
こ
の
報
告
で
は
、
統
一
テ
ー
マ
「
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
」
を
「
ラ
イ

フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
と
読
み
替
え
て
い
る
。
「
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
Ｉ

思
想
史
と
社
会
史
の
接
点
」
と
い
う
問
題
設
定
は
、
例
え
ば
「
生
老

病
死
」
と
い
う
よ
う
な
、
多
く
の
人
々
が
反
復
経
験
す
る
人
の
一
生

と
そ
の
思
想
史
を
、
社
会
史
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
捉
え
る
、
と

い
う
意
味
で
あ
ろ
う
と
判
断
し
た
が
、
む
し
ろ
一
回
的
な
人
の
一
生

の
思
想
史
を
捉
え
る
こ
と
で
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
成
り
立
た
せ
る

基
盤
を
明
ら
か
に
し
う
る
と
考
え
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

［
平
成
八
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］
特
集
・
思
想
史
の
中
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
Ｉ
思
想
史
と
社
会
史
の
接
点

幕
末
在
村
知
識
人
と
真
宗
ｌ
原
稲
城
に
お
け
る
「
我
」
の
形
成
Ｉ

［
ｌ
］
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー

Ｉ
〈
場
〉
と
し
て
の
個
人
史
の
方
法
Ⅱ

「
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
は
、
現
今
、
社
会
学
に
お
い
て
注
目
さ

れ
て
い
る
方
法
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
た

口
述
の
自
伝
的
語
り
を
テ
ク
ス
ト
と
す
る
個
人
史
研
究
で
、
例
え
ば

〈
ｌ
）

佐
藤
健
二
は
、
「
主
体
的
で
創
造
的
に
外
界
に
働
き
か
け
る
行
為
者

で
あ
る
個
と
し
て
の
人
間
と
、
そ
う
し
た
個
人
を
規
定
す
る
関
係
的

な
秩
序
Ⅱ
社
会
構
造
と
の
あ
い
だ
に
生
ず
る
、
理
論
的
緊
張
関
係
」

を
問
題
と
す
る
こ
と
、
ま
た
個
人
を
そ
う
し
た
「
関
係
が
複
雑
に
集

積
す
る
〈
場
〉
」
と
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

個
を
社
会
に
回
収
し
て
し
ま
う
よ
う
な
社
会
学
を
乗
り
越
え
る
こ
と

が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
個
人
・
社
会
の
各
々
を
実
態
と
し
、
そ
れ
を

ア
プ
リ
オ
リ
に
前
提
と
す
る
こ
と
を
批
判
し
、
個
人
を
社
会
構
造
の

集
積
と
考
え
る
、
あ
る
い
は
個
人
に
社
会
を
見
よ
う
と
す
る
の
が
「
ラ

大
桑
斉
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イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
個
人
を
〈
場
〉
と
捉
え
る
方
法
は
、
歴
史
学
で
は

（
２
）

安
丸
良
夫
の
方
法
に
重
な
る
よ
う
に
思
わ
る
。
安
丸
は
個
人
の
歴
史

を
描
き
出
す
色
川
大
吉
の
方
法
に
ふ
れ
て
、
そ
れ
は
「
人
間
的
な
活

力
や
葛
藤
や
自
己
形
成
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
」
（
九
五
頁
）
を
究
明
す
る

方
法
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
個
人
史
は
歴
史
認
識
を
革
新
す
る
可
能

性
を
持
っ
て
い
る
と
見
な
す
。
さ
ら
に
安
丸
は
、
「
た
っ
た
一
人
の

人
間
や
一
つ
の
集
団
を
と
り
あ
げ
て
も
、
人
間
の
意
識
は
多
層
的
・

多
元
的
で
あ
り
、
…
…
こ
の
多
層
的
・
多
元
的
な
意
識
状
況
に
も
特

有
の
構
造
や
秩
序
が
あ
」
り
、
人
々
は
「
み
ず
か
ら
の
生
を
一
つ
の

首
尾
一
貫
し
た
生
き
方
と
し
て
編
成
す
る
様
式
」
（
八
三
豆
を
必
要

と
し
た
と
考
え
る
。
通
俗
道
徳
の
実
践
に
よ
る
「
生
の
編
成
様
式
」

Ⅱ
自
己
形
成
と
い
う
安
丸
の
民
衆
思
想
史
は
、
個
人
を
「
多
層
的
・

多
元
的
」
な
「
構
造
」
か
ら
捉
え
る
点
で
「
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
」

研
究
と
同
様
に
、
個
人
を
〈
場
〉
と
捉
え
る
方
法
と
い
っ
て
よ
い
。

『
徳
川
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
著
者
へ
ル
マ
ン
・
オ
ー
ム
ス
が
援
用

（
３
）

す
る
フ
ラ
ン
ス
社
会
学
の
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
方
法
も
ま
た
、

こ
れ
ら
と
関
連
が
深
い
。
オ
ー
ム
ス
は
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
理
論
は
人

間
を
構
造
の
受
動
的
媒
介
体
で
は
な
く
構
造
に
働
き
か
け
る
「
活
動

的
行
為
者
」
で
あ
り
、
一
方
で
歴
史
と
社
会
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る

「
社
会
的
行
為
者
」
で
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
人
間
の
両
側
面
を
「
ど

ち
ら
も
選
ば
ず
、
ど
ち
ら
も
捨
て
ず
、
同
時
に
両
者
を
捉
え
」
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
そ
こ
か
ら
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
（
実

睦
と
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
（
性
向
、
社
会
慣
行
）
の
関
係
の
理
論
が
展
開
さ

れ
る
の
で
あ
り
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
・
オ
ー
ム
ス
理
論
は
、
社
会
と
主
体

の
相
互
作
用
の
構
造
と
し
て
の
〈
場
〉
の
理
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

文
芸
批
評
や
解
釈
学
な
ど
の
世
界
で
は
こ
う
し
た
主
体
論
は
す
で

に
常
識
化
し
て
い
る
。
宮
沢
賢
治
「
春
と
修
羅
』
の
序
に
あ
る
「
わ

た
し
と
い
ふ
現
象
」
と
い
う
言
葉
、
そ
れ
を
著
書
の
題
名
と
し
た
三

浦
雅
士
は
「
自
己
と
い
う
現
象
す
な
わ
ち
私
と
い
う
現
象
は
社
会
の

側
か
ら
来
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
社
会
と
い
う
網
目

（
４
）

が
結
節
点
と
し
て
自
己
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
」
と
い
い
、
同
じ
く
賢

治
を
問
題
化
し
た
見
田
宗
介
は
「
自
我
と
い
う
こ
と
が
、
実
体
の
な

い
ひ
と
つ
の
現
象
で
あ
る
と
い
う
現
代
哲
学
の
テ
ー
ゼ
を
、
賢
治
は

（
５
）

一
九
二
○
年
代
に
明
確
に
意
識
し
」
て
い
た
と
い
う
。
以
上
の
よ
う

な
こ
と
か
ら
か
ら
す
れ
ば
、
自
己
と
か
主
体
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、

社
会
と
い
う
他
者
に
よ
っ
て
構
造
化
さ
れ
て
い
る
〈
現
象
〉
で
あ
り

〈
場
〉
で
あ
る
と
捉
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
〈
場
〉
を
自

己
と
し
て
認
識
し
て
い
く
過
程
、
他
者
を
自
己
化
し
て
行
く
過
程
が
、

い
わ
ゆ
る
「
主
体
形
成
」
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
「
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト

リ
ー
」
で
あ
り
、
ま
た
社
会
史
と
の
接
点
に
立
つ
思
想
史
の
方
法
で

あ
る
と
考
え
る
。
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「
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
研
究
の
一
事
例
と
し
て
、
尾
張
一
宮
の

近
郊
浮
野
村
に
、
幕
末
・
明
治
を
生
き
た
在
村
知
識
人
・
原
稲
城
と

い
う
人
物
を
、
彼
が
著
し
た
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
『
心
に
徒
置
言
葉
』

を
中
心
に
し
て
考
え
て
み
た
い
。
原
稲
城
は
ま
っ
た
く
の
無
名
の
人

物
で
、
取
り
立
て
て
云
う
ほ
ど
の
事
跡
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
『
新

編
一
宮
市
史
』
に
彼
が
著
わ
し
た
『
浮
野
村
記
録
』
（
資
料
編
九
）
、

『
都
之
道
之
記
』
『
浮
野
旧
跡
夢
物
語
』
『
心
に
徒
置
言
葉
』
（
資
料
編
土

（
６
）

が
収
録
さ
れ
、
本
文
編
上
で
「
風
雅
の
世
界
を
心
の
よ
り
所
と
す
る

タ
イ
プ
の
村
名
望
家
層
の
一
典
型
」
（
一
○
四
四
頁
）
と
し
て
紹
介
さ
れ

た
の
が
始
め
で
あ
る
。
幕
末
期
に
自
己
形
成
を
遂
げ
、
明
治
元
年
に

三
十
九
才
、
四
十
代
後
半
か
ら
治
水
委
員
や
村
会
議
員
な
ど
を
歴
任

し
、
日
露
戦
争
直
後
に
生
涯
を
終
え
て
い
る
。
生
家
は
浮
野
村
に
何

軒
か
あ
る
惣
庄
屋
を
代
々
勤
め
る
家
柄
で
、
二
十
二
才
の
時
父
が
病

没
す
る
と
翌
嘉
永
六
年
家
督
と
惣
庄
屋
役
を
継
ぎ
、
安
政
二
年
二
十

七
才
に
は
夜
学
を
開
い
て
子
弟
教
育
に
志
す
。
父
の
師
で
、
彼
自
身

も
師
事
し
た
美
濃
の
国
学
者
河
村
内
郷
の
影
響
と
考
え
ら
れ
（
後
述
）
、

そ
の
意
味
で
は
『
新
編
一
宮
市
史
』
本
文
編
が
い
う
よ
う
に
「
在
村

国
学
者
の
一
人
」
（
一
○
四
三
頁
）
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
原
稲
城

