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一　
課
題
と
組
織

　
歴
史
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
適
し
た
場
所
を
選
ん
で
き
た
。
時
代
を
貫
通
し
て
常

に

人
々

の

活
躍
の

舞
台
と
な
っ
た
地
域
は
少
な
い
。
あ
る
時
代
に
華
や
か
な
文
化
が

展
開
し
た
地
域
が
次
の
時
代
に
は
静
か
な
た
た
ず
ま
い
の
土
地
に
戻
っ
て
い
る
こ
と

は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
世
界
規
模
で
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
ご
く
一
般
的
に
見

ら
れ
る
し
、
日
本
列
島
に
お
い
て
も
多
く
の
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。
古
代
に
政
治
の

舞
台
と
な
っ
た
と
こ
ろ
が
中
世
以
降
は
静
か
な
農
村
に
戻
り
、
中
世
に
代
表
的
な
荘

園
が
あ
っ
て
、
経
済
的
に
大
き
な
展
開
を
見
せ
た
所
が
近
世
以
降
は
特
別
顕
著
な
地

域

と
し
て
は
存
在
せ
ず
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
所
も
あ
る
。

　
日
本
歴
史
の
叙
述
は
そ
の
よ
う
な
舞
台
を
時
代
毎
に
設
定
し
て
、
そ
れ
を
縦
に
結

ぶ

こ
と
で
描
か
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
人
々
の

顕
著

な
活
躍
が
見
ら
れ
た
地
域
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
れ
を
示
す
史
料
の
残

存

も
大
き
く
、
豊
富
な
史
料
に
基
づ
く
豊
か
な
歴
史
像
を
描
く
こ
と
も
相
対
的
に
容

易

で
あ
る
。
今
ま
で
多
く
の
研
究
は
、
史
料
の
残
存
度
に
依
存
し
て
き
た
。
史
料
が

豊
富
に
残
さ
れ
て
い
る
所
を
対
象
に
緻
密
な
研
究
が
行
わ
れ
、
そ
の
時
代
の
展
開
や

特
質
が
描

き
出
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
結
果
と
し
て
、
そ
の
時
代
の
代
表
的
な
舞
台

に

お

い
て

歴
史

を
描
く
こ
と
に
な
っ
た
。
日
本
史
の
通
史
的
な
概
説
書
や
歴
史
教
科

書
に
お
い
て
、
各
時
代
の
歴
史
像
を
示
し
て
い
る
の
は
そ
の
よ
う
な
有
名
な
舞
台
で

あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
あ
る
時
代
に
歴
史
の
舞
台
と
な
っ
た
地
域
が
そ
の
前
後
に
は
無
人
の
廃

櫨
で

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
華
や
か
な
舞
台
に
な
っ
た
時
代
の
前
と
後
に
は
、
や

は
り
そ
の
地
域
を
生
活
の
場
と
し
て
暮
し
て
き
た
多
数
の
人
々
が
い
る
。
そ
の
人
々

は
華
や
か
な
活
動
を
し
た
人
々
と
交
替
し
て
そ
こ
に
居
住
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

活
躍
し
た
人
々
の
子
孫
が
、
活
躍
し
た
時
期
の
環
境
や
条
件
を
継
承
し
て
暮
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
い
く
ら
有
名
な
歴
史
の
舞
台
と
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
そ

の

よ
う
な
人
々
に
は
歴
史
が
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
華
や
か
な
、
あ

る
い
は
顕
著
な
歴
史
が
展
開
し
た
時
期
だ
け
で
な
く
、
ご
く
平
凡
で
あ
っ
た
時
期
、

ほ

と
ん
ど
何
も
起
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
時
期
も
視
野
に
入
れ
て
、
歴

史
の
大
き
な
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
が
あ
っ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
が
む
し
ろ
歴
史
の
総
体
的
理
解
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
今
回

の

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
特
定
研
究
は
従
来
の
歴
史
研
究
の
あ
り
方
に
対

す

る
反
省
に
基
づ
き
、
時
代
を
超
え
て
一
つ
の
地
域
が
ど
の
よ
う
に
歴
史
を
形
成
し
、

展
開
し
て
き
た
の
か
を
総
合
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
文
字

資
料
で
あ
る
史
料
に
の
み
依
拠
し
た
の
で
は
、
華
や
か
な
活
躍
の
時
期
の
み
が
分
析

可
能
と
な
り
、
平
凡
で
あ
っ
た
時
期
は
柳
田
國
男
が
指
摘
し
た
よ
う
に
無
歴
史
地
域

の
無
歴
史
住
民
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
存
立
の
根

拠

と
な
っ
て
い
る
三
学
協
業
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
で
、
時
代
を
超
え
た
長
い
時

間
の
な
か
で
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
歴
史
を
描
き
だ
そ
う
と
努
力
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
場
合
に
、
従
来
の
歴
史
研
究
が
豊
か
な
歴
史
像
を
描
く
こ
と
に
成
功
し
て
き
た

の

は
、
そ
の
豊
富
な
史
料
に
裏
付
け
ら
れ
た
中
世
の
畿
内
荘
園
を
対
象
と
し
た
研
究

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
中
世
の
近
畿
地
方
荘
園
領
域
を
対
象
に
す
え
て
、
そ
の

荘
園
の
時
代
を
超
え
た
長
い
時
間
の
歴
史
的
展
開
を
総
合
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と

12
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を
課
題
に
し
て
研
究
組
織
を
作
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
研
究
計
画
は

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
内
部
の
歴
史
学
、
民
俗
学
の
有
志
に
よ
っ

て

検
討

さ
れ
、
次
の
よ
う
な
研
究
目
的
を
設
定
し
た
計
画
書
を
作
成
し
、
国
立
歴
史

民
俗
博
物
館
の
石
井
進
を
研
究
代
表
者
と
し
て
特
定
研
究
を
申
請
し
た
。

　
　
　
村
落
史
研
究
は
歴
史
学
の
主
要
な
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
と
し
て
各
時
代
を
通
じ

　
　
て
膨
大
な
蓄
積
を
生
み
、
村
落
史
を
通
じ
て
そ
の
時
代
像
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
　
し
か
し
対
象
と
す
る
地
域
・
村
落
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
で
異
な
り
、
た
と
え
ば

　
　
中
世
史
研
究
で
盛
ん
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
村
落
は
そ
れ
以
前
の
古
代
、
あ

　
　
る
い
は
近
世
、
近
代
、
さ
ら
に
民
俗
学
の
研
究
に
お
い
て
殆
ど
目
を
向
け
ら
れ

　
　
て
い
な
い
の
が
実
状
で
あ
り
、
こ
れ
は
歴
史
の
総
体
的
把
握
に
大
き
な
支
障
を

　
　
き
た
し
て
い
る
。

　
　
　
そ
こ
で
本
研
究
で
は
近
畿
地
方
を
対
象
に
中
世
史
研
究
で
盛
ん
に
取
り
上
げ

　
　
ら
れ
、
中
世
史
の
時
代
像
を
形
成
し
て
い
る
村
落
が
、
各
時
代
を
通
じ
て
如
何

　
　
に
変
貌
を
遂
げ
て
い
く
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
民
俗
的
特
質

　
　
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
的
特
色
と
一
貫
し
た
時
代
像
を

　
　
描
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
対
象
地
域
と
し
て
近
畿
地
方
を
選
択
し
た
の
は
当

　

該
地
が
中
世
・
近
世
に
お
い
て
政
治
経
済
の
中
心
地
で
あ
り
、
多
く
の
荘
園
が

　

