見

出
さ
れ
顕
彰
さ
れ
た
孝
子
な
の
だ
が
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
懐
徳
堂
と
心
学
の

両
方
か
ら
「
孝
子
儀
兵
衛
伝
」
が
出
版
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
明
和
七
年
（
一

七
七
一
）
に
心
学
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
西
国
孝
子
儀
兵
衛
行
状
聞
書
』
と
明
和

八
年
懐
徳
堂
か
ら
出
さ
れ
た
『
か
は
し
ま
も
の
が
た
り
』
は
、
そ
の
内
容
も
ほ

ぼ
同
じ
と
い
っ
て
よ
い
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
を
語
る
言
葉
に
は
大
き
な
相
違

が
あ
る
。

ま
ず
心
学
版
の
作
者
は
布
施
松
翁
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
聞
書
と
し
て
書
か
れ

て
お
り
、
道
話
の
文
体
と
は
ま
た
違
う
が
、
や
は
り
ご
く
平
易
な
言
葉
で
儀
兵

衛
の
母
親
へ
の
孝
状
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
懐
徳
堂
版

の
作
者
は
懐
徳
堂
和
学
の
一
人
者
で
あ
っ
た
加
藤
景
範
で
あ
り
、
話
の
内
容
そ

の
も
の
は
心
学
版
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
が
、
な
め
ら
か
な
和
文
で
一
つ
の

物
語
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
文
体
の
違
い
を
示
す
た
め
に
、
今
両
者
を

な
ら
べ
て
引
用
し
て
み
よ
う
。

儀
兵
衛
毎
朝
早
く
起
き
、
母
の
喰
物
遣
ひ
水
、
夫
々
に
用
意
し
、
冬
は
手
洗

ひ
の
湯
、
火
燵
火
鉢
に
火
を
い
け
置
き
、
其
外
用
向
き
の
一
式
の
こ
ら
ず
調
達

し
お
き
て
働
き
に
出
で
け
り
。
母
手
足
痛
む
ゆ
ゑ
、
髪
を
ゆ
ひ
、
着
も
の
を
着

（
Ｍ
）

せ
る
ま
で
も
、
儀
兵
衛
せ
ざ
る
こ
と
な
し
。
（
心
学
版
）

毎
朝

日
ご
と
の
つ
と
め
て
、
は
は
が
お
き
あ
が
る
ま
で
に
、
斗
鴎
剛
緋
溺
鳴
が
ぱ

ゾ
オ
ク
也
コ
タ
ッ

せ
て
、
さ
て
夏
は
す
ず
し
か
る
べ
く
、
冬
は
す
び
つ
の
も
と
に
い
だ
き
お
こ
し
、

き
る
物
こ
こ
ろ
に
ま
か
せ
て
、
き
せ
も
し
ぬ
が
せ
も
し
、

（
脂
）

も
髪
と
り
あ
げ
朝
飯
す
す
む
。
（
懐
徳
堂
版
）

懐
徳
堂
版
の
ル
ビ
は
原
文
ど
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
れ
ば
こ
の
ふ
た
つ
の

テ
キ
ス
ト
が
い
か
に
性
格
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

心
学
の
テ
キ
ス
ト
が
そ
の
ま
ま
読
み
き
か
せ
て
も
よ
く
、
ま
た
道
話
の
場
の

な
か
に
も
取
込
ゑ
う
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
懐
徳
堂
の
テ
キ
ス
ト
は
文
章

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
一
つ
の
作
品
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が
心
学
の
テ
キ
ス
ト
に
対
し
て
意
図
的
に
な

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
か
は
し
ま
も
の
が
た
り
』
に
は
履
軒
の
序
文
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

