
辻
川
時
代
の
柳
田
国
男

基
礎
的
経
験

と
し
て
の
貧
困

藤
　
井
　
隆
　
至

は

じ
め
に
　
1
課
題
と
方
法

一　

父

の

課

題
　ー
家
の
存
続

二

兄
の
課
題
ー
家
の
再
興

三
　
国
男
の
位
置
　
ー
境
界
人
と
し
て
の
環
境

小

括
ー
基
礎
的
経
験
と
し
て
の
貧
困

課題と方法はじめに

は

じ
め
に

課
題

と
方
法

　
柳
田
国
男
の
幼
少
年
期
を
も
視
野
に
収
め
た
伝
記
的
研
究
の
中
で
は
、
橋
川
文

三
の
評
伝

『
柳
田
国
男
　
そ
の
人
間
と
思
想
』
が
も
っ
と
も
注
目
す
る
に
値
す
る

作
品

と
な
っ
て
い
る
。
同
書
を
検
討
す
る
作
業
を
通
し
て
、
何
を
問
題
と
し
て
追

究
す

る
べ
き
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
そ
の
問
題
に
接
近
し
て
い
け
ぽ
よ

い
の

か
、
そ
う
い
っ
た
問
題
の
所
在
や
接
近
方
法
と
い
っ
た
も
の
を
前
も
っ
て
提

示
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
久
野
収
・
鶴
見
俊
輔
編
の
『
世
界
の
知
識
人
』
の
一
部
と
し
て
発
表
さ
れ
た
こ

の
評
伝

は
、
柳
田
の
幼
少
年
期
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
評
価
を
与
え
た
こ
と
で
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
　

そ
の
〔
柳
田
国
男
の
こ
と
〕
郷
土
感
情
は
、
も
っ
と
も
濃
厚
に
辻
川
を
中
心

　
　
に

形
成

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
柳
田
の
生
地
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
の
ち

　
　
か

ら
か
え
り
み
る
と
、
日
本
民
俗
学
の
萌
芽
的
発
想
を
培
養
し
た
土
地
と
い

　
　
う
意
味
さ
え
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
幼
少
年
期
に
お
け
る
柳
田
の
郷
土
的
諸

　
　
体

験
は
、
ほ
と
ん
ど
奇
跡
的
な
印
象
を
与
え
る
ほ
ど
、
そ
の
後
八
〇
数
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
わ
た

る
柳
田
の
思
想
の
形
成
に
、
永
続
的
な
影
響
を
付
与
し
て
い
る
。

　
も
と
も
と
が
知
識
人
論
と
し
て
の
企
画
で
あ
る
か
ら
、
右
の
指
摘
の
う
ち
に
、

日
本
の
平
均
的
な
知
識
人
の
主
体
形
成
の
在
り
方
に
対
す
る
氏
の
批
判
を
読
み
と

る
こ
と
は
さ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
本
稿
で
は
柳
田
国
男
の
思
想
形
成

に

主
題
を

限
定

し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
い
か
な
る
人
間
で
あ
れ
、
幼
少
年
期
の

生
活
経
験
が
そ

の

後
の
思
想
形
成
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
の
は
い
う
ま
で
も
な
い

に

し
て
も
、
氏
が
強
調
す
る
の
は
、
柳
田
国
男
に
あ
っ
て
、
故
郷
辻
川
に
お
け
る

幼
少
年
期
の
体
験
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
持
続
し
学
問
の
中
核
に
な
っ
て
い
る
と
い
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辻川時代の柳田国男

う
点
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
体
験
主
義
」
的
な
思
考
の
貫
徹
を
発
見
し
た
こ
と
で
あ

る
。
　
「
柳
田
の
学
問
は
、
決
し
て
な
ん
ら
か
の
抽
象
原
理
か
ら
の
演
繹
で
は
な
く
、

す
べ
て
が
感
覚
と
結
び
つ
い
た
体
験
的
事
実
の
集
成
か
ら
帰
納
さ
れ
て
い
る
」
と

も
言
い
換
え
て
い
る
。
そ
の
例
証
と
し
て
、
物
語
風
の
自
伝
で
あ
る
『
故
郷
七
十

年
』
か
ら
、
家
の
小
さ
さ
に
起
因
す
る
兄
夫
婦
の
離
婚
に
よ
っ
て
民
俗
学
へ
の
志

向
が
喚
び
起
こ
さ
れ
た
こ
と
、
飢
饅
を
体
験
し
た
こ
と
で
農
政
へ
の
関
心
が
芽
生

え
た
こ
と
、
な
ど
の
六
箇
所
（
茨
城
県
布
川
で
の
体
験
も
含
め
れ
ば
八
箇
所
）
を

列
挙
し
て
い
る
。

　
幼

少
年
期
に
つ
い
て
の
橋
川
の
指
摘
が
広
い
支
持
を
集
め
た
こ
と
は
、
そ
の

後
宮
崎
修
二
郎
が
橋
川
の
考
え
か
た
を
踏
襲
し
て
力
作
『
柳
田
国
男
　
そ
の
原

郷
』
を
発
表
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
宮
崎
は
地
元
神
戸
新

聞
社
の
記
者
と
し
て
自
伝
発
表
の
新
聞
連
載
に
携
わ
っ
た
人
で
あ
り
、
同
書
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

「
幼
少
年
体
験
が
柳
田
の
学
問
の
原
郷
と
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
新

聞
記
老
持
ち
前
の
行
動
力
で
辻
川
の
地
を
幾
度
と
な
く
訪
れ
、
柳
田
の
全
著
作
に

記
述

さ
れ
て
い
る
故
郷
の
地
名
や
地
理
と
現
地
と
を
照
合
さ
せ
、
彼
の
幼
少
年
体

験
を
め
ぐ
る
数
多
く
の
出
来
事
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
感
慨
を
、

随
筆
風
に

ま
と
め
た
作
品
で
あ
る
。
感
慨
の
方
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
の
照
合

作
業
を

経
た

の

ち
で
も
、
柳
田
に
記
憶
の
誤
り
は
ほ
と
ん
ど
な
い
ら
し
い
。
一
読

者
た

る
筆
者
と
し
て
は
、
彼
の
記
憶
の
正
確
さ
・
詳
細
さ
に
た
だ
た
だ
驚
か
さ
れ

る
ぽ
か
り
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
橋
川
・
宮
崎
両
氏
の
故
郷
‖
原
郷
説
は
、
次
の
二
つ
の
点
で
大
き

な

欠
点

を
免
れ
て
は
い
な
い
。
一
つ
は
論
理
構
成
に
お
け
る
流
出
論
的
傾
向
で
あ

り
、
も
う
一
つ
は
実
証
に
お
け
る
要
素
羅
列
主
義
的
傾
向
で
あ
る
。

　
故

郷
‖
原
郷
説
を
導
き
出
す
に
あ
た
り
、
両
氏
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
自
伝
『
故

郷
七
十
年
』
に
依
拠
し
て
い
る
。
特
に
橋
川
の
場
合
は
『
故
郷
七
十
年
』
だ
け
と

い

っ

て

も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
柳
田
八
四
歳
の
と
き
に
発
表
さ
れ
た
こ
の
自

伝

は
、
故
郷
を
離
れ
て
七
〇
年
の
の
ち
に
、
故
郷
で
過
ご
し
た
一
三
年
間
が
自
分

の

学
問

形
成
に

と
っ
て
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
決
定
的
な
重
要
性
を
、
故
郷
の
地
元

新
聞
で
あ
る
『
神
戸
新
聞
』
紙
上
に
連
載
し
た
物
語
風
の
自
伝
で
あ
っ
た
。
こ
の

自
伝
が
故
郷
で
す
ご
し
た
幼
少
年
期
に
特
別
な
意
義
を
与
え
て
い
る
の
は
、
自
伝

の

書
名
に
も
あ
る
と
お
り
、
も
と
も
と
が
柳
田
の
意
図
に
発
し
て
の
こ
と
な
の
で

あ
る
。

　
柳
田
の
意
図
を
汲
み
、
彼
が
故
郷
で
の
】
三
年
間
を
特
別
に
重
要
視
し
て
い
た

点
を
読
み
取
っ
た
の
は
橋
川
の
畑
眼
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
結
果
と
し

て
、
流
出
論
的
な
議
論
の
展
開
の
仕
方
を
惹
起
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
否

定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
幼
少
年
期
の
諸
体
験
な
る
も
の
か
ら
柳
田
国
男
の
学

問
が
お
の
ず
と
流
れ
出
し
て
き
た
が
ご
と
き
印
象
を
、
読
者
は
受
け
る
の
で
あ
る
。

柳
田
が
自
伝
を
発
表
す
る
こ
と
に
し
た
問
題
意
識
を
問
題
意
識
と
し
て
明
確
に
対

象
化
す
る
こ
と
な
く
、
伝
記
資
料
と
し
て
安
易
に
利
用
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、

そ

の

意

図
に
の
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
自
伝
は
最
晩
年
に

お

け
る
総
括
の
書
で
あ
っ
て
、
思
想
形
成
過
程
の
客
観
的
分
析
を
お
こ
な
う
べ
き

伝
記
的
研
究
に

と
っ
て
は
、
自
伝
は
あ
く
ま
で
も
資
料
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
は
ず

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
点
は
、
自
伝
の
中
か
ら
自
説
に
該
当
す
る
箇
所
の
み
を
摘
出
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課題と方法はじめに

し
、
の
ち
の
学
問
と
関
連
づ
け
た
解
説
を
加
え
る
と
い
う
橋
川
の
実
証
の
仕
方
に

端
的
に

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
家
が
小
さ
く
、
親
夫
婦
と
長
男
夫
婦
が
同
居
で
き
る

大
き
さ
で
は
な
い
の
に
、
無
理
に
同
居
さ
せ
た
こ
と
か
ら
嫁
と
姑
と
の
対
立
が
生

じ
、
長
男
夫
婦
の
離
婚
を
招
い
た
こ
と
、
民
俗
へ
の
関
心
は
そ
こ
か
ら
芽
生
え
た

と
柳
田
が
記
せ
ぽ
、
氏
は
自
伝
か
ら
そ
の
部
分
を
引
用
し
、
「
家
（
お
よ
び
家
屋
）

の

構
造
へ
の
関
心
‖
民
俗
学
へ
の
志
向
」
と
い
う
注
釈
を
加
え
る
、
と
い
っ
た
構

成
法

を
と
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
言
う
ま
で
も
な
く
、
家
屋
の
大
き
さ
に
由
来
す

る
人
間
的
な
悲
劇
は
ど
こ
に
で
も
あ
る
が
、
そ
の
す
べ
て
が
民
俗
学
へ
の
道
を
歩

む
わ
け
で
は
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
論
理
構
成
法
を
と
れ
ぽ
、
　
「
体
験
主
義
」

な

る
も
の
の
実
証
は
柳
田
の
回
想
の
す
べ
て
か
ら
羅
列
し
て
い
か
な
け
れ
ぽ
な
ら

な
く
な
っ
て
く
る
。
じ
じ
つ
柳
田
の
全
著
作
を
読
破
し
た
宮
崎
の
も
の
は
、
本
一

冊
分
の
量
に
達
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
は
こ
の
要
素
羅
列
主
義
は
、

橋
川

の

い

う
「
体
験
主
義
」
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
体

験

と
い
う
よ
う
な
、
原
体
験
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
を
連
想
さ

せ

る
非
日
常
的
な
契
機
に
着
目
す
る
た
め
に
、
非
日
常
的
な
出
来
事
の
一
つ
一
つ

を

す
べ
て
指
摘
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
柳
田

の

よ
う
に
記
憶
が
鮮
明
・
正
確
で
詳
細
に
わ
た
っ
て
い
る
と
、
結
局
の
と
こ
ろ
は

一
冊
の
本
に
ま
で
行
き
つ
い
て
し
ま
う
し
か
な
い
。
こ
こ
ま
で
く
る
と
「
体
験
主

義
」
そ
の
も
の
が
稀
薄
化
し
無
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
橋
川
が

注

目
し
た
点
は
、
柳
田
国
男
の
学
問
体
系
に
お
け
る
個
々
の
学
説
が
故

郷
で
の

生
活
体
験
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
指
摘
自

体
は
正
当
で
あ
る
と
筆
老
も
考
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、
橋
川
自
身
が
「
体
験
主

義
」
的
な
接
近
方
法
を
と
っ
た
た
め
に
、
そ
こ
か
ら
描
き
出
さ
れ
る
柳
田
国
男
像

は

彼
の
個
々
の
学
説
と
個
人
的
な
「
体
験
」
と
を
直
結
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
結

果
を

伴

う
こ
と
に
な
り
、
柳
田
国
男
の
学
問
が
も
つ
学
問
と
し
て
の
客
観
性
が
著

し
く
減
殺
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
　
「
体
験
」
の
数
だ
け
思
想
が
拡
散
さ
れ
稀
薄
化
さ

れ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
幼
少
年
期
の
柳
田
は
、
も
っ
と
統
一
的
に
把
握
さ
れ
る
べ

き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
柳
田
国
男
の
生
涯
の
学
問
的
課
題
は
、
彼
自
身
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
〃
農

民
は
な

ぜ
貧

し
い
の
か
、
ど
う
す
れ
ば
そ
こ
か
ら
脱
却
で
き
る
の
か
〃
と
い
う
問

題
意
識
で
あ
っ
た
と
い
う
。
個
々
の
学
説
は
こ
の
問
題
意
識
か
ら
派
生
す
る
中
間

報
告
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
学
問
上
の
個
々
の
成
果
に

目
を
奪
わ
れ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
が
な
ぜ
彼
の
も
の
と
な

り
、
生
涯
を
か
け
て
同
じ
問
い
を
発
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
と

い

う
観
点
か
ら
幼
少
年
期
を
捉
え
な
お
す
と
い
う
形
に
、
問
題
を
設
定
し
な
お
す

べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ

の

た
め
に

は
、
非
日
常
的
な
出
来
事
の
一
つ
一
つ
に
目
を
向
け
て
い
こ
う
と

す

る
体
験
主
義
的
な
発
想
か
ら
ひ
と
ま
ず
離
れ
、
彼
と
彼
の
家
族
が
日
常
的
に
直

面

し
苦
闘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
日
々
の
生
活
上
の
課
題
と
い
う
も
の
に
着

目
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
が
や
が
て
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
そ
の
後
の

柳
田
の
思
想
形
成
に
よ
り
持
続
的
な
影
響
を
与
え
彼
の
学
問
の
中
核
を
構
成
さ
せ

る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
は
、
非
日
常
的
な
体
験
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
日
々
の
日

常
的

な
経
験
の
積
み
重
ね
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ぽ
、
松
岡
家
が
直
面
し
て
い
た
日
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々

の
生
活
上
の
課
題
と
は
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
課
題
の
解
決
に
む

け
て

奮
闘
し
て
い
た
の
は
さ
し
あ
た
り
父
や
兄
で
あ
っ
た
が
、
国
男
少
年
は
こ
の

問
題
を

ど
の
よ
う
な
立
場
か
ら
観
察
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

家
の
中
で
、
村
の
中
で
、
彼
は
何
か
特
異
な
立
場
に
位
置
し
て
い
た
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
か
。

　
本
稿
は
橋
川
批
判
を
意
図
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
幼
少
年
期
が
も
っ
た
持
続
的

な

影
響
力
を
重
視
す
る
点
で
は
、
橋
川
の
見
解
を
基
本
線
で
は
引
き
継
い
で
い
る
。

批
判
を

通

し
て
の
継
承
、
そ
の
限
り
で
本
稿
は
、
氏
の
描
く
柳
田
国
男
像
の
再
評

価
を

目
指
す
試
み
で
も
あ
る
。

註（
1
）
　
橋
川
文
三
「
柳
田
国
男
　
そ
の
人
間
と
思
想
」
の
初
出
は
一
九
六
四
（
昭
和
三
九
）

　

年
、
の
ち
『
柳
田
国
男
そ
の
人
間
と
思
想
』
と
題
し
て
講
談
社
よ
り
一
九
七
七

　
　
（
昭
和
五
二
）
年
に
刊
行
。
引
用
箇
所
は
講
談
社
版
、
二
〇
ペ
ー
ジ
。

（
2
）
　
宮
崎
修
二
郎
『
柳
田
国
男
　
そ
の
原
郷
』
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
八
年
）
中
の

　
　
「
旅
だ
ち
の
こ
と
ば
」
よ
り
引
用
。

一　
父
の
課
題

家
の
存
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
の
ち
の
柳
田
国
男
す
な
わ
ち
松
岡
国
男
は
、
松
岡
操
を
父
・
た
け
を
母
と
し
て
、

一
八
七

五

（
明
治
八
）
年
に
生
ま
れ
た
。
生
地
は
兵
庫
県
神
東
郡
西
田
原
村
辻
川
、

現
在
の
神
崎
郡
福
崎
町
で
あ
る
。
江
戸
時
代
は
姫
路
藩
に
属
し
、
辻
川
村
と
呼
ぽ

れ
て

い

た
。
『
故
郷
七
十
年
』
に
い
う
故
郷
と
は
こ
の
辻
川
の
こ
と
を
指
す
が
、

一
三
年
間
を

村
内
の
同
一
箇
所
に
住
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
生
家
跡
を
示
す

碑
の

あ
る
場
所
で
、
生
家
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
家
屋
に
居
住
し
た
の
は
わ
ず

か
七
歳
の
と
き
ま
で
に
す
ぎ
な
い
。
一
〇
歳
の
と
き
か
ら
一
年
間
は
隣
町
の
北
条

町

（
現
・
加
西
市
）
に
い
た
し
、
そ
の
時
期
以
外
の
住
所
は
辻
川
に
あ
っ
た
け
れ

ど
も
、
一
年
ほ
ど
は
大
庄
屋
の
三
木
家
に
預
け
ら
れ
て
い
た
ほ
か
、
辻
川
の
集
落

内
の
別
の
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
男
ば
か
り
八
人
の
兄
弟
の
第
六

子
で
あ
っ
た
が
、
兄
の
う
ち
三
人
は
早
世
、
一
人
は
養
嗣
子
と
し
て
少
年
期
に
他

家
へ
出
た
た
め
に
、
順
番
か
ら
い
え
ば
次
男
的
な
順
位
に
あ
っ
た
。
第
一
子
で
あ

る
長
兄
の
名
前
は
鼎
、
国
男
よ
り
一
五
歳
年
長
で
あ
る
。

　
彼
の
幼
少
年
時
代
に
は
、
父
は
ど
の
よ
う
な
職
業
に
就
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
既
存
の
資
料
は
こ
の
点
に
つ
い
て
実
は
あ
ま
り
明
確
で
な
い
。
あ
れ
ほ
ど
記

