
平
塚
飄
斎
小
論

小

林

丈

広

筆
者
は
、
こ
の
小
論
で
取
り
上
げ
る
平
塚
飄
斎
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
何
度
か
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
。
と
く
に
、「
幕
末
維
新
期
の

都
市
社
会
」
に
お
い
て
は
、
平
塚
の
よ
う
な
京
都
町
奉
行
所
与
力
を
「
改
革
派
与
力
」
と
規
定
し
、
そ
の
幕
末
期
に
お
け
る
役
割
に
着
目

し
た
⑴
。
た
だ
、
紙
幅
の
関
係
で
、
平
塚
に
関
す
る
研
究
史
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
平
塚
を
こ
の
よ
う
に
規
定
す
る
こ
と
の
意
義
に

つ
い
て
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
小
文
で
は
ま
ず
、
あ
ら
た
め
て
平
塚
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
歩
み
を

振
り
返
り
、
そ
の
幕
末
期
の
京
都
に
お
け
る
役
割
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

そ
の
際
、
平
塚
が
書
き
残
し
し
た
数
多
く
の
著
作
（
版
行
さ
れ
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
未
刊
行
の
手
稿
や
公
開
目
的
で
は
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
雑
稿
類
、
各
史
料
保
存
機
関
で
収
集
し
た
古
文
書
・
書
簡
類
な
ど
を
含
む
）
の
す
べ
て
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
小

文
で
は
な
お
、
一
部
の
著
作
の
検
討
を
終
え
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
後
考
を
要
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お

く
。
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第
一
章

平
塚
飄
斎
を
め
ぐ
る
研
究
史

（
１
）
陵
墓
研
究
か
ら
知
識
人
論
へ

平
塚
飄
斎
（
茂
喬
・
表
次
郎
、
飄
斎
は
そ
の
時
々
で
名
を
使
い
分
け
る
が
、
小
文
で
は
と
く
に
必
要
が
な
い
限
り
、
飄
斎
と
し
た
）
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
天
皇
陵
を
は
じ
め
と
す
る
陵
墓
の
研
究
家
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
平
塚
は
、
近
世
の
陵
墓

研
究
の
古
典
で
も
あ
る
『
陵
墓
一
隅
抄
』
や
『
聖
蹟
図
志
』
の
著
者
で
あ
っ
た
（
い
ず
れ
も
嘉
永
七
年＝

安
政
元
年
・
一
八
五
四
年
刊

行
）。
こ
れ
ら
の
著
作
は
、
近
世
の
陵
墓
修
補
事
業
の
な
か
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
文
久
期
の
修
陵
に
影
響
を
与
え
、
平
塚
自
身
も

調
方
に
任
じ
ら
れ
て
調
査
に
携
わ
っ
た
。

管
見
の
限
り
、
陵
墓
研
究
家
と
し
て
の
平
塚
に
最
初
に
着
目
し
た
の
は
、
松
村
巌
「
京
都
の
与
力
平
塚
飄
斎
山
陵
取
調
の
偉
功
」⑵
で

あ
っ
た
。
松
村
氏
に
よ
れ
ば
、
平
塚
は
陵
墓
研
究
を
通
じ
て
水
戸
藩
士
鵜
飼
吉
左
衛
門
ら
と
交
わ
り
、
山
陵
会
で
は
三
条
実
万
、
大
久
保

要
（
大
坂
城
代
土
屋
采
女
側
用
人
）
ら
と
と
も
に
語
り
合
い
、
そ
う
し
た
活
動
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
知
見
を
も
と
に
、
安
政
二
年
に
京
都

西
町
奉
行
浅
野
長
祚
に
陵
墓
の
調
査
と
修
復
の
必
要
性
を
献
策
し
た
と
い
う
。

松
村
氏
の
研
究
は
論
文
と
い
う
よ
り
史
料
紹
介
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
が
、
本
多
辰
次
郎
「
山
陵
研
究
家
平
塚
瓢
斎
翁
」、

『
皇
陵
』、
和
田
軍
一
「
皇
陵
」
な
ど
に
受
け
継
が
れ
、
平
塚
を
陵
墓
研
究
の
中
に
位
置
づ
け
る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
⑶
。

こ
の
う
ち
、
本
多
辰
次
郎
氏
は
宮
内
省
図
書
寮
編
修
官
を
つ
と
め
た
人
物
で
あ
り
、
そ
の
論
文
は
、
宮
内
省
に
よ
る
平
塚
家
調
査
の
成

果
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、
そ
の
後
の
平
塚
研
究
の
基
本
文
献
と
な
っ
た
⑷
。
本
多
論
文
が
重
要
な
の
は
、
平
塚
が
、『
陵
墓
一
隅
抄
』
な

ど
を
発
刊
し
た
の
と
同
じ
年
に
、
三
条
実
万
ら
と
と
も
に
山
陵
会
と
い
う
会
合
を
立
ち
上
げ
、
そ
の
活
動
の
肝
煎
（
中
心
的
存
在
）
で
あ
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っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
。
平
塚
は
そ
の
後
、
文
久
の
修
陵
事
業
に
お
い
て
も
、
山
陵
奉
行
戸
田
忠
至
（
宇
都
宮
藩
）
の
も

と
、
谷
森
善
臣
、
北
浦
定
政
、
砂
川
政
教
ら
と
と
も
に
調
方
を
務
め
る
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
山
陵
会
の
肝
煎
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と

で
、
平
塚
の
先
駆
性
が
よ
り
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
。『
皇
陵
』
も
そ
の
評
価
を
踏
襲
し
、
和
田
論
文
は
、
嘉
永
五
年
頃
か
ら
京
都
西
町

奉
行
浅
野
長
祚
と
平
塚
が
中
心
に
な
っ
て
行
っ
た
陵
墓
調
査
を
、
文
久
の
修
陵
事
業
に
先
立
つ
事
業
と
し
て
高
く
評
価
し
た
。

こ
れ
ら
一
連
の
研
究
は
、
戦
前
に
お
い
て
陵
墓
の
考
証
と
保
存
を
所
管
し
た
宮
内
省
諸
陵
寮
の
研
究
成
果
を
も
と
に
し
た
も
の
で
、
戦

前
の
陵
墓
研
究
の
到
達
点
で
も
あ
っ
た
。

松
村
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
平
塚
と
山
陵
会
と
の
関
係
は
、
本
多
論
文
を
は
じ
め
、
川
田
瑞
穂
「
平
塚
飄
斎
」、
海
音
寺
潮
五
郎
・

山
村
耕
花
画
「
小
説
平
塚
飄
斎
」、
寺
田
剛
・
雨
宮
義
人
『
山
陵
の
復
古
と
蒲
生
秀
実
』
な
ど
に
受
け
継
が
れ
、
戦
前
の
陵
墓
研
究
者
の

間
で
は
広
く
流
布
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
⑸
。

し
か
し
、
戦
後
に
な
る
と
、
平
塚
の
取
り
上
げ
方
に
微
妙
な
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

戦
後
の
歴
史
学
研
究
の
中
で
陵
墓
を
本
格
的
に
取
り
上
げ
た
の
は
、
戸
原
純
一
「
幕
末
の
修
陵
に
つ
い
て
」
で
あ
っ
た
⑹
。
戸
原
論
文

は
、
宮
内
省
諸
陵
寮
の
収
集
史
料
を
活
用
し
、
文
久
の
修
陵
事
業
を
正
面
か
ら
論
じ
、
そ
の
中
で
調
方
平
塚
飄
斎
に
つ
い
て
も
言
及
し

た
。
し
か
し
、
戸
原
論
文
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
嘉
永
か
ら
安
政
期
の
陵
墓
調
査
や
山
陵
会
な
ど
に
は
触
れ
ず
、
平
塚
に
つ
い
て
も
特
別
な

位
置
づ
け
は
行
わ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
安
政
期
の
陵
墓
調
査
に
つ
い
て
検
討
し
た
川
田
貞
夫
「
幕
末
修
陵
事
業
と
川
路
聖
謨
」
は
、
京

都
西
町
奉
行
浅
野
長
祚
の
人
物
像
に
ま
で
迫
り
な
が
ら
、
平
塚
に
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
⑺
。
数
少
な
い
事
例
か
ら
、
戦
前
と
戦
後
の

研
究
の
あ
り
方
を
即
断
す
る
こ
と
は
控
え
た
い
が
、
戦
後
の
研
究
が
近
世
の
陵
墓
研
究
に
つ
い
て
検
討
す
る
場
合
、
関
係
者
の
顕
彰
で
は

な
く
、
そ
の
政
治
的
背
景
な
ど
に
関
心
が
集
ま
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
は
、
平
塚
や
尊
王
論
者
の
文
化
サ
ー
ク
ル
的

な
色
彩
が
強
か
っ
た
山
陵
会
な
ど
と
い
っ
た
存
在
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
検
討
は
な
か
な
か
行
わ
れ
な
か
っ
た
⑻
。
と
く
に
山
陵
会
に
つ
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い
て
は
、
そ
の
実
態
を
う
か
が
わ
せ
る
史
料
が
乏
し
い
こ
と
も
、
研
究
が
進
展
し
な
か
っ
た
一
因
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
八
九
年
の
天
皇
代
替
わ
り
を
契
機
に
、
陵
墓
に
つ
い
て
も
、
近
代
天
皇
制
を
支
え
る
思
想
的
・
社
会
的
基
盤
の
形
成

過
程
を
解
明
す
る
手
が
か
り
と
し
て
関
心
が
高
ま
っ
た
。
そ
の
後
の
各
陵
墓
と
地
域
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
実
証
研
究
の
進
展
に
は

目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
⑼
。
た
だ
、
そ
の
中
に
お
い
て
も
嘉
永
〜
安
政
期
の
陵
墓
調
査
や
山
陵
会
ヘ
の
言
及
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
か

っ
た
。
幕
末
公
家
社
会
の
中
で
の
三
条
実
万
の
役
割
に
着
目
し
た
佐
竹
朋
子
氏
が
、
山
陵
会
の
会
主
を
平
塚
と
推
定
し
て
い
る
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
が
、
上
田
長
生
氏
は
谷
森
善
臣
が
「
中
心
的
な
位
置
を
占
め
た
」
と
述
べ
て
お
り
、
山
陵
会
の
さ
ら
な
る
実
態
解
明
が
待
た
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
⑽
。

そ
こ
で
視
点
を
変
え
て
、
平
塚
の
著
作
を
め
ぐ
る
戦
後
の
研
究
を
た
ど
る
と
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
関
心
か
ら
言
及
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
。
ひ
と
つ
は
、
陵
墓
に
関
す
る
文
献
研
究
が
精
緻
に
な
る
中
で
、
平
塚
の
著
作
の
内
容
に
着
目
し
、
近
代
的
な
学
問
の
体
系
が
確
立

し
な
い
幕
末
と
い
う
時
代
に
お
い
て
、
可
能
な
限
り
の
現
地
踏
査
と
文
献
に
よ
る
考
証
の
両
面
か
ら
陵
墓
の
比
定
に
寄
与
し
た
人
物
、
す

な
わ
ち
考
古
学
研
究
の
先
駆
者
と
し
て
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。

戦
後
の
陵
墓
研
究
を
推
進
し
て
き
た
堀
田
啓
一
氏
や
外
池
昇
氏
ら
の
研
究
も
、
平
塚
に
言
及
す
る
際
に
は
、『
陵
墓
一
隅
抄
』
な
ど
と