は
「
文
は
以
て
事
を
記
す
。
事
は
文
に
因
り
て
伝
ふ
。
事
伝
ふ
く
く
し
て
、
文

を
称
さ
ざ
る
は
、
た
だ
以
て
漿
を
覆
す
る
の
み
」
と
い
う
一
文
に
始
ま
る
。
そ

し
て
「
京
刻
の
状
（
心
学
版
を
さ
す
）
、
其
詞
僅
近
、
以
て
実
を
記
す
に
足
る
。

し
か
れ
ど
も
以
て
後
に
伝
ふ
に
足
ら
ず
」
と
い
う
景
範
の
言
葉
に
つ
な
ぐ
の
で

あ
る
。
儀
兵
衛
を
発
掘
し
、
そ
の
孝
状
を
世
に
知
ら
し
め
た
の
は
兄
竹
山
の
力

、

で
あ
り
、
そ
れ
を
後
世
ま
で
伝
え
る
の
は
景
範
の
文
で
あ
る
と
履
軒
は
い
う
。

こ
れ
は
た
ん
な
る
言
葉
の
雅
俗
の
問
題
な
の
で
は
な
い
。
心
学
が
卑
俗
な
言

葉
を
戦
略
と
し
て
い
く
の
は
、
文
学
の
圏
外
に
彼
ら
の
道
を
説
く
言
語
を
見
出

し
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
た
。
心
学
は
そ
こ
に
道
話
と
い
う
新
し
い
語
り
の
レ

ト
リ
ッ
ク
を
発
展
さ
せ
て
い
く
。
そ
れ
は
言
語
の
記
述
性
や
論
理
性
に
か
か
わ

る
も
の
で
あ
る
よ
り
、
多
く
そ
の
心
情
喚
起
的
作
用
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。

も
ち
い
ら
れ
る
比
喰
の
意
外
性
や
逆
説
的
な
論
法
、
誇
張
的
な
表
現
、
と
き
に

は
地
口
も
ま
じ
え
た
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
音
的
効
果
な
ど
は
、
聞
き
手
の
感
覚
に
訴

五
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え
る
効
果
を
ね
ら
っ
た
話
術
の
レ
ト
リ
ッ
ク
な
の
で
あ
る
。

懐
徳
堂
の
儒
者
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
言
語
に
危
険
を
見
出
し
て
い
た
。
竹

山
は
『
草
茅
危
言
』
の
な
か
で
、
心
学
を
取
り
締
ま
る
こ
と
を
提
言
し
て
い
る

が
、
そ
れ
は
心
学
が
日
用
の
道
徳
を
説
き
、
民
生
・
産
業
・
渡
世
を
主
と
す
る

こ
と
に
つ
い
て
は
益
が
あ
る
も
の
の
、
「
鄙
近
に
お
い
て
愚
俗
を
引
き
入
れ
る

（
焔
）

こ
と
は
お
お
い
に
害
が
あ
る
」
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。
来
世
や
転
生
を

説
い
て
人
心
を
ま
ど
わ
す
仏
教
や
、
鬼
神
変
化
の
妄
言
と
同
じ
危
険
性
を
、
竹

山
は
心
学
の
言
説
の
な
か
に
み
て
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
懐
徳
堂
の
知
識
人
た
ち
は
あ
く
ま
で
も
文
章
の
圏
内
に
と
ど

ま
り
続
け
る
。
そ
し
て
そ
の
中
で
言
語
観
・
文
章
観
を
転
回
さ
せ
て
い
く
の
で

（
灯
）

あ
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
方
向
へ
む
か
う
か
は
後
の
問
題
と
し
て
、
こ
こ
で

は
『
か
は
し
ま
も
の
が
た
り
』
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
を
み
て
お
こ
う
。

そ
れ
は
心
学
の
テ
キ
ス
ト
が
儀
兵
衛
の
孝
状
を
並
列
的
に
述
べ
る
こ
と
に
終

始
し
て
い
る
の
に
対
し
、
懐
徳
堂
版
で
は
竹
山
に
よ
る
儀
兵
衛
顕
彰
の
一
部
始

終
が
物
語
の
な
か
に
組
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
儀
兵
衛
の
母
親