憶
が
詳
細
・
正
確
な
自
伝
『
故
郷
七
十
年
』
で
す
ら
、
父
の
職
業
に
つ
い
て
は

「
実
父
、
松
岡
操
の
こ
と
」
の
項
で
簡
単
に
し
か
言
及
し
て
い
な
い
。
『
定
本
柳

田
国
男
集
』
「
年
譜
」
を
も
参
照
し
つ
つ
、
箇
条
書
き
に
し
て
整
理
す
る
と
次
の

よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
う
せ
ん
し
や

　
　
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
、
廃
藩
置
県
の
た
め
、
勤
務
先
の
熊
川
舎
を
辞
職
。

　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
年
、
林
田
県
の
敬
業
館
教
習
に
補
せ
ら
れ
る
。

　
　
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
、
敬
業
館
を
辞
す
。
家
族
と
と
も
に
辻
川
に
帰
る
。

　
　
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
、
龍
野
更
化
中
学
校
一
等
助
教
。

　
　
一
八
七
七
（
明
治
一
〇
）
年
、
荒
田
神
社
祠
官
。

　
　
一
八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
、
鳥
取
県
赤
碕
の
漢
学
塾
で
指
導
。

　
柳
田
の
回
想
に
従
う
と
、
父
の
職
歴
は
あ
た
か
も
連
続
し
て
い
た
か
の
よ
う
に

見
え
る
。
生
活
は
貧
し
か
っ
た
と
い
う
か
ら
、
薄
給
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
推
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・一 父の課題一一家の存続

察
を
加
え
る
程
度
の
こ
と
し
か
で
き
な
い
。

　

し
か
し
例
え
ば
龍
野
中
学
校
は
、
『
兵
庫
県
百
年
史
』
に
よ
れ
ば
、
一
八
七
三

（
明
治
六
）
年
に
設
立
さ
れ
た
も
の
の
翌
七
四
年
に
は
廃
校
に
な
っ
て
し
ま
っ
て

い

る
。
父
も
同
時
に
失
職
し
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
七
七
年
に
荒
田
神
社
の
祠
官

と
な
る
ま
で
の
間
に
空
白
期
間
が
で
き
て
し
ま
う
。
ま
た
父
が
赤
碕
に
赴
任
し
て

い
た
の

は
、
自
伝
中
の
「
父
の
伯
州
ゆ
き
」
の
項
に
よ
れ
ば
、
一
年
余
り
に
す
ぎ

な

か
っ

た

と
い
う
。
そ
れ
か
ら
あ
と
は
何
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
頃
長

男
は
東
京
で
修
学
中
で
あ
っ
た
し
、
家
に
は
妻
と
国
男
た
ち
三
人
の
子
供
が
い
た

か

ら
、
悠
々
自
適
で
あ
っ
た
は
ず
は
な
い
。
宮
崎
は
前
述
の
著
書
の
中
で
こ
の
父

の

こ
と
を
、
「
世
才
の
乏
し
さ
と
い
う
よ
り
も
、
悠
々
と
読
書
に
の
み
明
け
く
れ

て
、
子
の
成
長
に
余
後
を
託
す
る
て
い
の
、
家
長
の
義
務
を
放
棄
し
た
か
に
見
え

る
父
」
と
酷
評
し
て
い
る
が
（
一
二
二
ぺ
ー
ジ
）
、
は
た
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

　
幸
い
に
し
て
（
財
）
柳
田
国
男
・
松
岡
家
顕
彰
会
に
は
父
に
関
す
る
当
時
の
辞

令
の
類
が
松
岡
家
か
ら
寄
託
さ
れ
て
い
る
（
以
下
、
松
岡
家
文
書
と
略
記
す
る
）
。

そ
の

一
部
を
紹
介

し
つ
つ
、
松
岡
家
の
生
活
状
態
な
ど
を
解
明
し
て
み
た
い
。

熊
川
舎
指
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
岡
賢
次

其
方
儀
出
精
相
勤
候
二
付
勤
役
中
御
扶
持
方
弐
人
扶
持
被
下
置
候

　

「
松
岡
賢
次
」
と
あ
る
賢
次
と
は
、
操
と
改
名
す
る
前
の
名
前
。
熊
川
舎
は
、

江
戸
時
代
に
あ
っ
て
、
町
民
の
子
弟
の
教
育
を
目
的
と
し
て
姫
路
藩
の
城
下
に
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

民
出
資
で
設
立
さ
れ
た
学
校
（
郷
学
）
で
あ
る
。
設
立
さ
れ
た
の
は
一
九
世
紀
初

め
の

文
化
年
間
で
、
父
が
こ
こ
の
指
南
と
な
っ
た
の
は
一
八
六
三
（
文
久
三
）
年

の

と
き
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
開
国
・
討
幕
を
め
ぐ
っ
て
政
局
が
慌
し
く
転
変
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
し
げ

て

い
た
時
期
で
、
姫
路
藩
主
酒
井
忠
績
が
老
中
に
就
任
し
た
の
も
こ
の
年
で
あ
っ

た

（
翌
々

年
に
は
大
老
）
。
酒
井
家
は
譜
代
の
名
門
で
、
幕
末
に
は
老
中
や
大
老

を

出
す
ほ
ど
で
あ
っ
た
か
ら
、
藩
内
で
は
佐
幕
色
が
濃
厚
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

尊
王
擾
夷
運
動
も
台
頭
し
て
き
て
い
て
、
一
八
六
四
（
元
治
元
）
年
に
は
甲
子
の
獄

と
よ
ば
れ
る
弾
圧
事
件
が
発
生
し
て
い
る
。
松
岡
操
は
む
し
ろ
尊
王
派
で
あ
っ
た

　
　
　
（
2
）

と
い
う
が
、
表
だ
っ
た
活
動
は
し
て
い
な
い
。
政
局
の
混
乱
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ

と
な
く
、
明
治
初
年
に
廃
校
と
な
る
ま
で
、
一
〇
年
弱
を
こ
こ
で
勤
務
し
て
い
た
。

彼
の
生
涯
で
は
、
経
済
的
に
も
社
会
的
に
も
一
番
安
定
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た

と
柳
田
は
述
べ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
右
の
資
料
で
あ
る
が
、
文
章
表
現
か
ら
推
し
て
、
辞
令
の
発
令
者
は

姫
路
藩
で
あ
ろ
う
。
報
酬
は
「
二
人
扶
持
」
、
『
故
郷
七
十
年
』
に
よ
れ
ぽ
八
俵
あ

る
い
は
八
石
で
あ
っ
た
と
い
う
（
「
父
の
熊
川
舎
塾
監
時
代
」
）
。
一
俵
を
四
斗
に

換
算
で
き
る
と
す
れ
ば
八
俵
で
三
石
二
斗
、
し
た
が
っ
て
父
の
収
入
は
三
石
二
斗

も
し
く
は
八
石
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
人
扶
持
は
一
石
八
斗
に
相
当
す

る
こ
と
が
多
い
か
ら
（
⑳
四
三
三
）
、
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
松
岡
家
の
収

入
は

「
八
俵
」
の
方
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
二
人
扶
持
か

ら
た
だ
ち
に
連
想
さ
れ
る
の
は
、
福
沢
諭
吉
の
少
年
期
で
あ
る
。

窮
迫

し
た
下
級
武
士
の
家
庭
と
し
て
知
ら
れ
る
福
沢
家
の
俸
禄
は
、
＝
二
石
二
人
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扶
持
で
あ
っ
た
。
右
の
基
準
に
し
た
が
っ
て
計
算
し
な
お
す
と
一
六
石
六
斗
に
な



辻川時代の柳田国男

る
。
両
者
を
比
較
す
る
に
は
、
藩
に
よ
る
俸
禄
制
度
の
違
い
や
大
阪
と
姫
路
間
の

物
価
水
準
の

違
い
、
武
士
と
儒
学
者
間
の
生
活
水
準
の
違
い
等
々
の
要
素
を
組
み

込

ま
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
単
純
に
比
較
す
れ
ぽ
、
松
岡
家
の
収
入
は

福
沢
家
の
五
分
の
一
で
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
他
方
柳
田
の
回
想
に
し
た
が
え

ぽ
、
父
の
家
計
は
こ
の
熊
川
舎
時
代
が
生
涯
で
一
番
よ
か
っ
た
と
い
う
。
熊
川
舎

で
漢
学
指
南
に
就
く
ま
で
は
辻
川
で
貧
乏
医
師
を
し
て
お
り
、
医
師
で
は
家
計
を

支
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
故
郷
を
離
れ
て
漢
学
指
南
と
い
う
畑

違
い
の

方
向
へ
転
職
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
地
位
を
失
っ
た
あ
と
の
状

態
に
つ
い
て
は
、
お
い
お
い
一
緒
に
検
討
し
て
い
く
と
お
り
で
あ
る
。
要
す
る
に

福
沢
家

よ
り
は
格
段
に
低
い
収
入
で
す
ら
、
松
岡
操
に
と
っ
て
は
人
生
最
良
だ
っ

た
の

で
あ
る
。
そ
の
貧
し
さ
の
ほ
ど
は
、
お
お
よ
そ
察
し
が
つ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
熊
川
舎
を
辞
し
た
の
ち
、
松
岡
操
は
林
田
県
の
敬
業
館
に
勤
め
る
こ
と
に
な
っ

た
。
次
の
資
料
は
年
次
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
「
文
事
課
」
と
あ
る

か

ら
廃
藩
置
県
後
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ぽ
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
の
も

の

で
あ
る
（
林
田
県
の
設
置
期
間
は
七
一
年
七
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
の
四
カ

月
の
み
、
そ
の
後
は
兵
庫
県
と
な
る
）
。

敬
業
館
助
教
二
被
相
雇
当
分
之
間
月
給
十
両
口
被
口
候
之
事

　
　
　
十
一
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
事
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
と
う

　
林

田
県
は
も
と
林
田
藩
、
播
磨
国
揖
東
郡
に
お
か
れ
た
一
万
石
の
小
藩
で
あ
る
。

敬
業
館
は
そ
こ
の
藩
校
で
あ
っ
た
か
ら
、
た
と
え
小
藩
と
は
い
え
、
郷
学
の
熊
川

舎
よ
り
は
格
が
高
い
。
熊
川
舎
廃
校
後
、
父
は
こ
こ
に
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
っ
た
。
当
時
の
林
田
県
の
県
域
は
、
今
で
は
姫
路
市
の
市
域
に
属
し
て
い
る
。

　

し
か
し
敬
業
館
と
の
縁
は
短
か
っ
た
。
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
一
月
付
け
の

辞
令
に
「
御
雇
相
成
候
処
都
合
二
寄
向
後
及
断
候
也
」
と
あ
る
。
明
治
維
新
の
余

波

で
、
こ
こ
も
廃
校
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
敬
業
館
へ
の
奉
職
の
時
期
は
、

前
記
柳
田

の
回
想
に
よ
れ
ぽ
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
、
し
た
が
っ
て
わ
ず
か
一

年
あ
ま
り
の
期
間
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
あ
と
松
岡
操
は
姫
路
を
去
り
、
生
ま

れ
故
郷
の
辻
川
に
戻
っ
て
く
る
。

　
故
郷
に
帰
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
も
、
直
ち
に
次
の
仕
事
が
待
ち
受
け
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。
漢
方
医
の
仕
事
を
再
開
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
繁
盛
し
た
と
は
思

え
な
い
。
事
実
上
の
失
職
者
と
し
て
、
読
書
三
昧
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と

も
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
「
維
新
の
大
変
革
の
時
に
は
、
じ
つ
に
予
期
せ
ざ
る

家
の
変
動
で
も
あ
り
父
の
悩
み
も
激
し
か
っ
た
ら
し
く
、
一
時
は
ひ
ど
い
神
経
衰

弱
に
陥
っ
た
と
も
聞
い
て
い
る
」
（
自
伝
「
鈴
の
森
神
社
」
）
と
い
う
時
の
コ
時
」

と
は
、
あ
る
い
は
こ
の
頃
の
こ
と
を
指
す
の
か
も
知
れ
な
い
。
か
つ
て
窮
迫
し

て

い
た

と
き
に
熊
川
舎
に
拾
わ
れ
、
姫
路
藩
か
ら
報
酬
を
受
け
る
身
と
な
り
な
が

ら
藩
中
央
と
は
政
治
的
意
見
を
異
に
し
、
尊
王
派
を
支
持
す
る
よ
う
に
な
っ
た
父

に

と
っ
て
、
儒
学
者
と
し
て
の
忠
誠
観
に
み
ず
か
ら
背
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
自

分
の
政
治
的
意
見
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
職
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
か
ら
、
歴
史
の
不
条
理
に
対
し
て
深
い
煩
悶
を
抱
き
、
精
神
的
に
追
い
つ
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
と
き
に
松
岡
操
四
一
歳
、

彼
の

六
五
年
の
人
生
の
な
か
で
は
、
も
っ
と
も
困
難
な
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
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家の存続父の課題

ろ
う
。

　
九

ヵ
月
の
空
白
期
間
を
お
い
た
の
ち
の
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
一
〇
月
、
彼

　
し
か
ま

は
飾
磨
県
（
現
・
兵
庫
県
）
か
ら
次
の
よ
う
な
辞
令
を
与
え
ら
れ
た
。

学
区
取
調
申
付
候
事

但
神
東
神
西
両
郡
担
当

　
　
壬
申
十
月

松
岡
操

飾
磨
県

　
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
八
月
に
学
制
が
公
布
さ
れ
、
明
治
の
新
し
い
学
校
制

度
が
発
足

し
た
。
そ
の
学
制
を
実
施
す
る
た
め
に
、
そ
の
年
の
一
〇
月
に
父
は
県

か

ら
「
学
区
取
調
」
の
仕
事
を
委
嘱
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
学
区
制
は
、

全

国
を
八
大
学
区
に
・
各
大
学
区
を
三
二
中
学
区
に
・
各
中
学
区
を
二
一
〇
小
学

区
に
分
か

ち
、
大
学
区
に
は
大
学
校
を
・
中
学
区
に
は
中
学
校
を
・
小
学
区
に
は

小
学
校
を

そ
れ
ぞ

れ
一
校
ず
つ
設
置
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
た
。
し
か
も
学

校
設
置
の
た
め
の
基
本
区
画
で
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
教
育
行
政
の
単

位
で
あ
る
と
も
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
学
区
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
か
は
、

学
校
制
度
を
成
功
さ
せ
る
た
め
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
父
の
仕
事
は
、

神
東
・
神
西
両
郡
（
の
ち
に
合
併
し
て
神
崎
郡
と
な
る
）
に
つ
い
て
、
そ
の
学
区

を

ど
の
よ
う
に
設
定
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
学
制
実
施
の

成
否
の

鍵
を

握

る
重
要
な
仕
事
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
仕
事
量
そ

の

も
の
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
一
般
行

政
区
画

と
は
別
個
に
教
育
行
政
区
画
を
設
け
る
方
針
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
実
状

は

当
時
の
一
般
行
政
区
画
で
あ
る
大
区
・
小
区
の
制
度
を
基
礎
に
し
た
り
、
郡
や

町
村
を

基
礎
に
し
た
り
す
る
例
が
多
か
っ
た
（
『
学
制
百
年
史
』
第
一
編
第
一
章
、

一
九
七

二
年
）
。
「
学
区
取
調
」
な
る
も
の
の
仕
事
は
ほ
ど
な
く
し
て
終
了
し
た
は

ず

で
、
県
と
は
一
時
的
な
雇
用
関
係
に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
と
は
い
え
こ
の
仕
事
は
、
彼
が
県
当
局
と
繋
が
り
を
持
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て

い

た
。
彼
と
い
う
人
間
の
存
在
と
学
識
は
飾
磨
県
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
旧
幕

時
代
の
教
育
者
で
あ
っ
た
松
岡
操
は
、
新
政
府
の
も
と
で
も
教
育
者
と
し
て
の
道

を

歩
む

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
右
の
辞
令
か
ら
一
年
後
、
彼
は
「
更
化
学
校
」

の

教
員
に
な
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
岡
操

更
化
学
校
一
等
助
教
申
付
候
事

　
　
明
治
六
年
十
月
廿
九
日

飾
磨
県

　

こ
の
更
化
学
校
と
は
柳
田
の
自
伝
に
い
う
飾
磨
県
立
龍
野
更
化
中
学
校
の
こ
と

を

指
す
の

で

あ
ろ
う
。
こ
の
年
の
一
二
月
に
設
立
さ
れ
た
も
の
の
、
翌
年
に
廃
校

に

な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
前
に
紹
介
し
た
。
こ
の
廃
校
措
置
と
関
係
が
あ
る
と

思
わ
れ

る
辞
令
が
残
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
は
「
免
教
員
候
事
」
と
だ
け
記
し
て
あ

る
。
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
八
月
三
一
日
の
日
付
で
あ
る
か
ら
、
一
年
た
ら
ず

の

雇

用
期
間
に
と
ど
ま
っ
た
。
だ
が
こ
の
と
き
は
そ
れ
ほ
ど
落
胆
し
な
か
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
別
の
就
職
口
が
す
ぐ
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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辻川時代の柳田国男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
岡
操

第
九
大
区
第
三
小
区
明
徳
小
学
校
二
等
教
員
申
付
候
事

　
但
月
給
金
五
円

　
　
明
治
七
年
十
月
十
五
日
　
　
　
　
飾
磨
県

　
明
徳
小
学
校
は
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
に
設
置
さ
れ
、
一
八
七
六
（
明
治

九
）
年
一
月
に
昌
文
小
学
校
と
改
称
さ
れ
て
い
る
（
『
神
崎
郡
誌
』
二
一
四
ペ
ー

ジ
、
一
九
四
二
年
）
。
宮
崎
が
前
掲
書
の
中
で
松
岡
操
が
昌
文
小
学
校
で
教
鞭
を

と
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
（
三
四
ぺ
ー
ジ
）
、
こ
の
明
徳

小
学
校
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
東
田
原
村
（
の
ち
西
田
原
村

に
移
転
）
に
あ
り
、
彼
の
家
か
ら
も
近
い
。
龍
野
に
あ
る
更
化
中
学
校
の
場
合
で

は
父
の

み
の

単
身
赴
任
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
明
徳
小
学
校

は
徒
歩
通
勤
圏
内
に
立
地
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
人
事
は
大
歓
迎
で
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。