い
っ
た
著
作
を
高
く
評
価
す
る
立
場
で
あ
り
、
平
塚
の
政
治
的
・
社
会
的
役
割
に
は
あ
ま
り
言
及
が
な
い
⑾
。
和
田
萃
「
山
陵
家
平
塚
飄

斎
」
な
ど
も
そ
う
し
た
研
究
の
中
に
含
ま
れ
よ
う
。
近
世
の
在
野
研
究
者
で
あ
る
平
塚
の
著
作
を
学
問
の
歴
史
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と

は
、
戦
前
の
宮
内
省
に
よ
る
陵
墓
考
証
を
再
検
証
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
、
戦
後
歴
史
学
や
考
古
学
が
平
塚
を
評
価
す
る
た
め
の
有
力

な
視
点
と
な
っ
た
⑿
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
国
文
学
研
究
の
進
展
に
伴
い
、
近
世
の
随
筆
や
紀
行
文
な
ど
が
次
々
と
翻
刻
・
公
刊
さ
れ
る
中
で
、
多
く
の
著
作
を

残
し
た
文
筆
家
の
一
人
と
し
て
平
塚
に
注
目
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
研
究
を
代
表
す
る
の
は
、
戦
前
に
書
か
れ
た
森
銑
三
「
平
塚
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飄
斎
翁
の
研
究
」
で
あ
る
⒀
。
ま
た
、
戦
後
に
翻
刻
さ
れ
た
「
病
間
漫
筆
」
や
『
花
洛
名
勝
図
会
』
の
解
題
も
こ
の
系
統
に
属
す
る
も
の

と
い
え
よ
う
⒁
。

（
２
）
経
世
論
と
能
吏
と
し
て
の
活
動
へ
の
注
目

戦
後
、
平
塚
自
身
の
政
治
的
・
社
会
的
役
割
に
つ
い
て
の
研
究
が
深
ま
ら
な
い
中
、
平
塚
の
人
物
像
に
つ
い
て
は
、
本
多
辰
次
郎
「
山

陵
研
究
家
平
塚
瓢
斎
翁
」、
川
田
瑞
穂
「
平
塚
飄
斎
」、
森
銑
三
「
平
塚
飄
斎
翁
の
研
究
」
な
ど
を
超
え
る
も
の
は
現
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
う
ち
、
本
多
氏
と
森
氏
の
研
究
は
あ
る
程
度
知
ら
れ
て
い
る
が
、
川
田
氏
の
研
究
は
『
京
都
日
出
新
聞
』
と
い
う
京
都
の
地
方
新

聞
に
連
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
陵
墓
研
究
で
も
ほ
と
ん
ど
参
照
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
を
こ
こ
で
あ
え
て
取
り
上
げ
た
の

は
、
川
田
氏
が
、
宮
内
省
と
並
ん
で
平
塚
の
調
査
を
行
っ
て
き
た
維
新
史
料
編
纂
会
（
戦
後
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
史
料
が
統
合
さ

れ
る
）
に
在
籍
し
て
そ
の
研
究
成
果
を
利
用
す
る
な
ど
、
独
自
の
視
点
で
平
塚
を
評
価
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
参
考
ま
で
に
川
田
論
文
の
目
次
を
掲
載
し
て
お
こ
う
（
表
１
）。
川
田
論
文
に
は
、
手
書
き
の
原
稿
「
贈
正
五
位
平
塚
飄
斎

伝
」（
一
九
一
七
年
七
月
、
以
下
「
川
田
原
稿
」
と
記
す
）
と
『
日
出
新
聞
』
の
連
載
「
平
塚
飄
斎
」（
一
九
一
八
年
一
月
〜
二
月
、
以
下

「
川
田
論
文
」
と
記
す
）
の
二
種
類
が
あ
る
が
、
両
者
の
目
次
を
比
較
す
る
と
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
⒂
。
川
田
原
稿
は
、

タ
イ
ト
ル
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
大
正
天
皇
の
即
位
を
機
に
数
多
く
の
歴
史
上
の
人
物
に
位
階
が
追
贈
さ
れ
た
際
、
平
塚
が
そ
の

中
に
含
ま
れ
た
こ
と
を
記
念
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
⒃
。
し
た
が
っ
て
、
松
村
氏
に
よ
る
史
料
紹
介
な
ど
を
活
用
し
て
、
平
塚

の
勤
王
事
績
、
す
な
わ
ち
陵
墓
研
究
と
関
連
事
業
に
関
す
る
記
述
に
大
き
な
比
重
を
割
い
て
い
る
。

し
か
し
川
田
論
文
の
方
は
、
川
田
原
稿
に
は
見
ら
れ
な
い
「
物
価
調
節
」「
貧
民
救
助
」「
運
漕
路
開
拓
」
な
ど
の
各
章
を
新
た
に
設

け
、
陵
墓
関
係
以
外
の
平
塚
の
活
動
を
詳
述
す
る
。
た
と
え
ば
、「
物
価
調
節
」
で
は
、
物
価
高
騰
時
に
買
い
占
め
な
ど
で
暴
利
を
貪
ろ
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表 1 平塚飄斎の伝記
「平塚飄斎」目次

『日出新聞』連載回
1
1
2
2
3
3
4
4
4
5
5
6
7

7～8
8
9
9
10
10
11
12
12
13
14
14

15
16
16
17
17
18

18～20
20

21～22
22
23
24

25～26
27
28
29
30
30

（1）官場の美談
（2）飄斎と大塩平八郎
（3）飄斎と羽倉外記
（4）致仕
（1）修陵の由来
（2）山陵会、藤田東湖の推重
（3）浅野蒋潭の謝状
（4）大久保要の月旦
（5）修陵に関する上書
（6）戊午の疑獄
（7）天朝の褒詞
（8）修陵の竣工
（9）幕府の抜擢
（1）文久元年の勅諭
（2）油価引下
（3）奸商検挙
（4）当時の物価
（1）米銭施与
（2）廩米安価払下
（3）粥の焚出
（4）当時の篤志家
（1）西高瀬の拡張
（2）日岡峠の開鑿
（1）陵墓一隅抄、聖蹟図志、
柏原聖蹟考
（2）五畿内掌覧図
（3）花洛名勝図会
（4）海防論と牧民心鑑解
（5）爾余の著作
（1）当世の才俊
（2）頼山陽との交情
（3）名妓と好此節
（4）大久保一翁との関係
（5）探検家の奇文
（6）忘年の友楫取素彦
（7）蘭医と烈士
（8）春日潜庵との交際
（1）多病長寿
（2）晩年の日常
（3）前各章補遺

小引
其一 字号及父祖同胞

其二 与力時代

其三 山陵調査

其四 物価調節

其五 貧民救助

其六 運漕路開拓

其七 著述

其八 交友

其九 家庭に於ける飄
斎
其十 終焉と子孫
其十一 結論

「贈正五位平塚飄斎伝」目次

1字号及ビ父祖同胞

2与力時代

3山陵調査

4著述

5交友（1）頼山陽（2）大
久保一翁（3）小栗政寧
（4）松浦武四郎（5）楫取
素彦

6其ノ死・其ノ子孫
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う
と
し
た
商
人
の
取
り
締
ま
り
を
行
っ
た
経
緯
を
詳
し
く
紹
介
し
、「
運
漕
路
開
拓
」
で
は
、
幕
末
に
関
わ
っ
た
西
高
瀬
川
と
日
岡
峠
の

開
鑿
事
業
に
つ
い
て
述
べ
る
。

川
田
論
文
は
、
こ
れ
ら
の
各
章
の
中
で
も
、「
貧
民
救
助
」
に
つ
い
て
連
載
の
三
回
分
を
割
い
て
詳
述
す
る
。
と
は
い
え
、
天
保
の
救

済
活
動
に
つ
い
て
は
、
与
力
時
代
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
大
塩
平
八
郎
と
平
塚
を
比
較
す
る
た
め
に
触
れ
ら
れ
る
程
度
で
、「
貧
民
救
助
」

の
内
容
は
す
べ
て
慶
応
の
救
済
活
動
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
川
田
論
文
が
「
物
価
調
節
」「
貧
民
救
助
」「
運
漕

路
開
拓
」
の
各
章
で
記
述
し
た
こ
と
は
、
か
つ
て
平
塚
家
が
宮
内
省
諸
陵
寮
に
提
出
し
た
履
歴
に
も
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
本
多
論
文
で

も
若
干
の
言
及
を
行
っ
て
は
い
る
が
、
川
田
氏
が
初
め
て
本
格
的
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

川
田
論
文
は
、
平
塚
の
町
奉
行
所
与
力
す
な
わ
ち
行
政
吏
と
し
て
の
事
績
や
、
社
会
政
策
家
・
社
会
活
動
家
と
し
て
の
側
面
に
積
極
的

に
光
を
あ
て
る
。
そ
こ
に
こ
そ
、
平
塚
の
重
要
な
一
面
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
⒄
。
一
方
、
川
田
論
文
よ
り
も
後
に
書
か
れ
た

森
論
文
は
、
本
多
論
文
は
活
用
し
て
い
る
も
の
の
、
川
田
論
文
は
参
照
し
て
い
な
い
。
森
氏
も
、
平
塚
家
が
提
出
し
た
履
歴
を
も
と
に
救

済
活
動
や
開
鑿
事
業
に
触
れ
る
が
、
そ
の
内
容
に
は
踏
み
込
ま
ず
、
あ
く
ま
で
も
中
島
棕
隠
・
頼
山
陽
な
ど
と
の
文
人
と
し
て
の
交
わ
り

に
焦
点
を
あ
て
た
の
で
あ
る
。

三
人
の
歴
史
家
が
描
く
平
塚
像
の
違
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
歴
史
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
の
目
的
の
違
い
に
よ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

本
多
氏
は
宮
内
省
図
書
寮
編
修
官
と
し
て
、
平
塚
を
、
あ
く
ま
で
も
陵
墓
研
究
の
先
駆
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
維
新
史
料
編
纂
会
に
所
属
し
た
川
田
氏
は
、
当
然
の
よ
う
に
、
幕
末
維
新
期
を
生
き
た
平
塚
の
政
治
や
社
会
と
の
関
わ

り
に
関
心
を
寄
せ
た
。
一
方
、
書
誌
学
・
図
書
館
学
か
ら
国
文
学
へ
の
道
を
歩
ん
だ
森
氏
は
、
文
人
と
し
て
の
平
塚
に
の
み
関
心
が
あ
っ

た
。
森
氏
も
、
平
塚
家
が
提
出
し
た
履
歴
に
よ
っ
て
平
塚
の
社
会
的
活
動
は
知
っ
て
い
た
。
ま
た
、
一
九
二
五
年
か
ら
一
九
三
八
年
に
か

け
て
東
京
帝
国
大
学
史
料
編
纂
所
に
在
籍
し
て
お
り
、
史
料
的
条
件
に
も
恵
ま
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
文
人
と
し
て
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の
平
塚
の
人
間
像
を
描
い
た
の
で
あ
る
。

戦
前
に
は
こ
の
ほ
か
、
経
済
史
学
者
遠
藤
佐
々
喜
（
万
川
）
氏
が
平
塚
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
東
京
帝
国
大
学
史
学
科