を
取
り
上
げ
る
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
草
葬
の
国
学
を
ど
の
よ
う

［
２
］
在
村
知
識
人
原
稲
城
研
究
の
課
題
と
方
法

に
問
題
化
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
・

原
稲
城
の
思
想
的
遍
歴
は
国
学
か
ら
始
ま
る
が
、
以
下
に
詳
し
く

見
る
よ
う
に
、
途
中
か
ら
真
宗
信
仰
へ
と
転
じ
て
い
る
。
こ
れ
を
国

学
か
ら
救
済
宗
教
へ
の
転
換
と
見
る
な
ら
、
幕
末
国
学
、
草
葬
の
国

学
の
膨
大
な
研
究
史
の
内
で
、
平
田
国
学
の
宗
教
的
展
開
と
い
う
問

題
が
関
連
課
題
と
し
て
浮
上
し
て
来
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
は
民
俗

宗
教
と
の
関
わ
り
で
論
じ
ら
れ
る
の
が
常
で
、
救
済
宗
教
は
ほ
と
ん

ど
問
題
化
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
な
か
で
例
え
ば
下
総
の
宮
負
定
雄

の
場
合
は
、
そ
の
晩
年
に
平
田
国
学
に
疑
問
を
持
ち
「
庶
民
の
後
生

（
７
）

の
安
心
を
願
う
行
脚
を
つ
づ
け
」
た
と
芳
賀
登
が
指
摘
し
て
い
る
こ

と
か
ら
す
れ
ば
、
救
済
宗
教
が
問
題
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を

（
８
）

受
け
て
沼
田
哲
は
、
定
雄
が
「
民
衆
の
後
生
の
安
心
」
を
求
め
た
こ

と
の
意
味
が
問
題
で
あ
る
と
い
う
が
、
天
保
の
危
機
深
化
の
中
で
彼

の
よ
う
な
思
想
が
機
能
し
え
な
く
な
っ
た
と
い
う
だ
け
で
、
そ
の
こ

（
９
）

と
に
は
何
も
答
え
て
い
な
い
。
ま
た
青
木
満
は
当
該
期
は
民
衆
信
仰

が
「
民
俗
的
な
カ
ミ
」
か
ら
質
的
に
転
換
す
る
時
期
と
考
え
、
そ
の

中
で
定
雄
を
捉
え
よ
う
と
し
、
晩
年
の
定
雄
は
死
後
の
霊
魂
の
行
方

を
問
題
に
し
て
、
篤
胤
の
い
う
「
死
後
安
心
」
や
幽
冥
界
へ
関
心
を

深
め
た
と
い
う
。
青
木
の
い
う
民
衆
信
仰
の
質
的
転
換
は
、
金
光
教

や
天
理
教
な
ど
の
民
衆
的
救
済
宗
教
へ
の
動
向
を
指
す
か
ら
、
定
雄

の
「
死
後
安
心
」
へ
の
関
心
も
救
済
宗
教
へ
の
動
向
の
内
で
考
え
ら

れ
て
い
る
と
見
て
よ
く
、
こ
こ
に
は
幕
末
国
学
の
救
済
宗
教
化
と
い
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う
課
題
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
課
題
に
と
っ
て
、
国
学
か
ら
真
宗
へ
転
換
し
た
幕
末

在
村
知
識
人
と
し
て
の
原
稲
城
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
の
だ
る

（
川
）

う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
安
丸
良
夫
が
幕
末
の
排
仏
的
動
向
に
「
し

な
や
か
で
強
靭
な
抵
抗
」
を
な
し
た
真
宗
門
徒
の
存
在
を
指
摘
し
た

（
Ⅱ
）

こ
と
、
ま
た
奈
倉
哲
三
が
越
後
の
真
宗
門
徒
の
廃
仏
殿
釈
へ
の
抵
抗

（
吃
）

に
強
烈
な
往
生
信
仰
を
見
い
だ
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
有
元
正
雄
が

「
宗
教
の
経
済
社
会
化
」
に
お
け
る
真
宗
門
徒
の
独
自
性
を
真
宗
信

仰
の
あ
り
方
か
ら
考
え
よ
う
と
し
た
こ
と
な
ど
の
、
真
宗
を
対
象
と

す
る
一
連
の
研
究
と
の
関
連
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
れ
ら
は
国
学
研
究

と
は
ほ
と
ん
ど
関
連
な
し
に
別
の
研
究
史
を
形
成
し
て
い
る
が
、
国

学
か
ら
救
済
宗
教
へ
と
い
う
課
題
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
両
者
を
統

一
的
に
把
握
す
る
視
座
が
開
か
れ
て
く
る
。
一
方
、
本
稿
が
意
図
す

る
「
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
と
い
う
方
法
は
、
幕
末
在
村
知
識
人
の

自
己
形
成
史
と
い
う
視
座
を
要
請
し
て
く
る
か
ら
、
こ
こ
に
自
己
形

成
史
と
し
て
国
学
と
救
済
宗
教
を
統
一
的
に
把
握
す
る
視
座
が
成
立

す
る
。こ

の
場
合
、
原
稲
城
と
い
う
「
自
己
」
あ
る
い
は
「
自
我
」
を
、

先
述
の
よ
う
に
社
会
的
諸
構
造
が
集
積
さ
れ
た
く
場
〉
と
捉
え
た
い
。

た
だ
し
「
自
己
」
・
「
自
我
」
と
い
う
タ
ー
ム
に
は
、
近
代
に
お
け
る

社
会
か
ら
自
立
し
た
主
体
と
い
う
含
蓄
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
自
己
」

と
い
う
〈
場
〉
を
構
成
す
る
社
会
的
諸
構
造
は
「
見
え
な
い
他
者
」

と
し
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
前
近
代
に
お
い
て
は
個
人

は
社
会
構
造
の
内
に
あ
り
、
他
者
と
し
て
の
社
会
は
い
つ
も
明
確
な

姿
を
持
つ
「
見
え
る
他
者
」
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
見
え
る
他
者
」

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
〈
場
〉
と
い
う
点
に
前
近
代
の
「
自
己
」
の

歴
史
的
特
性
が
あ
る
と
考
え
、
本
稿
で
は
そ
れ
を
近
代
的
主
体
と
し

て
の
「
自
己
」
と
区
別
す
る
意
味
で
「
我
」
と
表
現
し
て
い
き
た
い
。

ま
た
本
稿
が
主
要
な
分
析
対
象
と
す
る
『
心
に
徒
置
言
葉
』
は
、

稲
城
が
真
宗
的
救
済
を
確
信
し
た
明
治
六
年
八
月
の
時
点
に
お
い
て

書
き
あ
げ
た
「
我
」
形
成
史
、
つ
ま
り
稲
城
に
よ
っ
て
こ
の
時
点
で

（
旧
）

再
構
成
さ
れ
た
「
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば

『
心
に
徒
置
言
葉
』
は
真
宗
的
救
済
の
確
信
と
い
う
到
達
点
か
ら
の

「
我
」
形
成
史
の
再
構
成
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
一
つ
の
物
語
で
あ
る
。

そ
の
物
語
は
解
体
さ
れ
、
再
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

『
心
に
徒
置
言
葉
』
に
お
け
る
原
稲
城
の
「
我
」
形
成
は
、
そ
の

物
語
を
越
え
て
、
国
学
・
通
俗
道
徳
・
真
宗
と
い
う
三
つ
の
他
者
が

交
錯
す
る
〈
場
〉
と
し
て
捉
え
返
す
こ
と
が
で
き
る
。
真
宗
地
帯
で

真
宗
門
徒
と
し
て
修
学
を
開
始
し
真
宗
的
救
済
に
到
達
し
た
稲
城
は
、

真
宗
を
明
確
な
他
者
と
し
て
意
識
し
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
真
宗

は
内
部
の
他
者
と
し
て
潜
在
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
通
俗
道
徳
は

［
３
］
原
稲
城
の
「
我
」
形
成
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（
二
外
部
の
他
者
国
学
の
受
容
と
郷
土

『
心
に
徒
置
言
葉
』
は
国
学
の
受
容
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
の
で

も
な
い
し
、
国
学
修
学
に
関
し
て
も
何
も
語
っ
て
お
ら
ず
、
国
学
は

明
確
な
姿
を
持
た
な
い
。
け
れ
ど
も
序
の
部
分
に
「
真
直
な
る
道
を

学
び
て
ま
か
つ
ひ
の
」
（
九
四
二
豆
と
か
、
小
牧
陣
屋
の
手
代
三
沢

半
左
衛
門
を
「
真
直
な
道
を
教
え
し
三
沢
ぬ
し
ハ
我
為
に
は
猿
田
彦

の
神
」
三
十
七
歳
、
安
政
三
年
二
月
二
日
条
、
九
四
三
頁
）
と
呼
ん
で
い

る
な
ど
、
数
か
所
に
わ
た
っ
て
国
学
的
言
辞
が
見
え
る
こ
と
な
ど
か

ら
す
れ
ば
、
こ
の
記
録
で
の
国
学
は
、
す
で
に
内
部
化
さ
れ
た
「
我
」

と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

そ
の
国
学
と
の
関
わ
り
は
二
十
二
才
の
嘉
永
五
年
、
父
信
弘
の
師（Ｍ）

で
美
濃
武
儀
郡
上
有
知
の
国
学
者
河
村
忠
右
衛
門
内
郷
に
入
門
し
た

と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
内
郷
は
、
本
居
春
庭
「
門
人

村
（
共
同
体
）
・
世
間
の
眼
と
い
う
姿
で
立
ち
現
れ
て
来
る
が
、
稲
城

が
村
成
員
の
一
人
と
い
う
認
識
を
持
つ
時
、
そ
れ
は
本
来
外
部
の
他

者
で
あ
り
な
が
ら
む
し
ろ
「
我
」
を
構
成
す
る
内
部
と
し
て
認
識
さ

れ
、
意
識
さ
れ
る
。
ま
た
国
学
は
村
の
さ
ら
に
外
部
に
あ
る
完
全
な

他
者
で
あ
り
、
受
容
と
い
う
意
識
的
行
為
を
媒
介
に
し
て
内
部
化
さ

れ
て
「
我
」
の
構
成
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。
三
つ
の
他
者
の
関
係
を