　
だ

が
父
は

こ
の
恵
ま
れ
た
職
場
を
す
ぐ
に
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
今

度
は
彼
の
側
に
原
因
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
小
学
教
員
辞
職
願

私
儀
去
十
月
以
来
明
徳
学
校
教
員
被
申
付
候
所
兎
角
疸
痛
持
病
平
癒
仕
兼
候

二

付
不
得
已
辞
職
支
度
此
段
奉
懇
願
候
以
上

　
　
明
治
九
年
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
　
　
　
第
九
大
区
第
一
小
区
田
尻
村

　
　
　
明
徳
小
学
二
等
教
員
　
松
岡
操
　
印

　
　
　

（中
略
）

飾
磨
県
参
事
岡
崎
真
鶴
殿

　

「
疵
痛
」
を
理
由
と
す
る
辞
職
願
い
を
出
し
て
い
る
。
腹
部
に
発
作
性
周
期
性

の
痛
み
を

強
く
感
じ
る
持
病
に
長
く
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
右
の
辞
職
願

い
が
本
人
の

自
発
的
意
思
に
よ
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
辞
職
願
い
を
出
さ
ざ
る
を

得

な
い
よ
う
な
状
況
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
こ
と
の
結
果
な
の
か
、
今
と
な
っ
て
は

知
る
よ
し
も
な
い
が
、
そ
の
翌
日
の
日
付
で
職
を
免
じ
る
旨
の
辞
令
を
県
か
ら
受

け
と
っ
て
い
る
。
こ
の
学
校
で
も
在
職
期
間
は
一
年
数
か
月
で
し
か
な
い
。
こ
の

明
徳
小
学
校
時
代
に
国
男
が
生
ま
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
か

ら
二
年
ほ
ど
し
て
、
彼
は
こ
れ
ま
で
と
は
畑
違
い
の
方
面
で
仕
事
を
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
神
社
職
員
と
し
て
の
仕
事
を
県
か
ら
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

柳
田
の
自
伝
に
も
記
さ
れ
て
い
る
敬
神
家
ぶ
り
が
、
県
当
局
の
評
価
す
る
と
こ
ろ

と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
岡
操

播
磨
国
多
可
郡
的
場
村
荒
田
神
社
祠
官
申
付
候
事

　
　
明
治
十
年
十
一
月
廿
四
日
　
　
　
兵
庫
県

　
荒
田
神
社
は
こ
の
頃
は
ま
だ
郷
社
で
あ
っ
た
が
（
一
九
一
四
年
に
県
社
）
、
延

喜
式
に
名
を
連
ね
る
式
内
社
で
あ
り
、
播
磨
国
で
は
播
磨
二
宮
と
い
う
高
い
地
位

52



一 父の課題一家の存続

に

あ
る
神
社
で
あ
っ
た
（
『
兵
庫
県
神
社
誌
』
中
巻
、
五
四
七
ペ
ー
ジ
、
一
九
三

八
年
）
。
国
家
神
道
下
の
社
格
か
ら
い
え
ば
、
神
社
に
は
官
社
と
諸
社
が
あ
り
、

諸
社
に
は
府
県
社
と
郷
社
が
含
ま
れ
て
い
た
。
政
府
の
神
祇
官
が
所
管
し
た
の
は

官
社
だ
け
で
、
諸
社
は
地
方
官
が
所
管
し
て
い
る
。
右
資
料
の
発
令
者
が
兵
庫
県

に

な
っ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
と
は
い
え
諸
社
の
神
官
に
は
県
か
ら
の

給
与
支
給
は
な
く
、
住
民
の
信
仰
に
任
せ
て
適
宜
給
与
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
。
郷
社
に
は
祠
官
と
祠
掌
の
二
種
の
神
官
が
配
さ
れ
た
が
（
の
ち
の
社
司
・
社

掌
に
相
当
）
、
松
岡
操
が
任
命
さ
れ
た
の
は
祠
官
の
方
で
あ
る
。
祠
掌
を
指
揮
し

て

神

明
に
奉
仕
し
、
祭
祀
を
掌
し
、
庶
務
を
管
理
す
る
と
い
う
の
が
そ
の
仕
事
で

あ
っ
た
（
『
内
務
省
史
』
第
二
篇
第
一
部
第
二
章
、
一
九
七
一
年
）
。

　

畑
違
い
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
郷
社
の
祠
官
を
拝
命
す
る
こ
と
に
し
た
理

由
は
、
や
は
り
経
済
的
な
必
要
性
か
ら
で
あ
っ
た
。
「
か
つ
て
維
新
前
後
に
暮
ら

し
た
姫
路
時
代
の
よ
う
に
一
家
の
生
活
が
そ
う
豊
か
で
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
、

思

い

切
っ
て
そ
の
よ
う
な
方
面
違
い
の
仕
事
を
も
辞
さ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
か

る
」
と
自
伝
に
あ
る
（
「
実
父
、
松
岡
操
の
こ
と
」
）
。
荒
田
神
社
の
あ
る
多
可
郡

ま
と
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
み

的
場
村
（
現
・
加
美
町
）
は
辻
川
か
ら
の
徒
歩
通
勤
圏
に
は
な
い
。
有
用
の
と
き

だ

け
赴
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
や
は
り
こ
こ
も
単
身
赴
任
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か

と
推
測
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
ニ
ヵ
月
後
の
一
八
七
八
（
明
治
一

一
）
年
一
月
に
当
地
の
必
中
小
学
校
で
「
助
教
」
と
し
て
雇
い
入
れ
る
と
い
う
内

容
の
辞
令
が
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
月
給
四
円
」
と
い
う
但
し
書
き
が

付
い
て
い
る
。
同
年
一
〇
月
に
は
「
教
導
職
試
補
」
の
資
格
を
神
道
事
務
局
か
ら

与

え
ら
れ
た
。
神
道
事
務
局
は
大
教
院
の
解
散
を
予
測
し
た
一
部
の
指
導
的
神
道

家
が
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
に
結
成
し
た
教
派
神
道
の
団
体
、
教
導
職
試
補
は

一
四
級
あ
る
教
導
職
の
う
ち
の
七
級
以
下
を
指
し
て
い
る
。
教
導
職
は
、
神
社
を

説
教
場
に

し
て
法
話
を
講
じ
、
天
皇
を
中
心
に
し
た
国
民
統
合
を
は
か
る
と
い
う

教
化
政
策
（
大
教
宣
布
運
動
）
の
た
め
の
職
で
あ
る
か
ら
、
当
時
は
下
火
に
な
っ

て

い

た
け
れ
ど
も
、
こ
の
仕
事
に
も
従
事
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
教
導
職
と
し

て

の
俸
給
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
神
社
の
祠
官
と
小
学
校
の
助
教
を
兼
任
し
て
、
経
済
的
に
は
安
定
し
た
は
ず
で

あ
る
が
、
こ
こ
も
一
年
数
ヵ
月
で
辞
め
て
し
ま
っ
た
。
一
八
七
九
（
明
治
一
二
）

年
一
月
二
八
日
付
け
の
兵
庫
県
の
辞
令
が
そ
の
こ
と
を
伝
え
て
い
て
、
本
人
か
ら

の

願
出
に
よ
り
、
祠
官
を
免
じ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
必
中
小
学
校
に
つ
い
て
も

こ
れ
と
前
後
し
て
退
職
し
た
に
違
い
な
い
。

　
な
ぜ
退
職
し
て
し
ま
っ
た
の
か
、
理
由
は
推
測
す
る
し
か
な
い
が
、
ち
ょ
う
ど

こ
の
頃
、
す
な
わ
ち
一
八
七
八
（
明
治
＝
）
年
七
月
に
長
男
の
鼎
が
師
範
学
校

を

卒

え
て
辻
川
に
帰
郷
し
、
前
記
の
昌
文
小
学
校
に
着
任
し
た
事
実
と
関
係
が
あ

る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
年
の
＝
月
に
は
鼎
に
家
督
を
相
続
さ
せ
て
い
る
か
ら
、

引
退
し
て
楽
隠
居
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
と
は
い
え
鼎
の
方
に
し

て

み
れ
ば
、
妻
の
ほ
か
に
両
親
と
国
男
・
静
雄
の
二
人
の
弟
を
養
っ
て
い
か
な
け

れ
ば

な
ら
ず
（
輝
夫
は
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
）
、
家
計
は
引
き
つ
づ
き
苦
し
か

っ

た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
も
な
く
鼎
は
小
学
校
に
見
切
り
を
つ
け
、
医
業
の
方

へ
転
進
す
る
べ
く
一
八
八
一
（
明
治
一
四
）
年
の
一
一
月
に
東
京
へ
と
旅
立
っ
て

い
っ

た
。
残
っ
た
父
は
再
び
家
計
を
支
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
3

　
『
故
郷
七

十
年
』
に
い
う
「
父
の
伯
州
ゆ
き
」
は
、
こ
の
経
済
的
必
要
性
か
ら
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具
体
化

し
た
。
鳥
取
県
東
伯
郡
赤
碕
町
は
古
く
か
ら
の
宿
場
町
で
あ
る
が
、
そ
こ

の
漢
学
塾
か

ら
の
招
き
に
応
じ
、
一
八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
に
現
地
へ
単
身
赴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

任

し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
妻
子
は
同
行
せ
ず
、
辻
川
に
残
っ
た
。
し
か
し
父
は

精
神
的
に

ま
い
っ
て
し
ま
い
、
一
年
余
り
で
辻
川
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。　

し
ぼ
ら
く
の
空
白
期
間
を
お
い
た
の
ち
の
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
冬
、
松

岡
操
は
妻
の
実
家
が
あ
る
北
条
（
現
・
加
西
市
）
に
家
族
を
連
れ
て
転
居
す
る

（
た
だ

し
妻
の
実
家
で
あ
る
尾
芝
家
は
す
で
に
消
滅
し
て
い
た
）
。
こ
こ
の
北
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

小
学
校
に

「
補
助

員
」
と
し
て
勤
め
る
た
め
で
あ
っ
た
が
、
家
族
が
同
行
し
た
の

は
、
単
身
赴
任
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
父
の
健
康
を
お
も
ん
ぱ
か
っ
て
の
措
置

で

あ
ろ
う
。
辻
川
を
東
西
に
横
切
る
丹
波
街
道
に
沿
っ
た
隣
町
で
、
集
落
の
規
模

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

は

辻
川
よ
り
も
大
き
い
。
磯
饅
を
体
験
し
た
の
が
こ
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
自

伝
に
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
（
「
機
饅
の
体
験
」
）
。

　

と
こ
ろ
で
教
員
組
織
内
部
で
の
地
位
で
あ
る
が
、
一
連
の
辞
令
に
記
載
さ
れ
て

い

る
と
お
り
、
小
学
校
で
の
父
の
地
位
は
そ
れ
ほ
ど
高
い
わ
け
で
は
な
い
。
北
条

小
学
校
で
は
「
補
助
員
」
、
更
化
中
学
校
で
は
二
等
助
教
L
、
明
徳
小
学
校
で
は

「
二
等
教
員
」
、
必
中
小
学
校
で
は
「
仮
助
教
」
の
ち
「
助
教
」
で
あ
っ
た
。
い

ず
れ
も
「
二
」
と
か
「
助
」
と
か
が
付
い
て
い
る
。
な
ぜ
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

教
員
免
許
を
持
た
な
い
ま
ま
に
教
壇
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
学
制
に
せ
よ

教

育
令
に
せ
よ
、
小
学
校
の
教
員
と
な
る
に
は
、
師
範
学
校
を
卒
業
す
る
か
、
検

定
を
受
け
て
教
員
免
許
を
授
与
さ
れ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
彼
は
、
無
資
格
の
教
員
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
も
父
が
い
く
つ
か
の
学
校
で
教
職
の
地
位
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
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次
の

資
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
父
の
担
当
教
科
が
「
修
身
」
だ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
修
身
科
に
は
儒
学
者
と
し
て
の
学
識
は
必
要
だ
が
、
西
洋
的
な
学
識

は
必
ず

し
も
要
求
さ
れ
な
い
。
そ
の
お
か
げ
で
教
職
の
地
位
は
与
え
ら
れ
た
け
れ

ど
も
、
反
面
、
教
員
と
し
て
の
地
位
の
高
さ
に
恵
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し

か

し
修
身
科
の
場
合
は
の
ち
に
制
度
が
改
正
さ
れ
、
学
力
検
定
を
要
す
る
こ
と
な

く
正
規
の
教
員
（
訓
導
）
と
な
る
道
が
開
か
れ
た
の
で
、
一
八
八
五
（
明
治
一

八
）
年
一
〇
月
に
は
「
教
授
免
許
状
」
を
兵
庫
県
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

一
二
月
に
は
「
六
等
訓
導
」
に
任
じ
ら
れ
、
北
条
小
学
校
の
正
規
の
教
員
に
な
る

こ
と
が
で
き
た
。
す
で
に
五
三
歳
に
な
っ
て
い
た
。
訓
導
に
な
っ
た
と
は
い
っ
て

も
、
訓
導
は
七
等
ま
で
し
か
な
い
か
ら
（
『
神
崎
郡
誌
』
二
〇
六
ペ
ー
ジ
）
、
そ
の

地
位
は

け
っ
し
て
高
く
な
い
。
月
給
は
七
円
に
増
え
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
賃
金
で

も
家
族
を
扶
養
す
る
に
は
充
分
で
な
か
っ
た
ら
し
く
、
国
男
少
年
を
辻
川
の
三
木

家
に
預
け

る
と
い
う
形
で
口
減
ら
し
を
お
こ
な
っ
た
の
は
、
こ
の
頃
の
こ
と
で
あ

（
7
）

る
。
そ
し
て
一
年
数
ヵ
月
後
の
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
四
月
に
北
条
小
学
校

を
辞

し
た
。
鼎
の
帝
国
大
学
卒
業
を
目
前
に
ひ
か
え
、
医
師
と
し
て
一
人
立
ち
す

る
目
途
が
つ
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
今
度
は
本
当
に
楽
隠
居
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
う
し
て
肉
体
面
・
精
神
面
に
わ
た
る
健
康
問
題
を
抱
え
つ
つ
、
不
安
定
な
地

位

と
低
い
身
分
・
安
い
賃
金
、
そ
れ
に
単
身
赴
任
と
い
う
形
を
と
っ
た
異
郷
で
の

一
人
暮

ら
し
に
耐
え
な
が
ら
、
明
治
維
新
後
の
激
動
期
を
つ
た
な
く
生
き
て
き
た

松
岡
操
は
、
生
活
の
た
め
に
働
く
と
い
う
苦
手
の
仕
事
か
ら
や
っ
と
解
放
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
彼
の
勤
務
期
間
が
ど
こ
の
職
場
で
も
一
年
前
後
し
か
な
く
、
し
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か
も
明
徳
小
学
校
と
北
条
小
学
校
を
除
け
ば
単
身
赴
任
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、

も
と
も
と
か
ら
短
期
間
の
雇
用
契
約
だ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
松

岡
操
に
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
条
件
の
あ
ま
り
よ
く
な
い
仕
事
で
も
、
他
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

職
業－
具
体
的
に
は
医
業
ー
で
は
十
分
な
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
以

上

は
、
一
家
を
支
え
て
い
く
た
め
に
は
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

た

と
え
遠
隔
地
で
あ
れ
、
た
と
え
身
分
不
安
定
で
あ
れ
、
た
と
え
低
い
地
位
で
あ

れ
、
た
と
え
低
賃
金
で
あ
れ
、
彼
と
し
て
は
そ
の
仕
事
を
引
き
う
け
ざ
る
を
得
な

い

環
境
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
在
村
知
識
人
で

あ
る
松
岡
操
に
し
て
み
れ
ぽ
、
実
母
が
幕
末
に
開
い
て
い
た
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

う
な
寺
子
屋
的
な
私
塾
を
開
設
し
た
と
こ
ろ
で
、
す
で
に
義
務
教
育
制
度
が
発
足

し
て
い
た
か
ら
生
徒
を
集
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
し
、
漢
方
医
の
方
は
自
伝

に

あ
る
と
お
り
過
当
競
争
の
た
め
に
十
分
な
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態

に

あ
っ
た
。
知
識
人
と
し
て
の
自
分
の
専
門
的
な
能
力
を
生
か
す
道
は
、
新
し
い

教
育
機
関
に
雇
わ
れ
る
以
外
他
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
教
育
者
と
し
て
の
道
し

か
選
択

し
な
か
っ
た
た
め
に
、
失
職
期
間
の
方
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
し
、
賃

金

も
満
足
で
き
る
ほ
ど
の
額
に
は
な
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
維
新
後
の

旧
下
級
武
士
層
の
多
く
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
な
、
都
市
部
に
流
入
し
て
雑
業
に

従
事
す

る
と
い
う
よ
う
な
事
態
に
陥
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
失
職
中
は
医
学
や
漢

学
の

先
生

と
し
て
わ
ず
か
で
も
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
と
、
謹
厳
な
学
者

の

家
庭
に
ふ
さ
わ
し
い
質
素
な
生
活
水
準
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
青
年
時
代

の

操
は
性
格
が
「
狽
介
」
で
そ
の
た
め
に
人
間
関
係
に
摩
擦
が
絶
え
な
か
っ
た
よ

　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
め
ま
ぐ
る
し
く
劇
変
す
る
維
新
の
変
革
期
に
あ
っ
て
、
世

渡
り
に
不
器
用
な
父
は
父
な
り
に
、
家
族
を
扶
養
し
て
い
く
べ
く
出
来
う
る
か
ぎ

り
精
一
杯
の
努
力
を
試
み
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
家
族
を

扶
養
す
る
た
め
の
努
力
は
、
観
点
を
か
え
て
表
現
す
れ
ぽ
、
松
岡
家
の

消
滅
を
阻
止
す
る
た
め
の
努
力
で
も
あ
っ
た
。
す
で
に
妻
の
実
家
で
あ
る
尾
芝
家

は
、
柳
田
の
自
伝
に
も
あ
る
よ
う
に
、
「
か
な
り
悲
し
い
状
態
で
消
滅
に
帰
し
」

て

い
た

（
「
母
の

里
」
）
。
母
の
男
兄
弟
二
人
が
と
も
に
早
世
し
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
。
財
産
と
血
脈
が
家
の
物
的
な
構
成
要
素
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
松
岡
家
の
財