か
ら
三
井
家
同
族
会
事
務
局
に
就
職
し
た
遠
藤
氏
は
、
古
書
店
な
ど
で
経
済
史
関
係
の
史
料
を
精
力
的
に
収
集
し
た
⒅
。
お
そ
ら
く
、
そ

の
過
程
で
平
塚
が
記
し
た
と
思
わ
れ
る
い
く
つ
か
の
古
書
に
出
会
い
、
注
目
し
た
の
で
あ
る
。
同
志
社
大
学
経
済
学
部
図
書
館
が
所
蔵
す

る
『
仁
風
集
覧
』
の
奥
付
に
貼
ら
れ
た
貼
紙
の
文
面
は
、
同
図
書
館
が
収
集
す
る
前
に
同
書
を
所
蔵
し
て
い
た
の
が
遠
藤
氏
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
⒆
。

註
記

本
書
の
編
著
者
は
有
名
な
る
京
都
町
奉
行
与
力
平
塚
瓢
斎
其
人
也
、
瓢
斎
又
の
姓
名
を
ば
津
久
井
清
影
と
も
い
へ
り
、
寛
政

六
年
に
生
れ
明
治
八
年
に
歿
す
、
享
年
八
十
有
【
四
】
二
歳
、
其
詳
伝
、
近
頃
刊
行
の
雑
誌
、
歴
史
地
理
〈
第
十
二
巻
第
六
号
／
大

正
元
年
十
二
月
刊
行
〉
に
本
多
文
学
士
の
も
の
せ
る
一
篇
あ
れ
と
も
、
山
陵
研
究
家
と
し
て
の
伝
也
、
篇
中
載
す
る
と
こ
ろ
の
著
述

目
録
に
漏
ら
せ
た
る
も
の
に
先
づ
こ
の
「
仁
風
集
覧
」
あ
り
、
又
「
古
今
〔
マ
マ
〕
米
銭
考
」〈
近
刊
、
活
版
中
ノ
随
筆
集
誌
中
ニ

も
収
め
り
／
半
紙
四
折
仕
立
小
本
一
冊
〉
も
あ
り
、
但
シ
其
目
録
中
に
「
救
荒
仁
風
扇
」
の
著
あ
る
を
示
せ
る
が
、
予
も
嘗
て
其
実

物
を
三
井
家
に
於
て
実
見
し
た
れ
ど
〈
二
種
一
組
／
扇
地
紙
形
弐
枚
〉、
未
た
其
著
者
の
平
塚
翁
あ
る
〔
を
知
ら
ざ
り
し
〕
こ
と
を

已
ニ
彼
の
著
米
銭
考
に
よ
り
て
之
を
知
れ
り
、
そ
の
も
の
は
嘉
永
【
六
】
三
年
中
、
同
し
く
京
都
市
中
救
米
に
関
す
る
も
の
な
り
、

稀
覯
の
珍
品
【
な
る
】
な
れ
バ
世
に
知
る
人
少
か
る
べ
し
、
さ
て
こ
の
仁
風
集
覧
の
成
り
し
慶
応
三
年
の
四
月
に
ハ
平
塚
翁
ハ
市
中

御
救
の
粥
焚
御
用
を
勤
め
又
安
価
払
下
米
御
用
か
鞅
掌
し
其
功
を
以
て
銀
五
枚
を
賞
与
せ
ら
れ
た
り
と
い
ふ
、
而
し
て
こ
の
書
の
先

蹤
た
る
「
仁
風
一
覧
」
は
享
保
【
九
】
十
九
年
浪
華
書
林
中
の
刊
行
に
し
て
全
弐
冊
あ
り
、
次
に
「
仁
風
便
覧
」
壱
冊
ハ
天
保
四
年

〈
及
あ
り
〉
の
同
し
く
浪
華
書
林
中
〈
天
保
八
年
刊
〉
の
刊
行
に
し
て
共
に
「
御
料
所
の
施
行
簿
」
也
、
予
昨
年
大
阪
へ
出
張
の
際
、
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其
前
者
全
二
冊
を
購
入
し
た
れ
と
も
今
ハ
三
井
家
の
珍
蔵
本
た
り
、
後
者
、
便
覧
ハ
京
都
及
大
阪
ニ
於
て
重
複
二
冊
を
採
集
し
た
る

を
以
て
其
中
の
一
冊
ハ
既
に
予
カ
私
有
に
帰
せ
り
、
た
ま
た
ま
今
年
名
古
屋
古
書
肆
其
中
堂
に
〔
奉
を
抹
消
か
、
訪
か
〕
書
、
集
覧

一
冊
の
あ
る
こ
と
を
知
り
、
茲
に
大
正
弐
年
弐
月
拾
四
日
之
を
購
求
す
る
を
得
、
漸
く
鼎
足
の
二
を
得
た
り
、〈
於
東
京
小
石
川
寓

居
／
鷦
鷯
軒
主
人
万
川
識
〉

後
大
正
六
年
秋
仁
風
一
覧
弐
冊
を
大
阪
鹿
田
書
店
よ
り
購
入
す
、
是
ニ
於
鼎
足
珍
蔵
を
得
た
り

（〈

〉
内
は
二
行
割
書
、【

】
内
は
抹
消
、〔

〕
内
は
引
用
者
注
）

こ
の
貼
紙
は
、
一
九
一
三
年
に
遠
藤
氏
が
『
仁
風
集
覧
』
を
購
入
し
た
当
時
の
平
塚
理
解
の
状
況
と
、
そ
れ
に
対
す
る
遠
藤
氏
の
見
識

を
よ
く
示
し
て
い
る
。
平
塚
の
名
は
、
本
多
氏
に
よ
っ
て
山
陵
研
究
家
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
が
、
経
済
史
家
の
遠
藤
氏
は
そ
こ
に
掲

載
さ
れ
て
い
た
著
述
目
録
の
内
容
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
遠
藤
氏
は
、
川
田
氏
よ
り
も
早
く
、『
仁
風
集
覧
』「
今
古
米
銭

考
」「
救
荒
仁
風
扇
」
を
平
塚
の
著
作
と
判
断
し
て
注
目
し
、
そ
の
収
集
に
い
そ
し
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
遠
藤
氏
の
活
動
を
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
後
、
経
済
学
者
滝
本
誠
一
氏
が
、『
日
本
経
済
叢
書
』

第
三
二
巻
に
幕
政
の
実
態
な
ど
を
ま
と
め
た
「
末
黒
の
す
ゝ
き
」
を
、『
日
本
経
済
大
典
』
第
四
七
巻
に
「
末
黒
の
す
ゝ
き
」
と
経
済
論

を
ま
と
め
た
「
今
古
米
銭
考
」
を
翻
刻
し
、
平
塚
の
経
世
家
・
社
会
批
評
家
と
し
て
の
一
面
を
紹
介
し
た
⒇
。
筆
者
は
、
地
方
で
蓄
え
ら

れ
た
現
場
の
知
恵
を
収
集
し
よ
う
と
し
た
滝
本
氏
の
史
料
集
編
纂
を
高
く
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
平
塚
の
著
作
が
選
ば
れ

た
こ
と
自
体
意
義
深
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
う
ち
「
今
古
米
銭
考
」（「
今
古
米
銭
略
考
」
と
も
）
で
は
、
天
保
七
年
冬
、
飢
饉
に
よ
る
困
窮
者
が
三
条
大
橋
な
ど
に
集
ま
っ
て

い
る
の
を
見
る
に
見
か
ね
た
平
塚
が
、
西
町
奉
行
佐
橋
佳
富
に
了
解
を
得
た
上
で
、
三
条
河
原
に
施
療
小
屋
を
開
設
し
て
、
救
療
活
動
に
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乗
り
だ
し
た
経
緯
を
記
す
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
平
塚
ら
は
三
条
大
橋
普
請
の
残
木
を
利
用
し
て
小
屋
を
建
て
、
困
窮
者
を
収
容
し
て
医
薬

を
施
す
こ
と
に
し
た
と
い
う
21
。
平
塚
は
、
救
療
活
動
の
費
用
を
官
（
幕
府
）
か
ら
支
出
し
よ
う
と
す
る
と
何
か
と
面
倒
で
時
間
も
か
か

る
と
こ
ろ
か
ら
、
有
志
者
か
ら
の
拠
出
を
募
る
こ
と
に
し
、「
多
年
の
有
志
、
高
名
の
陰
徳
者
」
で
あ
る
熊
谷
直
恭
（
蓮
心
）
に
相
談
し

た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
教
諭
所
の
儒
者
北
小
路
三
郎
を
発
願
者
と
し
て
、
熊
谷
ら
有
力
商
人
の
出
資
を
得
て
、
翌
八
年
初
め
か
ら
本
格
的

に
救
療
事
業
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
北
小
路
は
、
教
諭
所
復
興
の
願
い
も
込
め
て
救
済
活
動
に
尽
力
し
た
が
、
教
諭
所
の
復
興
に
関
わ

っ
た
心
学
者
柴
田
遊
翁
は
、「
仮
教
諭
所
再
度
御
引
立
に
相
成
候
趣
、
尤
御
所
司
代
間
部
下
総
守
様
よ
り
御
内
意
有
之
、
平
塚
氏
専
ら
御

骨
折
之
由
に
候
」
と
記
し
て
お
り
、
平
塚
も
内
々
相
当
の
尽
力
を
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
22
。
天
保
の
救
済
活
動
に
つ
い
て
は
川
田
氏

は
ほ
と
ん
ど
言
及
し
な
い
が
、
そ
の
後
、
こ
の
史
料
を
引
用
し
た
石
川
謙
氏
の
研
究
や
『
京
都
府
教
育
史
』
上
巻
な
ど
が
取
り
上
げ
る
と

こ
ろ
と
な
る
23
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
熊
谷
家
な
ど
の
史
料
で
平
塚
の
記
述
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
３
）
公
共
の
担
い
手
と
し
て

戦
後
歴
史
学
の
展
開
の
中
で
、
し
ば
ら
く
は
平
塚
を
正
面
か
ら
と
ら
え
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
川
田
論
文
を
超
え
る
も
の
は
あ
ら

わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
新
し
い
視
点
を
示
し
た
の
が
安
国
良
一
氏
で
あ
る
。
安
国
氏
は
、
近
世
の
都
市
行
政
を
検
討
す
る
史

料
と
し
て
平
塚
の
著
作
を
積
極
的
に
活
用
し
た
。
安
国
良
一
「
町
奉
行
所
の
役
人
」
は
、
京
都
町
奉
行
所
の
与
力
や
同
心
の
業
務
を
初
め

て
本
格
的
に
検
討
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
、
平
塚
の
「
賑
京
私
議
」「
自
警
録
」（
い
ず
れ
も
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
「
清

澄
楼
叢
書
」
所
収
）
を
活
用
し
た
24
。
さ
ら
に
、
安
国
良
一
「
京
都
天
明
大
火
研
究
序
説
」
は
、「
賑
京
私
議
」
を
「
天
保
改
革
期
の
京

都
経
済
の
低
迷
と
い
う
状
況
下
で
そ
の
打
開
策
を
述
べ
た
意
見
書
」
と
位
置
づ
け
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
京
都
の
戸
口
の
変
遷
を
信
頼
性
の