一
応
こ
の
よ
う
に
概
念
化
し
、
そ
こ
か
ら
『
心
に
徒
置
言
葉
』
に
お

け
る
「
我
」
形
成
過
程
を
再
構
成
し
た
い
。

（
鴫
）

録
」
文
政
七
年
に
そ
の
名
が
見
え
、
天
保
年
間
に
は
三
条
実
美
に
国

（
肥
）

学
和
歌
を
講
じ
、
ま
た
記
紀
所
出
の
「
美
濃
の
喪
山
」
を
考
証
し
て

（
”
）

『
美
濃
国
喪
山
考
』
を
著
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
加
え
て
「
百
姓
相

対
の
用
水
」
で
あ
る
曽
代
用
水
へ
藩
権
力
が
介
入
し
よ
う
と
し
て
係

争
が
起
こ
る
と
、
民
意
を
代
弁
し
て
江
戸
へ
趣
き
、
訴
訟
に
勝
利
し

（
肥
）

た
と
い
う
事
跡
を
持
つ
人
物
で
あ
る
。
稲
城
の
師
内
郷
は
、
こ
の
よ

う
に
歌
人
で
あ
り
、
考
証
学
者
で
あ
り
、
か
つ
民
衆
救
済
を
こ
こ
ろ

ざ
す
草
葬
的
な
面
を
持
つ
在
村
国
学
者
で
あ
っ
た
。

稲
城
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
国
学
を
受
け
継
い
だ
と
見
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
『
心
に
徒
置
言
葉
』
で
は
国
学
事
跡
に
全
く
言
及
が
な
く
、

他
の
史
料
か
ら
二
十
七
才
安
政
三
年
に
美
濃
山
県
郡
で
「
神
代
講
義
」

（
旧
）

を
行
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
だ
け
で
、
そ
の
内
容
を
知
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
ま
た
そ
れ
よ
り
前
の
嘉
永
七
年
二
十
四
才
の
時
、
内
郷
の

命
で
御
所
炎
上
の
見
舞
に
植
松
・
東
園
・
千
種
な
ど
の
公
家
へ
使
い

す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
て
上
洛
し
、
こ
の
時
紀
行
文
『
都
之
道
之
記
』

を
著
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
、
公
家
や
御
所
を
尋
ね
な
が
ら
何
の

感
慨
も
記
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
国
学
は
尊
王
思
想

に
つ
な
が
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
一
方
内

郷
に
師
事
し
た
翌
嘉
永
六
年
春
、
前
年
に
死
去
し
た
父
信
弘
を
追
弔

す
る
歌
会
が
内
郷
一
門
に
よ
っ
て
開
か
れ
、
稲
城
も

み
に
か
へ
て
を
し
む
さ
く
ら
の
ち
り
ゆ
け
は

わ
れ
も
や
と
も
に
う
つ
る
ひ
ぬ
ら
む
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（
別
）

と
い
う
和
歌
一
首
を
詠
じ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
彼
の
著
『
都
之
道
之

記
』
や
『
心
に
徒
置
言
葉
』
が
歌
日
記
的
な
様
式
を
持
つ
こ
と
な
ど

か
ら
、
国
学
へ
の
関
心
の
一
つ
は
和
歌
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

師
内
郷
も
和
歌
で
知
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、

曽
代
用
水
事
件
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
村
落
指
導
者
と
し
て
民
衆
救
済

を
自
覚
し
実
践
し
て
い
た
。
原
父
子
が
師
事
し
た
の
も
、
そ
の
よ
う

な
意
味
で
の
草
葬
的
国
学
へ
の
共
感
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
草
葬

的
な
内
郷
の
学
は
、
内
郷
と
云
う
号
が
「
郷
」
士
と
し
て
の
「
有
知
」

Ⅱ
「
内
」
を
意
味
し
、
ま
た
そ
の
著
『
喪
山
考
』
が
古
事
記
の
喪
山

の
地
名
を
考
証
し
て
郷
士
の
地
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
も
の
で
あ

る
よ
う
に
、
郷
士
へ
の
関
心
に
立
脚
し
て
い
る
。
稲
城
が
家
督
を
相

続
し
惣
庄
屋
と
な
っ
て
最
初
に
な
し
た
の
が
、
家
伝
の
記
録
類
を
整

（
幻
）

理
し
て
『
丹
羽
郡
浮
野
村
記
録
』
を
ま
と
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
、

ま
た
著
述
年
不
明
な
が
ら
郷
士
誌
と
し
て
『
浮
野
旧
跡
夢
物
語
』
が

あ
る
こ
と
な
ど
も
、
稲
城
の
学
が
こ
う
し
た
郷
士
へ
の
関
心
か
ら
出

発
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
『
心
に
捉
置
言
葉
』
で
は
、

安
政
二
年
二
十
六
才
に
は
願
行
寺
の
開
帳
に
酒
に
酔
い
し
れ
た
こ
と

を
反
省
し
、

学
の
道
の
志
ハ
な
く
、
唯
恋
と
い
ふ
道
に
心
う
は
ハ
れ
、
学
の

道
を
う
し
な
ふ
事
い
と
口
を
し
き
、
今
日
よ
り
文
の
上
の
塵
を

払
、
朝
夕
学
の
道
に
志
さ
む
（
九
四
二
頁
）

と
決
意
し
、
夜
学
を
開
き
和
漢
学
・
素
読
・
算
術
の
指
南
を
始
め
た

と
い
う
記
事
は
郷
士
へ
の
関
わ
り
を
示
す
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
国
学

へ
の
関
わ
り
が
郷
士
へ
の
眼
差
し
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
っ
た
姿
で
あ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
外
部
の
他
者
国
学
は
郷
士
と
い
う
身
近
な
他
者

を
意
識
さ
せ
る
媒
体
と
し
て
機
能
し
た
が
、
や
が
て
姿
を
消
し
て
し

ま
っ
た
。
在
村
知
識
人
と
し
て
の
稲
城
に
と
っ
て
国
学
は
、
歌
の
道

と
し
て
「
我
」
を
表
現
す
る
手
段
と
し
て
受
容
さ
れ
た
が
、
そ
の
「
我
」

は
、
国
学
と
い
う
他
者
が
郷
土
と
い
う
他
者
へ
の
眼
差
し
を
喚
起
す

る
こ
と
で
形
成
さ
れ
始
め
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
け
れ
ど
も
『
心
に

徒
置
言
葉
』
で
は
そ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
は
い
な
い
。
国
学
と
郷
士

は
む
し
ろ
「
我
」
の
前
提
と
さ
れ
、
他
者
の
受
容
と
し
て
は
語
ら
れ

て
い
な
い
。

（
三
内
部
の
他
者
と
し
て
の
真
宗
の
胎
動

一
方
、
稲
城
の
内
部
に
早
く
か
ら
棲
み
着
き
な
が
ら
「
我
」
と
し

て
意
識
化
さ
れ
て
い
な
い
他
者
、
そ
の
意
味
で
は
内
部
の
他
者
で
あ

っ
た
真
宗
が
「
我
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
く
る
過
程
が
あ
る
。
稲
城

は
七
才
に
し
て
居
村
の
真
宗
寺
院
法
林
坊
春
恵
に
、
十
一
才
で
同
じ

（
理
）

く
願
行
寺
智
道
に
つ
い
て
修
学
し
て
い
る
。
真
宗
地
帯
の
豪
農
の
嫡

男
の
修
学
の
道
と
し
て
普
通
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ

れ
に
よ
っ
て
稲
城
と
い
う
「
我
」
を
構
成
す
る
他
者
と
し
て
真
宗
が

内
部
に
定
着
し
、
や
が
て
機
に
応
じ
て
姿
を
現
す
。
そ
の
軌
跡
を
明

治
六
年
に
辿
り
な
お
し
た
の
が
『
心
に
徒
置
言
葉
』
で
あ
る
と
も
い
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え
る
が
、
そ
の
冒
頭
に
は
、
父
の
死
去
に
よ
っ
て
家
督
と
惣
庄
屋
役

を
相
続
し
た
時
、

わ
か
た
ら
ち
ね
の
業
は
村
長
を
永
々
し
く
勤
め
て
者
貢
も
の
を

と
る
に
、
心
の
禍
か
業
有
て
人
を
害
事
あ
れ
は
其
報
来
た
り
、

我
名
も
悪
敷
道
に
趣
へ
き
に
（
九
四
二
豆

と
、
惣
庄
屋
と
い
う
家
役
を
「
貢
も
の
を
と
る
」
「
人
を
害
」
す
る
「
業

（
ご
う
）
」
と
認
識
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
郷
士
と
し
て
対
象
化
さ

れ
た
村
と
い
う
他
者
の
眼
差
し
が
「
我
」
を
問
題
化
し
た
時
、
「
悪

敷
道
（
地
獄
）
に
趣
へ
き
」
者
と
し
て
の
「
我
」
と
い
う
真
宗
的
認

識
が
生
ま
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
在
村
国

学
者
一
般
に
は
お
そ
ら
く
見
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
先
述
の
下

総
の
宮
負
定
雄
の
場
合
を
想
起
す
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
稲