散
在
す

る
こ
と
か
ら
中
世
村
落
史
研
究
の
主
要
な
成
果
を
生
ん
で
い
る
こ
と
、

　
　
ま
た
近
世
・
近
代
村
落
史
料
も
豊
富
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
時
代
を
通

　
　
じ
た
歴
史
像
を
描
く
こ
と
に
適
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
近
畿
地
方
の
な
か
で

　

も
特
に
中
世
荘
園
の
顕
著
な
発
達
が
み
ら
れ
た
紀
伊
国
紀
ノ
川
流
域
、
『
中
世
的

　

世
界
の

形
成
』
で
著
名
な
伊
賀
国
黒
田
荘
を
中
心
と
す
る
伊
賀
国
を
対
象
と
し

　
　
た
い
。

　
そ
し
て
、
こ
の
研
究
に
研
究
分
担
者
と
し
て
参
加
す
る
人
々
に
つ
い
て
も
、
目
的

と
の
関
連
で
適
切
な
研
究
者
を
依
頼
す
る
こ
と
と
し
て
、
中
世
史
、
近
世
史
、
地
理

学
、
民
俗
学
の
少
壮
研
究
者
に
候
補
者
を
絞
り
折
衝
し
た
結
果
、
い
ず
れ
の
方
も
そ

の
主

旨
を
理
解
さ
れ
快
く
参
加
し
て
貰
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
研
究
組
織
は
左

記
の

よ
う
な
陣
容
と
な
り
、
総
員
一
三
名
と
い
う
共
同
で
現
地
調
査
を
行
う
の
に

も
っ
と
も
適
当
な
規
模
で
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
各
所
属
機
関
は
一
九
九
二
年

四
月
当
時
の
も
の
）
。

石
井
　
　
進

出
田
　
和
久

勝
田
　
　
至

久
留
島
典
子

藤
田
　
達
生

鈴
木
ゆ
り
子

渡
辺
　
尚
志

深
谷
　
克
己

森
栗
　
茂
一

福
田
ア

ジ
オ

新
谷
　
尚
紀

福
原
　
敏
男

岩
城
　
卓
二

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
歴
史
研
究
部

大
阪
教
育
大
学

大
阪
外
国
語
大
学

東
京
大
学
史
料
編
纂
所

神
戸
大
学
文
学
部

東
京
外
国
語
大
学

国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館

早
稲
田

大
学
文
学
部

大
阪
外
国
語
大
学

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
民
俗
研
究
部

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
民
俗
研
究
部

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
民
俗
研
究
部

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
歴
史
研
究
部

（国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
客
員
）

（国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
客
員
）

中
世
史

地
理
学

中
世
史

中
世
史

中
世
史

近
世
史

近
世
史

近
世
史

民
俗
学

民
俗
学

民
俗
学

民
俗
学

近
世
史

幸
い
に
し
て
こ
の
研
究
計
画
は
一
九
九
二
、
九
三
年
度
の
二
年
間
の
特
定
研
究
と
　
1
3
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し
て
承
認
さ
れ
た
。
そ
こ
で
一
九
九
二
年
五
月
以
降
早
速
に
研
究
計
画
を
具
体
化
す

る
べ
く
活
動
を
開
始
し
た
。

二
　
研
究
経
過

［
一
九
九
二
年
度
研
究
経
過
］

　
研
究
計
画
で
は
、
特
定
の
時
代
の
み
に
研
究
が
集
中
し
て
い
た
有
名
な
近
畿
地
方

の

地
域

と
し
て
、
伊
賀
黒
田
荘
地
域
の
三
重
県
名
張
市
と
紀
伊
隅
田
荘
地
域
の
和
歌

山
県
橋
本
市
の
二
ヵ
所
を
取
り
上
げ
て
、
中
世
の
み
で
な
く
、
近
世
さ
ら
に
は
近
代

を
も
、
文
献
史
学
の
方
法
に
加
え
て
民
俗
学
的
な
方
法
も
駆
使
す
る
こ
と
で
把
握
す

る
歴
史
貫
通
的
な
研
究
を
掲
げ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
研
究
期
間
が
わ
ず
か
二
年
間

で

あ
り
、
し
か
も
研
究
経
費
に
制
約
が
あ
る
こ
と
を
勘
案
し
て
、
二
地
域
の
研
究
は

困
難
で
あ
る
と
判
断
し
、
重
点
調
査
地
域
を
一
ヵ
所
に
絞
る
こ
と
と
し
た
。
種
々
検

討

し
た
結
果
、
中
世
文
書
以
外
の
史
料
の
所
在
に
関
す
る
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き

た
和
歌
山
県
橋
本
市
の
旧
隅
田
荘
地
域
の
諸
村
落
に
お
い
て
調
査
研
究
を
展
開
で
き

る
可
能
性
が
大
き
い
と
予
想
さ
れ
た
の
で
、
二
年
間
で
こ
の
地
域
の
調
査
研
究
を
集

中
的
に
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
研
究

は
、
早
速
に
対
象
地
域
に
関
す
る
各
種
文
献
の
収
集
と
そ
の
共
有
化
・
共
同

化

を
行
う
こ
と
か
ら
開
始
し
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
隅
田
荘
に
関
す
る
史
料
は
す
で

に

多
く
の
史
料
集
に
収
録
さ
れ
て
公
刊
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
隅
田
荘
の
研
究
も
古
く

か

ら
行
わ
れ
、
そ
の
蓄
積
は
膨
大
な
量
に
及
ぶ
。
そ
れ
ら
の
基
本
的
な
も
の
を
コ
ピ
ー

等
で
確
保
し
、
ま
た
研
究
論
文
な
ど
は
各
研
究
員
に
配
布
し
た
。
各
自
は
中
世
史
を

中
心
に
し
た
隅
田
荘
の
研
究
成
果
を
学
び
、
か
つ
検
討
し
た
。
そ
し
て
、
大
量
に
蓄

積

さ
れ
た
中
世
の
隅
田
荘
に
関
す
る
研
究
に
対
し
て
、
近
世
・
近
代
の
こ
の
地
域
に

関
す
る
歴
史
的
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
、
ま
た
民
俗
学
の
調
査
研
究
も
予
想
外

に

少

な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
近
世
以
降
の
研
究
成
果
の
乏
し
い
こ
と
が
、
こ
の
地

域

を
安
易
に
後
進
地
域
と
す
る
理
解
を
生
み
出
し
て
い
た
と
も
言
え
る
。
各
研
究
員

は
、
そ
れ
ら
の
動
向
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
自
己
の
研
究
課
題
の
設
定
の
手
が

か

り
を
得
た
。
ま
た
、
和
歌
山
大
学
教
育
学
部
の
小
山
靖
憲
氏
に
隅
田
荘
を
中
心
と

し
た
紀
北
の
研
究
状
況
に
つ
い
て
教
示
を
得
る
と
共
に
、
現
地
調
査
の
設
営
に
関
し

て

も
種
々
便
宜
を
は
か
っ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
適
切
な
指
示
に
よ
っ
て
、
現
地
調

査
の

設
営

も
支
障
な
く
行
う
こ
と
が
で
き
、
以
下
の
よ
う
に
初
年
度
の
調
査
研
究
が

行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

七

月
＝
日

八
月
四
日
～
五
日

九
月
二
三
日
～
二
七
日

十
月
三
一
日
～
十
一
月
四
日

十
一
月
一
四
日
・
一
五
日

十
二
月
一
六
日
～
一
九
日

一
月
四
日
・
五
日

二
月
二
四
日
・
二
五
日

三
月
二
六
日
・
二
七
日

第
一
回
研
究
会

　
石
井
　
進

「隅
田

荘
研
究
の

概
観
」

予
備
調
査

隅
田

荘
の

概
況
調
査
及
び
橋
本
市
境
原
調
査

（文
書
、
民
俗
、
地
理
）

中
世
城
郭
調
査

近
世
文
書
調
査

橋
本
市
赤
塚
調
査
（
文
書
、
民
俗
、
地
理
）

橋
本
市
赤
塚
調
査

（赤
塚
堂
座
講
）

近
世
文
書
調
査

第
二
回
研
究
会
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研究の経過と成果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勝
田
　
至
「
境
原
中
世
地
名
考
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
原
敏
男
「
埴
岡
真
弓
論
文
の
検
討
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
井
　
進