高
い
も
の
と
評
価
し
た
25
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
寛
政
期
の
京
都
社
会
を
分
析
し
た
の
で
あ
る
。
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そ
の
後
も
平
塚
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
る
研
究
は
多
く
は
な
い
が
、
近
年
、
平
塚
の
著
作
を
使
っ
て
幕
末
の
都
市
行
政
を
論
じ
よ
う
と

す
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
小
林
丈
広
「
幕
末
維
新
期
京
都
の
都
市
行
政
」
で
、
平
塚
が
慶
応
の
救
済
活
動
を

記
録
す
る
た
め
に
自
ら
編
纂
し
た
『
仁
風
集
覧
』
を
使
っ
て
、
そ
の
意
義
を
検
討
し
た
26
。
ま
た
、
小
川
和
也
氏
は
『
牧
民
の
思
想
』
な

ど
一
連
の
研
究
で
、
近
世
の
救
荒
や
民
政
に
関
す
る
文
献
を
渉
猟
し
、
他
の
牧
民
書
と
比
較
し
な
が
ら
、
平
塚
の
『
牧
民
心
鑑
解
』
出
版

の
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
宇
佐
美
英
機
氏
は
「
賑
京
私
議
」
な
ど
を
使
っ
て
平
塚
の
金
融
に
対
す
る
理
解
を
、
牧
知
宏
氏
は
、「
賑
京
私

議
」「
鵜
鷺
問
答
」（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
「
青
菰
雑
誌
」
第
三
七
巻
所
収
）
な
ど
に
着
目
し
て
、
鴨
川
の
洪
水
対
策
で
あ
る
平
塚
の
鴨

川
浚
構
想
と
、
安
政
三
年
に
実
行
に
移
さ
れ
た
鴨
川
土
砂
浚
を
検
討
し
た
27
。
こ
れ
ら
は
、
近
年
の
近
世
政
治
史
が
、
老
中
や
町
奉
行
、

代
官
な
ど
様
々
な
立
場
の
違
い
を
踏
ま
え
て
論
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
背
景
に
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
近
世
の
地
域
社

会
の
中
に
支
配
・
被
支
配
だ
け
で
は
な
く
、
公
共
性
の
担
い
手
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
研
究
の
動
向
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
滝
本
氏
が

史
料
集
に
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、
平
塚
は
町
奉
行
所
与
力
の
中
で
も
現
場
と
世
情
に
通
暁
し
、
そ
の
論
は
、
同
時
代
に
お
い
て
は
卓
抜
な

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
著
作
が
よ
う
や
く
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
最
近
の
研
究
で
は
、
平
塚
が
有
能
な
与
力
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
経
世
論
を
町
奉
行
所
の
施
策
と
し
て
実
現

し
て
い
く
力
量
に
ま
で
迫
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
思
想
家
や
評
論
家
と
し
て
で
は
な
く
、
町
奉
行
所
の
政
策
に
関
わ
る
行
政
家
と
し
て

の
平
塚
の
活
動
に
光
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
研
究
の
端
緒
は
前
述
の
安
国
良
一
氏
の
研
究
に
求
め
ら
れ
る
が
、
前
記

の
小
林
、
宇
佐
美
氏
、
牧
氏
ら
の
研
究
を
経
て
、
最
近
で
は
、
幕
末
の
米
価
高
騰
へ
の
対
応
や
『
仁
風
集
覧
』
の
刊
行
に
尽
力
し
た
こ
と

に
着
目
し
た
小
林
丈
広
の
一
連
の
研
究
、
幕
末
の
日
岡
峠
の
新
道
開
発
へ
の
関
わ
り
に
言
及
し
た
樋
爪
修
氏
、
さ
ら
に
は
湖
北
通
船
路
を

め
ぐ
り
平
塚
ら
の
構
想
と
井
伊
直
弼
ら
と
の
確
執
を
取
り
上
げ
た
鈴
木
栄
樹
氏
の
研
究
な
ど
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
28
。
と
く
に
、
安
政
の

大
獄
と
も
絡
ま
り
合
う
政
治
的
対
立
の
再
解
釈
を
試
み
た
鈴
木
氏
の
研
究
は
、
平
塚
を
め
ぐ
る
研
究
を
大
き
く
進
展
さ
せ
る
も
の
と
い
え
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よ
う
29
。
こ
れ
ら
最
近
の
研
究
が
共
通
す
る
の
は
、
平
塚
の
立
場
を
京
都
振
興
策
（
繁
栄
策
）
の
提
唱
者
、
さ
ら
に
そ
れ
を
自
ら
政
策
を

実
現
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
存
在
と
し
て
高
く
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
次
章
で
は
、
こ
う
し
た
研
究
の
進
展
を
受
け
て
、
あ
ら
た
め
て
陵
墓
研
究
も
含
め
た
平
塚
と
い
う
人
物
の
特
徴
を
探
る
こ
と

に
し
た
い
、

第
二
章

平
塚
飄
斎
と
京
都
繁
栄
策

（
１
）
平
塚
飄
斎
小
伝

こ
う
し
て
平
塚
を
め
ぐ
る
研
究
史
を
た
ど
る
と
、
陵
墓
研
究
家
や
随
筆
家
と
し
て
知
ら
れ
る
平
塚
と
、「
賑
京
私
議
」『
牧
民
心
鑑
解
』

『
仁
風
集
覧
』
な
ど
の
著
者
・
編
者
で
あ
り
能
吏
と
し
て
知
ら
れ
た
平
塚
と
に
分
裂
し
た
人
物
像
を
あ
ら
た
め
て
統
一
的
に
把
握
す
る
必

要
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
こ
で
、
上
記
の
文
献
や
手
元
に
あ
る
史
料
な
ど
を
参
照
し
な
が
ら
、
平
塚
の
歩
み
を
簡
単
に
た
ど
っ
て
み
た
い
。

平
塚
飄
斎
（
茂
喬
）
は
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
閏
十
一
月
、
京
都
町
奉
行
所
組
与
力
平
塚
茂
清
（
節
斎
）
の
子
と
し
て
生
ま
れ

た
。
平
塚
節
斎
は
、
家
塾
と
し
て
勧
善
館
、
市
井
に
は
宣
教
館
を
設
け
て
教
育
を
行
っ
た
と
い
う
30
。

節
斎
の
子
茂
喬
は
、
勧
善
館
で
学
ん
だ
後
、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
に
与
力
見
習
と
な
り
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
に
家
督
相
続

し
て
与
力
と
な
り
、
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
ま
で
勤
め
た
。
隠
退
後
は
「
飄
斎
」
と
号
し
て
陵
墓
研
究
な
ど
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

が
、
安
政
六
年
に
大
獄
に
連
座
し
て
永
蟄
居
を
命
じ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
文
久
二
年
に
赦
免
さ
れ
、
同
三
年
に
再
び
町
奉
行
所
に
出
仕

を
命
じ
ら
れ
る
と
、
あ
ら
た
め
て
「
利
助
」
と
名
乗
り
、
以
後
、
町
奉
行
所
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
勤
務
し
た
31
。
幕
府
か
ら
処
分
を
受
け
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た
者
が
、
再
び
町
奉
行
所
に
勤
務
す
る
の
も
異
例
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
数
多
く
の
著
作
と
共
に
、
町
奉
行
所
外
で
の
活
躍
が
こ
れ
ほ

ど
知
ら
れ
て
い
る
与
力
も
珍
し
い
32
。

し
か
し
、
尊
攘
派
志
士
世
古
格
太
郎
が
、「
瓢
斎
、
役
を
勤
し
時
吏
事
に
長
し
、
一
時
有
名
の
人
物
に
し
て
、
大
坂
に
大
塩
平
八
郎
、

京
に
平
塚
と
称
せ
ら
れ
た
り
」
と
い
う
時
、
大
塩
も
平
塚
も
与
力
本
来
の
仕
事
振
り
に
つ
い
て
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は

で
き
な
い
33
。
大
塩
は
、
そ
の
謹
厳
さ
か
ら
、
幕
政
の
矛
盾
に
悲
憤
慷
慨
し
て
反
乱
へ
と
至
る
が
、
平
塚
は
む
し
ろ
、
世
事
や
人
情
に
通

じ
た
能
吏
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
平
塚
と
大
塩
を
比
較
す
る
議
論
は
、
前
述
の
川
田
瑞
穂
氏
の
論
文
に
す
で
に
見
ら
れ

る
。
川
田
氏
は
、
京
都
で
平
塚
ら
が
救
済
に
取
り
組
ん
だ
の
に
対
し
、
大
坂
で
は
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
大
塩
が
乱
を
起
こ
し
た

と
い
う
見
方
を
示
し
て
お
り
、
平
塚
は
大
塩
研
究
に
と
っ
て
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
が
、
こ
れ
ま
で
は
大
塩
を
高
く
評
価
す
る
観
点
か

ら
、
平
塚
に
対
す
る
関
心
は
さ
ほ
ど
高
ま
ら
な
か
っ
た
。
京
都
の
救
済
活
動
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
大
塩
研
究
に
と
っ
て
も
意
義
深
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
平
塚
の
歩
み
は
そ
の
ま
ま
京
都
町
奉
行
所
内
部
の
権
力
構
造
の
変
化
を
映
す
。
安
政
六
年
の
失
脚
と
文
久
三
年
の
再
登
用

は
、
京
都
に
お
け
る
幕
府
権
威
の
消
長
と
軌
を
一
に
し
て
い
た
。
こ
の
時
期
の
京
都
町
奉
行
所
の
与
力
・
同
心
の
動
向
を
た
ど
る
と
、
平

塚
と
同
様
の
歩
み
を
し
た
者
に
草
間
列
五
郎
・
砂
川
健
次
郎
（
政
教
）・
喜
多
尾
平
次
ら
が
お
り
、
文
久
年
間
に
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
復

権
し
た
の
と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
姿
を
消
し
た
者
に
渡
辺
金
三
郎
・
加
納
繁
三
郎
・
森
孫
六
・
大
河
原
十
蔵
ら
が
い
た
34
。
平
塚
ら
の
失

脚
の
背
景
に
は
、
条
約
勅
許
や
将
軍
継
嗣
な
ど
の
問
題
を
契
機
と
す
る
朝
幕
関
係
の
悪
化
が
あ
っ
た
。
平
塚
は
、
浅
野
長
祚
・
川
路
聖
謨

・
大
久
保
忠
寛
ら
と
親
し
く
、
大
老
に
就
任
し
た
井
伊
直
弼
の
政
敵
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
35
。

安
政
の
大
獄
が
始
ま
る
と
、
安
政
六
年
五
月
頃
か
ら
京
都
町
奉
行
所
内
部
の
探
索
も
本
格
化
し
、
井
伊
大
老
ら
と
連
携
す
る
渡
辺
・
加

納
ら
に
よ
る
木
村
勘
助
・
草
間
・
砂
川
ら
の
告
発
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
六
月
に
は
平
塚
・
木
村
・
草
間
ら
に
対
す
る
処
分
が
行
わ
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れ
、
六
月
二
十
四
日
に
は
木
村
が
自
害
す
る
に
至
っ
た
36
。
こ
う
し
て
町
奉
行
所
内
部
で
力
を
増
し
た
渡
辺
ら
で
あ
る
が
、
井
伊
直
弼
が

暗
殺
さ
れ
、
尊
王
攘
夷
運
動
が
活
発
化
す
る
と
、
文
久
二
年
九
月
、
渡
辺
金
三
郎
・
森
孫
六
・
大
河
原
十
蔵
が
東
海
道
石
部
宿
で
殺
害
さ