城
の
「
我
」
の
認
識
の
特
質
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
出
発

点
と
し
て
、
真
宗
が
「
我
」
形
成
に
お
け
る
内
省
的
契
機
・
原
動
力

と
し
て
働
く
と
い
う
の
が
、
『
心
に
徒
置
言
葉
』
の
以
下
の
記
述
の

基
調
と
な
る
。

こ
の
記
述
で
は
、
「
悪
敷
道
に
趣
へ
き
」
と
い
う
だ
け
で
、
そ
れ

を
真
宗
と
結
び
つ
け
て
明
確
に
指
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
い

ま
だ
真
宗
は
意
識
化
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
る
に
そ

の
翌
年
に
稲
城
は
真
宗
門
徒
と
し
て
の
行
動
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が

『
都
之
道
之
記
』
か
ら
窺
え
る
。
す
な
わ
ち
師
の
内
郷
の
命
を
受
け

て
公
家
へ
の
見
舞
い
に
上
洛
し
た
が
、
ま
ず
「
六
条
殿
」
Ⅱ
東
本
願

寺
へ
参
詣
し
、
そ
の
詰
所
を
宿
所
と
し
た
。
東
本
願
寺
で
は

迷
ひ
ぬ
る
こ
、
ろ
の
闇
の
今
晴
て

ミ
法
の
道
に
入
そ
嬉
し
き
（
九
三
五
頁
）

と
、
弥
陀
の
救
済
を
歓
ぶ
歌
を
詠
じ
て
い
る
。
そ
れ
ら
し
き
歌
を
詠

め
る
だ
け
の
真
宗
の
言
葉
が
棲
み
着
い
て
い
て
、
そ
れ
が
口
を
つ
い

て
出
た
の
で
あ
り
、
内
部
の
他
者
真
宗
が
、
本
願
寺
と
い
う
「
見
え

る
他
者
」
に
呼
応
し
て
内
部
で
自
己
を
主
張
し
始
め
た
の
で
あ
る
。

「
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
（
客
観
化
）
は
自
立
的
に
直
接
経
験
の
流
れ
か
ら

成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
〃
外
に
あ
る
〃
も
の
の
見
方
と
い
う
形
を

と
っ
て
〃
輸
入
さ
れ
る
〃
。
か
く
し
て
人
は
、
相
手
の
眼
を
通
し
て

（
羽
）

己
れ
自
身
を
見
つ
め
始
め
る
」
と
い
う
ル
ッ
ク
マ
ン
の
見
解
に
従
え

ば
、
河
村
内
郷
・
東
本
願
寺
と
い
う
「
〃
外
に
あ
る
“
も
の
の
見
方
」

が
「
我
」
に
「
〃
輸
入
さ
れ
る
〃
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
稲
城
は
郷
士
と

い
う
他
者
を
「
我
」
化
し
、
こ
れ
と
は
逆
に
内
部
の
他
者
真
宗
を
客

観
化
し
認
識
対
象
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
明
治
六
年
の
稲
城
は
、
『
都
之
道
之
記
』
の
真
宗
門
徒
的

行
為
に
も
か
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
『
心
に
徒
置
言
葉
』
に
反
映
さ

せ
て
い
な
い
。
後
者
の
モ
チ
ー
フ
が
潜
在
す
る
真
宗
へ
の
覚
醒
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
上
洛
す
れ
ば
本
山
参
り
、
と
い
う
の
は
真

宗
門
徒
と
し
て
の
慣
行
的
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
真
宗
へ
の
覚
醒

と
は
考
え
な
い
、
と
い
う
明
治
六
年
の
稲
城
の
思
い
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
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（
三
内
部
化
さ
れ
た
他
者
通
俗
道
徳
の
実
践
と
破
綻

「
〃
輸
入
さ
れ
〃
」
た
郷
土
と
い
う
他
者
を
通
し
て
「
我
」
を
形
成

し
始
め
た
『
心
に
徒
置
言
葉
』
の
稲
城
は
、
「
村
長
を
永
々
し
く
勤

め
て
者
貢
も
の
を
と
る
」
と
記
し
、
郷
土
Ⅱ
村
／
共
同
体
の
支
配
層

で
あ
る
こ
と
へ
の
苦
悩
を
表
明
し
、
次
い
で
そ
こ
か
ら
一
転
し
て
、

支
配
層
で
あ
り
つ
つ
同
時
に
郷
土
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

た
め
に
、
郷
士
の
倫
理
で
あ
る
通
俗
道
徳
の
実
践
を
決
意
す
る
。

『
心
に
徒
置
言
葉
』
は
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
通
俗
道
徳
実
践
を
中

心
に
据
え
る
が
、
そ
の
最
た
る
も
の
が
節
酒
の
誓
い
で
あ
っ
た
。
二

十
七
才
安
政
三
年
、
酒
宴
続
き
の
生
活
を
反
省
し
「
今
よ
り
ハ
ニ
合

を
呑
て
謹
ミ
、
三
合
二
而
限
り
を
付
」
（
九
四
四
豆
と
節
酒
を
誓
い
、

ま
た
三
十
才
安
政
六
年
に
は
「
事
不
終
内
は
酒
を
忘
」
「
昔
定
め
し

こ
と
三
合
を
限
り
と
す
」
（
九
四
六
豆
と
誓
う
。
し
か
し
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
三
十
六
才
慶
応
元
年
、
狂
言
の
顔
見
せ
を
忍
び
見
て
大

い
に
呑
み
前
後
不
覚
と
な
り
、
安
政
両
度
の
戒
め
を
思
い
出
し
、

「
酒
を
神
二
棒
て
、
美
淋
焼
酎
」
に
限
る
事
と
誓
う
（
九
四
七
豆
。

し
か
る
に
翌
年
秋
名
古
屋
か
ら
の
帰
り
に
清
洲
に
泊
ま
り
美
淋
を
呑

み
過
ご
し
て
医
者
に
担
ぎ
込
ま
れ
、
迎
え
の
籠
で
帰
宅
す
る
始
末
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
節
酒
の
誓
い
は
、
安
政
六
年
の
記
事
に

わ
か
様
な
る
は
し
た
な
き
者
に
村
長
を
人
の
頼
ミ
け
る
ハ
如
何

な
る
事
哉
と
、
我
な
か
ら
我
身
の
い
た
ら
ぬ
事
を
思
ひ
け
る
に
、

…
：
・
心
を
改
て
、
猶
身
の
謹
ミ
を
い
た
し
、
酒
杯
も
は
か
り
な

く
呑
過
者
い
と
心
ミ
た
れ
ぬ
る
基
な
れ
は
と
て
、
二
年
三
と
せ

先
に
二
合
二
而
慎
ミ
、
三
合
を
限
り
と
定
め
け
る
か
（
九
四
六
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
常
に
郷
士
の
眼
差
し
を
受
け
止
め
る
「
村
長
」
と

い
う
立
場
が
意
識
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
節
酒
の
誓
い
を
守
り

得
な
か
っ
た
慶
応
元
年
の
場
合
に
は
「
我
身
な
か
ら
も
浅
間
敷
」

（
九
四
七
豆
思
い
、
慶
応
二
年
で
は
「
我
身
な
か
ら
も
あ
き
れ
果
」

（
九
五
○
豆
る
と
い
う
よ
う
な
自
己
嫌
悪
的
言
葉
が
連
ね
ら
れ
て
く

る
が
、
飲
酒
規
制
と
い
う
通
俗
道
徳
実
践
の
破
綻
は
、
郷
土
の
眼
差

し
と
い
う
他
者
の
構
成
体
で
あ
る
〈
場
〉
と
し
て
の
「
我
」
の
破
綻

の
危
機
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
前
提
に
は
、
万
延
二
年
の
記
事
に

今
日
の
業
ハ
明
日
の
程
な
り
、
今
年
之
営
ミ
は
来
年
之
程
也
、

今
生
之
業
未
来
之
程
な
り
、
今
日
之
善
も
悪
も
昨
日
の
報
と
可

知
、
さ
れ
は
お
の
か
心
ひ
と
つ
に
て
衆
人
に
仰
か
る
、
も
疎
ま

る
、
も
皆
己
か
過
去
之
業
な
る
へ
し
、
然
者
お
の
か
業
お
の
か

（
マ
マ
）

心
に
て
悪
名
ニ
陥
る
も
、
高
名
二
上
て
名
を
万
天
に
驚
か
せ
ん

（
マ
マ
）

も
、
我
と
我
て
の
業
な
る
へ
し
、
猶
衆
人
に
尊
ま
れ
む
と
思
は
、

朝
夕
不
怠
善
を
積
、
悪
敷
慎
ミ
不
可
悪
心
起
（
九
四
七
豆

と
あ
る
よ
う
に
、
「
過
去
之
業
」
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
衆
人
に
仰
が
れ
疎
ま
れ
る
と
い
う
よ
う
な
郷
士
の
眼
差
し
を
受
け

と
め
る
「
我
」
と
、
一
方
で
「
過
去
之
業
」
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て

い
る
「
我
」
と
い
う
認
識
、
つ
ま
り
時
間
系
列
の
か
な
た
に
「
我
」
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の
根
源
が
あ
る
と
い
う
認
識
、
と
が
交
錯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
過

去
か
ら
の
根
源
的
「
我
」
と
、
郷
土
と
い
う
眼
差
し
に
よ
っ
て
成
り

立
つ
「
我
」
、
そ
の
両
者
の
交
錯
す
る
〈
場
〉
に
成
立
し
て
い
る
「
我
」

の
多
元
性
が
認
識
さ
れ
問
題
化
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
し
て

こ
の
「
過
去
之
業
」
と
い
う
時
間
的
認
識
は
、
「
今
生
之
業
未
来
之

程
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
「
未
来
」
Ⅱ
来
世
に
向
か
う
思
惟
と
な
る
。