産
は
す
で
に
全
く
な
く
、
子
供
の
成
長
だ
け
を
頼
り
に
す
る
し
か
な
か
っ
た
が
、

経
済
的
に
は

困
難
を
き
わ
め
て
い
た
。
松
岡
家
の
消
滅
を
阻
止
し
、
家
を
存
続
さ

せ
て

い

く
こ
と
、
こ
れ
が
父
松
岡
操
の
生
涯
の
課
題
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

註（
1
）
姫
路
藩
の
学
校
に
は
、
藩
立
の
好
古
堂
の
ほ
か
、
仁
寿
山
貴
・
熊
川
舎
・
申
義
堂

　
　
そ
の
他
が
あ
っ
た
。
好
古
堂
は
武
士
の
子
弟
の
た
め
の
教
育
機
関
で
、
朱
子
学
を
奉

　
　
じ
異
学
を
禁
じ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
や
が
て
国
学
を
も
講
じ
る
こ
と
に
し
、
嘉
永
年

　
　
間
に
は
国
学
者
に
し
て
歌
人
で
も
あ
る
姫
路
藩
士
の
秋
元
安
民
を
教
授
に
し
て
い
る
。

　
　
秋
元
は
大
国
隆
正
の
門
下
生
で
、
こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
平
田
ー
大
国
の
流
れ

　
　
を
汲
む
皇
道
中
心
主
義
的
な
国
学
が
こ
の
地
方
に
定
着
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
2
）
　
若
き
日
の
松
岡
操
は
は
じ
め
仁
寿
山
費
の
ち
に
藩
校
の
好
古
堂
に
学
ん
だ
。
と
も

　
　
に
武
士
の
子
弟
の
た
め
の
教
育
機
関
で
は
あ
る
が
、
好
古
堂
の
教
授
角
田
義
方
の
知

　
　
遇
を
得
、
彼
の
才
能
を
惜
し
ん
だ
角
田
の
特
別
の
計
ら
い
で
入
校
を
許
可
さ
れ
た
の

　
　
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
の
儒
学
は
朱
子
学
の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
国
学

　
　
に
接
し
た
の
は
熊
川
舎
に
勤
務
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
、
好
古
堂
に
い

　
　
た
秋
元
安
民
の
知
遇
を
得
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
尊
王
派
に
な
っ
た
の
は
、

　
　
尊
王
思
想
家
に
し
て
志
士
で
も
あ
っ
た
秋
元
か
ら
の
刺
激
に
ょ
る
の
で
あ
ろ
う
。
彼

55
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の
「
秋
元
安
民
伝
」
（
『
定
本
』
月
報
2
6
所
収
）
に
よ
れ
ば
、
秋
元
の
先
生
で
あ
る
大

　
　
国
隆
正
と
も
交
遊
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
「
秋
元
安
民
伝
」
で
は
彼

　
　
の
政
治
思
想
に
触
れ
て
お
ら
ず
、
歌
人
と
し
て
の
み
評
価
し
て
い
る
。

（
3
）
　
当
時
の
松
岡
家
の
住
所
が
あ
っ
た
「
田
尻
村
」
は
辻
川
の
南
隣
に
あ
る
集
落
で
、

　
　
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
に
合
併
し
て
と
も
に
田
原
村
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は

　
　
自
伝
中
で
の
記
述
を
ふ
ま
え
て
「
生
家
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
家
屋
に
居
住
し
た

　
　
の
は
わ
ず
か
七
歳
の
と
き
ま
で
に
す
ぎ
な
い
」
と
記
述
し
た
が
、
こ
の
辞
職
願
い
が

　
　
出
さ
れ
た
時
点
ー
国
男
二
歳
1
で
は
辻
川
の
生
家
に
住
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と

　
　
に
な
る
。
註
（
1
0
）
で
言
及
す
る
中
川
恭
次
郎
の
松
岡
小
鶴
顕
彰
文
に
は
、
小
鶴
の
墓

　
　
所
も
田
尻
に
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）
松
岡
家
文
書
に
は
松
岡
国
男
の
卒
業
証
書
類
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
ょ
れ

　
　
ば
、
国
男
少
年
が
昌
文
小
学
校
の
小
学
中
等
科
を
卒
業
し
た
の
は
一
八
八
四
（
明
治

　
　
一
七
）
年
の
一
一
月
の
こ
と
で
、
一
八
八
三
（
明
治
一
六
）
年
の
卒
業
と
す
る
「
年

　
　
譜
」
の
記
載
と
合
致
し
な
い
。
「
年
譜
」
に
よ
れ
ば
、
国
男
少
年
が
北
条
町
の
高
等

　
　
小
学
校

（
正

し
く
は
北
条
小
学
校
、
こ
こ
の
小
学
高
等
科
に
入
っ
た
の
で
あ
る
）
に

　
　
入
学

し
た
の
は
一
八
八
三
年
、
一
家
が
北
条
町
に
転
居
し
た
の
は
一
八
八
四
年
冬
と

　
　
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
国
男
少
年
が
一
年
以
上
家
族
か
ら
離
れ
一
人
で
北
条
に
い

　
　
た

こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
昌
文
小
学
校
発
行
の
証
書
に
従
い
、
一
八
八
四
年
冬
ま

　
　
で
辻
川
に
住
ん
で
い
た
と
い
う
説
を
と
る
。
し
た
が
っ
て
父
が
赤
碕
に
赴
任
し
て
い

　
　
た

と
き
の
留
守
宅
は
辻
川
に
あ
り
、
父
の
辻
川
帰
郷
後
、
父
の
北
条
赴
任
に
伴
い
家

　
　
族
で
北
条
に
移
転
し
た
と
考
え
て
い
る
。

（
5
）
　
一
八
八
五
（
明
治
一
八
）
年
一
月
二
二
日
付
け
の
発
令
書
が
松
岡
家
文
書
の
中
に

　
　
あ
る
。
月
給
は
六
円
で
あ
っ
た
。

（
6
）
　
『
北
条
町
志
』
（
一
九
四
四
年
）
四
〇
六
ペ
ー
ジ
以
下
の
記
述
に
よ
れ
ぽ
、
一
八
八

　
　
三

（
明
治
六
）
年
か
ら
一
八
八
五
（
明
治
八
）
年
に
か
け
て
こ
の
地
方
を
襲
っ
た
磯

　
　
鐘
に
よ
っ
て
、
一
五
〇
〇
戸
の
窮
民
が
発
生
し
た
と
い
う
。
た
だ
し
餓
死
者
が
で
る

　
　
ほ

ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。

（
7
）
　
三
木
家
が
国
男
を
預
か
っ
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
と
柳
田
は
回
顧
し
て
い
る
が

　
　

（自
伝
「
大
庄
屋
の
家
に
」
）
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
、
窮
民
の
賑
皿
は
大
庄
屋
の

　
　
仕
事
に
な
っ
て
い
た
（
『
神
崎
郡
誌
』
八
四
ペ
ー
ジ
）
。
松
岡
家
が
三
木
家
に
国
男
の

　
　

こ
と
を
依
頼
し
、
三
木
家
が
そ
れ
を
承
知
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
理
由
が

　
　
わ
か

ら
な
い
と
柳
田
が
言
っ
て
い
る
の
は
、
三
木
通
深
（
公
逢
）
と
松
岡
小
鶴
と
の

　
　
間
に
あ
つ
い
交
遊
が
あ
っ
た
に
せ
よ
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
石
田
善
人
「
三
木
通
深
と

　
　
松
岡
小
鶴
」
『
横
田
健
一
先
生
古
稀
記
念
文
化
史
論
叢
』
下
、
創
元
社
、
一
九
八
七

　
　
年
、
所
収
を
参
照
さ
れ
た
い
）
、
明
治
以
降
は
庄
屋
制
度
が
廃
止
に
な
っ
て
お
り
、

　
　
三
木
家
が
こ
の
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
松
岡
家
に
救
い
の

　
　
手
を

さ
し
の
べ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
、
三
木
家
に
感
謝
の
気
持
ち

　
　
を
抱
き
続
け
た
の
で
あ
る
。

（
8
）
　
自
伝
に
「
〔
私
の
父
は
〕
仕
事
の
必
要
か
ら
い
つ
も
五
里
、
三
里
と
外
歩
き
を
し

　
　
て
い
る
」
と
あ
る
が
（
「
大
庄
屋
の
家
に
」
）
、
そ
の
「
仕
事
」
と
い
う
の
は
医
師
と

　
　
し
て
患
者
の
家
へ
往
診
し
て
い
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
9
）
　
『
兵
庫
県
教
育
史
　
藩
学
・
郷
学
・
私
塾
・
寺
子
屋
篇
』
（
一
九
四
三
年
）
に
「
神

　
　
崎
郡
寺
子
屋
教
育
の
実
際
」
と
し
て
、
松
岡
小
鶴
の
「
松
岡
塾
」
が
紹
介
さ
れ
て
い

　
　
る
（
二
五
四
ペ
ー
ジ
）
。
そ
こ
で
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
設
置
期
間
は
一
八
六
〇
（
万

　
　
延
元
）
年
か
ら
一
八
六
六
（
慶
応
二
）
年
ま
で
で
、
教
科
に
は
読
書
・
習
字
・
算
術

　
　
が
あ
り
、
教
科
書
に
は
四
書
五
経
や
往
来
物
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
小
鶴
の
肉
体
的

　
　
衰
弱
と
と
も
に
、
塾
は
衰
退
に
向
か
っ
た
と
い
う
。
た
だ
し
柳
田
国
男
や
井
上
通
泰

　
　
を

こ
の
塾
の
出
身
と
す
る
な
ど
、
真
偽
の
ほ
ど
が
疑
わ
し
い
記
述
も
な
い
わ
け
で
は

　
　
な
い
。

（
1
0
）
国
男
少
年
の
遠
縁
の
親
戚
で
あ
る
中
川
恭
次
郎
は
、
国
男
の
祖
母
松
岡
小
鶴
を
顕

　
　
彰
し
た
文
章
の
中
で
松
岡
操
に
言
及
し
、
好
古
堂
時
代
の
彼
に
つ
い
て
「
性
狽
介
に

　
　
し
て
師
友
に
容
れ
ら
れ
ず
、
中
道
に
し
て
校
を
逐
は
る
」
と
紹
介
し
て
い
る
（
中
川

　
　

「
松
岡
小
鶴
伝
」
『
女
学
雑
誌
』
第
二
七
二
号
、
一
八
九
一
年
七
月
）
。
性
格
が
「
狽

　
　
介
」
で
あ
る
た
め
に
人
間
関
係
で
な
に
か
と
摩
擦
を
引
き
お
こ
し
て
い
た
か
の
如
く

　
　
で
あ
る
。
そ
の
た
め
好
古
堂
で
も
長
く
勉
学
を
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
ら
し

　
　
く
、
中
川
に
よ
れ
ば
、
辻
川
に
帰
っ
て
医
業
を
は
じ
め
た
の
は
、
学
な
か
ば
に
し
て

　
　
好
古
堂
を
逐
わ
れ
た
た
め
だ
と
い
う
。

二
　
兄
の
課
題

家
の

再
興

他
方
、
長
男
の
鼎
は
維
新
後
の
激
動
期
を
ど
の
よ
う
に
生
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

父
の

生
涯
の

課
題
が
松
岡
家
の
消
滅
阻
止
に
あ
っ
た
と
す
れ
ぽ
、
貧
困
家
庭
の
長
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二　兄の課題一一一家の再興

男
で
あ
る
松
岡
鼎
が
果
た
す
べ
き
生
涯
の
課
題
は
た
だ
一
つ
、
松
岡
の
家
を
少
し

で
も
裕
福
に
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
松
岡
家
の
再
興
で
あ
る
。

ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
課
題
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
一
八
六
〇
（
万
延
元
）
年
に
辻
川
で
生
れ
た
鼎
は
、
父
の
熊
川
舎
勤
務
に
と
も

な
っ
て
姫
路
へ
移
り
、
父
の
失
職
と
と
も
に
辻
川
に
戻
っ
て
き
た
。
ま
も
な
く
学

制

が
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
八
月
に
公
布
さ
れ
、
父
は
そ
の
年
の
一
〇
月
に
学

区
取
調
べ
の
職
に
就
く
。
こ
れ
を
契
機
に
し
て
以
後
教
育
者
と
し
て
の
道
を
歩
む

こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
前
節
で
解
明
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
の
父
は
息
子
に

対

し
て
も
教
育
者
と
し
て
の
道
を
歩
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
師
範
学
校
に
進
学

さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
そ

の

理
由
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
学
制
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
正
規
の

教
員
（
訓
導
）
と
な
る
に
は
師
範
学
校
を
卒
業
し
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た

か

ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
師
範
学
校
が
姫
路
に
新
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

江
戸
時
代
の
古
い
教
育
制
度
の
も
と
で
成
人
し
た
父
で
は
あ
っ
た
が
、
発
足
し
た

ば

か

り
の
新
し
い
教
育
制
度
に
即
座
に
適
応
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
一
応
師
範
学
校
と
書
い
た
が
、
鼎
が
入
学
し
た
師
範
学
校
の
名
称
は

必
ず

し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
校
名
が
頻
繁
に
変
更
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
年
譜
」
に
は
、
国
男
出
生
時
の
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
に
鼎
は
一
五
歳
（
正

し
く
は
＝
ハ
歳
）
で
姫
路
師
範
学
校
に
在
学
中
と
記
さ
れ
て
い
る
。
政
府
が
東
京

や
大
阪

に
官
立
の
師
範
学
校
を
設
け
た
の
は
学
制
公
布
と
同
じ
一
八
七
二
（
明
治

五
）
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
各
府
県
で
も
教
員
の
短
期
養
成
機
関
と
し
て
師
範
伝

習
所
を

設
置
し
、
現
職
の
教
員
や
一
般
の
志
望
者
を
受
け
い
れ
て
い
た
。
飾
磨
県

が

姫
路
に

師
範
伝
習
所
を
作
っ
た
の
は
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
八
月
、
翌
年
こ

れ
を

小
学
校
教
員
師
範
学
校
と
改
称
し
た
。
兵
庫
県
に
統
合
さ
れ
た
の
ち
の
一
八

七
七

（
明
治
一
〇
）
年
六
月
に
は
経
費
節
減
の
た
め
に
神
戸
師
範
学
校
に
合
併
さ

れ
て

い

る
（
『
兵
庫
県
百
年
史
』
第
一
編
第
九
章
、
一
九
六
七
年
）
。
し
た
が
っ
て

厳
密

な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
「
年
譜
」
に
い
う
「
姫
路
師
範
学
校
」
な
る
名
称
を

も
つ
学
校
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
は
世
間
で
普
及
し
て
い
た
通
称
で
あ
ろ
う

と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
い
つ
入
学
し
た
の
か
と
い
う
問
題
と
関
係
し
て
く
る
。
『
故
郷
七

十
年
』
中
の
二
人
前
の
話
L
で
は
、
成
人
に
な
っ
た
一
五
歳
の
と
き
に
は
ま
だ

辻

川
に
い
る
。
数
え
年
だ
と
す
れ
ぽ
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
に
相
当
す
る
は
ず

だ

か

ら
、
新
設
の
姫
路
師
範
伝
習
所
に
こ
の
年
か
ら
入
学
し
た
こ
と
は
十
分
あ
り

え
よ
う
。
ま
た
国
男
少
年
が
生
れ
た
一
八
七
五
年
だ
と
す
れ
ば
、
姫
路
小
学
校
教

員
師
範
学
校
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
神
戸
師
範
学
校
の
卒
業
が
一
八
七
八
（
明
治

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

＝
）
年
で
あ
る
か
ら
、
七
四
年
説
で
は
在
学
期
間
が
四
年
と
少
し
長
く
な
っ
て

し
ま
う
。
松
岡
鼎
に
関
す
る
文
書
の
公
開
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
そ

し
て
師
範
学
校
卒
業
と
と
も
に
、
一
八
七
八
（
明
治
一
一
）
年
七
月
に
辻
川

の

昌
文
小
学
校
の
訓
導
お
よ
び
校
長
と
な
っ
て
帰
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
だ
一
九

歳
の
若
さ
で
あ
る
。
部
下
が
三
、
四
人
い
た
と
い
い
、
父
と
は
対
照
的
に
、
早
く

出
世
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
父
の
目
論
見
ど
お
り
で
あ
っ
た
。
松
岡
家
と
し
て

は
首
を

長
く
し
て
待
ち
望
ん
で
い
た
日
で
あ
り
、
鼎
と
し
て
は
文
字
通
り
故
郷
に

錦
を

飾

る
帰
郷
と
な
っ
た
。
そ
の
年
の
一
一
月
に
は
家
督
を
相
続
し
、
松
岡
家
の

戸
主
に

な
る
。
翌
年
に
は
結
婚
し
て
両
親
・
弟
た
ち
と
同
居
し
て
い
る
。
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辻川時代の柳田国男

　

し
か
し
意
外
な
こ
と
に
、
教
員
生
活
は
長
く
は
続
い
て
い
な
い
。
一
八
八
一

（
明
治
一
四
）
年
の
一
一
月
に
は
医
学
を
目
指
し
て
東
京
へ
旅
立
っ
て
行
っ
た
か

ら
、
わ
ず
か
三
年
間
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
な
ぜ
教
員
の
道
を
捨
て
た
の
か
。
橋
川
以
来
の
通
説
は
、
そ
の
理
由
と
し
て

「
兄
の

悲
劇
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
多
い
。
兄
は
こ
の
三
年
間
に
二
度
結
婚
し
、
二

　
　
　
　
　
（
2
）

度

と
も
失
敗
し
た
。
実
母
と
妻
と
の
折
合
い
が
悪
く
、
家
が
小
さ
か
っ
た
こ
と
も

手
伝
っ
て
対
立
が
尖
鋭
化
し
、
結
局
妻
は
逃
げ
て
い
っ
た
と
い
う
。
鼎
は
失
意
か

ら
酒
を
飲
む
よ
う
に
な
り
、
家
が
治
ま
ら
な
く
な
っ
た
の
で
東
京
へ
遊
学
さ
せ
た

と
す
る
説
で
あ
る
。

　

こ
の
離
婚
原
因
説
は
自
伝
中
で
の
記
述
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
不
自
然
な

点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
第
一
に
、
鼎
は
ど
う
し
て
両
親
と
同
居
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
辻
川
に
保
存
さ
れ
て
い
る
当
時
の
家
は
四
畳
半
二
間
、
三
畳
二
間
計
一