れ
る
37
。
い
わ
ゆ
る
天
誅
で
あ
る
。
い
っ
た
ん
引
退
や
蟄
居
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
平
塚
・
砂
川
ら
に
復
権
の
機
会
が
与
え
ら
れ
る
の

は
、
こ
う
し
た
天
誅
騒
ぎ
の
直
後
で
あ
っ
た
。

平
塚
と
砂
川
は
、
文
久
二
年
一
〇
月
に
永
蟄
居
が
解
か
れ
る
と
、
山
陵
奉
行
に
任
命
さ
れ
て
い
た
戸
田
忠
至
か
ら
諸
陵
寮
御
用
掛
に
推

薦
さ
れ
る
な
ど
、
早
く
も
そ
の
動
向
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
平
塚
は
、
翌
三
年
一
月
に
政
事
総
裁
職
松
平
慶
永
に
「
時
弊
十

事
」
を
献
策
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
（
こ
の
献
策
は
後
年
に
ま
と
め
ら
れ
た
「
幕
臣
平
塚
飄
斎
伝
」
に
よ
る
が
、
他
の
文
献
に
よ
る
裏
付
け

は
ま
だ
取
れ
て
い
な
い
）。
平
塚
は
、「
時
弊
十
事
」
の
中
で
、
京
都
周
辺
の
道
路
や
河
川
の
交
通
路
を
開
き
、
物
資
の
流
入
を
促
す
必
要

性
を
述
べ
る
。「
賑
京
私
議
」
以
来
の
主
張
を
あ
ら
た
め
て
明
確
に
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
平
塚
が
与
力
と
し
て
官
界
に
復
帰
す
る
の

は
そ
の
直
後
の
同
年
二
月
で
あ
っ
た
。
再
出
仕
後
の
平
塚
は
利
助
を
名
乗
り
、
勘
定
方
・
公
事
方
な
ど
と
い
っ
た
従
来
か
ら
の
与
力
の
仕

事
の
ほ
か
、
加
役
と
し
て
、
運
漕
路
取
開
並
西
川
両
高
瀬
通
船
掛
、
御
救
米
掛
、
物
価
引
下
ケ
方
取
扱
掛
、
川
方
掛
、
江
州
勢
多
川
材
木

一
本
流
シ
桴
取
扱
掛
、
教
諭
所
掛
な
ど
様
々
な
役
目
を
つ
と
め
た
38
。

し
か
し
平
塚
は
、
与
力
に
再
出
仕
し
た
文
久
三
年
二
月
に
起
き
た
等
持
院
の
足
利
三
代
木
像
梟
首
事
件
に
つ
い
て
、
厳
罰
を
指
示
し
た

京
都
守
護
職
松
平
容
保
に
対
し
、
寛
典
を
求
め
て
動
い
た
た
め
に
疑
惑
を
招
く
な
ど
、
そ
の
立
場
は
安
泰
と
は
い
え
な
か
っ
た
39
。
こ
の

よ
う
に
、
尊
王
攘
夷
派
と
の
つ
な
が
り
が
噂
さ
れ
て
い
た
与
力
を
再
登
用
し
た
の
は
、
幕
府
が
朝
幕
関
係
の
修
復
を
図
り
な
が
ら
、
町
奉

行
所
の
威
信
を
も
取
り
戻
そ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
と
同
時
に
、
物
価
高
騰
な
ど
生
活
不
安
を
抱
え
る
京
都
の
人
々
の
民
心
を
取
り

戻
す
た
め
に
、
世
情
に
通
じ
た
能
吏
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
井
伊
大
老
に
近
か
っ
た
た
め
に
失
脚
し
た
渡
辺
、
加

納
ら
も
、
町
奉
行
所
内
で
は
能
吏
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
早
急
に
そ
れ
ら
に
代
わ
る
人
材
が
必
要
と
さ
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れ
た
の
で
あ
る
。

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
七
月
、
幕
政
の
行
き
詰
ま
り
か
ら
、
京
都
の
東
西
町
奉
行
所
が
統
合
さ
れ
る
と
、
平
塚
は
砂
川
ら
と
と
も
に

町
奉
行
所
支
配
調
役
に
任
命
さ
れ
た
。
平
塚
は
こ
れ
に
よ
り
旗
本
に
登
用
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
明
治
維
新
に
よ
っ
て
町
奉
行

所
自
体
が
廃
止
さ
れ
る
と
、
平
塚
は
京
都
府
へ
の
就
官
を
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
平
塚
が
高
齢
を
理
由
に
辞
退
し
た
た
め
、
子
の

滋
友
が
府
の
官
吏
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
２
）
平
塚
研
究
の
課
題

こ
う
し
て
あ
ら
た
め
て
経
歴
を
た
ど
る
と
、
い
く
つ
か
の
論
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
ま
ず
第
一
に
、
平
塚
が
、
市
井
に
も
私
塾

を
設
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
父
節
斎
や
、
先
輩
与
力
ら
か
ら
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、

「
病
間
漫
筆
」
が
町
奉
行
所
与
力
同
士
が
縁
組
み
や
養
子
な
ど
を
通
じ
て
親
密
な
文
化
圏
の
中
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、「
自
警
録
」

が
歴
代
町
奉
行
や
町
奉
行
所
の
内
情
に
つ
い
て
忌
憚
の
な
い
批
評
を
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
読
み
取
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
小
文
で

は
、
そ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
詳
し
い
分
析
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

次
に
、
平
塚
は
与
力
見
習
の
時
期
か
ら
数
え
る
と
、
引
退
ま
で
の
間
に
四
十
年
あ
ま
り
も
町
奉
行
所
に
出
仕
し
て
お
り
、
働
き
盛
り
の

四
十
歳
頃
に
は
天
保
の
飢
饉
を
経
験
し
て
い
る
。
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
六
月
に
記
さ
れ
た
と
さ
れ
る
「
賑
京
私
議
」
は
、
そ
う
し

た
経
験
を
踏
ま
え
、
内
陸
部
と
い
う
米
や
物
資
の
輸
送
に
不
利
な
条
件
に
あ
る
京
都
の
振
興
策
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
40
。

①
御
所
向
御
尊
敬

ニ
聖
体
御
保
養
の
為
離
宮
を
被
造
進
度
事

②
京
都
盛
衰

洛
中
洛
外
人
別
多
寡
年
中
米
穀
入
高
等
之
事
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③
窮
民
御
救
ひ

人
減
等
の
儀
を
予
か
し
め
論
し
置
へ
き
事

④
京
都
融
通
の
為
船
の
利
を
開
き
て
北
国
の
雑
穀
、
奥
州
松
前
の
諸
産
物
直
ニ
着
す
る
様
に
成
た
き
と
い
ふ
事

⑤
京
都
諸
荷
物
運
送
差
支
な
き
仕
法

加
茂
川
大
浚
等
の
事

こ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
②
か
ら
⑤
ま
で
の
各
項
目
が
、
い
ず
れ
も
京
都
の
民
政
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
物
流
や
物

価
高
騰
に
対
す
る
関
心
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
①
は
天
皇
の
健
康
や
離
宮
の
整
備
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
陵
墓
に
は

言
及
し
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
、
平
塚
が
も
と
も
と
何
を
重
視
し
て
い
た
か
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て

い
る
。

す
な
わ
ち
、「
賑
京
私
議
」
に
お
い
て
平
塚
が
強
調
し
て
い
る
の
は
、
京
都
振
興
策
と
町
人
の
生
活
安
定
で
あ
る
。「
窮
民
御
救
ひ
」
を

掲
げ
た
③
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
④
も
物
流
改
善
に
よ
る
京
都
の
物
価
の
安
定
を
、
⑤
も
鴨
川
治
水
に
よ
る
沿
岸
地
域
の
生
活
安
定
を

目
指
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

鈴
木
栄
樹
氏
は
、
こ
れ
ら
の
中
で
も
京
都
市
中
の
生
活
問
題
に
直
結
す
る
物
流
改
善
、
具
体
的
に
は
湖
北
通
船
路
問
題
に
着
目
し
、
そ

の
政
治
過
程
と
そ
の
中
で
の
浅
野
長
祚
や
平
塚
飄
斎
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
た
41
。
小
文
で
は
、
そ
れ
を
受
け
て
、
平
塚
が
天
保
期
以
来

そ
の
手
法
と
し
て
き
た
有
力
商
人
と
の
連
携
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

天
保
の
飢
饉
の
際
に
行
わ
れ
た
救
済
活
動
の
経
験
は
、
心
学
講
舎
を
中
心
と
す
る
有
力
商
人
の
実
力
を
あ
ら
た
め
て
実
感
す
る
も
の
と

な
っ
た
。
こ
の
活
動
の
中
心
と
な
っ
た
熊
谷
家
な
ど
と
の
交
流
や
文
化
的
活
動
は
、
陵
墓
研
究
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
も
重
な
る
も
の
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
平
塚
は
、
安
政
三
年
に
実
施
し
た
加
茂
川
浚
い
で
も
有
力
商
人
に
よ
る
出
資
に
依
存
し
た
。
し
か
し
、
有
力
商
人
と
の
親

密
な
関
係
は
、
安
政
の
大
獄
時
に
は
彦
根
藩
や
幕
府
な
ど
か
ら
疑
念
を
招
く
一
因
と
な
っ
た
。

安
政
期
に
実
行
に
移
さ
れ
た
湖
北
通
船
路
の
開
削
は
、
京
都
の
積
立
米
（「
帝
都
御
備
米
」）
形
成
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
京
都
市
中
に
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対
す
る
米
価
対
策
や
食
糧
確
保
の
一
環
で
あ
っ
た
42
。
た
だ
、
そ
の
た
め
に
、
京
都
の
米
市
場
に
藩
財
政
を
依
存
し
て
い
た
彦
根
藩
が
打

撃
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
北
陸
か
ら
の
新
し
い
物
資
に
関
わ
る
運
送
業
や
米
商
な
ど
が
利
益
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
と
こ
ろ

か
ら
、
政
争
の
原
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
湖
北
通
船
路
事
業
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
「
京
都
糸
割
符
村
瀬
孫
助
・
酒
井
修
理
大
夫

用
達
小
林
金
三
郎
」
両
人
の
、
安
政
三
年
十
二
月
二
十
二
日
付
請
書
に
も
、「
京
都
御
備
之
御
趣
意
」
と
あ
る
よ
う
に
、
発
企
人
と
町
奉

行
所
と
は
密
接
に
連
携
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
時
期
に
は
難
渋
人
救
済
を
目
的
と
す
る
定
世
話
場
（
施
療
所
）
設
置
の
動
き
が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
京
都
西
町
奉
行

浅
野
長
祚
が
「
先
年
儒
者
北
小
路
三
郎
教
諭
所
取
建
相
願
承
届
候
類
例
も
有
之
、
且
は
此
度
之
願
も
全
ク
町
人
共
之
願
共
訳
違
、
医
師
業

体
相
応
之
願
ニ
而
不
相
当
之
願
ニ
も
無
御
座
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
民
政
に
関
し
て
は
有
力
商
人
の
発
企
に
依
存
し
て
施
策
を
行
お

う
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
43
。

以
上
の
よ
う
な
京
都
町
奉
行
所
の
動
き
は
、
彦
根
藩
の
警
戒
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
安
政
四
年
三
月
三
日
付
大
津
探
索
書
で
は
、
浅
野