未
来
が
「
今
生
之
業
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
今
の

「
我
」
が
「
浅
間
敷
」
「
あ
き
れ
果
」
る
と
認
識
さ
れ
る
時
、
未
来
Ⅱ

来
世
が
良
い
は
ず
は
な
く
、
稲
城
の
「
我
」
は
こ
の
点
に
お
い
て
も

危
機
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
内
部
に
潜
在
す
る
他
者
真
宗
が
や
が
て

覚
醒
す
る
契
機
を
、
明
治
六
年
の
稲
城
は
こ
の
よ
う
に
考
え
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
こ
の
危
機
は
、
今
を
正
し
く
す
る
事
で
回
避
し
う
る

と
考
え
ら
れ
た
か
ら
、
『
心
に
徒
置
言
葉
』
の
稲
城
は
懸
命
に
積
善

慎
悪
の
自
己
規
律
に
邇
進
す
る
。
数
年
は
こ
う
し
て
危
機
を
回
避
す

る
事
に
成
功
し
、
三
十
六
才
慶
応
元
年
の
父
の
祥
月
命
日
に
は
次
の

よ
う
な
境
地
に
至
っ
た
。

何
年
何
之
幾
日
と
云
日
ハ
ー
千
年
二
も
一
万
年
二
も
二
日
ハ
な

き
唯
一
日
の
ミ
な
り
、
さ
す
れ
ハ
我
人
共
生
初
し
よ
り
死
す
る

ま
て
お
な
し
日
を
暮
す
と
云
事
一
日
も
な
し
、
さ
あ
れ
者
十
日

一
日
処
か
ま
た
百
日
一
日
処
歎
一
代
一
日
な
り
、
…
：
・
其
一
代

一
日
と
云
大
切
な
る
日
を
何
共
不
覚
、
悪
業
を
而
已
作
重
：
…
．

（
九
四
八
頁
）

あ
る
一
日
は
そ
の
一
代
に
一
回
し
か
な
い
日
で
あ
る
か
ら
そ
の
日
に

悪
業
を
作
り
て
は
な
ら
じ
と
、
瞬
間
瞬
間
を
善
に
向
け
て
組
織
化
し

よ
う
と
す
る
ま
で
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
翌
年
再

び
飲
酒
で
不
覚
を
取
る
に
至
っ
て
「
我
が
身
な
が
ら
も
あ
き
れ
果
」

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
通
俗
道
徳
的
実
践
が
突
き
詰
め
ら
れ
て
行
く

に
つ
れ
、ゆ

く
末
ハ
い
か
に
な
り
ぬ
と
我
な
か
ら
我
身
の
程
を
う
ら
み

果
つ
、

身
の
果
如
何
に
な
ら
ぬ
と
我
な
か
ら
我
心
を
そ
思
ひ
遣
る
、

（
慶
応
二
年
九
月
十
八
日
、
九
五
一
頁
）

と
「
ゆ
く
末
ハ
い
か
に
」
「
身
の
果
如
何
」
と
後
生
が
切
実
な
問
題

と
な
り
、
こ
こ
に
内
部
の
他
者
真
宗
が
課
題
解
決
的
な
意
味
あ
い
を

も
っ
て
浮
上
し
て
く
る
。
こ
う
し
て
郷
士
と
真
宗
の
眼
差
し
が
交
錯

す
る
な
か
で
、
「
我
」
は
危
機
的
と
な
り
極
め
て
不
安
定
な
状
態
に

追
い
込
ま
れ
た
と
記
す
こ
と
で
、
真
宗
へ
の
帰
着
の
物
語
は
こ
こ
か

ら
急
ピ
ッ
チ
の
展
開
を
見
せ
る
。

こ
こ
で
、
『
心
に
徒
置
言
葉
』
に
は
全
く
記
述
が
な
い
が
、
稲
城

の
居
村
で
の
活
動
を
見
て
お
く
こ
と
で
、
何
故
に
こ
の
書
が
執
勧
に

郷
士
の
眼
を
意
識
し
た
か
を
考
え
た
い
。
「
原
稲
城
年
譜
」
で
は
万

延
元
・
二
年
、
慶
応
三
年
に
「
窮
民
施
物
」
と
あ
り
、
文
久
三
・
四

年
に
は
万
延
以
来
の
「
窮
民
施
物
救
遣
為
賞
金
壱
歩
宛
被
下
候
」
と

見
え
、
困
窮
村
民
の
救
済
に
勤
め
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
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『
浮
野
村
記
録
』
で
は
万
延
元
・
文
久
二
・
慶
応
元
年
に
は
井
を
改

修
し
て
潰
れ
地
を
熟
田
に
再
開
発
し
た
こ
と
が
見
え
る
（
村
全
体
の

事
業
で
あ
ろ
う
が
、
稲
城
の
関
わ
り
が
想
定
さ
れ
る
）
。
つ
ま
り
幕
末
期
の

稲
城
は
、
村
内
上
層
農
民
と
し
て
村
の
自
力
更
生
に
必
死
に
尽
力
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
『
心
に
徒
置
言
葉
』
の
郷

士
か
ら
の
眼
差
し
を
示
す
言
葉
の
背
後
に
有
る
。
通
俗
道
徳
の
実
践

と
そ
の
破
綻
は
、
こ
う
し
た
村
内
指
導
者
と
し
て
の
稲
城
の
地
位
の

維
持
と
そ
の
危
機
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
た
。

（
四
）
真
宗
的
「
我
」
の
成
立
Ｉ
お
札
降
り
と
維
新

危
機
か
ら
の
脱
却
は
、
内
部
の
他
者
真
宗
を
「
我
」
と
認
知
し
て
、

真
宗
的
「
我
」
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
で
な
し
遂
げ
ら
れ
た
と
『
心
に

徒
置
言
葉
』
は
語
る
。
そ
れ
は
三
十
八
才
慶
応
三
年
で
あ
っ
た
。
こ

の
年
正
月
の
吉
書
始
め
に
は
、
改
め
て
我
が
心
を
戒
め
な
が
ら
、

我
身
ハ
悪
敷
者
と
の
ミ
定
め
て
、
人
に
情
も
不
懸
し
て
世
渡
り

の
詮
な
し
、
是
ハ
如
何
、
答
、
我
身
悪
敷
と
の
ミ
思
ひ
詰
て
、

片
時
寸
悔
も
油
断
な
き
時
ハ
、
其
中
に
慈
悲
も
情
も
籠
り
有
物

也
、
お
の
れ
ハ
正
直
ニ
し
て
人
に
慈
悲
も
懸
る
と
思
ふ
心
社
、

誠
二
我
身
を
亡
釧
也
と
恐
く
し
（
九
五
一
頁
）

と
い
う
よ
う
に
、
「
我
身
は
悪
敷
者
」
と
い
う
真
宗
的
「
我
」
認
識

に
立
脚
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
人
に
情
け
を
か
け
る
と
い
う
郷
土
的

「
我
」
を
成
り
立
た
せ
る
と
い
う
主
張
が
引
き
出
さ
れ
た
。
他
者
と

の
関
係
の
〈
場
〉
と
し
て
の
「
我
」
の
中
軸
に
真
宗
的
「
我
」
が
確

立
さ
れ
、
そ
れ
は
一
転
し
て
、
そ
の
よ
う
な
悪
の
自
覚
を
持
た
な
い

「
正
直
」
と
い
う
あ
り
方
、
つ
ま
り
通
俗
道
徳
的
「
我
」
こ
そ
、
か

え
っ
て
「
我
」
を
滅
ぼ
す
釦
、
と
批
判
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に

『
心
に
徒
置
言
葉
』
は
、
潜
在
し
て
い
た
真
宗
が
顕
在
化
し
通
俗
道

徳
を
通
り
抜
け
て
真
宗
的
「
我
」
を
生
み
出
し
た
と
物
語
る
。

ち
ょ
う
ど
こ
の
年
、
幕
末
民
衆
史
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
も
い
う
べ
き

「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
の
先
ぶ
れ
と
な
っ
た
「
御
札
降
り
」
が
お
こ
る
。

始
め
は
「
倭
人
之
業
二
而
さ
ま
ノ
、
の
札
を
栫
、
空
え
吹
上
」
（
九
五

五
頁
）
た
も
の
と
疑
っ
て
い
た
稲
城
で
あ
る
が
、
自
身
が
お
札
降
り

に
遭
遇
す
る
に
至
っ
て
、
こ
れ
を
仏
壇
の
脇
に
安
置
し
て
念
仏
勤
行

し
、
「
神
仏
一
体
也
、
和
光
同
塵
ハ
結
縁
之
初
、
八
相
成
道
ハ
利
物

之
終
」
（
九
五
五
頁
）
と
夢
告
を
受
け
、
お
札
が
仏
で
あ
る
こ
と
を
感

得
し
、
さ
ら
に
十
月
七
日
の
夜
の
夢
に
は
、
弟
が
拾
っ
て
き
た
仏
が

紛
失
し
た
が
、
母
が
仏
は
こ
れ
に
有
り
と
念
仏
す
る
と
、
口
よ
り
顕

わ
れ
た
の
で
、
母
が
「
此
御
仏
社
我
末
期
二
来
迎
而
浄
士
に
導
き
し

玉
ふ
」
（
九
五
六
頁
）
と
い
っ
た
の
で
、
稲
城
も
ま
た

我
作
善
仕
未
来
之
種
と
も
報
て
善
悪
共
に
廻
り
逢
物
な
れ
ハ
、

お
の
れ
か
唱
し
念
仏
社
報
土
之
因
と
も
成
て
、
一
心
一
向
二
唱

る
う
ち
に
疑
の
闇
も
晴
て
、
真
実
信
心
を
得
て
、
無
二
余
念
一
仏

恩
報
謝
之
念
仏
唱
へ
ら
る
、
様
二
成
て
、
未
来
悪
趣
二
入
へ
き

道
を
、
弥
陀
願
力
之
不
思
議
と
し
て
横
載
五
悪
趣
自
然
閉
と
ま
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テ
被
下
テ
、
必
浄
土
え
引
導
せ
ら
る
、
事
ハ
夢
々
疑
ひ
不
可
有