「埴
岡
論
文
へ
の
コ
メ
ン
ト
」

　
一
九
九
二
年
度
は
研
究
の
初
年
度
で
あ
る
た
め
、
従
来
か
ら
の
隅
田
荘
研
究
の
蓄

積
を
学
び
、
問
題
点
を
発
見
し
、
自
己
の
課
題
を
設
定
す
る
と
共
に
、
共
同
研
究
と

し
て
の
全
体
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
べ
く
努
力
し
た
。
そ
れ
は
第
一
回
研
究
会
で
の

報
告

と
討
論
に
示
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
数
次
に
及
ぶ
現
地
調
査
に
際
し
て
は
、
あ

た

か

も
学
生
の
調
査
実
習
の
合
宿
の
よ
う
な
雰
囲
気
で
、
毎
晩
宿
舎
で
昼
間
の
調
査

の
成
果
を
交
え
て
の
あ
つ
い
討
論
が
行
わ
れ
、
ま
た
種
々
の
情
報
交
換
が
な
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
数
回
の
現
地
調
査
を
通
し
て
、
中
世
文
書
に
つ
い
て
は
、
有
名
な
葛
原
文

書

を
実
際
に
確
認
す
る
と
共
に
、
そ
の
写
真
撮
影
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
こ

の

地
域
に

は
豊
富
な
近
世
文
書
が
旧
庄
屋
家
を
中
心
に
多
数
の
家
に
伝
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
の
多
く
が
所
蔵
者
の
ご
厚
意
に
よ
っ
て
閲
覧
調
査
を
さ
せ

て

も
ら
え
る
こ
と
と
な
り
、
初
年
度
に
も
小
島
家
文
書
、
芋
生
家
文
書
、
宮
下
文
書

等

を
調
査
し
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
文
書
に
つ
い
て
も
閲
覧
調
査
の
了
解
を
得
ら
れ
、

二
年
度
め
へ
の
明
る
い
見
通
し
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
各
研
究
員
は
年
度

末
に

は
ほ
ぼ
自
己
の
研
究
課
題
を
明
確
に
す
る
に
い
た
り
、
二
年
度
め
に
は
そ
の
た

め

の

資
料
収
集
と
分
析
に
適
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
明
る
い
展
望
を
開
く
こ

と
が
で
き
た
。

　
初
年
度
の

終
了
に
あ
た
り
、
一
年
間
の
研
究
を
確
認
し
、
関
係
者
に
報
告
す
る
た

め
に
『
特
定
研
究
近
畿
地
方
村
落
の
史
的
研
究
ー
一
九
九
二
年
度
中
間
報
告
1
』
を

印
刷
刊
行
し
、
関
係
諸
方
面
に
配
布
し
た
。
そ
こ
に
は
研
究
員
の
勝
田
至
作
成
の
「
隅

田
荘
地
名
索
引
」
お
よ
び
「
境
原
関
係
地
図
」
二
葉
と
現
地
調
査
で
写
真
撮
影
し
た

も
の
の
一
部
を
「
境
原
区
有
文
書
」
と
し
て
収
録
し
た
。
「
隅
田
荘
地
名
索
引
」
は
中

世
文
書

な
ど
に
登
場
す
る
隅
田
荘
関
連
の
地
名
を
索
引
と
し
た
も
の
で
、
そ
の
詳
細

な
地
名
一
覧
は
今
後
の
隅
田
荘
研
究
に
大
い
に
貢
献
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
た
。
そ

し
て
、
境
原
は
隅
田
荘
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
葛
原
文
書
を
伝
え
た

葛
原
家
の
居
住
し
た
地
域
で
あ
る
が
、
そ
の
地
域
に
つ
い
て
文
書
に
出
て
く
る
地
名

を
現
地
で
の
伝
承
で
確
認
し
つ
つ
綜
合
し
て
地
図
上
に
記
入
し
た
も
の
が
「
境
原
関

係
地
図
」
で
、
非
常
な
労
作
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
「
境
原
区
有
文
書
」
は
現
地
調
査

で
撮
影

し
た
文
書
の
う
ち
、
境
原
の
近
代
の
共
有
林
関
係
の
文
書
を
収
録
し
た
も
の

で
、
村
落
の
共
同
性
を
う
か
が
わ
せ
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
。

［
一
九
九
三
年
度
の
研
究
経
過
］

　
研
究
代
表
者
で
あ
っ
た
石
井
進
が
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
長
に
就
任
し
た
た
め
、

二
年
度
め
の
研
究
代
表
者
を
福
田
ア
ジ
オ
に
交
替
し
た
。
そ
の
他
の
研
究
員
に
は
変

更

は
な
く
、
全
員
が
引
続
き
調
査
研
究
に
従
事
し
た
。

　
研
究
会
お

よ
び
現
地
調
査
は
以
下
の
よ
う
な
日
程
で
実
施
し
た
。

　
　
九

月
一
三
日
～
一
五
日
　
　
　
第
一
回
研
究
会
お
よ
び
現
地
調
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
深
谷
克
己
「
記
憶
し
直
さ
れ
る
中
世
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岩
城
卓
二
　
「
近
世
村
落
史
研
究
と
し
て
の
隅
田
荘
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
橋
本
市
赤
塚
、
中
道
調
査
（
文
書
・
民
俗
）

　
　
十
一
月
一
〇
日
～
一
五
日
　
　
橋
本
市
赤
塚
、
中
道
調
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
書
・
民
俗
・
城
郭
）

　
　
二
月
二
〇
日
～
二
三
日
　
　
　
橋
本
市
隅
田
隅
田
八
幡
調
査
（
文
書
・
民
俗
）

15



国立歴史民俗博物館研究報告　第69集（1996）

　
　
三
月
二
五
日
～
二
七
日
　
　
　
第
二
回
研
究
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
米
田
実
「
近
世
甲
賀
の
祈
濤
寺
院
と
在
地
神
職
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
活
動
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
各
研
究
員
の
研
究
成
果
の
概
要
の
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
口

調
査
（
郡
中
惣
地
域
と
隅
田
荘
と
の
比
較
検
討
）

　
二
年
度

め
は
、
初
年
度
に
所
在
が
明
ら
か
と
な
っ
た
い
く
つ
か
の
近
世
文
書
に
つ

い
て

調
査

を
し
、
主
要
な
文
書
に
つ
い
て
は
写
真
撮
影
を
行
っ
た
。
調
査
対
象
文
書

は
隅
田
八
幡
文
書
、
隅
田
家
文
書
の
他
は
紀
ノ
川
の
左
岸
の
赤
塚
、
中
道
を
中
心
と

し
た
地
域
の
も
の
で
、
宮
下
家
文
書
、
上
田
登
四
郎
家
文
書
、
上
田
実
家
文
書
、
上

田

正
嗣
家
文
書
等
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
赤
塚
の
山
田
善
花
家
文
書
の
よ
う
に
、
今