五
畳
の
広

さ
し
か
な
い
。
あ
と
は
土
間
や
板
床
で
あ
る
。
夫
婦
家
族
用
の
家
屋
で

あ
る
が
、
こ
の
面
積
の
家
に
両
親
二
人
、
鼎
夫
婦
二
人
、
そ
れ
に
国
男
と
静
雄
の

二
人
の

弟
（
の
ち
に
は
乳
児
の
輝
夫
が
こ
れ
に
加
わ
る
）
の
二
世
帯
六
人
が
居
住

し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
相
対
的
に
は
た
し
か
に
小
さ
い
。
彼
が
「
日
本
一
小
さ
な

家
」
と
呼
ん
だ
の
も
う
な
ず
け
る
。
し
か
し
な
ぜ
無
理
を
し
て
ま
で
も
、
同
居
し

な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
第

二

に
、
家
が
治
ま
ら
な
く
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
鼎
は
な
ぜ
教
員
の
地
位

を

捨
て

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
酒
乱
気
味
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い

が
、
逆
境
に
も
め
げ
ず
に
営
々
と
し
て
築
い
て
き
た
新
進
エ
リ
ー
ト
と
し
て
の

地
位

を
、
即
座
に
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
激
し
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
離
婚
に
よ
っ
て
深
く
傷
つ
い
た
に
し
て
も
、
こ
の
種
の
傷
は
時
間
に
解
決
さ

せ

る
の
が
普
通
で
あ
る
。
も
う
少
し
様
子
を
み
る
と
い
う
よ
う
な
判
断
を
な
ぜ
下

さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
松
岡
家
に
と
っ
て
、
せ
っ
か
く
訓
導
に
ま
で
成
長

さ
せ
た
の
に
、
そ
れ
を
す
ぺ
て
否
定
し
て
新
規
蒔
き
な
お
し
を
す
る
と
い
う
の
で

は
、
少
し
決
断
が
迅
速
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
第
三
に
、
な
ぜ
東
京
を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
伝
に
は
「
も
と
も
と
松
岡

家
は

医
者
だ
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
家
と
地
所
を
売
り
、
そ
の
金
で
東
大
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

科
に
兄
を
遊
学
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
」
と
あ
る
。
医
師
に
す
る
と
い
う
の
な
ら
、

父
は

医
師
な
の
だ
か
ら
父
が
教
え
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
父
が
能
力
不

足
だ

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
姫
路
あ
た
り
に
良
い
先
生
が
い
る
は
ず
だ
か
ら
、
何

も
わ
ざ
わ
ざ
東
京
ま
で
出
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
貧
し
い
松
岡

家
に

と
っ
て
は
、
あ
ま
り
に
も
経
済
的
な
負
担
が
大
き
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。

　
鼎
夫
婦
が

父
夫
婦

と
同
居
し
た
の
は
、
儒
教
的
な
忠
孝
観
に
よ
る
と
も
考
え
ら

れ

る
。
鼎
は
社
会
人
に
な
る
と
同
時
に
家
督
を
相
続
し
妻
帯
し
て
い
る
が
、
竹
田

旦
に

よ
れ
ば
、
家
督
相
続
人
が
成
人
妻
帯
し
て
家
長
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
格
式
を

備
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に
家
督
相
続
を
お
こ
な
い
、
父
が
楽
隠
居
す
る
の
は

江
戸
時
代
の
武
家
社
会
の
習
慣
で
あ
っ
た
と
い
う
（
『
日
本
民
俗
事
典
』
「
隠
居
」

の

項
）
。
他
方
明
治
民
法
は
ま
だ
施
行
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
民
法
の
規
定
に
従

っ

た
は
ず
は

な
い
。
両
親
と
も
に
儒
教
的
教
養
ー
そ
れ
は
武
家
の
教
養
で
も
あ

っ

たー
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
お
け
ば
、
家
督
相
続
の
面
だ
け
で

は

な
く
、
同
居
す
る
こ
と
に
し
た
の
も
儒
教
的
な
親
孝
行
の
観
念
に
よ
る
と
考
え
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二　兄の課題一一一家の再興

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
た
と
え
そ
う
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
無
理
な
同
居
で
あ

っ

た

と
い
う
点
に
変
わ
り
は
な
い
。

　
問

題
は
再
び
家
の
大
き
さ
に
立
ち
か
え
る
。
た
と
え
儒
教
的
な
価
値
観
に
も
と

つ

く
同
居
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
家
屋
敷
が
広
け
れ
ば
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
深
刻
化
し

な
い
。
二
世
帯
六
人
家
族
が
居
住
す
る
に
十
分
な
広
さ
の
家
に
、
鼎
は
な
ぜ
住
も

う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
柳
田
の
自
伝
に
よ
れ
ば
、
辻
川
の
家
は
彼

が

生

ま
れ
る
前
の
年
に
他
所
か
ら
購
入
し
、
辻
川
の
地
に
移
築
し
た
も
の
だ
と
い

う
。
こ
と
さ
ら
に
愛
着
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
の
家
と
は
思
え
な
い
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
は
経
済
問
題
に
帰
着
す
る
。
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
鼎
の
収
入

で
は

二
つ
の

世
帯
を

十
分
に
同
居
さ
せ
ら
れ
る
だ
け
の
広
さ
を
も
つ
家
が
入
手
で

き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
訓
導
と
し
て
の
資
格
を
も
つ
教

員
の
地
位
は
父
に
く
ら
べ
れ
ば
恵
ま
れ
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、
二
世
帯
六
人

家
族
を

扶
養
し
て
い
く
に
は
不
十
分
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
と
す
れ
ぽ
、
困
窮
す
る
松
岡
家
を
再
建
す
る
ぺ
く
試
み
た
師
範
学
校
ー
教
員
の

道
は
失
敗
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
地
元
の
小
学
校
の
校
長
に
ま
で
な
り
な
が
ら
、

わ
ず
か
三
年
で
見
切
り
を
つ
け
た
の
は
、
収
入
の
少
な
さ
に
対
す
る
不
満
が
理
由

で
あ
っ
た
と
考
え
る
し
か
な
い
。
酒
に
親
し
む
よ
う
に
な
っ
た
原
因
に
は
、
離
婚

問
題
だ
け
で
は
な
く
、
公
的
生
活
で
の
〃
人
生
の
失
敗
〃
に
対
す
る
挫
折
感
も
含

ま
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
鼎
は
戸
主
で
あ
る
。
な
ん
ら
か
の
仕
事
に

就
い
て
生
計
を
た
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
っ
て
も
農
村
部
に
住
む

知
識
人
が
選
択
で

き
る
職
業
は
そ
う
多
く
は
な
い
。
教
員
に
不
満
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
ほ
か
に
選
べ
る
職
業
は
医
師
か
官
吏
ぐ
ら
い
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
先
祖
の
地

で
あ
る
辻
川
と
い
う
土
地
に
こ
だ
わ
る
の
で
あ
れ
ば
、
医
師
の
方
が
好
ま
し
い
。

　
折
か

ら
、
す
ぐ
下
の
弟
で
あ
る
井
上
通
泰
が
医
学
を
修
め
る
べ
く
、
東
京
へ
と

出
発
し
て
行
っ
た
。
井
上
家
は
医
家
で
あ
る
か
ら
、
養
嗣
子
と
し
て
入
籍
さ
れ
た

通
泰
は

医
業
を
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
あ
る
。
操
の
第
三
子
で
あ
る
泰

蔵
が
井
上
家
に
養
子
と
し
て
入
っ
た
の
は
一
八
七
七
（
明
治
一
〇
）
年
の
こ
と
、

通
泰

と
名
を
改
め
た
彼
は
翌
年
に
姫
路
に
出
て
漢
学
を
修
め
、
一
八
八
〇
（
明
治

＝
二
）
年
に
一
五
歳
で
上
京
し
て
大
学
予
備
門
に
通
っ
た
の
ち
、
一
八
八
五
（
明

治
一
八
）
年
に
東
京
大
学
医
学
部
に
入
学
、
五
年
後
の
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

年
に
帝
国
大
学
を
卒
業
し
て
東
京
御
徒
町
に
井
上
眼
科
医
院
を
開
業
し
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
医
師
と
な
る
た
め
に
上
京
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
然
性

が
そ

れ
ほ

ど
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
制
度
面
に
つ
い
て
い
え
ぽ
、
教
育
界
と
同
じ

く
、
医
学
界
に
あ
っ
て
も
激
し
い
制
度
改
革
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
て
、
一
八
七
四

（
明
治
七
）
年
に
発
布
さ
れ
た
医
制
に
よ
れ
ぽ
、
開
業
医
た
ら
ん
と
す
る
者
は
医

師
開
業
試
験
に
合
格
し
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
ず
、
そ
の
試
験
に
合
格
す
る
た
め

に
は
西
洋
医
学
を
修
得
し
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
（
医
学
校
卒
業
者
は
試

験
免
除
）
。
漢
方
医
は
そ
の
者
一
代
に
限
り
開
業
を
許
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
の

で
あ
る
（
『
医
制
百
年
史
』
第
一
章
、
一
九
七
六
年
）
。
新
し
い
医
制
の
も
と
で
医

師
を

志
望
す

る
者
は
全
員
が
新
し
い
西
洋
医
学
の
教
育
を
受
け
て
い
な
け
れ
ぽ
な

ら
な
か
っ
た
か
ら
、
西
洋
医
の
養
成
は
急
務
の
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
各
地
の
病

院
の

中
に
は
速
成
教
育
を
お
こ
な
う
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
し
、
大
阪
に
も
官
立
大
阪

専
門
学
校
が
一
八
七
九
（
明
治
一
二
）
年
に
設
立
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
勉
強
し

て

も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
井
上
家
は
裕
福
で
あ
っ
た
た
め
、
日
本
で
最
高
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辻川時代の柳田国男

の

医
学
教
育
機
関

と
な
っ
て
い
た
大
学
の
医
学
部
－
東
京
大
学
医
学
部
が
唯
一

で

あ
っ
た
ー
に
学
ば
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
松
岡
家
の
場
合
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
医
師
で
あ
る
操
が
漢

方
医
を

開
業
し
て
い
て
も
支
障
は
な
い
が
、
鼎
の
方
は
い
か
に
深
く
漢
方
の
勉
強

を

し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
医
師
と
し
て
の
資
格
を
得
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
医
学
校
が
地
元
に
あ
れ
ば
彼
は
そ
ち
ら
へ
進
学
し
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど

も
、
兵
庫
県
に
県
立
神
戸
医
学
校
が
設
置
さ
れ
た
の
は
一
八
八
二
（
明
治
一
五
）

年
の
こ
と
、
鼎
が
東
京
へ
出
発
し
て
い
っ
た
の
は
そ
の
前
年
の
一
八
八
一
（
明
治

一
四
）
年
で
あ
っ
た
。
実
弟
は
す
で
に
東
京
で
修
学
中
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
土

地
は
彼
に
と
っ
て
も
身
近
か
に
感
じ
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
た
だ
し
同
じ
医

学
部
で
も
、
弟
の
方
は
医
学
本
科
で
あ
っ
た
が
兄
は
別
課
医
学
教
場
の
方
で
学
ん

　
　
（
5
）

で
い

る
。
別
課
医
学
教
場
と
い
う
の
は
、
高
齢
で
外
国
語
や
数
学
・
ラ
テ
ン
語
を

修
得
す

る
余
裕
が
な
か
っ
た
り
、
事
情
が
あ
っ
て
大
学
生
活
を
長
く
続
け
る
こ
と

が
で

き
な
い
者
の
た
め
に
開
設
さ
れ
た
教
育
機
関
で
、
日
本
人
の
教
師
が
日
本
語

で
医
学
教
育
を

お
こ

な

う
と
い
う
医
師
の
速
成
課
程
で
あ
っ
た
。
し
か
も
本
科
と

同
じ
く
、
卒
業
す
れ
ば
無
試
験
で
開
業
免
許
が
与
え
ら
れ
た
（
『
東
京
大
学
百
年

史
』
通
史
一
、
第
二
編
第
一
章
二
、
一
九
八
四
年
）
。
鼎
の
遊
学
に
と
も
な
っ
て

父
が

ふ
た
た
び
働
き
に
出
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
鼎
が
速
成
課
程
の
方
を
選
ん
だ
の
は
、
も
ち
ろ
ん
経
済
的
な
理
由
か
ら
で
あ
ろ

う
。
戸
主
と
し
て
い
っ
と
き
も
速
く
収
入
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
身
で
あ
っ
た

か

ら
、
医
師
の
資
格
の
手
に
入
り
や
す
い
方
を
選
択
す
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ

る
。
五
年
後
の
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
一
二
月
に
こ
こ
を
卒
業
し
、
翌
年
の

二
月
に
茨
城
県
布
川
村
（
現
・
利
根
町
）
で
開
業
し
て
い
る
。
医
師
の
家
系
で
あ

っ

た
布
川
の
小
川
家
に
た
ま
た
ま
後
継
者
が
不
在
と
な
り
、
紹
介
す
る
人
が
あ
っ

て

彼
が
そ
の
場
所
を
借
り
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
本
人
と
し
て
は
辻
川
で

の

開
業
が
第
一
希
望
で
、
布
川
は
一
時
的
な
も
の
に
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
ら
し

い
が
、
結
局
故
郷
に
戻
る
こ
と
は
で
き
ず
、
半
年
後
に
国
男
を
、
そ
の
二
年
後
に

両
親
と
静
雄
・
輝
夫
を
辻
川
か
ら
呼
び
よ
せ
て
い
る
（
た
だ
し
父
の
世
帯
と
は
別

居
）
。
両
親
を
呼
び
よ
せ
た
時
点
で
、
辻
川
に
戻
る
計
画
は
断
念
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
国
男
少
年
は
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
に
勉
学
の
た
め
に
上
京
、
一

八
九

三

（
明
治
二
六
）
年
に
な
っ
て
鼎
は
利
根
川
の
対
岸
に
あ
る
千
葉
県
布
佐
町

（
現
・
我
孫
子
市
）
に
移
り
、
こ
こ
を
永
住
の
地
と
し
た
。
両
親
も
一
緒
に
転
居

し
た
の
で
、
こ
こ
が
学
生
時
代
の
国
男
の
帰
省
先
に
な
る
。

　
と
も
あ
れ
鼎
の
開
業
に
よ
っ
て
、
松
岡
家
は
一
応
の
安
定
を
み
た
。
三
人
の
弟

た
ち

の

将
来
の
問
題
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
が
、
二
二
歳
と
す
で
に
相
応
の
年
齢
に

達

し
て
い
た
国
男
少
年
が
丁
稚
や
職
工
な
ど
の
形
で
働
き
に
出
る
こ
と
を
し
て
い

な
い
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
経
済
的
な
面
で
の
問
題
は
こ
れ
で
解
決
し
た
と
評
価
し

て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
鼎
は
二
八
歳
に
な
っ
て
い
た
。

　
換
言
す
れ

ば
、
鼎
は
二
八
歳
に
し
て
や
っ
と
戸
主
と
し
て
の
責
任
を
果
た
す
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
た
め
に
彼
の
人
生
は
一
〇
年
近
く
を
ま
わ

り
道
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
そ
の
間
の
精
神
的
な
重
圧
が
い
か
に
大
き

か
っ

た
か
は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
彼
が
次
三
男
だ
と
か
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

両
親
や
兄
弟
を
扶
養
し
て
い
く
義
務
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
た
ぶ
ん
教
員

生
活
に
不
満
を
持
つ
こ
と
な
く
生
涯
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
（
そ
の
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家の再興ご兄の課題

代
わ
り
師
範
学
校
へ
進
学
す
る
こ
と
も
な
く
、
他
家
の
養
子
と
な
る
か
、
丁
稚
奉

公
に

出
さ
れ
る
か
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
）
。
し
か
し
彼
は
長
男
で
あ
り
、
父

は
生
活

力
に
乏
し
か
っ
た
。
し
か
も
時
代
は
激
動
の
時
代
で
あ
っ
た
。
彼
に
大
き

く
の
し
か
か
っ
て
い
た
松
岡
家
の
再
興
と
い
う
課
題
は
、
生
活
の
拠
点
を
播
州
か

ら
上
総
に
移
す
と
い
う
犠
牲
を
伴
っ
た
け
れ
ど
も
ー
彼
は
生
涯
望
郷
の
念
を
抱

い
て

い
た

と
い
う
が
、
先
祖
の
地
を
捨
て
た
自
責
の
念
と
も
無
関
係
で
は
な
か
ろ

う
ー
、
経
済
的
困
窮
か
ら
松
岡
家
を
救
い
だ
す
と
い
う
最
大
の
目
標
を
達
成
で

き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
鼎
の
喜
び
に
は
ひ
と
き
わ
大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
に
違
い

な
い
。

　
自
身
が
経
済
的
な
安
定
を
得
た
の
ち
は
、
国
男
を
一
高
－
帝
大
へ
、
静
雄
を
海

軍
兵
学
校
へ
、
輝
夫
を
東
京
美
術
学
校
（
の
ち
の
東
京
芸
術
大
学
）
へ
と
い
う
よ

う
に
、
当
時
と
し
て
は
例
を
み
な
い
ほ
ど
の
高
い
高
等
教
育
を
受
け
さ
せ
る
な
ど

し
て
三
人
の
弟
た
ち
を
育
て
上
げ
つ
つ
、
自
ら
は
郡
医
師
会
長
・
千
葉
県
医
師
会

長
や
町
会
議
員
・
郡
会
議
員
・
布
佐
町
長
ほ
か
の
要
職
を
歴
任
し
て
地
元
の
発
展

　
　
　
　
　
　
（
6
）

の

た
め
に
貢
献
し
た
。
自
分
が
家
の
犠
牲
に
な
っ
た
よ
う
な
気
持
に
な
っ
て
い
た

と
柳
田
は
書
い
て
い
る
が
（
自
伝
「
長
兄
の
境
涯
」
）
、
た
し
か
に
通
泰
・
国
男
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

静

雄
・
輝
夫
と
い
う
弟
た
ち
に
く
ら
べ
れ
ば
平
凡
に
見
え
、
本
人
が
不
本
意
な
気

持
ち

を

抱
い
て
い
た
と
い
う
の
は
そ
れ
な
り
に
首
肯
で
き
な
い
わ
け
で
も
な
い
け

れ

ど
も
、
し
か
し
普
通
の
庶
民
の
人
生
と
し
て
評
価
す
る
な
ら
ば
、
貧
窮
の
底
か

ら
身
を
起
こ
し
て
家
の
再
興
と
い
う
大
悲
願
を
果
た
し
、
次
に
は
弟
た
ち
に
平
均

的
水
準
以

上
の

教
育
を

与
え
（
つ
ま
り
で
き
る
だ
け
早
く
社
会
へ
送
り
だ
し
て
自

分
の
経
済
的
精
神
的
な
負
担
を
軽
く
す
る
と
い
う
よ
う
な
道
は
選
択
し
な
い
で
）
、

家
長
と
し
て
の
責
任
を
果
し
た
の
ち
に
は
地
域
社
会
の
た
め
に
貢
献
し
て
き
た
の

で

あ
る
か
ら
、
無
一
文
で
故
郷
を
出
、
他
郷
へ
入
っ
て
き
た
新
参
者
の
人
生
と
し

て

は
、
異
例
の
こ
と
だ
と
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
兄
の
こ
う
い
っ
た
人
生
は
学
問
を
修
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
開
拓
す
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
、
福
沢
諭
吉
が
『
学
問
の
す
す
め
』
の
中
で
説