（
九
五
六
頁
）

と
感
じ
、
こ
の
お
札
こ
そ
自
分
を
浄
土
へ
導
く
仏
と
確
信
し
た
の
で

あ
る
。
以
後
い
よ
い
よ
朝
夕
仏
恩
報
謝
の
念
仏
に
励
ん
だ
。
真
宗
門

徒
は
一
般
に
お
札
降
り
に
否
定
的
に
か
か
わ
っ
て
い
る
に
比
べ
て
、

稲
城
の
こ
の
よ
う
な
対
応
は
ま
こ
と
に
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
解
釈
す
る
こ
と
で
、
明
治
六
年
の
稲
城
は
ま
さ
に
こ
こ
に
自
己

の
真
宗
信
仰
の
確
立
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

慶
応
三
年
と
い
う
年
は
、
世
の
中
の
大
転
換
点
で
あ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
稲
城
に
と
っ
て
は
「
我
」
の
確
立
と
救
済
の
年
と
し
て

の
み
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
大
政
奉
還
・
維
新
政
権
の
成

立
・
戊
辰
戦
争
と
い
う
歴
史
的
大
変
動
を
『
心
に
徒
置
言
葉
』
は
何

も
記
し
て
い
な
い
。
他
の
史
料
で
も

「
大
政
返
上
、
将
軍
職
御
辞
退
」
「
徳
川
将
軍
御
政
道
是
迄
也
」

（
『
浮
野
村
記
録
』
）

「
殿
様
初
地
頭
百
姓
之
因
縁
是
迄
也
」
萌
治
二
年
「
原
稲
城
年
譜
」
）

と
い
う
よ
う
に
、
維
新
変
革
を
将
軍
・
殿
様
・
地
頭
の
百
姓
支
配
の

終
焉
と
捉
え
る
言
葉
が
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。
『
心
に
徒
置
言
葉
』

明
治
三
年
卯
月
条
で
も
国
主
が
藩
知
事
と
な
り
、
家
中
が
家
来
で
な

く
な
っ
た
と
版
籍
奉
還
を
捉
え
、

我
ら
も
人
の
長
た
る
業
を
不
致
、
唯
下
を
見
て
土
を
掘
農
事
出

精
肝
要
な
り
（
九
五
八
頁
）

（
五
）
臨
死
蘇
生
の
体
験
ｌ
真
宗
的
「
我
」
の
確
立

明
治
四
年
四
月
、
今
年
始
め
て
の
雷
鳴
に
関
し
て
『
心
に
徒
置
言

葉
』
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

我
仏
法
を
信
し
、
未
来
悪
世
趣
へ
き
道
を
遁
か
れ
、
楽
し
ミ
受

る
事
を
願
ふ
に
、
悪
世
二
趣
地
獄
の
苦
を
受
く
る
雷
鳴
之
厳
敷

位
の
事
二
あ
ら
す
、
（
中
略
）
実
に
地
獄
え
堕
候
ハ
、
何
程
恐
ろ

し
か
る
へ
き
や
、
左
候
ハ
、
雷
鳴
之
厳
敷
節
ハ
我
根
性
の
太
故

極
楽
と
聞
て
楽
し
も
せ
す
、
地
獄
と
聞
て
も
恐
れ
も
せ
す
歎
、

雷
鳴
の
厳
敷
ハ
地
獄
の
恐
ろ
し
き
事
を
し
ら
し
め
玉
ふ
善
知
識

の
教
な
り
と
歓
ひ
、
不
退
転
と
有
は
し
り
そ
か
す
鳴
音
聞
度
に

真
之
善
知
識
の
御
化
道
を
直
々
二
蒙
ふ
る
と
心
得
進
ミ
ー
、
て

倍
地
獄
を
恐
れ
極
楽
を
歓
ふ
心
不
退
、
不
退
転
と
よ
る
こ
ふ
事

と
、
自
身
も
一
農
民
に
戻
る
意
志
を
披
瀝
し
て
い
る
の
は
、
郷
士
に

あ
り
な
が
ら
支
配
層
の
一
員
で
あ
る
と
い
う
彼
を
悩
ま
せ
た
社
会
構

造
の
瓦
解
を
歓
迎
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
維
新
を
朝
廷
・
天
皇
の

復
権
の
政
治
変
革
と
し
て
歓
喜
す
る
よ
う
な
思
惟
は
ど
こ
に
も
な
い
。

か
れ
の
国
学
は
、
天
皇
に
帰
結
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
農
民

と
し
て
の
生
活
を
追
求
す
る
よ
う
な
郷
士
学
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ

は
、
真
宗
に
止
揚
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
で

は
『
心
に
徒
置
言
葉
』
と
明
治
六
年
の
稲
城
に
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
は

な
い
よ
う
で
あ
る
。
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実
難
有
事
な
る
へ
し
（
九
五
八
頁
）

明
確
に
「
我
仏
法
を
信
し
」
と
い
い
き
っ
た
の
は
こ
れ
が
始
め
て
で

あ
る
。
雷
鳴
は
、
地
獄
必
定
な
が
ら
そ
れ
を
恐
れ
る
心
の
な
い
「
我
」

に
、
地
獄
の
恐
ろ
し
さ
を
知
ら
せ
る
善
知
識
の
御
化
導
で
あ
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
極
楽
を
歓
ぶ
心
が
不
退
転
と
な
っ
た
と
、
歓
ん
で
い
る
。

地
獄
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
信
仰
か
ら
、
極
楽
を
歓
ぶ

心
が
不
退
転
と
な
っ
て
救
済
の
確
信
へ
と
至
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

「
我
」
が
真
宗
的
救
済
と
一
体
化
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
明
治
六
年
四
十
四
才
に
は
、
善
光
寺
如
来
が
比
丘
の
姿
と
成

っ
て
出
現
す
る
夢
を
見
、
こ
れ
を
「
汝
等
如
き
の
悪
人
ニ
ハ
悪
人
之

近
へ
き
御
姿
二
化
し
導
玉
ふ
」
（
九
五
九
豆
と
、
仏
が
身
近
な
姿
に

な
っ
て
「
我
」
と
同
じ
地
平
に
立
っ
た
と
感
得
し
た
の
は
、
絶
対
的

他
者
で
あ
る
仏
を
獲
得
し
て
絶
対
的
救
済
を
確
信
し
た
こ
と
の
傍
証

な
の
で
あ
ろ
う
。

救
済
の
確
信
は
稲
城
の
臨
死
の
体
験
に
よ
っ
て
最
高
潮
に
達
す
る
。

同
年
八
月
二
十
日
、
友
人
と
酒
宴
の
後
、
夜
半
か
ら
腹
痛
下
痢
に
悩

ま
さ
れ
、
朝
八
時
頃
に
は
「
絶
脈
」
と
な
り
、
必
死
の
覚
悟
を
定
め

た
と
こ
ろ
、
不
思
議
に
も
命
を
取
り
と
め
蘇
生
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

気
が
つ
く
と
枕
元
に
極
楽
の
絵
図
が
置
か
れ
て
お
り
、
臨
死
の
内
に

極
楽
へ
参
っ
た
に
違
い
な
い
と
確
信
す
る
。
稲
城
は
歓
喜
し
て
い
う
。

此
弥
陀
如
来
の
誓
願
な
か
り
せ
ハ
、
今
頃
ハ
地
獄
二
堕
落
し
て

苦
し
ミ
を
受
む
物
を
と
、
地
獄
の
事
を
思
ヘ
ハ
思
ふ
程
、
弥
陀

の
仏
誓
の
尊
さ
を
思
、
他
力
不
思
議
に
無
余
念
悦
ひ
申
候
（
九

六
一
頁
）

難
得
信
心
ヲ
獲
得
シ
テ
浄
土
の
往
生
ハ
無
疑
、
裟
婆
因
縁
つ
き

次
第
、
目
出
度
報
土
往
生
を
遂
、
元
上
覚
之
悟
り
を
開
く
難
有

さ
、
（
中
略
）
此
折
の
嬉
し
き
事
そ
な
か
り
け
り
（
九
六
二
頁
）

か
く
し
て
極
楽
往
生
を
体
験
し
た
稲
城
は
、
自
ら
法
名
を
泉
園
院

釈
稲
城
居
士
と
定
め
て
仏
壇
に
備
え
、
今
後
は
居
士
と
し
て
の
生
活

を
第
一
と
し
、
格
別
の
人
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
生
き
る
こ

と
を
決
意
す
る
。
こ
こ
で
『
心
に
徒
置
言
葉
』
は

一
度
冥
途
二
趣
し
身
と
成
け
レ
ハ
、
心
二
ｋ
控
置
紙
書
物
サ
ヘ

な
か
る
へ
し
（
九
六
二
豆

と
記
し
て
終
わ
る
。

こ
の
摘
筆
の
言
葉
は
、
真
宗
と
一
体
化
し
た
「
我
」
に
お
い
て
、

も
は
や
心
を
戒
め
る
通
俗
道
徳
的
言
葉
は
不
要
に
な
っ
た
と
の
宣
言

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
『
心
に
徒
置
言
葉
』
は
内
部
の
他
者
真
宗
が