回
の
調
査
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
も
あ
る
。
山
田

家
文
書
は
、
慶
長
年
間
の
売
券
を
多
数
含
む
近
世
前
期
を
中
心
と
し
た
家
経
営
文
書

で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
こ
の
地
域
の
近
世
的
体
制
の
成
立
過
程
を
教
え
て
く
れ
る
貴

重
な
史
料
で
あ
る
（
本
書
巻
頭
写
真
参
照
）
。

　
文
書
調
査
が
紀
ノ
川
左
岸
に
集
中
し
た
こ
と
に
伴
い
、
他
の
分
野
の
調
査
も
専
ら

左
岸
地
域
の
諸
村
落
に
つ
い
て
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
赤
塚
と
中
道
に
特
に
集
中
し

て

民
俗
調
査
お

よ
び
城
郭
調
査
を
実
施
し
た
。
近
世
の
庄
屋
ク
ラ
ス
の
百
姓
が
中
世

以
来
の
家
柄
を
強
調
し
、
隅
田
荘
と
の
関
連
で
自
己
の
権
威
を
確
立
し
よ
う
と
す
る

動
向
で
あ
り
、
そ
れ
と
紀
州
藩
が
認
定
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
地
士
身
分
と
の
関

連

や
、
有
力
百
姓
が
特
権
を
村
落
内
で
表
示
し
よ
う
と
す
る
堂
座
講
の
変
貌
・
衰
退

過
程
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
各
研
究
員
は
自
分
自
身
の
問
題
意
識
に
基
づ
く
研
究
課

題
を
調
査
を
通
し
て
分
析
考
察
を
進
め
た
が
、
そ
れ
ら
は
中
世
隅
田
荘
そ
の
も
の
に

つ

い
て

の

再
検
討
で
あ
り
、
ま
た
近
世
に
お
け
る
そ
の
伝
統
と
の
関
連
に
絞
ら
れ
て

き
た
と
言
え
る
。

　
二
年
度
め
の
終
了
に
際
し
て
、
果
た
し
て
隅
田
荘
の
地
域
の
諸
村
落
が
近
畿
地
方

村
落

と
し
て
一
般
的
な
、
あ
る
い
は
典
型
的
な
姿
を
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
考
え

る
た
め
に
、
甲
賀
郡
中
惣
で
有
名
な
滋
賀
県
甲
賀
郡
水
口
町
で
の
現
地
調
査
と
研
究

会
を
行
っ
た
。
ま
た
、
地
元
水
口
歴
史
民
俗
資
料
館
の
米
田
実
氏
か
ら
甲
賀
地
方
の

祈
繍
寺
院
に
つ
い
て
幅
広
い
視
野
か
ら
の
研
究
成
果
を
発
表
し
て
も
ら
い
、
比
較
の

視
点
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
二
年
間
の
研
究
期
間
は
終
了
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
間
に
写

真
撮
影
な
ど
で
収
集
し
た
文
書
史
料
は
膨
大
な
量
に
及
ん
だ
た
め
、
各
研
究
員
が
自

己

の

課
題
に

対
応

し
て
史
料
の
分
析
を
終
え
る
こ
と
は
さ
ら
に
翌
年
度
以
降
に
持
ち

越

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
民
俗
調
査
や
地
理
調
査
の
結
果
も
同
様
に
豊
富
な

資
料
を
入
手
し
た
の
で
、
整
理
検
討
作
業
に
多
く
の
時
間
が
費
や
さ
れ
、
そ
の
分
析

は
や
は
り
翌
年
度
以
降
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
制
度
的
に
は
組
織
は
解
散
し
た
後

に

も
、
研
究
員
は
相
互
に
連
絡
を
取
り
合
い
、
研
究
を
進
め
た
。
そ
し
て
、
そ
の
最

終
成
果

を
取
り
ま
と
め
る
た
め
に
、
自
主
的
な
研
究
会
を
一
九
九
四
年
十
一
月
に
三

重
県
名
張
市
に
お
い
て
開
催
し
、
執
筆
内
容
を
報
告
し
合
い
、
そ
れ
に
つ
い
て
討
議

検
討
す

る
と
共
に
、
当
初
研
究
対
象
と
し
て
計
画
し
果
た
せ
な
か
っ
た
伊
賀
黒
田
荘

に

つ

い

て

の

現
地
調
査

を
行
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
協
力
関
係
に
よ
っ
て
、
各
研
究
員

の

研
究

も
大
き
く
進
展
し
、
一
九
九
四
年
度
末
に
多
く
の
研
究
員
は
研
究
成
果
報
告

論
文

を
提
出
し
、
さ
ら
に
遅
れ
た
者
も
一
九
九
五
年
夏
ま
で
に
は
提
出
し
、
こ
こ
に

そ
の
報
告
書
を
刊
行
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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三
　
対
象
地
域

　
紀
伊
国
隅
田
荘
で
あ
っ
た
地
域
は
現
在
の
和
歌
山
県
橋
本
市
で
あ
り
、
市
の
東
半

分
が
か

つ
て

の

隅
田
荘
の
範
域
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
市
域
の
中
心
部
を
東
か
ら
西

へ
向
か
っ
て
紀
ノ
川
が
流
れ
、
そ
の
両
岸
に
切
り
立
っ
た
河
岸
段
丘
を
発
達
さ
せ
て

い

る
が
、
南
側
の
左
岸
は
そ
の
段
丘
面
は
狭
く
、
山
が
迫
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
北
側
の
右
岸
は
や
や
広
い
平
地
が
広
が
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
北
に
向

か

っ

て

い

く
つ
も
の
谷
が
低
い
山
の
な
か
に
入
り
込
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
和
泉
と

の

国
境
を
形
成
す
る
葛
城
山
の
山
脈
に
及
ぶ
。
紀
ノ
川
を
遡
上
す
る
と
大
和
国
に
入

る
。
隅
田
荘
は
紀
伊
と
大
和
の
国
境
地
帯
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
国
境
は
山
地

と
か
大
き
な
河
川
で
は
な
く
、
小
規
模
な
河
川
を
境
と
し
て
い
る
。
特
に
紀
ノ
川
右

岸
で

は
、
平
地
に
刻
ま
れ
た
小
川
と
も
い
う
べ
き
落
合
川
が
境
界
で
あ
り
、
浅
い
谷

が
刻
ま
れ
た
平
地
両
側
に
展
開
し
て
い
る
。

　
隅
田
荘
は
一
〇
世
紀
末
に
藤
原
兼
家
に
よ
っ
て
石
清
水
八
幡
宮
寺
境
内
の
三
昧
堂

の

料
所

と
し
て
設
定
さ
れ
た
石
清
水
八
幡
宮
領
の
荘
園
で
、
は
じ
め
は
ご
く
小
規
模

な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
一
二
世
紀
前
半
に
荘
園
域
内
に
隅
田
八
幡
宮
が
創
建
さ

れ
、
そ
の
俗
別
当
職
お
よ
び
隅
田
荘
公
文
職
に
こ
の
地
の
有
力
者
長
忠
延
が
任
じ
ら

れ

て
、
そ
の
後
長
氏
に
よ
っ
て
世
襲
さ
れ
た
。
こ
の
家
が
鎌
倉
時
代
に
な
っ
て
藤
原

氏

を
名
乗
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
後
に
は
隅
田
氏
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ

れ

る
。
隅
田
氏
は
惣
領
家
を
中
心
に
多
く
の
庶
子
の
家
が
編
成
さ
れ
、
領
域
の
一
円

支
配
を
実
現
し
、
石
清
水
八
幡
宮
の
支
配
力
は
弱
ま
っ
た
。
隅
田
氏
は
隅
田
党
を
結

び
、
こ
の
地
方
の
支
配
を
行
っ
た
が
、
一
四
世
紀
の
元
弘
の
乱
に
お
い
て
隅
田
惣
領

家

は
滅
亡
し
、
そ
の
後
は
隅
田
党
の
な
か
の
葛
原
氏
が
勢
力
を
伸
ば
し
た
。
し
か
し
、

室
町
時
代
に
は
守
護
の
勢
力
拡
大
に
伴
い
、
隅
田
党
の
各
氏
は
そ
の
被
官
と
な
っ
て
、

勢
力
を
次
第
に
弱
め
て
い
っ
た
（
中
世
隅
田
荘
の
概
要
は
本
書
所
収
の
石
井
進
「
紀

伊
国
隅
田
荘
研
究
の
課
題
」
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。

　
隅
田
荘
は
紀
ノ
川
の
左
岸
・
右
岸
の
両
側
に
ま
た
が
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
古
く

か

ら
紀
ノ
川
を
境
に
隅
田
北
荘
と
隅
田
南
荘
に
区
分
さ
れ
て
い
た
。
隅
田
荘
の
中
心

部
分

は
も
ち
ろ
ん
平
地
が
広
が
る
右
岸
に
あ
っ
た
。
多
く
の
集
落
が
分
布
し
、
隅
田

荘
の

鎮
守
で
あ
っ
た
隅
田
八
幡
や
隅
田
氏
の
氏
寺
と
さ
れ
る
利
生
護
国
寺
も
紀
ノ
川

の

右
岸
に
あ
る
し
、
多
く
の
中
世
城
館
祉
も
見
ら
れ
る
。
隅
田
荘
を
支
配
し
た
隅
田

氏

は
じ
め
有
力
在
地
領
主
は
こ
の
地
域
に
居
住
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に

対
し
て
、
左
岸
は
耕
地
と
し
て
開
発
可
能
な
平
地
も
少
な
く
、
集
落
も
少
な
い
。

　
近
世
に

は
か
つ
て
の
隅
田
荘
の
領
域
は
和
歌
山
藩
領
と
高
野
山
領
に
分
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
大
部
分
は
和
歌
山
藩
領
で
あ
っ
た
が
、
南
荘
の
中
道
村
の
み
が
高
野
山

領

と
な
っ
て
明
治
維
新
を
迎
え
て
い
る
。
和
歌
山
藩
の
農
村
支
配
の
特
色
の
一
つ
と

し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
地
士
制
度
で
あ
る
。
隅
田
荘
地
域
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
の

支
配
者
層
が
近
世
の
兵
農
分
離
後
武
士
的
性
格
を
保
持
し
て
そ
の
ま
ま
農
村
部
に
居

住

し
続
け
た
。
そ
の
中
心
的
な
者
た
ち
を
元
和
年
間
に
与
力
と
し
て
召
し
出
し
、
隅

田
組
と
し
て
編
成
し
た
。
当
時
の
隅
田
組
は
一
五
軒
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
正
保
年

間
に
い
っ
た
ん
隅
田
組
の
一
五
人
は
召
し
放
た
れ
、
今
度
は
地
士
と
し
て
編
成
さ
れ

た
。
こ
れ
が
一
般
に
い
う
地
士
の
隅
田
組
で
あ
る
。
当
初
限
ら
れ
た
家
数
で
あ
っ
た

が
、
近
世
後
期
に
は
新
た
に
興
っ
て
き
た
家
が
由
緒
を
主
張
し
て
地
士
に
取
上
げ
ら
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れ
、
そ
の
家
数
は
増
大
し
た
。
ま
た
、
近
世
の
和
歌
山
藩
の
支
配
制
度
は
、
広
域
的

な
掌
握
を
す
る
た
め
に
大
庄
屋
を
置
き
、
そ
の
下
で
各
村
に
庄
屋
以
下
の
村
役
人
が

い

た
。
旧
隅
田
荘
も
属
す
る
伊
都
郡
は
上
、
中
、
下
に
区
分
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
大

庄
屋
が
置
か
れ

た
。
旧
隅
田
荘
域
の
村
々
は
上
組
に
属
し
た
が
、
そ
こ
に
は
隅
田
荘

域
の

村
だ

け
で
は
多
く
の
村
が
属
し
、
全
部
で
三
十
七
ヵ
村
で
あ
っ
た
。

　
近
世
の
支
配
単
位

と
し
て
の
村
が
、
明
治
の
町
村
制
施
行
に
先
立
つ
大
幅
な
町
村

合
併
で
大
字
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
紀
ノ
川
右
岸
の
旧
隅
田
荘
域
の
多
く
の
大
字

は
町
村
制
下
で
は
隅
田
村
に
属
し
た
。
そ
れ
か
ら
外
れ
た
の
が
境
原
と
そ
の
奥
の
杉

尾

で
、
村
も
別
と
な
り
紀
見
村
に
属
し
た
。
一
方
、
紀
ノ
川
左
岸
の
地
域
の
諸
村
落

も
そ
れ
ぞ
れ
が
小
規
模
な
が
ら
大
字
と
な
り
、
行
政
村
と
し
て
は
恋
野
村
に
属
し
た
。

そ
の
後
、
一
九
五
四
年
に
隅
田
村
と
恋
野
村
は
合
併
し
、
さ
ら
に
一
九
五
五
年
に
合

併
し
て
橋
本
市
と
な
っ
た
。
そ
の
際
に
、
明
治
町
村
制
の
隅
田
村
の
地
域
の
十
一
の

字
は
名
称
に
隅
田
を
冠
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
以
上
、
『
橋
本
市
史
』
、
『
角
川
日
本
地

名
大
辞
典
』
和
歌
山
県
等
の
記
述
を
参
照
）
。

　
近
年

ま
で
は
こ
の
地
域
は
農
村
と
し
て
の
景
観
を
強
く
留
め
て
い
た
が
、
紀
ノ
川

右
岸
の
南
海
高
野
線
に
近
い
地
域
で
急
速
に
開
発
が
行
わ
れ
、
景
観
が
一
変
し
た
。

特
に
新
し
く
林
間
田
園
都
市
駅
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
境
原
の
近
く
ま
で
開

発
が
進

み
、
住
宅
地
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
J
R
和
歌
山
線
に
沿
っ
て
も
住

宅
地
が
急
速
に

増
え
て
き
て
お
り
、
都
市
化
の
様
相
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
比
べ

る
と
、
紀
ノ
川
左
岸
地
域
は
農
村
的
な
景
観
を
維
持
し
て
い
る
。

四
　
研
究
成
果
の
概
観

　
報
告
書
と
し
て
取
り
ま
と
め
る
に
際
し
て
、
各
研
究
員
の
研
究
課
題
を
整
理
し
て
、

地
域
の

歴
史
の
全
体
像
を
示
す
よ
う
に
編
成
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
今

回
の
研
究
成
果
は
大
き
く
三
つ
の
編
と
し
て
構
成
で
き
る
と
判
断
し
た
。
す
な
わ
ち
、

「荘
」
、
「
村
」
、
「
家
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
よ
り
広
域
的
な
世
界
か
ら
狭
い
世
界
へ
と

歴
史
を
見
て
い
く
こ
と
で
あ
る
が
、
当
時
に
そ
れ
が
ま
た
時
代
的
な
歴
史
の
展
開
を

も
ほ
ぼ
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
荘
」
は
中
世
の
隅
田
荘
の
大
き
な
領
域
、
あ
る
い
は
隅
田
荘
全
体
の
構
造
に
関
わ

る
歴
史
的
展
開
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
研
究
、
ま
た
近
世
以
降
に
お
い
て
も
そ