が
北
国
諸
藩
の
留
守
居
役
を
呼
び
出
し
、「
堀
割
新
道
出
来
ニ
付
、
追
々
米
指
登
シ
、
京
都
ニ
囲
米
致
候
様
御
頼
有
之
候
哉
ニ
風
聞
仕
」

と
指
摘
し
て
い
る
44
。
た
だ
、
井
伊
大
老
と
連
携
す
る
九
条
家
と
し
て
も
京
都
市
中
の
米
価
高
騰
や
食
糧
問
題
に
無
関
心
で
い
ら
れ
ず
、

家
士
島
田
左
近
が
「
京
都
非
常
御
手
当
米
」
に
つ
い
て
井
伊
側
近
の
長
野
主
膳
に
問
い
た
だ
す
こ
と
も
あ
っ
た
45
。
長
野
は
安
政
六
年
六

月
、
積
立
米
の
趣
旨
に
は
賛
成
だ
が
、
水
戸
・
越
前
両
藩
な
ど
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
反
対
の
理
由
で
あ
る
と
述
べ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
46
。お

そ
ら
く
、
京
都
町
奉
行
所
内
の
有
力
な
与
力
ら
は
、
京
都
の
物
流
改
善
を
喫
緊
の
課
題
と
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
一
致
し
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
平
塚
と
と
も
に
行
動
し
て
い
た
木
村
勘
助
、
草
間
列
五
郎
ら
が
、
同
僚
で
彦
根
藩
と
連
絡
を
取
り

合
っ
て
い
た
加
納
繁
三
郎
に
忠
告
を
す
る
な
ど
、
あ
る
時
期
ま
で
は
意
思
疎
通
を
図
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
47
。
し
か
し
、
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井
伊
が
大
獄
を
推
進
し
、
町
奉
行
の
更
迭
な
ど
を
行
う
中
で
、
井
伊
の
意
向
に
沿
っ
た
活
動
を
行
う
加
納
や
渡
辺
金
三
郎
ら
と
、
取
り
締

ま
り
の
対
象
と
な
っ
た
平
塚
、
砂
川
、
木
村
、
草
間
、
手
島
敬
之
助
ら
と
が
対
立
さ
せ
ら
れ
、「
讒
言
」「
探
索
」
の
応
酬
と
な
る
。

安
政
の
大
獄
の
際
に
作
成
さ
れ
た
探
索
書
の
内
容
は
、
同
僚
の
協
力
な
し
に
は
行
え
な
い
人
間
関
係
の
機
微
に
触
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
中
で
は
、
平
塚
、
木
村
、
草
間
、
上
田
鉄
之
助
ら
と
、
蝋
燭
商
亀
屋
安
兵
衛
、
船
頭
長
左
衛
門
、
祇
園
新
地
井
上
屋
常
次
郎
、
質
商

八
幡
屋
弥
兵
衛
、
米
商
伊
勢
屋
長
兵
衛
、
あ
る
い
は
菱
屋
久
右
衛
門
、
誉
田
屋
仁
兵
衛
な
ど
と
の
「
不
正
」
な
関
係
が
詳
細
に
描
か
れ
る

の
で
あ
る
48
。

安
政
の
大
獄
の
構
図
を
見
る
と
、
平
塚
と
と
も
に
京
都
の
民
政
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
与
力
・
同
心
の
砂
川
・
木
村
・
草
間
ら
と
加
納

繁
三
郎
・
渡
辺
金
三
郎
ら
が
対
立
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
加
納
・
渡
辺
ら
も
町
奉
行
所
内
の
能
吏
と
し
て
職
務
を
果
た
し
て
い

た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
後
者
が
藩
財
政
に
規
定
さ
れ
た
彦
根
藩
の
意
向
に
左
右
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
前
者
が
敦
賀
・
小
浜
な
ど

日
本
海
側
の
商
人
と
も
連
携
し
な
が
ら
、
藩
を
超
え
た
物
流
の
改
善
に
乗
り
出
そ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
両
者
の
違
い
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
49
。
筆
者
が
前
掲
拙
稿
で
も
、
平
塚
・
砂
川
ら
を
「
改
革
派
与
力
」
と
規
定
し
た
の
は
、
能
吏
の
中
で
も
、
平
塚
グ

ル
ー
プ
が
前
述
し
た
よ
う
な
歴
史
的
意
義
を
有
し
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
50
。

文
久
三
年
二
月
と
さ
れ
る
平
塚
の
与
力
再
出
仕
の
経
緯
、
そ
の
後
数
多
く
の
掛
を
兼
務
し
て
取
り
組
ん
だ
諸
事
業
な
ど
に
つ
い
て
も
、

具
体
的
な
検
証
が
必
要
で
あ
る
。
前
掲
拙
稿
な
ど
で
述
べ
た
よ
う
に
、
慶
応
の
救
済
活
動
や
日
岡
峠
の
新
道
付
け
替
え
な
ど
、
平
塚
が
関

与
し
た
諸
事
業
に
お
い
て
は
、
京
都
市
中
の
有
力
商
人
が
果
た
し
た
役
割
が
大
き
い
51
。
幕
末
の
政
争
の
過
程
で
、
町
奉
行
所
の
機
能
も

弱
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
た
め
、
平
塚
の
よ
う
な
人
物
を
登
用
し
て
、
そ
の
進
言
に
従
っ
て
施
策
を
行
う
以
外
に
、
方
法
は
な
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
京
都
市
中
の
有
力
商
人
の
事
情
に
通
じ
た
平
塚
の
よ
う
な
人
物
の
発
言
力
は
、
幕
末
の
町
奉
行
所
の
中
で
こ
れ
ま
で
に
な
く
高
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
て
み
る
と
、
陵
墓
研
究
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
き
た
平
塚
飄
斎
で
あ
る
が
、
京
都
市
中
の
米
価
対
策
や
物
流
改
善
に
も
大
き
な

足
跡
を
残
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
、
陵
墓
研
究
も
困
窮
者
救
済
も
、
日
岡
峠
新
道
付
け
替
え
に
代
表
さ
れ
る
地

域
開
発
も
、
町
奉
行
所
機
能
の
行
き
詰
ま
り
（
大
き
く
と
ら
え
れ
ば
幕
政
の
行
き
詰
ま
り
）
と
、
幕
府
領
と
し
て
の
都
市
京
都
が
抱
え
る

構
造
的
問
題
へ
の
対
処
と
い
う
、
共
通
す
る
問
題
意
識
の
中
か
ら
出
て
き
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

お

わ

り

に

小
文
で
は
、
京
都
町
奉
行
所
の
与
力
平
塚
飄
斎
を
素
材
に
、
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
歴
史
学
の
展
開
を
素
描
し
た
。
と
く
に
、
戦

前
に
お
け
る
研
究
の
到
達
点
と
、
戦
後
に
お
け
る
関
心
の
変
化
、
関
係
史
料
の
状
況
と
近
年
の
研
究
の
進
展
に
つ
い
て
、
詳
し
く
述
べ

た
。こ

れ
ま
で
、
平
塚
は
陵
墓
研
究
家
や
随
筆
家
と
し
て
の
面
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
は
経
世
家
・
能
吏
と
し
て
の
役
割
が
明
ら

か
に
な
っ
て
き
た
。
筆
者
は
そ
の
両
面
を
含
む
人
物
像
を
全
体
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
京
都
市
中
の
有
力
商
人
と
の
関
係
に
注

目
し
な
が
ら
、
関
係
史
料
を
読
み
直
し
た
。

と
く
に
、
安
政
の
大
獄
の
際
に
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
平
塚
ら
「
改
革
派
与
力
」
と
有
力
商
人
と
の
親
密
な
関
係
は
、
平
塚
ら
の
行
政
手

法
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
そ
れ
は
、
陵
墓
研
究
や
加
茂
川
浚
い
、
慶
応
の
救
済
活
動
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
身

分
制
が
崩
壊
し
た
後
に
地
域
社
会
の
担
い
手
と
な
る
有
力
商
人
が
、
公
共
的
業
務
に
関
わ
る
契
機
を
作
っ
た
も
の
と
し
て
評
価
で
き

る
52
。こ

う
し
た
平
塚
の
活
動
が
、
足
利
三
代
将
軍
木
像
梟
首
事
件
で
関
与
者
の
寛
刑
を
主
張
し
て
疑
念
を
抱
か
れ
た
な
ど
と
い
っ
た
逸
話
に
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見
ら
れ
る
よ
う
に
、
尊
王
攘
夷
運
動
や
戊
辰
戦
争
へ
と
つ
な
が
る
草
莽
の
政
治
的
台
頭
の
直
接
的
契
機
に
な
っ
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て

は
、
い
ま
だ
山
陵
会
や
幕
末
の
救
済
活
動
の
実
態
解
明
が
十
分
で
は
な
い
も
の
の
、
近
世
か
ら
近
代
へ
の
転
換
期
を
考
え
る
上
で
大
き
な

手
が
か
り
に
な
る
も
の
と
考
え
る
。

注⑴

小
林
丈
広
「
幕
末
維
新
期
の
都
市
社
会
」
宇
佐
美
英
機
・
薮
田
貫
編
『〈
江
戸
〉
の
人
と
身
分
１
都
市
の
身
分
願
望
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇

年
。
な
お
、
こ
の
論
文
に
記
し
た
慶
応
の
救
済
活
動
に
つ
い
て
は
、『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
二
九
二
号
（
二
〇
一
八
年
）
で
再
論
し
て
い

る
の
で
、
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

⑵
『
旧
幕
府
』
第
五
号
、
一
八
九
七
年
。
こ
の
雑
誌
は
明
治
維
新
に
よ
っ
て
打
倒
の
対
象
と
さ
れ
た
江
戸
幕
府
の
名
誉
回
復
を
目
的
で
発
刊
さ
れ
て

い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
松
村
論
文
も
、
幕
臣
で
あ
る
平
塚
の
勤
王
家
と
し
て
の
功
績
を
顕
彰
す
る
こ
と
で
、
幕
臣
の
再
評
価
を
試
み
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

⑶

本
多
辰
次
郎
「
山
陵
研
究
家
平
塚
瓢
斎
翁
」、『
皇
陵
』
日
本
歴
史
地
理
学
会
、
一
九
一
三
年
（「
山
陵
の
探
索
及
修
理
」
の
章
、
一
三
三
頁
以

下
）、
和
田
軍
一
「
皇
陵
」
国
史
研
究
会
編
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
第
五
回
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
四
年
な
ど
。

⑷

本
多
論
文
の
も
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
平
塚
の
履
歴
と
著
作
一
覧
が
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
「
館
古396

本
多
辰
次
郎
文
書
（
乙
）」

N
O
.36

「
山
陵
ニ
付
諸
事
書
留
メ
」
に
綴
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
同
文
書N

O
.65

「
諸
事
書
留
メ
ノ
綴
リ
」
に
は
本
多
の
履
歴
書
も
あ
り
、
一
九
〇

八
年
二
月
二
四
日
か
ら
宮
内
省
図
書
寮
編
修
官
に
な
り
、
一
九
一
〇
年
五
月
一
三
日
か
ら
諸
陵
寮
を
兼
務
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

⑸

川
田
瑞
穂
「
平
塚
飄
斎
」『
日
出
新
聞
』
に
三
〇
回
連
載
、
一
九
一
八
年
一
月
五
日
〜
二
月
四
日
付
。
川
田
は
、
一
九
二
三
年
ま
で
維
新
史
料
編