意
識
さ
れ
て
始
め
ら
れ
、
「
我
」
と
一
体
化
し
て
終
わ
る
と
い
う
構

成
を
持
っ
た
、
稲
城
の
「
我
」
の
真
宗
的
確
立
の
物
語
で
あ
っ
た
。

『
心
に
徒
置
言
葉
』
は
「
我
」
と
真
宗
の
一
体
化
が
確
信
さ
れ
た
時
、

そ
の
「
我
」
の
形
成
史
と
し
て
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味

で
「
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
に
他
な
ら
な
い
・

稲
城
は
、
そ
の
後
水
利
委
員
や
村
会
議
員
と
し
て
活
躍
す
る
一
方
、

東
本
願
寺
の
相
続
講
世
話
係
を
勤
め
、
ま
た
終
生
筆
道
を
村
人
に
教
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幕
末
国
学
は
「
家
職
勤
勉
論
を
中
心
と
し
た
日
常
的
な
生
活
倫
理

（
妬
）

の
強
調
」
と
い
う
特
色
を
持
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
支
配

と
被
支
配
の
狭
間
で
苦
悩
す
る
豪
農
層
が
国
学
を
規
範
と
し
て
受
容

授
し
続
け
た
。
明
治
三
十
九
年
稲
城
が
死
ぬ
と
、
そ
の
門
人
た
ち
は

石
碑
を
立
て
、
稲
城
が
明
治
三
十
五
年
に
詠
ん
だ

予
て
よ
り
我
を
む
か
ひ
の
火
の
車

め
く
り
も
あ
は
て
参
る
極
楽

（
鯉
）

と
い
う
歌
を
刻
ん
だ
。
こ
こ
に
彼
の
信
仰
の
究
極
的
あ
り
方
が
示
さ

れ
い
る
。
「
予
て
よ
り
我
を
む
か
ひ
の
火
の
車
」
と
は
、
地
獄

は
必
定
と
思
い
定
め
た
「
我
」
の
自
覚
で
あ
り
、
「
め
く
り
も
あ
は
て
」

は
、
語
意
と
し
て
は
「
地
獄
へ
も
連
れ
て
い
か
れ
る
こ
と
も
な
く
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
象
徴
的
に
は
、
そ
の
よ
う
な
地
獄
必
定
の

「
我
」
の
あ
り
様
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
つ
ま
り
〈
あ
り
の

ま
ま
〉
で
、
「
参
る
極
楽
」
Ⅱ
救
済
さ
れ
る
、
と
い
う
信
仰
を
示
し

て
い
る
。
端
的
に
言
い
切
れ
ば
、
こ
の
歌
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、

地
獄
的
な
「
我
」
が
〈
あ
り
の
ま
ま
で
の
救
済
〉
に
あ
づ
か
る
と
い

（
お
）

う
信
仰
で
、
近
世
に
生
ま
れ
た
真
宗
信
仰
の
典
型
的
な
あ
り
方
で
あ

っ
た
。［

４
］
小
括
と
展
望

Ｉ
幕
末
に
お
け
る
救
済
宗
教
の
意
味

し
、
通
俗
道
徳
的
自
己
鍛
錬
に
よ
っ
て
「
我
」
を
確
立
し
て
状
況
を

突
破
し
よ
う
と
し
た
も
の
、
と
理
解
す
る
な
ら
、
稲
城
が
当
初
は
国

学
ｌ
通
俗
道
徳
的
自
己
鍛
錬
に
よ
っ
て
「
我
」
を
形
成
し
よ
う
と
し

た
の
も
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
理
解
し
得
よ
う
。
し
か
し
稲
城
は
そ

う
し
た
厳
し
い
自
己
鍛
錬
に
耐
え
切
れ
ず
、
地
獄
必
定
の
悪
人
と
い

う
「
我
」
の
認
識
に
至
り
、
そ
こ
か
ら
強
い
救
済
願
望
が
生
み
出
さ

（
”
）

れ
る
。
稲
城
に
お
い
て
は
こ
の
過
程
で
内
部
に
棲
み
着
い
て
い
た
真

宗
と
い
う
救
済
宗
教
が
働
い
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
救

済
宗
教
が
欠
落
し
た
地
域
で
は
、
そ
の
代
替
物
と
し
て
民
俗
信
仰
に

眼
が
向
け
ら
れ
、
あ
る
い
は
新
し
い
民
衆
的
救
済
宗
教
が
生
み
だ
さ

れ
て
く
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
幕
末
民
衆
の
「
我
」
形
成
の
三
つ
の
コ
ー

ス
が
想
定
で
き
る
。
Ｉ
、
通
俗
道
徳
の
実
践
に
依
っ
て
強
靭
な
「
我
」

を
形
成
す
る
コ
ー
ス
（
例
え
ば
安
丸
良
夫
の
民
衆
思
想
論
）
、
Ⅱ
、
通
俗

道
徳
的
実
践
に
耐
え
切
れ
ず
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
懐
疑
し
、
既
成

の
救
済
宗
教
に
触
発
さ
れ
て
宗
教
的
「
我
」
を
形
成
す
る
コ
ー
ス
案

倉
哲
三
の
真
宗
信
仰
論
は
こ
れ
か
も
し
れ
な
い
）
、
あ
る
い
は
、
Ⅲ
、
通
俗

道
徳
的
実
践
か
ら
、
既
成
の
救
済
宗
教
と
い
う
触
媒
不
在
の
も
と
で
、

民
俗
信
仰
に
接
近
し
、
ま
た
は
自
ら
新
し
い
民
衆
宗
教
を
生
み
出
し

て
い
く
よ
う
な
コ
ー
ス
（
国
学
運
動
論
・
民
衆
宗
教
論
）
、
こ
の
三
つ
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
整
理
す
れ
ば
、
ご
く
あ
た
り
前
の
こ
と
の
よ
う

で
あ
る
が
、
し
か
し
、
Ⅲ
の
国
学
運
動
論
・
民
衆
宗
教
論
は
Ⅱ
の
コ
ー
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ス
を
視
野
に
入
れ
て
お
ら
ず
、
Ｉ
の
民
衆
思
想
論
や
Ⅱ
の
真
宗
信
仰

論
で
は
Ⅲ
の
コ
ー
ス
が
視
野
に
入
っ
て
い
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
ら
そ

れ
ぞ
れ
の
宗
教
化
の
問
題
に
お
い
て
も
、
も
っ
ぱ
ら
民
俗
信
仰
と
の

関
係
で
考
え
ら
れ
、
救
済
宗
教
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

従
っ
て
、
個
別
的
に
追
求
さ
れ
て
い
る
三
つ
の
コ
ー
ス
を
総
合
的
に

把
握
し
考
察
す
る
こ
と
が
幕
末
民
衆
の
「
我
」
形
成
史
に
お
い
て
重

要
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

そ
こ
で
、
Ⅱ
の
コ
ー
ス
と
し
て
の
本
稿
の
原
稲
城
の
事
例
か
ら
全

体
を
見
渡
し
て
み
た
い
。
稲
城
に
お
い
て
「
我
」
形
成
の
契
機
と
な

っ
た
国
学
が
郷
士
を
呼
び
出
し
、
そ
の
他
者
の
眼
差
し
が
通
俗
道
徳

の
実
践
を
促
し
た
と
い
う
点
で
は
Ⅲ
．
Ｉ
の
コ
ー
ス
と
共
通
す
る
が
、

そ
こ
で
は
突
き
詰
め
ら
れ
て
見
出
さ
れ
た
の
は
民
俗
（
信
仰
）
で
あ

っ
た
の
に
対
し
、
稲
城
の
場
合
に
は
真
宗
と
い
う
救
済
宗
教
が
呼
び

出
さ
れ
た
。
こ
れ
が
Ⅱ
の
コ
ー
ス
の
特
質
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
。
民
俗
（
信
仰
）
は
民
の
常
な
る
も
の
（
常
民
）
と
し
て
人
々

の
内
部
に
定
着
し
て
実
践
を
規
制
す
る
働
き
を
持
つ
が
、
そ
れ
は
受

動
的
な
い
し
禁
止
的
に
働
き
、
「
我
」
形
成
の
働
き
は
強
く
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
真
宗
と
い
う
宗
教
も
真
宗
優
越
地
域
で
は
民
の
常
な

る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
救
済
宗
教
と
し
て
他
者
で
あ
り
な
が
ら
棲
み

着
い
た
宿
主
自
体
を
「
我
」
と
し
て
形
成
す
る
働
き
を
持
つ
。
す
な

わ
ち
宿
主
に
内
部
か
ら
呼
び
か
け
て
地
獄
必
定
の
悪
人
と
い
う
「
我
」

の
自
覚
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
「
呼
び
か
け
」
機
能
に
よ
っ
て
主

（
犯
）

体
の
匡
互
の
ｇ
を
徴
募
す
る
も
の
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
な
ら
、
真

宗
（
救
済
宗
教
）
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
「
世

界
観
」
と
し
て
内
面
化
さ
れ
自
己
存
在
の
意
味
を
見
い
だ
す
働
き
を

（
”
）

「
宗
教
の
原
初
的
社
会
形
態
」
と
呼
べ
ば
、
真
宗
は
こ
の
意
味
で
の
「
宗

教
」
で
あ
る
。
あ
る
い
は
「
実
践
と
表
象
を
産
出
・
組
織
の
原
理
と

し
て
機
能
す
る
素
性
を
も
っ
た
構
造
化
さ
れ
た
構
造
」
を
ハ
ビ
ト
ゥ

（
釦
）

ス
と
呼
ぶ
な
ら
、
真
宗
は
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
理
論
的

提
起
を
如
何
に
受
け
止
め
る
に
せ
よ
、
内
部
に
棲
み
着
い
て
実
践
を

生
み
出
し
「
我
」
を
形
成
す
る
も
の
が
問
題
で
あ
ろ
う
。
幕
末
民
衆

思
想
史
は
こ
こ
か
ら
全
体
像
の
再
構
成
が
迫
ら
れ
て
い
る
。

註
（
１
）
佐
藤
健
二
「
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
の
位
相
」
（
中
野
卓
・

桜
井
厚
編
『
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
社
会
学
』
、
弘
文
堂
、
一
九
八
五
、