の

領
域

が
一
定
の
歴
史
的
意
味
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
考
察
し
た
研
究
を
収
録
し
た
。

隅

田
荘
と
い
う
広
が
り
が
い
か
に
形
成
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
展
開
を
と
げ
つ
つ
現
代

に

い

た
っ
た
の
か
を
考
え
る
手
が
か
り
を
示
す
と
共
に
、
中
世
に
歴
史
の
舞
台
と

な
っ
た
所
が
近
世
以
降
に
ど
の
よ
う
な
様
相
を
示
し
た
の
か
を
も
考
え
よ
う
と
し
た
。

中
世
の
荘
園
の
特
質
、
近
世
に
お
け
る
か
つ
て
の
荘
域
の
動
向
、
特
に
地
士
に
組
織

さ
れ
た
在
地
領
主
層
の
子
孫
の
動
向
や
隅
田
八
幡
の
祭
祀
を
め
ぐ
る
村
落
連
合
の
様

相
を
、
村
落
内
各
階
層
の
動
向
と
の
関
連
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
「
村
」
で
は
荘
の
領
域
の
中
か
ら
近
世
に
な
っ
て
姿
を
明
確
に
し

て

き
た
村
を
単
位
に
し
た
歴
史
的
展
開
を
分
析
し
た
論
文
で
編
成
し
た
。
中
世
的
な

荘
の
領
域
と
関
連
し
つ
つ
、
個
別
の
村
が
主
要
な
舞
台
と
な
っ
た
近
世
史
研
究
の
成

果

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
れ
は
現
行
の
民
俗
の
伝
承
母
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
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民
俗
学
的

な
地
域
研
究
の
成
果
を
収
録
す
る
こ
と
と
も
な
っ
た
。
か
つ
て
の
隅
田
荘

内
の
個
別
村
落
に
は
堂
座
講
と
い
う
特
権
的
祭
祀
組
織
と
し
て
の
宮
座
が
存
在
し
た

が
、
そ
の
宮
座
構
成
員
は
ま
た
水
利
に
お
い
て
も
特
権
を
有
し
て
い
た
。
そ
の
特
権

が

し
だ
い
に
後
退
し
、
農
民
た
ち
を
中
心
と
し
た
村
落
秩
序
が
成
立
し
て
く
る
過
程

を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
村
落
の
い
く
つ
か
の
特
質
を
究
明
し
よ
う
と
し

た
。

　

そ
し
て
「
家
」
は
中
世
、
近
世
を
通
し
て
生
活
と
生
産
の
基
本
単
位
で
あ
っ
た
家

に

視
点
を
据
え
た
研
究
を
収
録
し
た
。
主
と
し
て
近
世
に
お
け
る
家
の
あ
り
方
を
論

じ
て
い
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
中
世
の
隅
田
荘
の
存
在
が
大
き
く
、
中
世
以
来
の
伝

統
を
誇
る
こ
と
で
近
世
以
降
の
自
分
た
ち
の
存
立
の
根
拠
と
し
よ
う
と
す
る
家
々
の

動
向
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
地
士
と
い
う
身
分
に
編
成
さ
れ
、
あ
る
い
は
取
り

立
て

ら
れ
る
こ
と
に
家
と
し
て
の
上
昇
を
見
る
人
々
の
運
動
に
視
点
を
据
え
て
、
こ

の

地
方
の
家
の
特
質
を
詳
細
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
本
報
告
書
に
収
録
さ
れ
た
各
研
究
員
の
研
究
論
文
は
、
「
荘
」
収
録
の
論
文
で
も
必

ず

し
も
荘
園
の
範
域
全
体
を
分
析
対
象
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
荘
園
全
体
を
視

野
に

入
れ
つ

つ
、
特
定
の
地
域
に
重
点
を
お
い
て
分
析
し
て
い
る
。
「
村
」
や
「
家
」

に

お

い
て

は

そ
の
傾
向
は
さ
ら
に
強
く
、
荘
域
全
体
で
は
な
く
、
特
定
の
村
落
、
特

定
の

家
の
分
析
と
い
う
研
究
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
通
し
て
、
集
中
的
に
取
り

上
げ
ら
れ
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
紀
ノ
川
右
岸
地
域
で
は
境
原
で
あ
り
、
左
岸

地
域
で

は
中
道
・
赤
塚
で
あ
る
。
境
原
と
中
道
・
赤
塚
は
、
中
世
隅
田
荘
の
研
究
に

し
ば
し
ば
登
場
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
近
世
の
研
究
も
可
能
に
す
る
近
世
文
書
が

豊
か
に

残
存

し
て
い
る
地
域
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
状
で
は
大
き
く
異
な
る
印
象
を

与
え
る
。

　
南
海
高
野
線
で
大
阪
方
面
か
ら
紀
見
峠
を
超
え
て
橋
本
市
に
入
っ
て
く
る
と
、
す

ぐ
に
目
に
つ
く
の
は
山
地
・
丘
陵
地
の
大
規
模
開
発
に
よ
る
住
宅
地
化
で
あ
る
。
そ

の

開
発
が
及
び
つ
つ
あ
る
境
原
は
隅
田
荘
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
文
書
史
料
で
あ
る

葛
原
文
書
を
伝
え
た
葛
原
家
が
か
つ
て
居
住
し
て
い
た
地
域
で
あ
る
。
近
年
は
急
速

に

開
発
が
進
み
、
集
落
の
南
側
の
か
つ
て
の
山
林
の
部
分
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
宅
地

造
成

さ
れ
、
新
し
い
街
を
形
成
し
つ
つ
あ
る
。
そ
の
た
め
、
地
域
社
会
の
変
貌
も
激

し
く
、
民
俗
の
伝
承
に
お
い
て
も
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ

れ

る
地
域
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
歩
古
い
集
落
の
部
分
に
入
る
と
静
か
な
た
た
ず
ま

い

を
示
し
て
い
る
こ
と
も
印
象
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
中
道
、
赤
塚
、
恋
野
等
の
立
地
す
る
紀
ノ
川
左
岸
の
地
域
は
未

だ

完
全
に
農
村
と
し
て
の
景
観
を
維
持
し
て
お
り
、
近
世
以
来
の
各
種
資
料
に
出
て

く
る
村
落
の
様
相
を
今
に
示
し
て
い
る
地
域
で
あ
る
。
各
種
の
行
事
や
由
来
等
の
伝

承
に

つ
い
て

も
比
較
的
豊
か
な
も
の
が
あ
り
、
し
か
も
集
落
と
耕
地
の
あ
り
方
の
な

か
で
伝
承
を
確
認
し
た
り
、
比
定
す
る
こ
と
も
比
較
的
可
能
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
民
俗
か
ら
歴
史
的
世
界
を
認
識
す
る
上
で
も
便
利
な
地
域
で
あ
っ
た
。

　
以
下
で

は
、
そ
の
各
論
文
に
つ
い
て
簡
単
に
読
者
へ
の
案
内
を
試
み
て
お
き
た
い
。

O
　
荘

　
勝
田

至
「
隅
田
荘
中
世
地
名
考
」
　
隅
田
荘
研
究
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た

葛
原
文
書

を
は
じ
め
と
す
る
各
種
の
史
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る
地
名
の
所
在
地
を
現

在
の
伝
承
や
現
行
の
地
名
を
調
査
し
た
上
で
確
認
し
、
そ
れ
を
地
図
上
に
描
き
込
む
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作
業

を
行
い
、
そ
こ
か
ら
判
明
し
た
事
柄
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
付
図
に
示
さ