纂
事
務
局
で
維
新
史
料
編
纂
官
補
を
務
め
て
お
り
、
そ
の
中
で
平
塚
に
つ
い
て
の
調
査
を
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

史
史
料
集
』
同
所
、
二
〇
〇
一
年
、
八
二
四
頁
）。
の
ち
漢
学
者
と
し
て
知
ら
れ
、
終
戦
の
詔
書
（
い
わ
ゆ
る
玉
音
放
送
）
の
起
草
者
と
し
て
知

ら
れ
る
。
ほ
か
に
、
海
音
寺
潮
五
郎
・
山
村
耕
花
画
「
小
説
平
塚
飄
斎
」『
皇
陵
』
第
一
〇
号
・
紀
元
二
千
六
百
年
臨
時
増
刊
、
一
九
三
八
年
、

寺
田
剛
・
雨
宮
義
人
『
山
陵
の
復
古
と
蒲
生
秀
実
』
至
文
堂
、
一
九
四
四
年
な
ど
。

⑹
『
書
陵
部
紀
要
』
第
一
六
号
、
一
九
六
九
年
。

⑺
『
書
陵
部
紀
要
』
第
三
〇
号
、
一
九
七
八
年
。
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⑻

大
平
聡
「
公
武
合
体
運
動
と
文
久
の
修
陵
」『
考
古
学
研
究
』
第
一
二
二
号
（
一
九
八
四
年
）
も
同
様
で
、
平
塚
を
重
視
し
て
い
な
い
。

⑼

代
表
的
な
成
果
と
し
て
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
北
浦
定
政
関
係
資
料
』
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、
一
九
九
七
年
を
は
じ
め
と
す
る
、

史
料
紹
介
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
近
年
の
陵
墓
研
究
に
は
、
高
木
博
志
・
羽
中
田
岳
夫
・
上
田
長
生
・
鍛
治
宏
介
・
佐
竹
朋
子
氏
ら

の
も
の
が
あ
る
。

⑽

佐
竹
朋
子
「
幕
末
の
修
陵
事
業
」『
明
治
維
新
史
研
究
』
第
四
号
、
二
〇
〇
七
年
、
同
「
藤
堂
藩
と
文
久
の
修
陵
事
業
」『
史
窓
』
第
六
八
号
、
二

〇
一
一
年
な
ど
参
照
。
佐
竹
氏
の
論
考
で
は
、
山
陵
会
の
こ
と
を
「
山
陵
研
究
会
」
と
標
記
し
て
い
る
の
が
気
に
な
る
が
、
氏
に
よ
れ
ば
、
三
条

が
山
陵
会
に
参
加
し
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
一
方
、
上
田
長
生
『
幕
末
維
新
期
の
陵
墓
と
社
会
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一

二
年
）
第
二
章
は
、
近
年
の
研
究
の
中
で
は
山
陵
会
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
心
を
京
都
西
町
奉
行
浅
野
長
祚
、
与
力

平
塚
・
砂
川
健
次
郎
（
政
教
）、
高
畠
勘
兵
衛
ら
で
あ
っ
た
と
し
た
上
で
、
と
り
わ
け
谷
森
善
臣
の
役
割
に
注
目
す
る
。
近
年
の
研
究
か
ら
う
か

が
え
る
の
は
、
平
塚
に
対
す
る
関
心
の
低
下
と
い
う
よ
り
も
、
浅
野
、
北
浦
、
谷
森
、
高
畠
、
疋
田
棟
隆
な
ど
に
関
す
る
研
究
の
進
展
に
よ
り
、

三
条
や
平
塚
の
役
割
が
相
対
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

⑾

堀
田
啓
一
「
江
戸
時
代
「
山
陵
」
の
捜
索
と
修
補
に
つ
い
て
」（『
考
古
学
研
究
』
第
八
一
号
、
一
九
七
四
年
）、
外
池
昇
『
幕
末
・
明
治
期
の
陵

墓
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
）
な
ど
参
照
。

⑿

和
田
萃
「
山
陵
家
平
塚
飄
斎
」
森
浩
一
編
『
考
古
学
の
先
覚
者
た
ち
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
八
年
。
ほ
か
に
、
茂
木
雅
博
・
山
田
邦
和
・
中
沢

伸
弘
氏
ら
の
研
究
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

⒀

森
銑
三
「
平
塚
飄
斎
翁
の
研
究
」『
歴
史
地
理
』
第
五
〇
巻
第
三
〜
五
号
・
第
五
一
巻
第
一
・
三
号
の
五
回
連
載
（
一
九
二
七
〜
一
九
二
八
年
、

そ
の
後
『
森
銑
三
著
作
集
』
第
二
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
一
年
に
収
録
さ
れ
て
お
り
小
文
で
は
こ
れ
を
参
照
し
た
）。

⒁
「
病
間
漫
筆
」
は
『
随
筆
百
花
苑
』
第
五
巻
、
一
九
八
二
年
、
中
央
公
論
社
（
解
題
は
野
間
光
辰
）。『
花
洛
名
勝
図
会
』
は
『
日
本
名
所
風
俗
図

会
』
第
七
巻
、
角
川
書
店
、
一
九
七
九
年
（
解
題
は
竹
村
俊
則
）
や
『
立
命
館
大
学
図
書
館
所
蔵
善
本
復
刻
叢
書
・
近
世
風
俗
・
地
誌
叢
書
』
第

四
〜
五
巻
、
龍
溪
書
舎
、
一
九
九
六
年
（
解
題
は
樋
爪
修
）
が
あ
る
。
戦
前
に
は
、
青
木
正
児
「
京
都
を
中
心
と
し
て
見
た
る
狂
詩
」（『
芸
文
』

一
九
一
八
年
八
月
〜
一
〇
月
連
載
、
の
ち
『
青
木
正
児
全
集
』
第
二
巻
、
春
秋
社
、
一
九
七
〇
年
所
収
）
が
狂
詩
家
「
武
朝
保
」
を
紹
介
す
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
論
文
は
中
島
棕
隠
に
関
連
し
て
「
天
保
蝶
々
踊
」
に
も
言
及
し
て
お
り
、
長
谷
川
伸
三
『
近
世
後
期
の
社
会
と
民
衆
』
雄
山
閣

出
版
、
一
九
九
九
年
に
通
じ
る
視
点
を
見
せ
て
い
る
。
幕
末
期
文
人
の
社
会
問
題
へ
の
関
心
に
着
目
し
た
先
駆
的
な
研
究
と
い
え
る
が
、
残
念
な

が
ら
「
武
朝
保
」
が
平
塚
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
森
論
文
が
そ
の
点
を
指
摘
し
た
。
そ
の
後
、『
中
島
棕
隠
集
』（
上
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方
芸
文
叢
刊
刊
行
会
、
一
九
八
〇
年
）
の
「
解
題
」（
野
間
光
辰
）
が
、
中
島
と
平
塚
の
関
係
を
詳
し
く
記
す
。
平
塚
は
雅
号
が
多
い
た
め
、
著

作
と
平
塚
を
結
び
つ
け
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
考
証
が
不
可
欠
で
あ
る
。
近
年
で
は
、
西
野
由
紀
「『
再
撰
花
洛
名
勝
図
会
』
の
作
者
と
全
体

像
」『
国
文
学
論
叢
』
第
五
一
号
、
二
〇
〇
六
年
な
ど
も
あ
る
。

⒂
「
贈
正
五
位
平
塚
飄
斎
伝
」
は
、
新
聞
連
載
の
も
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
原
稿
で
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
。

⒃

平
塚
の
追
贈
は
一
九
一
四
年
一
一
月
で
、
こ
の
時
、
正
一
位
の
豊
臣
秀
吉
、
従
一
位
の
三
条
西
実
隆
・
山
科
言
継
を
は
じ
め
、
数
多
く
の
歴
史
上

の
人
物
が
追
贈
さ
れ
た
。
平
塚
と
同
じ
正
五
位
を
贈
ら
れ
た
者
に
は
、
北
条
実
時
、
中
沼
了
三
、
新
宮
凉
庭
ら
多
種
多
様
な
人
々
が
含
ま
れ
た

（『
贈
位
諸
賢
伝
』
全
二
巻
、
国
友
社
、
一
九
二
七
年
、
平
塚
の
記
事
は
第
二
巻
、
三
六
六
頁
に
あ
る
）。

⒄

こ
う
し
た
視
点
か
ら
見
た
平
塚
は
、
大
塩
平
八
郎
研
究
者
石
崎
東
国
（
酉
之
允
）
か
ら
も
注
目
さ
れ
、
そ
の
要
約
が
「
平
塚
飄
斎
と
大
塩
平
八

郎
」
と
し
て
『
陽
明
』
第
七
四
号
（
一
九
一
八
年
）
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
れ
は
川
田
の
執
筆
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
川
田
論
文
を
石
崎
が

要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

⒅

遠
藤
に
つ
い
て
は
、
小
田
忠
「
遠
藤
佐
々
喜
覚
え
書
き
」『
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
紀
要
』
第
四
号
、
二
〇
〇
三
年
参
照
。

⒆

遠
藤
が
平
塚
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、『「
仁
風
」
史
料
集
成
』（
近
現
代
資
料
刊
行
会
、
二
〇
一
六
年
）
を
作
成
す
る
作
業
の
中
で

明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
詳
し
く
述
べ
て
お
き
た
い
。

⒇
『
日
本
経
済
叢
書
』
第
三
二
巻
、
日
本
経
済
叢
書
刊
行
会
、
一
九
一
七
年
、『
日
本
経
済
大
典
』
第
四
七
巻
、
啓
明
社
、
一
九
三
〇
年

21

こ
の
時
三
条
大
橋
で
普
請
が
あ
っ
た
こ
と
は
町
触
で
確
認
で
き
る
（『
京
都
町
触
集
成
』
第
十
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
、
四
七
頁
）。

22

石
川
謙
『
石
門
心
学
史
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
年
、
一
一
八
一
頁
参
照
。

23

京
都
府
教
育
会
編
『
京
都
府
教
育
史
』
上
巻
、
京
都
府
教
育
会
、
一
九
四
〇
年
。

24
『
京
都
町
触
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
所
収
。

25
『
日
本
史
研
究
』
第
四
一
二
号
、
一
九
九
六
年
。

26

伊
藤
之
雄
編
『
近
代
京
都
の
改
造
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
年
所
収
。
筆
者
は
、
こ
れ
に
先
立
つ
『
明
治
維
新
と
京
都
』（
臨
川
書
店
、
一

九
九
八
年
）
で
、
天
保
の
救
済
活
動
、
平
田
派
国
学
者
と
い
っ
た
尊
攘
運
動
と
の
関
わ
り
な
ど
、
幕
末
の
平
塚
に
つ
い
て
多
面
的
に
紹
介
し
た
。

27

小
川
和
也
『
牧
民
の
思
想
』、
平
凡
社
、
二
〇
〇
八
年
。
宇
佐
美
英
機
『
近
世
京
都
の
金
銀
出
入
と
社
会
慣
習
』、
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年
、

一
八
五
〜
九
頁
、
二
五
三
〜
六
頁
、
牧
知
宏
「
近
世
後
期
京
都
に
お
け
る
防
災
対
策
と
都
市
行
政
」『
歴
史
都
市
防
災
論
文
集
』
第
一
号
、
二
〇