へ
の
献
身
ぶ
り
が
述
べ
ら
れ
た
あ
と
、
物
語
は
、
竹
山
が
儀
兵
衛
を
見
出
し
、

領
主
へ
の
言
上
を
勧
め
る
と
と
も
に
、
大
坂
に
お
い
て
も
そ
の
孝
状
を
広
め
て
、

集
っ
た
義
援
金
を
儀
兵
衛
に
贈
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
運
動
が
効
を

奏
し
て
、
儀
兵
衛
が
領
主
か
ら
お
褒
め
の
言
葉
を
受
け
、
母
親
の
生
き
て
い
る

か
ぎ
り
年
貢
を
免
除
し
米
二
俵
を
賜
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
顛
末
を
記
す
。
物
語

は
そ
こ
で
完
結
す
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
儀
兵
衛
の
孝
状
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
事
例
と
し
て
あ
げ

ら
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
顕
彰
さ
れ
、
お
上
の
褒
賞
を
得
、
長
く

記
録
に
と
ど
め
ら
れ
る
と
い
う
一
連
の
プ
ロ
ッ
ト
の
な
か
で
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
懐
徳
堂
の
孝
子
伝
が
、
た
ん
に
民
衆
教
化
の
生
教
材
と
し
て
あ
っ
た
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
顕
彰
の
意
義
づ
け
と
い
う
枠
を
は
ず

し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

小
堀
一
正
氏
は
、
懐
徳
堂
の
孝
子
顕
彰
が
、
「
美
事
物
語
」
に
よ
る
教
育
、
精

神
の
酒
養
と
い
う
意
図
に
も
と
づ
き
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
世
に
喧
伝
し
、
義
援

金
を
あ
つ
め
る
な
ど
、
社
会
に
働
き
か
け
る
側
面
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
強
調

し
、
「
孝
子
・
貞
婦
の
顕
彰
運
動
と
も
言
う
べ
き
ひ
と
つ
の
社
会
的
運
動
を
展

（
肥
）

開
し
よ
う
と
し
た
」
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
懐
徳
堂
で
は
こ
の

、
、

儀
兵
衛
の
ほ
か
に
も
、
美
作
国
の
稲
垣
浅
之
丞
や
、
豊
後
の
孝
女
は
つ
な
ど
の

顕
彰
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
も
事
情
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
活
動
を
、
災
害
時
の
窮
民
救
済
運
動
な
ど
と
同
じ
意
味
で
社
会
運
動

と
よ
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
が
、
た
し
か
に
そ
こ
に
は
一
貫
し
た
「
儒
者
」

と
し
て
の
職
分
観
が
流
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
孝
子
の
発
掘
と
顕
彰
、

そ
し
て
そ
れ
を
伝
と
し
て
文
に
残
す
こ
と
の
意
義
を
、
「
治
道
の
本
」
と
し
て

位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
竹
山
は
上
記
の
稲
垣
浅
之
丞
の
行
状
を
記
し
た

『
子
華
孝
状
』
の
冒
頭
に
、
「
之
を
族
は
し
之
を
賞
す
る
、
以
て
天
下
を
風
励

す
る
は
、
治
道
の
本
、
明
王
先
ん
ず
る
と
こ
ろ
な
り
」
と
し
て
、
孝
を
顕
彰
す

る
文
武
、
天
智
の
政
教
策
を
挙
げ
、
ま
た
「
国
家
治
本
を
忘
れ
ず
、
諸
を
旋
典

に
列
す
」
と
そ
の
伝
の
意
義
を
い
う
。
そ
し
て
最
後
に
は
、
「
予
諸
状
（
浅
之

丞
の
孝
状
）
を
按
考
し
、
具
さ
に
之
を
論
じ
、
雑
ゆ
る
に
聞
見
及
ぶ
所
を
以
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
、
其
の
軟
事
を
補
な
ひ
、
之
を
同
志
に
伝
へ
、
併
せ
て
異
日
史
子
の
採
択
に