れ
て

い

る
そ
の
丹
念
な
作
業
は
恐
ら
く
今
後
の
隅
田
荘
研
究
に
大
き
く
貢
献
す
る
ば

か

り
で
な
く
、
中
世
の
地
名
を
研
究
す
る
方
法
と
し
て
も
大
い
に
参
照
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
境
原
と
い
う
一
つ
の
地
域
が
中
世
以
来
の
歴
史
を

い

か
に

豊
か
に

蓄
積

し
て
い
る
か
を
、
地
名
と
い
う
素
材
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
て

い
る
。

　
久
留
島
典
子
「
隅
田
荘
関
係
文
書
の
再
検
討
－
隅
田
葛
原
氏
を
中
心
に
ー
」
　
従
来

の

隅
田
荘
研
究
が
依
拠
し
て
き
た
隅
田
家
文
書
と
葛
原
家
文
書
に
つ
い
て
、
そ
の
両

者
の

関
係
を
検
討
し
た
論
考
で
あ
る
。
両
者
の
残
存
文
書
の
記
載
内
容
を
子
細
に
検

討
し
た
結
果
、
こ
の
二
つ
の
文
書
群
は
別
個
の
も
の
で
は
な
く
、
本
来
一
つ
の
文
書

で
、
葛
原
氏
文
書
と
し
て
存
在
し
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
文
書

の

記
載
内
容
の
分
析
を
行
い
、
隅
田
党
と
呼
ば
れ
て
き
た
隅
田
一
族
の
結
合
の
形
成

過
程
と
そ
の
要
因
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
隅
田
荘
に
つ
い
て
基
礎
的
問
題
を
検
討

し
、
今
後
の
研
究
に
際
し
て
は
必
ず
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
問
題
提
起

を
し
た
論
文
で
あ
る
。

　
藤

田
達
生
「
兵
農
分
離
政
策
と
郷
士
制
度
ー
和
歌
山
藩
隅
田
組
を
素
材
と
し
て
ー
」

中
世
後
期
に
隅
田
荘
の
在
地
を
支
配
し
た
領
主
た
ち
は
「
二
五
人
の
地
頭
」
で
あ
っ

た

が
、
彼
等
の
多
く
は
近
世
以
降
も
旧
地
に
居
住
を
続
け
た
。
和
歌
山
藩
は
彼
等
を

地
士

と
し
て
組
織
し
て
「
隅
田
組
」
と
し
た
。
兵
農
分
離
の
結
果
と
し
て
城
下
町
に

集
住

し
た
武
士
た
ち
が
、
結
局
は
地
士
と
い
う
形
で
村
落
に
居
住
す
る
武
士
身
分
を

認
め

て
、
支
配
の
一
翼
を
担
わ
せ
た
。
こ
れ
は
い
か
な
る
理
由
か
を
追
究
し
よ
う
と

し
た
研
究
で
あ
る
。
地
士
制
度
を
単
な
る
遅
れ
た
地
域
の
古
い
勢
力
の
懐
柔
策
と
か

妥
協
策
と
し
て
し
ま
わ
ず
、
幕
藩
体
制
の
構
造
の
中
に
積
極
的
に
位
置
付
け
、
把
握

し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
岩
城
卓
二
「
神
社
と
近
世
地
域
社
会
」
　
中
世
に
は
隅
田
荘
を
支
配
す
る
隅
田
一
族

の

結
合
の
中
核
に
隅
田
八
幡
が
あ
っ
た
が
、
戦
国
時
代
以
降
隅
田
八
幡
の
祭
祀
は
隅

田
一
族
、
地
域
の
諸
村
落
の
有
力
農
民
、
そ
し
て
供
僧
、
禰
宜
、
神
子
等
の
宗
教
者

の

三
つ

の
勢
力
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
な
か
で
も
村
々
の
有
力

農
民
で
構
成
さ
れ
る
「
庄
中
」
の
成
長
が
近
世
の
村
々
の
地
域
統
合
を
も
た
ら
し
、

近
世
的
村
落
秩
序
を
完
成
さ
せ
た
が
、
同
時
に
ま
た
供
僧
、
社
人
等
も
成
長
し
、
「
仲

間
」
を
形
成
し
、
一
定
の
位
置
を
獲
得
し
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

⇔
　
村

　
渡
辺
尚
志
「
近
世
の
村
と
寺
ー
紀
伊
国
伊
都
郡
境
原
村
を
事
例
と
し
て
ー
」
　
隅
田

荘
域
の

な
か
で
中
世
以
来
の
文
書
の
残
存
に
よ
っ
て
具
体
的
な
地
域
の
イ
メ
ー
ジ
を

作

り
や
す
い
境
原
を
対
象
に
し
た
研
究
で
あ
る
。
境
原
に
は
小
峯
寺
と
い
う
寺
院
が

あ
り
、
ま
た
東
光
寺
と
い
う
寺
院
が
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
真
言
宗
寺
院
で
あ
る
。
境

原
村
に
は
中
世
以
来
の
権
威
を
背
景
に
し
た
四
軒
の
家
で
構
成
さ
れ
る
「
堂
座
講
」

が

あ
る
が
、
こ
れ
と
寺
院
僧
侶
、
そ
し
て
堂
座
講
に
参
加
で
き
な
い
一
般
農
民
の
対

抗
関
係
を
、
境
原
村
（
百
姓
）
と
小
峯
寺
・
東
光
寺
と
い
う
寺
院
（
住
職
）
の
両
者

の

視
点
か
ら
複
眼
的
に
考
察
し
、
堂
座
講
の
後
退
と
村
方
か
ら
の
自
立
を
試
み
る
寺

院
住
職
、
ま
た
発
言
権
を
増
大
さ
せ
て
い
く
一
般
農
民
と
い
う
各
階
層
の
動
向
を
明

ら
か
に
し
た
研
究
で
あ
る
。

　
出
田
和
久
「
明
治
期
に
お
け
る
村
落
景
観
の
変
容
」
　
近
世
村
落
の
景
観
は
近
年
ま
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で
維
持

さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
や
す
い
が
、
近
世
以
降
現
代
ま
で
に
大
き
な
変
動

の
波

を
被
っ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
特
に
地
租
改
正
に
と
も
な
う
動

向
は
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
軽
視
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
主
張
を
隅
田
荘
域

の
境
原
を
中
心
に
具
体
的
に
分
析
し
て
提
出
し
た
論
文
で
あ
る
。
境
原
は
近
年
急
激

な

変
貌
を
と
げ
て
い
る
が
、
そ
の
前
提
と
な
る
変
動
を
景
観
の
変
化
と
あ
わ
せ
て
明

ら
か
に
し
て
い
る
。

　
福

田
ア
ジ
オ
「
紀
ノ
川
左
岸
に
お
け
る
水
利
と
村
落
」
　
中
世
の
隅
田
荘
の
広
域
的

な

展
開
が
、
近
世
に
な
る
と
個
別
の
小
規
模
な
村
落
単
位
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
何

故
か

を
課
題
と
し
て
、
紀
ノ
川
左
岸
の
赤
塚
を
事
例
に
考
察
し
た
論
文
で
あ
る
。
中

世
に

は

土
居
連
合

と
も
い
う
べ
き
方
式
で
村
落
を
超
え
た
水
利
秩
序
が
形
成
さ
れ
て

い
た

が
、
近
世
に
は
そ
れ
が
解
消
し
、
個
別
村
落
領
域
内
で
完
結
す
る
水
利
秩
序
と

な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
水
利
組
織
に
お
い
て
も
特
定
の
家
々
が
独
占
す
る
組
織