〇
七
年
所
収
。
小
川
氏
の
関
連
論
文
に
、「
牧
民
官
の
時
代
」『
一
橋
論
叢
』
第
一
三
四
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
五
年
、「
近
世
日
本
に
お
け
る
『
牧
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民
忠
告
』
の
受
容
と
展
開
」『
日
韓
相
互
認
識
』
第
一
号
、
二
〇
〇
八
年
な
ど
が
あ
る
。

28

注
⑴
拙
稿
及
び
小
林
丈
広
「
嘉
永
の
施
行
に
お
け
る
町
の
役
割
」『
ヘ
ス
テ
ィ
ア
と
ク
リ
オ
』
第
一
〇
号
、
二
〇
一
一
年
、
同
「
幕
末
維
新
期
京

都
に
お
け
る
都
市
振
興
策
と
公
共
性
」『
日
本
史
研
究
』
第
六
〇
六
号
、
二
〇
一
三
年
、
樋
爪
修
「
幕
末
期
京
津
間
の
物
資
流
通
│
『
大
津
御
用
米

会
所
要
用
帳
』
を
素
材
と
し
て
│
」『
日
本
史
研
究
』
第
六
〇
三
号
、
二
〇
一
二
年
、
大
津
市
歴
史
博
物
館
編
『
車
石
』
大
津
市
歴
史
博
物
館
、

二
〇
一
二
年
、
鈴
木
栄
樹
「
幕
末
の
鴨
川
水
害
と
鴨
川
浚
計
画
」『
京
都
市
政
史
編
さ
ん
通
信
』
第
四
一
号
、
二
〇
一
一
年
、
同
「
平
塚
飄
斎
の

述
作
「
賑
京
私
議
」（
抄
出
）」『
京
薬
論
集
』
第
一
九
号
、
二
〇
一
二
年
、
同
「「
京
都
御
備
」
と
し
て
の
安
政
期
の
湖
北
通
船
路
開
鑿
事
業
│
彦

根
藩
と
小
浜
藩
と
の
対
立
を
軸
と
し
た
通
説
の
根
本
的
再
検
討
を
通
じ
て
│
」『
人
文
学
報
』
第
一
〇
四
号
、
二
〇
一
三
年
な
ど
参
照
。

29

前
掲
注
28
「「
京
都
御
備
」
と
し
て
の
安
政
期
の
湖
北
通
船
路
開
鑿
事
業
」。

30

前
掲
注
⑶
本
多
論
文
な
ど
。
節
斎
が
設
け
た
と
さ
れ
る
宣
教
館
と
、
教
諭
所
の
宣
教
館
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
不
詳
。

31
「
平
塚
飄
斎
令
条
抜
粋
集
（
抄
）」
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
維
新
史
料
引
継
本
Ⅱ
に
１２２
│
２
な
ど
参
照
。

32
『
大
塩
研
究
』
の
よ
う
な
専
門
誌
が
あ
る
大
塩
平
八
郎
を
別
格
と
す
る
と
、
町
奉
行
所
の
与
力
・
同
心
の
中
で
比
較
的
知
ら
れ
て
い
る
者
に
、
京

都
の
神
沢
貞
幹
（
井
ヶ
田
良
治
「
京
都
町
奉
行
所
の
与
力
に
つ
い
て
」『
京
都
地
域
史
の
研
究
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
九
年
）、
大
坂
の
内
山
彦

次
郎
（
藪
田
貫
「
大
坂
町
奉
行
所
与
力
・
内
山
彦
次
郎
の
生
涯
」『
そ
れ
ぞ
れ
の
明
治
維
新
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）、
江
戸
の
佐
久
間
長

敬
（
横
倉
辰
次
『
与
力
・
同
心
・
目
明
し
の
生
活
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
〇
年
、
佐
久
間
は
原
胤
昭
の
実
兄
）
ら
が
い
る
。

33
「
唱
義
聞
見
録
」『
日
本
史
籍
協
会
叢
書
別
編

雑
三
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
、
一
五
六
頁
。

34

京
都
市
歴
史
資
料
館
編
『
京
都
武
鑑
』
下
、
京
都
市
歴
史
資
料
館
、
二
〇
〇
四
年
な
ど
参
照
。

35

前
掲
注
28
「「
京
都
御
備
」
と
し
て
の
安
政
期
の
湖
北
通
船
路
開
鑿
事
業
」
参
照
。

36
『
井
伊
家
史
料
幕
末
風
聞
探
索
書
』
中
、
雄
山
閣
出
版
、
一
九
六
七
年
、『
大
日
本
維
新
史
料
』
類
纂
之
部
井
伊
家
史
料
十
九
〜
二
十
、
東
京
大

学
、
一
九
九
五
年
〜
一
九
九
七
年
参
照
。

37
『
官
武
通
紀
』
一
、
続
日
本
史
籍
協
会
叢
書
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
一
三
年
・
一
九
七
六
年
復
刻
、
三
〇
一
〜
三
〇
四
頁
参
照
。

38
「
幕
臣
平
塚
飄
斎
令
条
抜
粋
集
」
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵

39

山
川
浩
『
京
都
守
護
職
始
末
』
第
一
巻
、
平
凡
社
、
一
九
六
五
年
、
七
四
〜
七
七
頁
に
よ
れ
ば
、
志
士
や
攘
夷
派
町
人
と
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た

飄
斎
は
、
京
都
守
護
職
の
捜
査
方
針
を
世
古
格
太
郎
に
漏
ら
し
た
と
の
嫌
疑
を
受
け
、
自
殺
を
図
っ
た
と
い
う
。

40

前
掲
注
28
「
幕
末
維
新
期
京
都
に
お
け
る
都
市
振
興
策
と
公
共
性
」
参
照
。
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41

前
掲
注
28
「「
京
都
御
備
」
と
し
て
の
安
政
期
の
湖
北
通
船
路
開
鑿
事
業
」
参
照
。

42

十
二
月
二
十
二
日
付
家
老
宛
筋
奉
行
用
状
（
前
掲
注
36
井
伊
家
史
料
四
、
四
八
五
〜
四
九
一
頁
）
な
ど
参
照
。

43

十
二
月
二
十
二
日
老
中
宛
京
都
町
奉
行
浅
野
長
祚
見
込
書
（
写
）（
前
掲
注
36
井
伊
家
史
料
四
、
五
〇
一
〜
五
〇
三
頁
）
な
ど
参
照
。

44

前
掲
注
36
井
伊
家
史
料
五
、
一
〇
九
頁
。
三
月
六
日
城
使
宛
在
藩
側
役
用
状
（
案
）（
前
掲
注
36
井
伊
家
史
料
五
、
一
〇
九
〜
一
一
四
頁
）
に
は

そ
う
し
た
疑
念
に
対
す
る
彦
根
藩
の
動
き
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

45
（
安
政
五
年
）
五
月
二
十
一
日
彦
根
藩
系
譜
編
集
用
長
野
主
膳
宛
九
条
家
家
士
島
田
左
近
書
状
、
五
月
長
野
主
膳
宛
島
田
左
近
趣
意
書
な
ど
参
照

（
井
伊
家
史
料
六
、
三
二
五
〜
三
三
六
頁
）。

46

六
月
二
十
八
日
彦
根
藩
側
役
兼
公
用
人
宇
津
木
景
福
宛
長
野
義
言
書
状
（
前
掲
注
36
井
伊
家
史
料
一
九
、
二
四
八
頁
以
下
）。

47
（
安
政
六
年
）
五
月
八
日
彦
根
藩
側
役
兼
公
用
人
宇
津
木
景
福
宛
同
藩
留
守
居
後
閑
義
利
・
長
野
主
膳
書
状
（
井
伊
家
史
料
十
九
、
五
七
〜
五
九

頁
）
参
照
。

48

五
月
京
都
町
奉
行
宛
京
都
町
奉
行
与
力
探
索
書
（
写
）（
前
掲
注
36
井
伊
家
史
料
十
九
、
一
四
八
頁
以
下
）、
七
月
十
三
日
長
野
義
言
宛
京
都
西
町

奉
行
与
力
渡
辺
金
三
郎
並
京
都
東
町
奉
行
与
力
加
納
救
匡
書
状
（
井
伊
家
史
料
二
十
、
三
四
頁
以
下
）、
七
月
十
七
日
長
野
義
言
宛
小
浜
藩
士
三

浦
吉
信
書
状
（
井
伊
家
史
料
二
十
、
四
五
頁
以
下
）、
八
月
十
二
日
長
野
義
言
宛
九
条
家
家
士
島
田
竜
章
書
状
（
井
伊
家
史
料
二
十
、
一
三
五
頁

以
下
）
な
ど
参
照
。

49

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
湖
北
通
船
路
計
画
に
関
わ
っ
た
京
都
商
人
村
瀬
孫
助
・
小
浜
藩
御
用
達
小
林
金
三
郎
の
人
物
像
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

な
い
の
で
、
今
後
は
こ
う
し
た
有
力
商
人
の
実
態
解
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
村
瀬
家
に
つ
い
て
は
、
尾
脇
秀
和
「
幕
末
期
京
糸
割
符
の
動
向
と
そ

の
終
焉
」『
日
本
史
研
究
』
第
五
九
九
号
、
二
〇
一
二
年
参
照
。

50

前
掲
注
⑴
「
幕
末
維
新
期
の
都
市
社
会
」
参
照
。

51

前
掲
注
⑴
「
幕
末
維
新
期
の
都
市
社
会
」
参
照
。

52

前
掲
注
28
「
幕
末
維
新
期
京
都
に
お
け
る
都
市
振
興
策
と
公
共
性
」
参
照
。

付
記今

年
度
末
に
文
学
部
を
退
職
さ
れ
る
三
先
生
に
は
、
筆
者
着
任
以
来
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

小
文
は
、
松
藤
和
人
先
生
の
ご
退
職
に
合
わ
せ
、
日
本
の
考
古
学
史
上
に
も
そ
の
名
が
残
る
平
塚
飄
斎
に
関
す
る
研
究
史
を
筆
者
な
り
の
視
点
で
整
理
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し
た
も
の
で
す
。
な
お
、
小
文
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
飄
斎
の
子
孫
、
平
塚
克
己
氏
よ
り
種
々
ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
六
〜
二
〇

一
一
年
度
三
菱
財
団
学
術
研
究
助
成
金
「
近
代
日
本
に
お
け
る
大
都
市
参
事
会
制
度
の
基
礎
的
研
究
」（
研
究
代
表
者
小
林
丈
広
）、
二
〇
〇
八
〜
二
〇

一
〇
年
度
科
学
研
究
費
助
成
金
基
盤
研
究
（
Ｂ
）「
近
代
古
都
研
究
」（
研
究
代
表
者
高
木
博
志
）、
二
〇
一
二
〜
二
〇
一
五
年
度
科
学
研
究
費
助
成
金

基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
近
代
日
本
に
お
け
る
都
市
制
度
形
成
過
程
の
総
合
的
研
究
」（
研
究
代
表
者
小
林
丈
広
）
な
ど
の
助
成
を
受
け
、
京
都
大
学
人
文
科

学
研
究
所
近
代
天
皇
制
と
社
会
研
究
班
二
〇
一
六
年
一
〇
月
例
会
で
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
者
に
も
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。
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