い
た

自
助
主
義
の
人
生
哲
学
を
地
で
い
っ
た
よ
う
な
人
生
を
歩
い
て
き
た
人
で
あ

っ

た
。
そ
し
て
国
男
自
身
も
こ
う
い
っ
た
兄
の
自
助
精
神
を
脳
裏
に
深
く
刻
み
こ

ん

で
い

き
な
が
ら
成
長
し
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
興
味
深
い
こ
と
は
、
こ
の

兄
が
弟
た
ち
に
も
高
い
学
校
教
育
を
与
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
柳
田
は
『
明
治
大

正
史

　
世
相
篇
』
の
中
で
家
制
度
を
論
じ
、
長
子
へ
の
単
独
相
続
か
ら
す
べ
て
の

子
供
た
ち
の
幸
福
を
願
う
相
続
方
法
へ
と
変
遷
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い

る
が
（
第
九
章
）
、
国
男
自
身
も
こ
う
い
っ
た
新
し
い
考
え
方
に
従
っ
て
育
て

ら
れ
て
き
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

註（
1
）
　
「
年
譜
」
に
は
「
姫
路
師
範
よ
り
転
校
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
鼎
の
自
発
的
な

　

転
校
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
誤
解
を
与
え
る
。
制
度
変
更
と
い
う
外
的
事
情
の
た
め

　
　
に
神
戸
師
範
に
移
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
2
）
　
辻
川
で
の
鼎
の
結
婚
回
数
は
、
柳
田
の
回
想
で
は
一
度
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
が
、

　

宮
崎
の
前
掲
書
で
の
指
摘
に
よ
れ
ば
二
度
で
あ
っ
た
と
い
う
（
＝
六
ペ
ー
ジ
）
。

　
　
し
か
し
二
度
説
を
裏
付
け
る
資
料
の
提
示
が
な
い
た
め
に
、
筆
者
と
し
て
は
賛
否
の

　

判
断
を
決

し
か
ね
る
け
れ
ど
も
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
事
柄
で
あ
る
と

　
　
い
う
事
情
を
汲
み
、
と
り
あ
え
ず
は
宮
崎
説
に
従
っ
て
お
く
。

（
3
）
　
松
岡
家
が
売
却
し
た
の
は
、
正
し
く
は
家
屋
の
み
で
あ
る
。
後
掲
の
戸
籍
簿
に
記

　

載
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
も
と
も
と
三
木
家
か
ら
の
借
地
に
住
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
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る
。
柳
田
の
記
憶
の
誤
り
は
、
中
井
信
彦
の
指
摘
に
よ
る
（
『
歴
史
学
的
方
法
の
基

　

準
』
塙
書
房
、
一
九
七
三
年
、
五
八
ペ
ー
ジ
）
。

（
4
）
　
柳
田
国
男
研
究
会
編
著
『
柳
田
国
男
伝
』
（
＝
二
書
房
、
一
九
八
八
年
）
第
二
章

　
　
第
二
節
（
永
池
健
二
稿
）
に
よ
る
。

（
5
）
　
「
年
譜
」
に
あ
る
「
別
科
医
学
科
」
と
本
稿
に
い
う
「
別
課
医
学
教
場
」
と
は
同

　
　
一
物
。

（
6
）
　
前
掲
『
柳
田
国
男
伝
』
第
二
章
第
一
節
（
山
内
克
之
稿
）
に
よ
る
。

（
7
）
　
い
ず
れ
も
人
名
辞
典
に
出
て
い
る
ほ
ど
の
人
で
あ
る
か
ら
簡
単
に
だ
け
紹
介
し
て

　
　
お
く
と
、
井
上
通
泰
は
歌
人
・
国
文
学
者
・
医
師
、
宮
内
省
御
歌
所
寄
人
・
宮
中
顧

　
　
問
官
。
松
岡
静
雄
は
言
語
学
者
・
民
族
学
者
’
国
文
学
者
、
海
軍
大
佐
。
松
岡
映
丘

　
　
（
輝
夫
）
は
日
本
画
家
、
東
京
美
術
学
校
教
授
・
帝
国
美
術
院
会
員
。

三
　
国
男
の
位
置

マ

ー
ジ
ナ
ル
・
マ
ン

境
界
人
と
し
て
の
環
境

　
国
男
が
男
ば
か
り
の
八
人
兄
弟
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
記
し
た
。
鼎
以
下
、

俊
次
・
泰
蔵
・
芳
江
・
友
治
・
国
男
・
静
雄
・
輝
夫
で
あ
る
。
う
ち
芳
江
と
友
治

は
数
歳
で
他
界
し
、
次
男
の
俊
次
は
病
を
得
て
一
九
歳
の
若
さ
で
夫
折
し
て
し
ま

っ

た

か

ら
、
成
人
し
て
社
会
的
に
活
躍
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
鼎
・
泰
蔵

（
井
上
通
泰
）
・
国
男
・
静
雄
・
輝
夫
の
五
人
だ
け
で
あ
っ
た
。
柳
田
国
男
研
究

に

あ
っ
て
は
、
国
男
を
基
準
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
長
兄
・
次
兄
・
次
弟
・
末
弟
と

も
別
称
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
別
称
に
従
え
ば
、
国
男
は
実
質
的
に
は
五
人

兄
弟
の
真
中
の
子
供
、
あ
る
い
は
事
実
上
の
三
男
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

こ
の
表
現
で
は
国
男
の
位
置
を
見
誤
る
お
そ
れ
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。

　
彼
が
家
庭
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
っ
た
の
か
を
知
る
た
め
に
は
、
も
う

少
し
細
か
な
検
討
が
必
要
と
な
ろ
う
。
こ
の
兄
弟
関
係
を
国
男
少
年
出
生
の
時
点

で
把
握

し
な
お
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
国
男
が
生
れ
た
年
、
鼎
は
ニ
ハ
歳
で

「
姫
路

師
範
学
校
」
在
学
中
、
俊
治
（
＝
歳
）
は
姫
路
で
住
込
み
奉
公
中
、
泰

蔵
は
九
歳
、
芳
江
と
友
治
は
す
で
に
死
亡
し
て
い
た
。
つ
ま
り
辻
川
の
家
で
両
親

と
一
緒
に
住
ん
で
い
た
の
は
、
両
親
と
兄
の
泰
蔵
の
四
人
だ
け
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。　

そ

の

泰
蔵
は
国
男
が
三
歳
の
と
き
に
近
隣
集
落
の
旧
家
井
上
家
へ
養
子
に
行
き
、

国
男
六
歳
の
と
き
に
上
京
し
た
。
鼎
は
国
男
四
歳
の
と
き
に
神
戸
師
範
学
校
を
卒

業
し
て
故
郷
の
辻
川
に
戻
っ
て
き
た
が
、
辻
川
に
い
た
の
は
三
年
だ
け
で
、
国
男

七
歳
の
と
き
に
や
は
り
東
京
へ
発
っ
て
い
っ
た
。

　
換
言
す
れ
ぽ
、
国
男
少
年
が
兵
庫
県
で
過
ご
し
た
一
三
年
間
の
う
ち
、
鼎
と
生

計

を
共
に
し
た
の
は
四
歳
か
ら
七
歳
ま
で
の
三
年
間
に
す
ぎ
ず
、
泰
蔵
に
い
た
っ

て

は
一
つ
屋
根
で
暮
ら
し
た
記
憶
は
ほ
と
ん
ど
持
っ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
俊

治
は
国
男
が
九
歳
の
と
き
に
大
阪
で
腸
チ
フ
ス
の
た
め
に
死
去
し
て
し
ま
っ
た
か

ら
、
せ
い
ぜ
い
盆
と
正
月
の
と
き
に
顔
を
あ
わ
せ
た
こ
と
が
あ
る
程
度
で
、
一
緒

に
生
活

し
た
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
兄
弟
の
中
で
の
位
置
関
係
を
整
理
し
な

お

し
て
み
る
と
、
兄
弟
の
順
番
か
ら
い
え
ば
国
男
は
次
男
的
な
順
位
に
あ
り
、
両

親
と
の
同
居
の
有
無
の
面
に
つ
い
て
い
え
ぽ
、
兄
が
全
員
他
出
し
て
い
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
国
男
・
静
雄
・
輝
夫
の
〃
三
人
兄
弟
〃
の
長
男
と
も
い
う
べ
き
位
置
に

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
次
男
に
し
て
か
つ
事
実
上
の
長
男
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

兄
弟
の
中
で
の
こ
の
複
雑
な
位
置
関
係
は
、
親
子
関
係
の
中
に
も
微
妙
な
影
響

を

お

よ
ぼ
し
て
い
る
。
父
は
国
男
が
四
歳
の
と
き
に
長
男
の
鼎
に
家
督
を
相
続
さ

せ
て

し
ま
っ
て
い
た
か
ら
、
形
式
的
に
は
楽
隠
居
の
身
で
あ
っ
た
。
生
活
力
に
乏

62



三　国男の位置一境界人としての環境

し
く
、
存
在
感
の
薄
い
人
で
あ
っ
た
う
え
、
断
続
的
に
単
身
赴
任
の
時
期
が
何
回

か
あ
っ
て
、
も
と
も
と
留
守
が
ち
な
人
で
あ
っ
た
。
正
式
の
戸
主
で
あ
る
鼎
は
東

京
で
修
学
中
で
あ
っ
た
か
ら
、
松
岡
家
は
戸
主
が
不
在
の
家
庭
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

　
そ

の

空
白
を
埋
め
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
家
族
を
統
率
し
、
集
落
の
一
員
と
し

て

の

社
会
関
係
や
人
間
関
係
を
処
理
し
て
い
く
役
割
は
、
母
が
一
人
で
背
負
う
こ

と
に
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
こ
の
母
は
、
主
婦
に
し
て
か
つ
事
実
上
の
戸
主
で
あ

っ

た
の

で
あ
る
。
家
庭
の
中
で
事
実
上
の
長
男
で
あ
っ
た
国
男
少
年
は
、
幼
少
で

あ
っ
た
と
は
い
え
、
事
実
上
の
戸
主
で
あ
る
母
か
ら
悩
み
事
や
愚
痴
を
折
に
ふ
れ

て

聞
か
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
自
伝
『
故
郷
七
十
年
』
の
序
文
に
は
、
こ
の

特
異
な
母
子
関
係
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
　
今
頃
お
か
し
な
話
を
す
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
私
は
母
の
腰
巾
着
、
九
州
で

　
　
い

う
シ
リ
フ
ウ
ゾ
、
越
中
の
海
岸
地
帯
で
は
バ
イ
ノ
ク
ソ
な
ど
と
、
皆
に
か

　
　
ら
か
わ
れ
る
児
童
で
あ
っ
た
。
大
き
な
三
人
の
兄
が
遠
く
に
出
て
い
て
、
父

　
　
も
本
ば
か
り
見
て
い
る
人
だ
っ
た
の
で
、
少
し
は
独
り
言
の
聴
き
役
の
よ
う

　
　
な

地
位
に
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
そ
の
癖
横
合
い
か
ら
少
し
で
も
不
審

　
　
を

打
つ
と
、
た
ち
ま
ち
「
お
ま
え
は
ま
だ
子
供
や
さ
か
い
」
の
一
言
を
も
っ

　
　
て

押

さ
え
ら
れ
、
自
分
も
ま
た
自
ら
戒
め
て
、
そ
ん
な
こ
と
は
聴
か
せ
ぬ
よ

　
　
う
に
せ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
研
究
史

で
は
右
の
段
落
か
ら
「
私
は
母
の
腰
巾
着
…
…
児
童
で
あ
っ
た
」
の
部

分
の
み
を
引
用
紹
介
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
あ
た
か
も
マ
ザ
コ
ン
少
年
で
あ
っ

た
か
の

よ
う
な
印
象
を
読
者
に
与
え
て
い
る
。
し
か
し
上
述
の
家
族
関
係
を
念
頭

に
お

き
つ
つ
、
「
大
き
な
三
人
の
兄
が
…
…
せ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
」
の
部
分
も

併
せ
て
読
む
と
、
父
や
兄
の
〃
不
在
〃
を
補
う
か
の
よ
う
に
、
彼
が
母
親
の
パ
ー

ト
ナ
ー
を
つ
と
め
る
べ
き
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
母
親
の
方
で
は

小

さ
な
子
供
を
相
談
相
手
に
す
る
意
図
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
自
分
の
考
え
を

ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
、
彼
に
語
り
か
け
な
が
ら
問
題
点
の
整
理
を
し
て
い
く
と

い

っ

た
程
度
の
こ
と
は
し
ぽ
し
ぽ
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

こ
の
段
落
の
あ
と
に
「
し
か
し
あ
の
頃
の
世
相
の
変
化
に
は
か
え
っ
て
現
代
よ

り
複
雑
で
、
ま
た
烈
し
い
も
の
が
多
か
っ
た
」
と
い
う
文
で
は
じ
ま
る
段
落
が
続

い

て

い

る
。
国
男
少
年
自
身
が
判
断
を
く
だ
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
に
し

て

も
、
母
親
の
事
実
上
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
ま
た
事
実
上
の
長
男
と
し
て
、

当
座
の
家
計
や
子
供
の
将
来
と
い
っ
た
松
岡
家
に
か
か
わ
る
問
題
か
ら
、
激
変
し

て

い

く
村
の
生
活
秩
序
に
対
す
る
松
岡
家
と
し
て
の
対
応
の
仕
方
ま
で
、
そ
の
よ

う
な
問
題
が
問
題
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
機
会
は
多
か
っ
た
。
母

の

こ
と
を
「
か
な
り
厳
粛
な
る
世
相
の
批
判
者
」
「
や
や
詠
嘆
味
を
帯
び
た
前
代

生
活
の
記
述
者
」
と
評
し
て
い
る
の
は
（
『
さ
さ
や
か
な
る
昔
』
「
柳
田
国
男
自

伝
」
）
、
維
新
以
来
何
ご
と
に
つ
け
て
も
不
如
意
で
時
代
の
波
に
乗
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
松
岡
家
に
と
っ
て
、
こ
の
母
が
世
渡
り
の
苦
労
を
ど
の
よ
う
な
形
で
息

子
に

語
っ
て
い
た
か
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
父
兄
の
〃
不
在
〃
が
も
た
ら
し
た
こ

の

特
異
な
母
子
関
係
に
よ
っ
て
、
国
男
少
年
は
、
家
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て

責
任
を
負
う
ほ
ど
の
立
場
に
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
真
剣
に

受
け

と
め
る
べ
き
環
境
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
は
言
い
得
ら
れ
よ
う
。

　
国
男
少
年
が
見
聞
す
る
こ
と
に
な
っ
た
諸
問
題
の
中
で
最
も
衝
撃
的
な
出
来
事
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は
、
母
と
兄
嫁
と
の
対
立
で
あ
っ
た
。
「
母
は
熊
川
舎
で
書
生
の
面
倒
を
見
て
い

た
の

で
、
し
つ
け
は
な
か
な
か
厳
し
か
っ
た
。
父
の
方
は
そ
う
い
う
こ
と
を
一
向

か

ま
わ
な
い
方
で
あ
っ
た
」
（
自
伝
「
父
の
熊
川
舎
塾
監
時
代
」
）
。
娘
時
代
に
は

藩
の
家
老
の
家
に
女
中
奉
公
に
出
た
こ
と
が
あ
り
、
儒
学
者
の
妻
と
な
っ
て
か
ら

は
若
者
を

指
導
す

る
立
場
に
あ
っ
た
だ
け
に
、
儒
教
道
徳
に
厳
格
な
母
で
あ
っ
た

ら
し
い
。
母
の
姑
に
あ
た
る
松
岡
小
鶴
も
、
寺
子
屋
の
師
匠
と
し
て
、
こ
れ
に
厳

し
い
人
で
あ
っ
た
（
自
伝
「
祖
母
、
松
岡
小
鶴
の
こ
と
」
）
。
し
か
も
二
人
と
も
気

性
の
激
し
い
人
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
要
素
が
複
合
し
て
松
岡
家
の
〃
家

風
〃
を
形
作
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
姑
と
嫁
と
の
対
立
は
、
母
の

峻
厳

な
儒
教
道
徳
と
兄
嫁
の
庶
民
的
な
道
徳
観
の
齪
齪
対
立
で
あ
っ
た
と
も
読
み

か

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
男
女
の
差
別
を
厳
に
し
た
近
世
儒
教
の
法
則
は
、
特

に

女
性
に
向
か
っ
て
苛
酷
で
あ
っ
た
」
（
『
妹
の
力
』
「
妹
の
力
」
）
。
後
年
の
柳
田

が

兄
嫁
に
対
し
て
同
情
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
彼
の
婚
姻
論
・
女
性
論
が
、
否
柳
田

民
俗
学
そ
の

も
の
が
激
し
い
儒
教
道
徳
批
判
の
学
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
を

念
頭
に
お
い
て
考
え
て
み
る
と
、
明
示
的
な
母
親
批
判
は
慎
ん
で
い
る
も
の
の
、

母
の

事
実
上
の

パ

ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
彼
女
の
行
為
や
判
断
な
ど
に
つ
い
て
、
そ

れ
を

彼
な
り
に
観
察
し
、
客
観
的
に
評
価
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
こ

の

母
は

ま
た
、
彼
に
家
の
歴
史
と
い
う
も
の
を
語
っ
て
い
た
よ
う
で
も
あ
る
。

そ

れ
は
逆
境
に
あ
る
自
分
を
励
ま
し
、
子
供
た
ち
を
勇
気
づ
け
る
た
め
で
あ
っ
た

ろ

う
が
、
今
と
な
っ
て
は
そ
の
内
容
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
あ
る
程

度

ま
で
は
復
元
可
能
な
の
で
、
以
下
で
少
し
検
討
を
試
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