、
、

備
ふ
」
と
ま
で
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
懐
徳
堂
の
孝
子
物
語
が
、
そ

の
経
世
論
や
歴
史
著
述
へ
の
意
図
と
深
く
交
差
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。

五
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心
学
に
お
け
る
日
用
道
徳
の
顕
彰
は
、
あ
く
ま
で
も
心
を
磨
く
糧
と
な
る
美

事
物
語
と
し
て
で
あ
っ
て
、
読
む
者
あ
る
い
は
聞
く
者
の
心
情
に
訴
え
、
感
化

す
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
い
か
に
し
て
文
章
に
よ
っ
て
事
実
を

正
確
に
伝
え
る
か
、
ま
た
そ
れ
が
後
世
に
伝
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
文
章
か
ど
う

か
な
ど
は
始
め
か
ら
問
題
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
事
実
の
再
現

冨
冒
困
曾
国
９
口
）
が
問
題
に
な
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
実
話
と
し
て
の
効
果

を
ね
ら
っ
た
も
の
で
、
言
語
的
反
省
の
も
と
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
い
い
か

え
れ
ば
こ
れ
ら
の
実
話
は
、
心
学
道
話
の
な
か
で
語
ら
れ
る
多
く
の
比
嚥
・
寓

話
の
類
と
同
列
の
も
の
で
あ
り
、
後
者
が
意
外
性
や
逆
説
な
ど
の
面
白
さ
を
レ

ト
リ
カ
ル
な
効
果
と
し
て
も
つ
と
す
れ
ば
、
実
話
は
そ
れ
が
「
本
当
に
あ
っ
た

話
」
だ
と
い
う
点
に
最
大
の
効
果
が
あ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
ふ
た
つ
の
孝
子
物
語
を
み
て
み
る
と
、
こ
の
ふ
た
つ
が
ま
っ

た
く
異
質
の
言
語
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
無
学
な
民
衆
対
特
権
的
知
識
人
と
い
う

階
級
差
に
は
還
元
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
普
及
と
い
う
点
に
関
し
て
い

え
ば
、
心
学
が
大
名
・
武
士
か
ら
目
に
一
丁
字
も
な
い
底
辺
の
民
衆
層
に
ま
で

ひ
ろ
が
り
、
懐
徳
堂
の
知
識
人
界
が
読
書
人
層
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
外
部
に

啓
蒙
の
対
象
と
し
て
の
民
衆
を
想
定
し
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
し
か
し

心
学
の
語
り
手
た
ち
が
、
か
な
ら
ず
し
も
無
学
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
し
、

ま
た
そ
の
聞
き
手
も
無
学
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。
む
し
ろ
心
学
の
無
学
な
民
衆
と
い
う
自
己
規
定
お
よ
び
民
衆
規
定
は
、
「
心
」

へ
と
収
敵
し
て
い
く
言
説
の
ひ
と
つ
の
戦
略
と
し
て
働
く
の
で
あ
る
。
実
際
に

五
ふ
た
つ
の
言
語

は
懐
徳
堂
と
心
学
の
知
的
市
場
は
か
な
り
の
範
囲
で
重
な
り
あ
う
も
の
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
懐
徳
堂
と
心
学
の
言
語
の
差
異
を
説
明
す
る
に
は
、
オ
グ
デ
ン

／
リ
チ
ァ
ー
ズ
に
よ
る
言
語
の
象
徴
的
機
能
と
喚
情
的
機
能
と
い
う
概
念
を
か

り
る
の
が
、
有
効
で
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
言
表
行
為
と
い
う
側
面
に
お

い
て
、
象
徴
的
言
語
が
事
物
の
指
示
、
記
述
、
論
理
的
説
明
な
ど
を
通
じ
て
、

「
説
得
」
と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
の
に
対
し
て
、
喚
情
的
言
語
は
話
者
の
「
態