か

ら
家
を
単
位
と
し
た
当
番
制
へ
と
変
化
し
た
こ
と
を
、
水
利
を
め
ぐ
る
民
俗
を
資

料
に
し
て
論
じ
て
い
る
。

　
森
栗
茂
一
「
境
界
集
落
の
渡
世
1
隅
田
荘
真
土
村
ー
」
　
紀
伊
国
の
も
っ
と
も
東
端

の

大
和
の
国
境
に
真
土
が
あ
る
。
街
道
に
沿
っ
た
国
境
の
村
と
し
て
古
く
か
ら
知
ら

れ
て

い

る
が
、
そ
の
理
解
は
か
な
ら
ず
し
も
正
し
く
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の

国
境
に
立
地
す
る
村
落
の
歴
史
的
展
開
を
伝
承
に
よ
っ
て
描
き
出
し
て
、
そ
の
地
域

的
特
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
論
文
で
あ
る
。

　
福
原
敏
男
「
森
神
信
仰
と
し
て
の
里
神
」
　
隅
田
荘
の
荘
域
を
含
む
紀
ノ
川
流
域
や

日
高
川
流
域
に
は
、
森
を
祭
祀
の
場
と
し
た
里
神
と
呼
ば
れ
る
小
祠
が
分
布
し
て
い

る
。
こ
の
里
神
を
森
神
信
仰
の
な
か
で
把
握
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
論
文
で
あ

る
。
隅
田
荘
の
荘
域
で
完
結
す
る
研
究
で
は
な
い
が
、
こ
の
地
方
の
個
別
村
落
に
見

ら
れ
る
特
色
あ
る
民
俗
信
仰
を
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
る
。

日

家

　
深
谷
克
己
「
由
緒
地
域
の
村
役
人
家
」
　
近
世
の
旧
隅
田
荘
の
荘
域
は
、
中
世
の
在

地
領
主
に

系
譜
を
引
く
旧
家
が
多
く
存
在
し
て
い
る
が
、
そ
の
特
色
を
「
由
緒
地
域
」

と
把
握
し
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
地
士
取
り
立
て
の
特
質
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た

論
文
で

あ
る
。
事
例
を
赤
塚
村
の
上
田
家
に
求
め
、
上
田
家
は
近
世
成
立
期
に
は
地

士

と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
る
ほ
ど
の
家
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
た
え
ず
上
昇
願

望
が
あ
り
、
幕
末
に
及
び
、
藩
へ
の
役
儀
貢
献
を
挺
子
に
地
士
取
り
立
て
を
強
力
に

運
動

し
、
つ
い
に
成
功
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
そ
の
際
に
近
世
を
通

し
て
使
用
し
て
い
た
小
林
姓
を
改
め
て
、
上
田
姓
に
復
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し

て

い
る
。

　
新
谷
尚
紀
「
家
の
歴
史
と
民
俗
」
　
中
世
以
来
の
家
柄
を
強
調
す
る
中
道
の
上
田
姓

の

家
二
軒
と
赤
塚
の
上
田
姓
一
軒
の
計
三
軒
に
つ
い
て
、
そ
の
歴
史
的
展
開
を
文
書

の

み

で

な
く
墓
地
・
墓
石
の
あ
り
方
や
民
俗
と
し
て
示
さ
れ
る
伝
承
を
も
活
用
し
て

明
ら
か
に
し
た
論
文
で
あ
る
。
こ
の
三
家
は
相
互
に
関
係
が
深
く
、
い
ず
れ
も
南
北

朝
時
代
の
隅
田
荘
の
地
頭
で
あ
っ
た
上
田
虎
正
丸
の
子
孫
と
伝
え
、
誇
り
と
し
て
き

た
。
近
世
を
通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
家
は
変
化
し
つ
つ
も
、
先
祖
祭
祀
を
行
い
、
家
の

永
続
を
は
か
っ
て
き
た
こ
と
を
実
証
的
に
論
じ
て
い
る
。
歴
史
的
に
深
度
の
あ
る
個

別
研
究

と
し
て
貴
重
な
成
果
で
あ
り
、
先
祖
祭
祀
の
問
題
を
考
え
る
際
の
重
要
な
視

点
と
素
材
を
提
供
し
て
い
る
。
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以
上
の

よ
う
な
各
研
究
を
通
し
て
、
中
世
の
隅
田
荘
の
地
域
の
従
来
の
研
究
に
は

再
検
討

を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
も
少
な
く
な
い
点
や
、
隅
田
荘
内
の
在
地

領
主
の

動
向
は
近
世
の
こ
の
地
方
の
秩
序
に
も
大
き
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か

に
さ
れ
、
そ
れ
を
前
提
に
こ
の
地
方
が
近
世
以
降
も
人
々
の
生
活
の
舞
台
と
し
て

存
続
、
発
展
し
、
中
世
の
特
質
を
背
負
い
な
が
ら
も
独
自
の
様
相
を
示
し
た
こ
と
も

具
体
的
に
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
一
つ
の
地
域
が
特
定
の
時
代
を
超
え
て
、
大

き
な
歴
史
的
展
開
を
示
す
舞
台
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
、
隅
田
荘
の
領
域
を
事
例
に

検
討

し
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
、
幅
広
い
地
域
史
研
究
の
可
能
性
を
示
し
た
も
の
と

判
断
し
た
い
。

　
最
後

に
今
回
の
特
定
研
究
に
つ
い
て
は
諸
関
係
機
関
お
よ
び
多
く
の
方
々
に
多
大

の

便
宜

を
は
か
っ
て
い
た
だ
き
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
こ
と
を
記
し
て
深
甚
な
る
謝

意

を
表
し
た
い
。
特
に
橋
本
市
教
育
委
員
会
、
橋
本
市
立
郷
土
資
料
館
に
は
何
か
と

ご
高
配
い
た
だ
い
た
。
ま
た
小
山
靖
憲
、
桜
井
隆
治
の
両
氏
か
ら
は
地
元
調
査
対
象

地
域
に

つ

い
て

種

々
情
報
を
頂
戴
し
、
研
究
課
題
に
つ
い
て
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

調
査
対
象
村
落
の
当
時
の
区
長
で
あ
っ
た
境
原
の
松
本
義
一
、
赤
塚
の
藤
田
良
告
両

氏
に

は
、
現
地
調
査
の
際
に
大
変
便
宜
を
は
か
っ
て
い
た
だ
き
支
障
な
く
調
査
を
実

施
で

き
る
よ
う
に
ご
配
慮
く
だ
さ
っ
た
。
ま
た
各
文
書
所
蔵
者
の
隅
田
八
幡
神
社
、

隅
田
能
章
、
小
嶋
洋
三
、
芋
生
孝
治
、
宮
下
彰
義
、
上
田
弘
、
上
田
正
嗣
、
上
田
登

四

郎
、
山
田
善
花
、
葛
原
忠
綱
の
諸
氏
に
は
、
貴
重
な
文
書
の
調
査
を
認
め
、
写
真

撮
影

ま
で
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
調
査
に
際
し
て
種
々
ご
配
慮
い
た

だ

い

た
。
さ
ら
に
調
査
地
区
の
多
く
の
方
々
は
貴
重
な
時
間
を
割
い
て
私
た
ち
の
聞

き
書
き
に
応
じ
て
、
様
々
な
情
報
を
ご
教
示
く
だ
さ
り
、
時
に
は
自
ら
現
地
を
ご
案

内
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
多
く
の
方
々
の
ご
厚
意
あ
ふ
れ
る
ご
協
力
に

よ
っ
て
二
年
間
の
研
究
は
充
実
し
た
も
の
と
な
り
、
多
大
の
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
が

で

き
た
。
こ
こ
に
あ
つ
く
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。

（新
潟
大
学
人
文
学
部
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）
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