家
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
集
落
の
中
で
彼
の
家
が
ど
の
よ

う
な
位
置
を
占
め
て
い
た
か
を
分
析
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
自
伝
に
よ
れ
ば
辻
川
は
も
と
も
と
は
農
業
集
落
で
あ
り
、
江
戸
後
期
以
来
商
業

化
が
進
ん

で

い
た

と
い
う
か
ら
、
村
人
の
大
多
数
は
農
民
で
一
部
が
商
工
業
に
従

事

し
て
い
た
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
父
と
兄
は
医
師
や
教
員
の
道
を
選
択
し
て
お

り
、
い
う
な
れ
ば
在
村
の
知
識
人
で
あ
っ
た
が
、
経
済
的
に
は
窮
乏
の
極
に
あ
っ

た

こ
と
は
こ
れ
ま
で
分
析
し
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

し
か
し
経
済
的
に
貧
し
か
っ
た
の
は
、
父
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
代
々
そ
う
で

あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
自
伝
に
も
各
所
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
低

収
入
の

職
業
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
松
岡
家
の
人
々
が
医
に
携
わ
っ
て
き

た
の

は
何
故

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
祖
先
か
ら
の
家
業
と
し
て
宿
命
的
に
定
め
ら
れ

て

い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
題
に
関
連
し
て
、
（
財
）
柳
田
国
男
・
松
岡
家
顕
彰
会
記
念
館
は
一
つ
の

重
要

な
資
料
を
展
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
松
岡
家
に
関
す
る
一
八
七
四
（
明
治

七
）
年
作
製
の
戸
籍
簿
で
あ
る
。
当
時
す
で
に
死
去
し
て
い
た
芳
江
と
友
治
の
名

前
は

な
く
、
戸
籍
作
成
の
翌
年
に
生
ま
れ
た
国
男
は
異
な
っ
た
筆
跡
で
記
入
さ
れ

て

い

て
、
彼
の
名
前
を
あ
と
で
追
加
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
鼎
と
俊
治
に
そ
れ
ぞ

れ
長
男
・
二
男
と
添
書
し
て
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
泰
蔵
を
三
男
、
国
男
を

四
男
と
記
載
し
て
あ
る
の
は
興
味
深
い
。
こ
の
戸
籍
簿
は
、
一
九
七
五
（
昭
和
五

〇
）
年
開
催
の
柳
田
国
男
生
誕
百
年
記
念
の
展
覧
会
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
写
真
版

で
掲
載

さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
中
井
信
彦
が
『
歴
史
学
的
方
法
の
基
準
』
の
中
で

す
で
に
資
料
紹
介
し
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
冒
頭
部
分
の
み
を
引
用
す
る
に
と

ど
め
る
。
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〔原
文
は
朱
書

き
で
訂
正
－
引
用
者
〕

（六
）

第
七
番
屋
敷
借
地
居
住

当
村
三
木
承
太
郎
所
持
地

　
　
　
　
　
農

　
　
　
　
　
父
至
亡

　
　
天
保
三
壬
辰
六
月
十
一

　

〔以
下
略
〕

一日

松
岡
操

　
四

十
二
年
六
ケ

月

　
注

目
す
べ
き
は
「
農
」
の
文
字
で
あ
る
。
つ
ま
り
江
戸
時
代
の
松
岡
家
は
、
公

的
に
は
、
農
民
の
身
分
に
属
し
て
い
た
こ
と
が
こ
こ
か
ら
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ

れ
が

い

つ
の

こ
ろ
か
医
業
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
し
て
操
の
代
に
な
っ

て

教
育
方
面
へ
転
進
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
松

岡
家
の
系
図
に
よ
れ
ぽ
、
松
岡
家
の
初
代
は
勘
四
郎
で
、
以
下
、
松
之
助
・

左
仲
・
至
・
操
と
続
い
て
い
る
。
操
は
五
代
目
で
あ
る
。
う
ち
、
医
師
と
な
っ
た

の

は
左
仲
・
至
（
離
縁
後
は
妻
の
小
鶴
が
医
師
と
な
る
）
・
操
の
三
代
で
、
年
譜

中
の
「
松
岡
家
は
代
々
医
家
」
と
あ
る
う
ち
の
「
代
々
」
と
は
、
こ
の
三
代
の
こ

と
を
指
す
に
す
ぎ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
勘
四
郎
と
松
之
助
の
職
業
は
何
だ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

　
辻

川
の
村
は
天
正
年
間
の
検
地
帳
に
も
記
さ
れ
て
い
て
（
『
神
崎
郡
誌
』
八
七

ペ

ー
ジ
）
、
豊
臣
秀
吉
の
時
代
に
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
が
、
大
部
分
は
江
戸

時
代
か
ら
の
開
発
に
な
る
も
の
ら
し
い
。
後
年
の
彼
は
そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、

「
辻

川
は
あ
ま
り
広
く
な
い
村
で
、
そ
の
大
部
分
を
松
岡
一
族
で
耕
作
し
、
分
家

を

遠
慮

も
な
く
増
や
し
て
い
っ
た
ら
し
い
」
と
言
及
し
て
い
る
（
自
伝
「
西
所
の

松
岡
」
）
。
そ
れ
ま
で
未
墾
の
地
で
あ
っ
た
辻
川
周
辺
の
土
地
を
農
地
と
し
て
開
発

し
た
の
は
、
松
岡
一
族
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
初
代
の
勘
四
郎
の
没
年
が
一
七
七

七

（
安
永

六
）
年
と
系
図
に
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
こ
の
人
は
享
保

の

改
革
頃
か
ら
田
沼
時
代
に
か
け
て
の
時
代
を
生
き
た
人
な
の
で
あ
ろ
う
。
田
沼

時
代
が
は

じ
ま
る
前
あ
た
り
に
新
し
く
分
家
を
立
て
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま

り
彼
は
草
分
け
百
姓
か
ら
の
分
家
で
あ
り
、
本
百
姓
と
し
て
の
農
民
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

　

し
か
し
ま
も
な
く
松
岡
家
の
農
業
経
営
は
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
は
じ
め
た
。

「
そ

こ
〔
稲
荷
の
あ
る
小
さ
な
森
の
こ
と
〕
の
西
所
と
呼
ば
れ
た
田
圃
に
つ
い
て
、

父
が

『
こ
こ
は
ウ
チ
の
田
じ
ゃ
っ
た
が
、
松
之
助
さ
ん
が
売
り
な
は
っ
た
』
と
折

々

語
っ
て
く
れ
た
」
と
書
き
記
し
た
箇
所
が
あ
る
が
（
自
伝
「
稲
荷
信
仰
の
こ

と
」
）
、
二
代
目
の
松
之
助
（
一
七
四
〇
ー
一
八
＝
一
）
の
代
に
は
所
持
地
を
手
放

さ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
く
な
っ
て
い
た
。
「
私
の
父
賢
次
が
生
れ
た
当
時
の
松
岡
家

は
す
で
に
財
産
も
な
く
父
を
医
者
に
す
る
以
外
に
方
法
が
な
か
っ
た
」
（
自
伝
「
鈴

の

森
神
社
」
）
。
五
代
目
の
時
点
で
は
完
全
に
脱
農
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

日
本
経
済
に
つ
い
て
の
歴
史
が
教
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ぽ
、
こ
れ
は
貨
幣
経
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の

展
開
に
よ
っ
て
生
じ
た
農
民
層
分
解
の
過
程
を
示
し
て
い
る
。
松
之
助
は
や
や

侠
客
肌
的

な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
侠
客
肌
の
人
間

が

存
在

し
て
い
た
こ
と
自
体
、
江
戸
時
代
後
期
に
お
け
る
こ
の
地
域
で
の
貨
幣
経

済
の
進
展
ぶ
り
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
前
述
の
松
之
助
云
々
は
、
あ
る
い
は
賭
博

65



辻川時代の柳田国男

な
ど
で
土
地
を
失
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
所
持
地
を
喪

失
し
つ
つ
分
解
を
進
め
て
い
く
過
程
で
、
松
岡
家
の
人
々
は
、
医
業
に
よ
る
収
入

を
得

る
こ
と
で
家
の
存
続
を
計
ろ
う
と
し
て
い
た
。
少
な
く
と
も
五
代
目
の
操
の

代
に
は
、
す
な
わ
ち
幕
末
の
頃
に
は
、
松
岡
家
は
専
業
の
医
師
へ
と
転
進
し
て
い

た
。
三
木
家
か
ら
の
借
地
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
右
の
戸
籍
簿
に
よ
れ
ば
、

松
岡
家
は
こ
の
時
点
で
は
屋
敷
地
す
ら
失
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
す
な

わ

ち
松
岡
家
は
、
没
落
し
離
農
し
た
農
民
の
家
系
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

た

と
え
離
農
は
し
て
い
て
も
元
は
農
民
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
の
が
、
先
の
戸
籍

簿
に
あ
る
「
農
」
の
文
字
で
あ
る
。
そ
の
際
、
徐
々
に
進
行
し
た
で
あ
ろ
う
本
百

姓
か

ら
の
没
落
の
過
程
で
、
松
岡
家
は
水
呑
百
姓
と
な
っ
た
り
走
り
百
姓
と
な
っ

た

り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
繰
り
返
す
ま
で
も
な
く
、
医
業
に
よ
っ
て
収
入
を

得

る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
農
業
か
ら
医
業
へ
と
軌
道
の
転
換
を
お
こ
な

っ

た
の

は
、
三
代
目
の
左
仲
（
一
七
七
〇
ー
一
八
四
〇
）
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
左
仲
は
向
学
の
念
の
篤
い
人
で
、
折
か
ら
の
地
方
文
化
の
興
隆
期
に
際
会
し
て

京
都
へ
赴
き
、
吉
益
東
洞
に
つ
い
て
最
新
の
医
学
で
あ
る
古
医
方
の
医
学
を
学
ん

だ
。
当
時
の
主
流
的
な
医
学
で
あ
っ
た
陰
陽
五
行
説
を
排
し
、
経
験
に
も
と
つ
い

て

疾
病
の

内
的
な
原
因
を
突
き
と
め
よ
う
と
す
る
新
興
の
医
学
で
あ
る
。
当
時
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

播
磨
地
方
で
も
古
医
方
の
医
学
が
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
学
を
終
え
て
故
郷
に

帰
っ
て
き
た
松
岡
左
仲
も
、
こ
の
地
に
古
医
方
の
種
を
ま
い
た
一
人
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　

ま
た
彼
は
高
等
算
法
や
音
韻
学
に
も
通
じ
て
い
た
と
い
う
。
彼
の
存
在
に
よ
っ

て
、
松
岡
家
の
文
化
的
水
準
は
飛
躍
的
に
向
上
す
る
こ
と
に
な
る
。
医
師
で
も
あ

る
四
代
目
の
至
は
、
儒
学
に
も
造
詣
が
深
か
っ
た
。
至
は
婿
養
子
で
あ
る
か
ら
、
左

仲
の
目
に
か
な
う
人
を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
左
仲
の
娘
で
あ
る
妻
の
小
鶴
（
一

八
〇
六
－
一
八
七
三
）
は
、
夫
が
離
縁
に
な
っ
た
あ
と
も
医
業
を
継
ぐ
こ
と
が
で

き
た
ほ
ど
の
人
で
あ
っ
た
し
、
算
法
や
儒
教
・
仏
教
に
も
明
か
る
く
、
漢
詩
が
詠

め

た
だ
け
で

は

な
く
、
寺
子
屋
を
開
い
て
近
所
の
女
性
に
勉
強
を
教
え
る
こ
と
ま

で

も
や
っ
て
い
た
。
そ
の
子
の
操
が
幕
末
に
医
業
を
廃
す
る
決
意
を
す
る
に
い
た

っ

た
の

に

は
、
姫
路
藩
の
郷
学
か
ら
漢
学
の
指
南
と
し
て
の
招
聰
を
受
け
た
こ
と

が

き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
い
う
。
漢
学
指
南
と
し
て
招
聰
さ
れ
る
ほ
ど
の
学
識
を

持
っ
た
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
農
業
か
ら
医
業
へ
の
職
業
変
更
は
、
江
戸
時
代
後
期
に
お
け
る
農
民

層
分
解
の
進
展
と
い
う
松
岡
家
の
危
機
を
、
同
じ
く
江
戸
後
期
に
お
け
る
地
方
文

化
興
隆
の
波
に
乗
る
こ
と
で
切
り
抜
け
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
し
て
操
の

代
に
は
医
に
も
見
切
り
を
つ
け
、
さ
ら
に
教
育
の
方
面
へ
と
活
路
を
開
い
て
い
っ

た
の

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
歴
史
を
も
つ
松
岡
家
は
、
村
人
の
間
で
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら

れ
て

い
た

の

で

あ
ろ
う
か
。
草
分
け
百
姓
か
ら
の
分
家
筋
と
は
い
う
も
の
の
、
貧

乏
教
員
・
貧
乏
医
師
と
し
て
極
貧
の
状
態
に
ま
で
没
落
し
て
い
る
家
で
あ
る
。

　
柳
田
は
自
分
の
家
の
こ
と
を
「
村
と
農
業
に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
な
い
半
漂

泊
民
で
あ
っ
た
」
と
呼
ん
で
い
る
（
前
掲
「
柳
田
国
男
自
伝
」
）
。
「
漂
泊
民
」
と

い

う
文
字
が
与
え
る
語
感
か
ら
は
移
動
性
が
高
い
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
け
れ
ど

も
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
な
く
、
特
定
の
土
地
に
拘
束
さ
れ
る
職
業

で

は
な

か
っ

た

と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
。
　
「
半
」
の
文
字
を
わ
ざ
わ
ざ
冠
し

た
の

は
、
そ
れ
だ
け
で
は
誤
解
を
招
く
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
「
漂
泊
民
」
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と
い
う
民
俗
学
上
の
概
念
を
用
い
て
の
自
己
規
定
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
明
確
さ
を

欠
く
う
ら
み
が
あ
る
。
む
し
ろ
儒
学
者
た
ち
が
当
時
用
い
て
い
た
概
念
を
借
り
て
、

「
遊
民
」
あ
る
い
は
「
半
遊
民
」
と
表
現
し
た
方
が
よ
り
実
態
に
近
似
的
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

「
遊
民
」
概
念
に
つ
い
て
は
、
守
本
順
一
郎
の
『
徳
川
時
代
の
遊
民
論
』
（
未

来
社
、
一
九
八
五
年
）
が
詳
し
い
。
遊
民
と
は
、
瀧
本
誠
一
に
よ
れ
ば
二
定
の

常
職

な
く
、
平
素
何
と
言
う
極
っ
た
仕
事
を
せ
ず
に
、
遊
ん
で
居
る
も
の
L
と
い

う
こ
と
で
あ
る
が
、
守
本
は
こ
れ
に
経
済
史
的
な
観
点
を
加
味
し
て
次
の
よ
う
な

規
定
を

与
え
て
い
る
（
一
四
ペ
ー
ジ
）
。

　
　
江
戸
初
期
に
お
い
て

最
も
問
題
と
さ
れ
る
遊
民
が
浪
人
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

　
　
中
期
以
降
に
お
け
る
そ
れ
は
、
商
品
貨
幣
経
済
の
発
展
に
と
も
な
う
農
民
層

　
　
の

分
解
の
過
程
を
通
じ
て
排
出
さ
れ
る
離
農
遊
民
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
徳

　
　

川
封
建
社
会
の
経
済
倫
理
の
特
色
は
、
本
た
る
農
を
廃
す
る
と
い
う
こ
と
に

　
　
基
点
を
お
い
て
、
原
則
と
し
て
は
、
貧
富
を
問
わ
ず
、
遊
民
の
発
生
を
意
識

　
　
さ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
貧
農
が
生
活
の
困
窮
の
増
大
に
よ
っ
て
本
た
る
農

　
　
を

離
れ

る
と
き
、
こ
れ
を
一
般
に
遊
民
視
す
る
と
と
も
に
、
ま
た
農
民
の
本

　
　
を

す
て

て

郷
村
に
商
業
を
経
営
す
る
者
も
遊
民
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
職
業
の
人
々
が
遊
民
視
さ
れ
て
い
た
か
は
守
本
の
著
書

を

参
照
願
う
と
し
て
、
本
稿
と
の
関
連
で
重
要
な
点
は
、
右
引
用
文
の
最
後
の
部

分
で

あ
る
。
江
戸
時
代
末
に
お
け
る
松
岡
家
の
場
合
は
右
に
い
う
離
農
遊
民
に
相

当
す
る
が
、
医
を
職
業
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
興
味
深
い
こ
と
に
、
江
戸
時
代
の

儒
学
者
が
著

し
た
遊
民
批
判
の
中
に
は
、
僧
侶
遊
民
論
・
儒
者
遊
民
論
の
ほ
か
に

医
師
遊
民
論
も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
惰
夫
頑
民
之
類
に
て
、
農
に
も
商

に

も
用
立
兼
候
も
の
」
が
医
師
に
な
る
の
だ
、
と
い
う
当
時
の
文
献
も
引
用
さ
れ

て

い

る
（
四
ニ
ペ
ー
ジ
）
。

　
右
は
儒
学
者
層
の
考
え
方
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
辻
川
の
村
人
た
ち
が
松
岡
家
を

ど
の
よ
う
な
目
で
見
て
い
た
か
と
は
別
問
題
で
あ
る
。
商
品
経
済
の
展
開
に
と
も

な
う
経
済
社
会
の
変
容
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
儒
学
者
と
、
商
品
経
済
化
の
渦
中

で
生
き
る
村
人
と
の
考
え
か
た
が
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

だ
が

し
か
し
、
離
農
農
民
の
子
孫
で
あ
る
松
岡
操
は
、
儒
学
・
医
学
を
修
め
た
武

士
的
教
養
を

も
つ
知
識
人
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
武
士
で
は
な
か
っ
た
し
、
明
確

な
常
職
は
暖
昧
で
し
か
も
家
庭
は
貧
し
か
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

家
で
読
書
し
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
特
異
な
存
在
と
し
て
遊
民
視
さ
れ
て
い

た

と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
け
れ
ど
も
、
博
徒
の
よ
う
な
反
社
会
的
存
在
な
ら
ぽ

と
も
か
く
も
、
若
き
日
に
は
藩
校
で
学
び
長
じ
て
は
請
わ
れ
て
郷
学
の
指
南
を
勤

め
た

こ
と
が
あ
る
な
ど
、
辻
川
の
よ
う
な
農
業
集
落
で
は
卓
越
し
た
経
歴
と
学
識

を

も
つ
人
で
は
あ
っ
た
。
そ
の
限
り
で
は
尊
敬
に
値
す
る
人
で
も
あ
っ
た
。
敬
視

と
軽
視
が
混
交
す
る
「
半
遊
民
」
的
な
家
と
し
て
村
人
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
、