度
表
明
」
で
あ
り
、
連
想
／
心
象
を
通
し
て
、
聞
く
も
の
に
あ
る
態
度
を
喚
起

さ
せ
る
。
ま
た
喚
情
的
言
語
に
特
徴
的
な
韻
律
的
・
反
復
の
経
験
は
、
情
緒
性
、

信
ず
る
と
い
う
感
情
の
誇
張
、
批
評
力
の
隠
蔽
、
「
こ
れ
は
事
実
そ
う
な
の
か
」

と
い
う
疑
問
態
度
の
抑
圧
を
と
も
な
う
と
い
う
。
す
な
わ
ち
象
徴
的
言
語
に
お

け
る
真
理
は
、
そ
の
真
偽
妥
当
性
を
問
う
こ
と
が
可
能
な
の
に
対
し
て
、
喚
情

的
言
語
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
の
は
、
そ
こ
に
真
理
が
あ
る
と
い
う
話
者
の
確
信

（
四
）

で
し
か
な
い
。

も
ち
ろ
ん
一
○
○
・
ハ
ー
セ
ン
ト
象
徴
的
な
あ
る
い
は
喚
情
的
な
言
語
と
い
う

も
の
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
言
語
に
は
こ
の
よ
う
な
ふ
た
つ
の
機
能

が
混
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
懐
徳
堂
の
学
知
が
、
説
明
し
、
そ
の
妥
当
性

の
根
拠
を
示
し
て
説
得
す
る
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
き
ら

か
で
あ
る
し
、
心
学
の
「
本
心
」
が
、
文
字
を
も
っ
て
は
言
い
表
せ
な
い
も
の

と
し
て
あ
り
、
開
悟
と
い
う
契
機
に
よ
っ
て
し
か
到
達
で
き
な
い
も
の
で
あ
る

の
も
事
実
で
あ
る
。
哲
学
的
言
説
に
お
い
て
、
主
観
主
義
的
あ
る
い
は
神
秘
主

義
的
と
い
う
特
徴
が
い
わ
れ
る
の
は
、
お
お
く
は
そ
の
言
語
が
象
徴
的
「
説
明
」

の
体
系
よ
り
も
喚
情
的
「
信
」
の
体
系
に
属
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
一
方
象
徴
的
言
語
に
は
、
そ
の
指
示
が
明
瞭
に
な
り
、
裁
然
と
す
れ

五
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ぱ
す
る
ほ
ど
、
指
示
物
と
わ
れ
わ
れ
と
の
関
係
は
、
同
種
の
よ
り
あ
い
ま
い
な

指
示
に
く
ら
べ
て
い
っ
そ
う
希
薄
と
な
っ
て
い
く
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

懐
徳
堂
と
心
学
の
ふ
た
つ
の
言
語
と
そ
れ
に
よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
る
民
衆
の

関
係
を
、
こ
の
よ
う
な
側
面
か
ら
考
え
て
み
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え

る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
心
学
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
言
語
の
喚
起
的
機
能
は
広
い
範
囲
に
圧

倒
的
な
普
及
率
を
得
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
（
そ
れ
が
懐
徳
堂
か
ら
は
愚

俗
を
引
き
入
れ
る
と
み
な
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
）
、
同
時
に
心
情
主
義
的
な
結

束
を
も
た
ら
す
。
ま
た
そ
の
「
信
」
の
体
系
は
、
世
界
と
自
己
と
の
密
接
な
関

係
を
可
能
に
し
、
そ
の
内
部
に
お
け
る
「
救
済
」
を
可
能
に
す
る
だ
ろ
う
。
石

田
梅
岩
は
『
都
鄙
問
答
』
の
な
か
で
、
「
如
何
に
し
て
疑
ひ
な
く
、
末
期
に
至

り
て
不
泣
や
う
に
な
る
べ
き
や
」
と
い
う
問
に
対
し
、
「
今
此
身
を
知
れ
ば
、

死
の
道
は
目
前
に
明
ら
か
な
り
」
と
答
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
心
学