所
収
）
、
一
八
～
一
九
頁
。

（
２
）
安
丸
良
夫
『
〈
方
法
〉
と
し
て
の
思
想
史
』
（
校
倉
書
房
、
一
九

九
六
）

（
３
）
ヘ
ル
マ
ン
・
オ
ー
ム
ス
「
日
本
研
究
と
ブ
ル
デ
ュ
ー
理
論
」

（
大
桑
斉
編
訳
『
宗
教
研
究
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
分
析
』
、
ぺ
り
か
ん
社
、

一
九
九
六
、
所
収
）
。
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
・
ハ
ビ
ト
ゥ

ス
理
論
に
関
し
て
は
、
今
村
仁
司
・
港
道
隆
訳
『
実
践
感
覚
Ｉ
』

『
同
Ⅱ
』
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
八
）
な
ど
を
参
照
。

（
４
）
三
浦
雅
士
『
私
と
い
う
現
象
』
（
冬
樹
社
、
一
九
八
一
・
講
談

社
学
術
文
庫
に
再
録
、
一
九
九
六
。
本
稿
で
は
後
者
に
よ
る
）
、
三
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三
頁
。

（
５
）
見
田
宗
介
『
宮
沢
賢
治
存
在
へ
の
祭
り
の
中
へ
』
（
岩
波
書
店
、

一
九
八
四
、
同
時
代
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
再
録
、
一
九
九
一
・
本
槁
で
は

後
者
に
よ
る
）
、
五
九
頁
。

（
６
）
こ
れ
ら
か
ら
の
引
用
は
全
て
『
新
編
一
宮
市
史
』
資
料
編
に
よ

り
、
そ
の
頁
数
を
示
す
。

（
７
）
芳
賀
登
『
変
革
期
に
お
け
る
国
学
』
（
三
一
書
房
、
一
九
七
五
）
、

一
三
一
頁
。

（
８
）
沼
田
哲
「
幕
末
の
国
学
」
（
『
日
本
思
想
史
講
座
４
』
、
雄
山
閣
、

一
九
七
六
、
所
収
）

（
９
）
青
木
満
「
『
草
葬
の
国
学
者
』
宮
負
定
雄
の
思
想
史
的
意
義
」

（
日
本
思
想
史
研
究
会
会
報
８
、
一
九
九
○
）

（
Ⅲ
）
安
丸
良
夫
『
神
々
の
明
治
維
新
』
（
岩
波
新
書
、
一
九
七
九
）

（
Ⅱ
）
奈
倉
哲
三
『
真
宗
信
仰
の
思
想
史
的
研
究
』
（
校
倉
書
房
、
一

九
九
○
）

（
吃
）
有
元
正
男
『
真
宗
の
宗
教
社
会
史
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
）

（
旧
）
『
心
に
徒
置
言
葉
』
は
「
明
治
六
年
八
月
廿
六
日
害
之
畢
」
と

い
う
奥
書
を
有
し
て
お
り
、
本
文
中
に
「
日
記
と
い
ふ
物
を
栫
え
て
」

（
九
四
五
頁
）
と
見
え
る
「
日
記
」
に
基
づ
い
て
、
こ
の
時
点
で
書
か

れ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
「
日
記
」
は
残
さ
れ
て
い
な
い
・

原
好
美
家
所
蔵
。
原
好
美
氏
は
稲
城
の
曾
孫
に
あ
た
り
、
以
下
の
関

連
文
書
と
も
に
同
家
に
伝
来
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
原
家
は
現
在
、

愛
知
県
知
多
郡
美
浜
町
小
野
浦
に
移
っ
て
い
る
。

（
Ｍ
）
「
原
稲
城
年
譜
」
（
原
好
美
氏
所
蔵
。
原
本
は
無
題
名
、
仮
に
名

づ
け
た
）
に
「
嘉
永
五
壬
子
美
濃
国
武
芸
郡
上
有
知
村
河
村
忠
右
衛

門
藤
原
内
郷
二
須
和
学
漢
学
習
学
問
ス
」
と
あ
る
。

（
脂
）
『
国
学
者
伝
記
集
成
』
本
居
春
庭
の
項
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
春

庭
門
人
録
」
文
政
七
年
に
「
美
濃
国
上
有
知
村
川
村
忠
右
衛
門
内

郷
」
と
あ
る
。

（
略
）
『
国
学
者
伝
記
集
成
続
』
に
『
岐
阜
郷
土
偉
人
伝
』
に
よ
る
略

伝
が
あ
り
、
「
天
保
年
間
公
卿
緒
紳
に
出
入
し
て
、
次
で
三
条
実
美

に
出
仕
し
て
国
学
和
歌
を
講
じ
」
と
見
え
る
。

（
Ⅳ
）
『
美
濃
市
史
通
史
編
上
巻
』
第
四
章
近
世
第
十
節
文
化
三
国
学

者
ｌ
歌
人
（
二
河
村
内
郷
の
項
。

（
肥
）
同
右
第
四
章
第
六
節
曽
代
用
水
の
項
参
照
。

（
旧
）
「
原
稲
城
年
譜
」
に
「
安
政
三
丙
辰
九
月
ョ
リ
同
四
年
丁
巳
二

月
マ
デ
美
濃
国
山
県
郡
中
屋
村
薬
師
庵
ニ
テ
神
代
講
義
和
歌
学
習
字

指
南
ス
」
と
あ
る
。

（
別
）
原
好
美
氏
所
蔵
。
大
高
檀
紙
に
三
行
半
に
書
か
れ
た
和
歌
十
枚

の
内
。
い
ず
れ
も
原
信
弘
を
悼
む
和
歌
で
あ
る
。

（
別
）
『
丹
羽
郡
浮
野
村
記
録
上
之
巻
』
巻
末
に
「
右
記
録
一
帖
者
、

予
先
祖
よ
り
代
々
之
祖
書
記
残
置
書
籍
集
而
記
畢
（
中
略
）
嘉
永
五

年
中
穐
発
筆
ス
。
父
死
後
、
翌
丑
初
春
二
言
終
」
と
あ
る
。

（
躯
）
「
原
稲
城
年
譜
」
。
二
つ
の
真
宗
寺
院
は
原
家
屋
敷
跡
の
す
ぐ
近

く
に
現
存
す
る
。

（
邪
）
ト
ー
マ
ス
・
ル
ッ
ク
マ
ン
『
見
え
な
い
宗
教
』
（
ョ
ル
ダ
ン
社
、

一
九
七
六
）
、
七
一
頁
。

（
別
）
石
碑
は
浮
野
村
の
原
稲
城
屋
敷
の
故
地
に
現
存
し
て
お
り
、
背

面
に
「
明
治
三
十
有
九
年
八
月
一
日
筆
道
門
人
一
同
」
と
あ
る
。

ま
た
こ
の
歌
を
記
し
た
「
明
治
三
十
五
年
試
筆
」
が
原
好
美
家
に
伝

存
し
て
い
る
。

（
妬
）
大
桑
斉
「
江
戸
真
宗
の
信
仰
と
救
済
」
（
『
江
戸
の
思
想
』
第
１
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号
、
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
五
）

（
別
）
松
本
三
之
介
「
幕
末
国
学
の
思
想
史
的
意
義
」

系
国
学
運
動
の
思
想
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
、

（
〃
）
大
桑
斉
「
仏
教
的
世
界
し

四
八
号
、
一
九
九
六
、
所
収
）

大
桑
斉
「
仏
教
的
世
界
と

（
邪
）
ル
イ
・
ア

ロ
ギ
ー
装
置
』

デ
オ
ロ
ギ
ー
〉

（
羽
）
前
掲
（
路
）

ル
イ
・
ア

（
別
）
註
（
３
）
前
掲
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
『
実
践
感
覚
Ｉ
』
、
八

三
頁
。

（
追
記
）
原
稲
城
の
『
心
に
徒
置
言
葉
』
と
い
う
史
料
の
存
在
は
、

註
（
吃
）
で
掲
げ
た
有
元
正
雄
氏
の
著
書
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
。
本

稿
は
有
元
氏
の
こ
の
著
書
な
し
に
は
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
が
な
っ
た

と
思
う
。
有
元
氏
は
こ
の
史
料
の
一
部
を
真
宗
門
徒
の
悪
人
の
自
覚

や
合
理
的
思
想
の
例
証
に
用
い
て
い
る
（
一
四
○
・
一
五
四
～
五
頁
）

が
、
そ
れ
ら
の
言
葉
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
全
体
的
に
検
討
す
る
こ

が
、
そ
れ
ら
の
言
葉
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
１

頁
。

ま
た
、
『
心
に
徒
置
言
葉
』
以
下
の
史
料
の
閲
覧
を
許
さ
れ
た
原

好
美
氏
、
そ
の
所
在
な
ど
に
関
し
て
ご
教
示
頂
い
た
一
宮
市
立
博
物

館
学
芸
員
毛
受
英
彦
氏
、
現
地
調
査
に
御
案
内
頂
い
た
願
行
寺
住
職

横
超
文
雄
氏
、
『
美
濃
市
史
』
を
調
べ
て
く
れ
た
大
野
達
道
君
に
は
、

横
超
文
雄
氏
、
『
美
濃
市
中

と
で
そ
の
学
恩
へ
報
い
た
つ
も
り
で
あ
る
。

心
か
ら
感
謝
を
捧
げ
た
い
。

し
て
の
近
世
」
（
『
季
刊
日
本
思
想
史
』

ル
チ
ュ
セ
ー
ル
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
国
家
の
イ
デ
オ

ー
装
置
』
（
柳
内
隆
・
山
本
哲
士
『
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
〈
イ

ロ
ギ
ー
〉
論
』
、
三
交
社
、
一
九
九
三
、
所
収
）

（
『
日
本
思
想
大

所
収
）
六
三
四

（
大
谷
大
学
教
授
）
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