と
評
す
る
の
が
穏
当
な
と
こ
ろ
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

註（
1
）
　
『
生
誕
百
年
記
念
　
柳
田
国
男
』
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
系
図
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る

　
　
ほ
か
、
宮
崎
の
前
掲
書
に
も
そ
れ
を
簡
約
化
し
た
も
の
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）
　
播
磨
平
野
で
幕
末
維
新
期
に
展
開
し
た
地
主
制
の
推
移
と
農
民
層
の
窮
乏
に
つ
い

　
　
て
は
、
『
兵
庫
県
史
』
第
五
巻
第
四
編
第
二
章
、
一
九
八
〇
年
、
に
詳
し
い
。
ま
た

　
　
植
村
正
治
の
『
近
世
農
村
に
お
け
る
市
場
経
済
の
展
開
』
（
一
九
八
六
年
）
は
、
こ
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の
地
方
に
お
け
る
市
場
経
済
の
展
開
を
実
証
し
た
労
作
で
あ
る
。

（
3
）
　
当
時
は
儒
学
の
か
た
わ
ら
に
医
学
を
修
め
た
、
い
わ
ゆ
る
儒
医
が
少
な
く
な
か
っ

　

た
。
播
磨
地
方
に
お
け
る
古
医
方
医
学
の
発
達
に
つ
い
て
は
『
兵
庫
県
史
』
第
五
巻

　

第
三
編
第
七
章
を
参
照
。

（
4
）
　
播
磨
地
方
で
は
こ
の
頃
和
算
が
普
及
発
展
し
て
い
た
。
『
兵
庫
県
史
』
同
右
箇
所
参

　
　
照
。

小
括

基
礎
的
経
験

と
し
て
の
貧
困

　
幼
少
年
期
の
松
岡
国
男
に
つ
い
て
の
以
上
の
検
討
か
ら
、
幕
末
維
新
期
の
松
岡

家
が
恒
常
的

な
貧
困
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
こ
の
事
態
に
対
し
て
操
と
鼎
の

父
子

が
、
父
は
家
の
消
滅
の
阻
止
に
む
け
て
、
子
は
家
の
再
興
に
む
け
て
、
そ
れ

ぞ
れ
必
死
の
努
力
を
試
み
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
（
一
・
二
）
。
そ
し
て
三
で
は

少
年
柳
田
国
男
の
社
会
的
位
置
を
問
い
、
家
の
中
で
は
次
男
的
順
位
に
あ
る
は
ず

の

国

男
少
年
が
事
実
上
は
長
男
的
な
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
、
村
の
中
で
は
草
分
け

百
姓
の
一
族
の
子
孫
で
あ
り
な
が
ら
没
落
し
て
今
は
半
遊
民
的
な
存
在
に
な
っ
て

い

る
こ
と
、
の
二
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
節
で
は
両
者
（
一
・

二
と
三
）
の
相
互
関
連
を
解
明
し
て
い
く
作
業
を
通
し
て
、
換
言
す
れ
ば
客
体
的

条
件
と
主
体
的
条
件
の
双
方
を
総
合
し
て
い
く
作
業
を
通
し
て
、
の
ち
の
柳
田
国

男
が
な
ぜ
貧
困
問
題
の
解
決
を
生
涯
の
課
題
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
の

契
機
と
な
っ
た
要
因
を
一
つ
指
摘
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
前

節
で
の
分
析
は
、
国
男
少
年
が
き
わ
め
て
境
界
的
な
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
を

示

し
て
い
る
。
次
男
で
あ
れ
ぽ
、
い
ず
れ
は
家
か
ら
出
て
い
く
身
と
し
て
、
自
分

が
一
人
で
生
き
て
い
く
た
め
の
知
恵
と
能
力
を
養
っ
て
い
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

し
か
し
長
男
で
あ
れ
ば
、
嗣
子
と
し
て
、
両
親
の
こ
と
兄
弟
の
こ
と
と
い
っ
た
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
8

う
な
こ
と
が
ら
も
考
慮
に
い
れ
て
自
分
の
将
来
を
設
計
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
親
の
方
で
も
、
長
男
か
次
男
か
に
よ
っ
て
教
育
方
針
に
違
い
を

持
た
せ

な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
次
の
引
用
文
は
、
内
容
か
ら
推
し
て

も
う
少
し
後
の
時
期
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
次
男
に
し
て
か
つ
長
男
、
次
男
で
も

な
け
れ
ぽ
長
男
で
も
な
い
国
男
の
中
途
半
端
な
立
場
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

　
　
物
心
つ
く
年
ご
ろ
の
私
は
、
私
な
り
に
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を
考
え
て
し
ま
っ

　
　

た
。
兄
は
、
も
う
一
人
井
上
の
次
兄
が
あ
っ
た
が
、
他
家
へ
行
っ
て
し
ま
っ

　
　
て

い

る
し
、
長
兄
に
は
子
供
が
三
人
も
あ
る
の
に
、
こ
ん
な
に
不
養
生
で
、

　
　
身
体
が
弱

い

と
す
る
と
、
両
親
を
抱
え
て
、
私
と
し
て
も
考
え
な
け
れ
ぽ
な

　
　
ら
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
も
と
も
と
私
は
医
者
は
嫌
な
の
だ
が
、
一

　
　
家
を

背
負
っ
て
い
く
た
め
に
は
仕
方
が
な
い
。
万
一
の
場
合
は
医
者
の
開
業

　
　
試
験
ぐ
ら
い
は
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
お
こ
う
と
、
そ
ん
な
悲
壮
な
決
心

　
　
ま
で
子
供
の
私
は
し
た
の
で
あ
っ
た
。
（
自
伝
「
長
兄
の
境
涯
）
・

　
他
方
、
村
の
中
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
境
界
的
な
位
置

に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
村
人
は
赤
ん

坊
が
生

ま
れ
る
と
、
み
な
そ
の
氏
神
に
詣
で
て
小
豆
飯
を
供
え

　
　
て

い

た
。
そ
の
余
り
を
一
箸
宛
集
ま
っ
て
き
た
子
供
た
ち
の
差
し
出
す
掌
の

　
　
上
に
の

せ

る
の
が
習
わ
し
で
あ
り
、
村
の
童
た
ち
の
楽
し
み
で
も
あ
っ
た
。

　
　

前

も
っ
て
そ
の
日
を
知
っ
て
童
た
ち
は
神
社
へ
集
ま
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。

　
　
母
親
が

「
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
よ
」
と
い
い
な
が
ら
く
れ
る
一
箸
に
私

　
　

は
掌
を

出
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
親
た
ち
に
叱
ら
れ
る
か
ら
で
も
あ
る
。



基礎的経験としての貧困小括

　
　

（自
伝
「
鈴
の
森
神
社
」
）

　

い

う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
初
宮
参
り
の
光
景
で
あ
る
。
新
生
児
の
母
親
が
近

所
の
子
供
た
ち
に
赤
飯
の
一
部
を
配
る
の
は
共
同
飲
食
の
一
種
で
、
生
児
の
社
会

的
承
認
を

求
め

る
た
め
の
民
俗
慣
行
で
あ
る
。
し
か
し
松
岡
家
の
子
供
た
ち
は
、

こ
の
民
俗
慣
行
に
参
加
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
同
じ
自
伝

中
の
二
人
前
の
話
」
の
項
で
は
、
一
五
歳
に
な
っ
た
鼎
に
対
し
、
成
年
式
の
儀

式

も
お
こ
な
わ
な
け
れ
ぽ
若
者
組
に
も
加
入
さ
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て

い

る
。
国
男
少
年
の
両
親
は
こ
の
よ
う
な
村
の
民
俗
に
対
し
て
否
定
的
な
態
度

を

と
っ
て
い
た
ら
し
い
。

　
そ
の

理
由
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
お
よ
そ
は
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

父

も
母
も
儒
学
に
造
詣
が
深
か
っ
た
。
聖
人
君
子
へ
の
道
を
問
う
儒
学
的
な
教
養

か

ら
す
れ
ぽ
、
民
俗
慣
行
は
〃
無
知
蒙
昧
な
〃
農
民
た
ち
の
も
の
で
あ
り
、
否
定

す

る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
原
則
と
し
て
無
視
す
る
べ
き
も
の
で
あ

っ

た
。
長
男
を
若
者
組
に
入
れ
な
か
っ
た
の
は
、
若
者
組
を
非
道
徳
的
な
存
在
と

見

な
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
し
、
赤
飯
を
受
け
と
る
こ
と
を
禁
じ
た
の
は
、
そ

れ
を

乞
食
行
為
と
解
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
国
男
少
年
は
、
近
所
の

遊
び

仲
間
が
赤
飯
を
も
ら
っ
て
無
邪
気
に
喜
ん
で
い
て
も
、
そ
れ
を
横
目
で
見
て

い

な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
近
隣
の
人
々
に
と
っ
て
、
赤
飯
の
受
け

と
り
を
忌
避
す
る
松
岡
家
の
子
供
た
ち
は
、
奇
異
な
存
在
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

新
生
児
の
母
か
ら
す
れ
ぽ
、
子
供
の
た
め
に
も
、
赤
飯
は
食
べ
て
も
ら
わ
な
い
と

困
る
の
で
あ
っ
た
。

　
い
か
に
貧

し
か
ろ
う
と
本
百
姓
の
子
孫
で
あ
る
か
ら
、
国
男
少
年
は
れ
っ
き
と

し
た
村
の
一
員
で
あ
る
。
し
か
し
儒
学
者
・
漢
方
医
と
し
て
半
遊
民
化
し
て
い
た

彼
の
家
庭
の
教
養
は
、
村
人
の
そ
れ
と
は
大
き
く
か
け
は
な
れ
て
い
た
。
教
養
の

面
だ

け
で
は
な
い
。
経
済
的
基
盤
に
お
い
て
も
農
業
活
動
か
ら
遊
離
し
て
い
た
。

村
人
に

し
て
か
つ
村
人
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
要
す

る
に
国
男
少
年
は
、
自
分
が
十
全
に
帰
属
す
る
べ
き
特
定
の
立
場
や
文
化

と
い
う
も
の
を
持
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
い
ず
れ
の
立
場
や
文
化
に
も
関

与
は
し
て
い
た
。
兄
弟
関
係
に
つ
い
て
い
え
ば
、
家
の
中
で
占
め
る
べ
き
長
男
の

立
場
、
次
男
の
立
場
、
と
も
に
彼
は
よ
く
理
解
で
き
た
。
し
か
も
重
要
な
点
は
、

彼
は
本
質
的
に
は
次
男
的
な
立
場
の
存
在
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
長
男
の
立

場
や
家
の
問
題
を
心
に
掛
け
て
き
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
家
の
問
題
に
つ
い
て
の

当
事
者
で
あ
る
長
男
よ
り
も
、
よ
り
客
観
的
に
家
と
い
う
も
の
を
対
象
化
で
き
る

位
置
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
親
子
関
係
に
つ
い
て
も
大
差
は
な
く
、

扶
養
家
族
で
あ
る
と
同
時
に
母
親
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
も
あ
る
と
い
う
境
界
的
な
位

置
に
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
子
供
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
強
い
関
心
を
も
っ
て
親

の

行
為
や
判
断
を

観
察

し
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
村
の
問
題
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
非
農
民
で
あ
る
か
ら
、
国
男
自
身
は
農

業
的
営
為
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
と
は
い
え
彼
は
辻
川
村
生
え
抜
き
の
農
民
の
子

孫
で
あ
り
、
遊
び
仲
間
の
大
多
数
は
農
家
の
子
弟
で
あ
っ
た
。
農
家
の
民
俗
慣
行

は

も
と
よ
り
、
生
産
を
は
じ
め
と
す
る
農
業
的
営
為
の
す
べ
て
を
身
近
に
見
聞
す

る
こ
と
は
で
き
た
け
れ
ど
も
、
同
時
に
そ
こ
か
ら
は
疎
外
さ
れ
て
い
た
。
自
分
は

農
民
で

は

な
い
の
で
あ
る
。
農
民
の
子
以
上
に
農
業
に
興
味
を
も
ち
、
強
い
自
己

意
識
を

も
っ
て
そ
れ
を
認
識
で
き
る
環
境
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
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辻川時代の柳田国男

で
あ
ろ
う
。

　
す
な
わ
ち
国
男
少
年
は
、
儒
教
的
文
化
と
農
民
的
文
化
の
双
方
に
関
与
し
つ
つ
、

し
か
も
い
ず
れ
に
対
し
て
も
境
界
的
な
位
置
に
あ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
異
質
の
文

化
が
混
交
す

る
と
い
う
混
沌
と
し
た
状
況
の
な
か
で
、
い
く
つ
か
の
文
化
的
な
摩

擦
を

経
験

し
つ
つ
（
兄
の
離
婚
や
民
俗
慣
行
へ
の
参
加
禁
止
な
ど
）
、
強
い
緊
張

感
と
深
い
内
面
的
葛
藤
を
も
っ
て
、
家
や
村
の
社
会
関
係
を
対
象
化
し
、
こ
れ
に

観
察

と
省
察
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
条
件
下
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
社

会
学
に

い

う
マ
ー
ジ
ナ
ル
・
マ
ン
（
境
界
人
）
と
し
て
の
要
件
を
備
え
て
い
た
と

考

え
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
そ

し
て
最
も
強
い
緊
張
感
を
も
っ
て
観
察
・
省
察
す
る
こ
と
に
な
っ
た
最
大
の

事
柄

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
松
岡
家
の
貧
困
と
い
う
事
態
で
あ
っ
た
。
草
分
け
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

姓
の
一
族
と
し
て
の
誇
り
や
儒
教
的
教
養
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
エ

リ
ー
ト
意
識
と
、
農
民
よ
り
も
低
位
に
あ
る
現
在
の
貧
困
状
態
と
は
、
激
し
い
内

面
的
葛
藤
を

彼
に
惹
き
起
こ
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
〃
こ
れ
ほ

ど
真
面
目
に
生
き
て
い
る
の
に
、
自
分
た
ち
は
な
ぜ
貧
し
い
の
か
〃
、
た
ぶ
ん
こ

の

問
い
は
国
男
少
年
の
最
大
の
問
い
と
な
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
最
大
級

の

疑
問
を

も
っ
て
、
マ
ー
ジ
ナ
ル
・
マ
ン
た
る
少
年
柳
田
国
男
は
＝
二
年
間
を
故

郷
辻
川
で
育
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
や
が
て
こ
の
問
い
が
、
〃
農
民
（
日
本
人
）

は

な
ぜ
貧
し
い
の
か
〃
と
い
う
問
い
へ
発
展
し
て
い
き
、
日
本
人
全
体
の
問
題
へ

と
普
遍
化
さ
れ
る
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

註（
1
）
島
崎
藤
村
の
「
利
根
川
だ
よ
り
」
（
一
八
九
八
年
）
は
大
学
生
の
松
岡
国
男
を
布

　

佐
に
訪
ね
た
と
き
の
紀
行
文
で
あ
る
が
、
そ
の
時
の
国
男
の
話
題
に
は
、
母
の
こ
と

　
　
の
ほ
か
、
「
家
に
は
一
方
な
ら
ぬ
歴
史
の
あ
り
し
こ
と
」
な
ど
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　
　
彼
が
松
岡
家
の
家
柄
に
誇
り
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

〔付
記
〕

　
　

本
文
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
「
民
俗
誌
の
記
述
に
つ
い
て
の
基
礎

　
　
的
研
究
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
潟
大
学
経
済
学
部
　
本
館
共
同
研
究
員
）
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Kunio　Yanagita　in　His　Infallcy　and　Childhood　in　Tsujikawa

FUJII　Takashi

　　This　research　is　concerned　with　Kunio　Yanagita　in　his　infancy　and　childhood　as　a

key　to皿derstand　his　critical　mind　that　queried‘Why　are　the　peasants　so　poor？’

which　is　said　to　have　motivated　him　to　found　Japanese　folklore　later．

　　Yanagita　spent　his　infancy　and　childhood　in　Tsujikawa’mura，　Kanzaki－gun　in　Hyogo

Prefecture．　What　bea血g　did　the　days　in　Tsujikawa　have　on　him　in　forming　his

later　ideas？

　　B皿zo　Hashikawa，　as　one　of　the　attempts　to　identify　the　type　of　bearing，　focus　in

his　research　on　Yanagita’s　particular‘‘experience”he　had　in　his　infancy　and　childhood．

Hashikawa　asserts　that　Yanagita’s　unusua1“experience”had　a　signi6cant　meaning　on

the　formation　of　Yanagia，s　folkloristic　inclination．

　　Different　from　the　standpoint　taken　by　Hashikawa，　this　research　takes　the　stand・

point　of　Yanagita’s“routille　life”in　his　infancy　and　childhood　as　more　signi丘cant

for　molding　his　patterns　of　thought，　alld　thus　focus　on　the　economic　aspect　of　his

household．

　　Analysis　was　first　made　on　his　father’s　professiollal　life，　revealing　that　it　was　his

father’s　main　concern　that　he　should　maintain　the“survival　of　his　family”on　his

meager　income　from　his　occasional　jobs　as　a　temporarily・employed　school　teacher．

　　IIlvestigation　then　was　made　oll　the　life　of　Yanag三ta’s　elder　brother，　whose　main

concern　was　the“rebuilding　of　his　family．”He　had　first　served　as　a　local　school

principal　but，　because　of　the　income　problem，1ater　became　a　doctor　and丘11ally　spent

his　later　years　on　education　of　his　brothers．

　　Final　analysis　was　made　on　Yanagita’s　position　as　a“marginal　man”；he　was　the

second　son　but　also　acted　1三ke　the　first　son　in　the　poor　household　for　which　his

brother　had　to　work　early，　and　he　was　a　descendant　of　a　farming　family　but　was

not　a　farmer　himself　in　the　farming　village．　His　unique　position　enabled　him　to

observe　the　prol）1ems　of　the　household　and　the　village　from　an　objective　point　of　view．

　　As　a　conclusion，　the　results　of　research　point　out　that　Yanagita　was　in　a　position

to　seriously　observe　the　poverty　problems　of　the　household　as　well　as　the　village，

causing　him　in　his　later　years　to　take　on　the　cause　of　poverty　as　his　lifelong　subject

of　research．
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