が
現
実
に
対
す
る
批
判
的
機
能
を
抑
圧
す
る
方
向
へ
と
す
す
む
こ
と
は
つ
と
に

指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
言
語
の
喚
情
的
機
能
は
、
そ
の
喚
起
の
方
向

に
よ
っ
て
は
、
爆
発
的
な
反
体
制
的
動
き
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
を
も
も
っ
て

い
る
が
、
職
分
へ
の
自
己
規
定
と
い
う
戦
略
を
も
つ
心
学
は
、
日
用
道
徳
の
実

践
と
い
う
生
活
態
度
の
再
生
産
へ
と
む
か
う
の
で
あ
る
。

一
方
懐
徳
堂
に
お
い
て
は
、
民
衆
は
喚
起
さ
れ
、
動
員
さ
れ
る
対
象
と
し
て

で
は
な
く
、
啓
蒙
さ
れ
教
育
さ
れ
る
対
象
と
し
て
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
儒
家

的
な
理
念
に
よ
る
教
育
制
度
の
整
備
と
い
う
経
世
論
の
一
環
と
し
て
あ
ら
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
竹
山
の
『
建
学
私
議
』
に
は
具
体
的
な
構
想
が
示
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
は
各
村
に
手
跡
師
（
寺
小
屋
の
よ
う
な
も
の
）
を
、
各
藩
に
学
校
を

設
け
、
三
都
に
は
官
立
の
大
学
を
置
き
、
学
才
の
あ
る
も
の
は
身
分
に
か
か
わ

（
別
）

ら
ず
高
等
教
育
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
履
軒
の

『
華
胄
国
物
語
』
に
お
い
て
も
同
様
の
構
想
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
彼

ら
懐
徳
堂
の
知
識
人
界
の
理
念
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ

し
て
ま
た
そ
こ
に
お
け
る
彼
ら
の
知
は
、
す
べ
て
の
も
の
を
説
明
す
る
と
い
う

百
科
全
書
的
な
知
へ
と
拡
大
し
て
い
く
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
一
つ
の
達
成
を
山

片
蟠
桃
の
『
夢
の
代
』
の
な
か
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
説
明
」
と
い
う
機
能
は
ま
た
、
そ
の
真
偽
の
妥
当
性
を
問
う
批
判
的
視
点

を
と
も
な
う
。
メ
タ
言
語
的
視
点
と
方
法
論
の
意
識
の
発
達
は
そ
こ
に
関
わ
っ

て
い
る
。
こ
の
点
を
も
っ
と
も
先
鋭
に
お
し
す
す
め
理
論
化
し
た
の
は
富
永
仲

基
で
あ
ろ
う
。
仲
基
の
提
唱
す
る
「
誠
の
道
」
は
、
三
教
批
判
の
う
え
に
た
っ

て
、
通
俗
道
徳
の
徳
目
を
列
挙
し
て
い
く
が
、
そ
れ
が
心
学
的
な
通
俗
道
徳
と

、
、

、
、

も
っ
と
も
異
な
る
点
は
、
三
教
一
致
で
は
な
く
、
三
教
批
判
で
あ
る
こ
と
、
言

語
批
判
と
方
法
論
に
も
と
づ
く
説
明
の
体
系
に
よ
っ
て
日
用
道
徳
の
普
遍
性
が

導
き
だ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
一
方
、
可
能
的
に
す
べ
て
を
記
述
し
説
明
し
う
る
と
す
る
こ
と
は
、

「
死
の
問
題
」
と
い
う
も
の
を
消
滅
し
う
る
と
主
張
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

懐
徳
堂
の
無
鬼
論
は
こ
う
し
た
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
あ
ら
わ
れ
と
い
え
る
だ
ろ

う
が
、
こ
こ
に
お
い
て
懐
徳
堂
は
八
救
済
Ｖ
と
い
う
契
機
を
失
う
こ
と
に
な
る

、
、
、
、

う
。
な
ぜ
な
ら
死
を
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
前
出
の
『
都
鄙
問
答
』
に
お

け
る
よ
う
な
死
後
安
心
の
問
に
答
え
る
こ
と
に
は
決
し
て
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
意
味
で
懐
徳
堂
の
社
会
的
言
説
は
、
死
の
前
の
永
遠
の
生
を
説
く
言

説
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
懐
徳
堂
知
識
人
界
に
と
っ
て
、
民
衆
は
、
操

作
さ
れ
、
教
育
的
に
再
生
産
さ
れ
る
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

五
六



以
上
懐
徳
堂
の
知
識
人
界
と
民
衆
の
問
題
を
、
お
も
に
心
学
と
の
対
比
で
み

て
き
た
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
最
後
に
二
点
だ
け
つ
け
く
わ
え
て
お
き
た
い
。
ま

ず
一
点
は
上
に
述
べ
た
よ
う
な
特
質
を
も
ち
な
が
ら
も
、
や
は
り
懐
徳
堂
の
経

世
論
が
支
配
権
力
を
も
つ
為
政
者
と
し
て
の
経
世
論
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
特
権
的
な
知
を
保
有
す
る
知
識
人
界
が
、
政
治
権
力
と
結
び

つ
い
て
い
な
か
っ
た
近
世
日
本
に
お
い
て
は
、
懐
徳
堂
の
正
統
儒
家
的
な
理
念

と
そ
れ
に
よ
る
社
会
像
は
、
「
夢
」
と
し
て
し
か
語
り
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
中
に
お
い
て
、
経
世
論
の
視
点
は
あ
き
ら
か
に
民
衆
主
体
の
「
安

民
」
の
側
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
中
国
・
韓
国
で
は
け
っ
し

て
み
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
独
自
の
経
世
論
が
展
開
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

近
世
徳
川
日
本
に
お
い
て
、
武
士
階
級
の
廃
絶
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
堂
々

と
主
張
し
た
の
は
お
そ
ら
く
懐
徳
堂
を
お
い
て
他
に
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

懐
徳
堂
の
経
世
論
は
、
別
に
あ
ら
た
め
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ

ろ
う
が
、
そ
こ
で
提
言
さ
れ
て
い
る
市
場
経
済
や
官
僚
的
政
治
体
制
、
前
述
の

教
育
制
度
や
懲
罰
制
度
な
ど
、
そ
れ
ら
は
日
本
の
近
代
化
を
考
え
る
上
で
、
お

お
く
の
示
唆
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
ま
た
第
二
点
は
、
懐
徳
堂
的
な
知
が
、
西
洋

諸
科
学
の
受
容
に
際
し
て
は
た
し
た
役
割
で
あ
る
。
西
洋
天
文
学
に
よ
る
宇
宙

論
の
転
回
、
世
界
像
の
構
成
な
ど
、
そ
れ
を
担
っ
て
い
く
の
は
洋
学
ば
か
り
で

は
な
い
。

十
八
世
紀
の
思
想
的
転
回
と
懐
徳
堂
知
識
人
界
の
形
成
、
ま
た
そ
の
儒
家
的

言
説
の
変
容
は
、
日
本
の
近
代
化
過
程
に
つ
な
が
る
ひ
ろ
い
。
〈
－
ス
。
ヘ
ク
テ
ィ

ブ
の
な
か
で
、
も
う
一
度
と
ら
え
な
お
す
べ
き
問
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

六
お
わ
り
に

註

（
１
）
「
叢
書
日
本
の
思
想
家
」
別
『
中
井
竹
山
・
中
井
履
軒
』
（
小
堀
一
正
・

山
中
浩
之
・
加
地
伸
行
・
井
上
明
大
著
、
明
徳
出
版
社
）
二
三
四
頁

（
２
）
『
学
校
公
務
記
録
』
（
中
井
竹
山
、
大
阪
大
学
懐
徳
堂
文
庫
蔵
）

（
３
）
「
懐
徳
堂
定
約
」
（
雑
誌
「
懐
徳
」
第
十
四
号
所
収
、
懐
徳
堂
堂
友
会
）

（
４
）
『
懐
徳
堂
定
約
附
記
』
（
雑
誌
「
懐
徳
」
第
十
四
号
所
収
、
懐
徳
堂
堂
友

会
）
、
な
お
、
官
許
と
定
約
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
前
掲
書
「
中
井
竹

山
・
中
井
履
軒
」
第
一
章
・
第
二
章
に
詳
し
い
。

（
５
）
『
浪
華
郷
友
録
』
（
寛
政
二
年
版
、
大
阪
府
立
図
書
館
蔵
）

（
６
）
『
懐
徳
堂
の
人
々
’
五
井
蘭
州
ｌ
』
（
山
中
浩
之
、
雑
誌
「
懐
徳
」
五
八

号
、
懐
徳
堂
友
の
会
）
山
中
氏
は
こ
こ
で
、
こ
の
入
門
が
形
式
的
な
も
の

で
あ
り
、
当
時
随
一
の
学
者
で
あ
っ
た
東
涯
へ
の
あ
い
さ
つ
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。

（
７
）
「
日
本
思
想
体
系
」
卿
『
非
徴
』
総
非
（
中
井
竹
山
、
岩
波
書
店
）
四

四
頁

（
８
）
『
非
伊
篇
』
（
五
井
蘭
洲
、
大
阪
大
学
懐
徳
堂
文
庫
蔵
）

（
９
）
「
竹
山
国
字
犢
』
上
、
（
中
井
竹
山
、
懐
徳
堂
復
刻
版
）
二
八
丁

（
Ⅲ
）
前
掲
『
非
伊
篇
』

（
Ⅱ
）
『
性
理
解
』
（
五
井
蘭
洲
、
大
阪
府
立
図
書
館
蔵
）

（
Ⅲ
）
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
Ｗ
「
都
鄙
問
答
』
（
石
田
梅
岩
、
岩
波
書
店
）

四
九
三
’
四
九
八
頁

（
昭
）
「
日
本
儒
林
叢
書
」
第
三
巻
『
師
友
志
』
（
頼
春
水
、
鳳
出
版
）
六
頁

（
Ｍ
）
「
松
翁
道
話
」
『
西
国
孝
子
儀
兵
衛
孝
状
』
（
布
施
松
翁
、
岩
波
文
庫
）

五
七



（
脂
）
『
か
は
し
ま
も
の
が
た
り
』
（
加
藤
景
範
、
大
阪
大
学
懐
徳
堂
文
庫
蔵
）

（
船
）
「
日
本
経
済
叢
書
」
閉
「
草
茅
危
言
』
（
中
井
竹
山
、
明
治
文
献
）

（
Ⅳ
）
柤
侠
以
降
懐
徳
堂
を
中
心
と
し
た
言
語
観
の
転
回
に
つ
い
て
は
、
拙
論

『
臂
嶮
の
言
語
学
』
「
批
評
空
間
」
第
五
号
（
福
武
書
店
）
参
照

（
肥
）
「
叢
書
日
本
の
思
想
」
別
『
中
井
竹
山
・
中
井
履
軒
」
八
一
頁

懐
徳
堂
の
孝
子
顕
彰
運
動
に
つ
い
て
は
、
小
堀
氏
の
記
述
に
よ
る
と
こ
ろ

（
別
）
「
建
学
私
議
」
『
竹
山
国
字
犢
』
（
中
井
竹
山
、
懐
徳
堂
復
刻
版
）

（
大
阪
大
学
大
学
院
）

（
的
）
『
育

泉
社
） 『意

が
大
き
い味

の
意
味
』
（
オ
グ
デ
ン
／
リ
チ
ャ
ー
ズ
著
、
石
橋
幸
太
郎
訳
、
新

五
八


