
織
田
信
長
関
係
史
料
の
教
材
化
に
つ
い
て
の
試
論
（
I
）

松
　
島
　
周
　
一

は
じ
め
に

小
学
校
の
社
会
科
は
六
学
年
で
日
本
の
歴
史
を
も
対
象
と
し
て
扱

う
こ
と
に
な
る
が
、
当
然
な
が
ら
そ
こ
で
専
門
的
な
事
柄
に
深
入
り

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
教
員
は
通
史
的
な
内
容
を
、
や

や
駆
け
足
で
、
し
か
し
子
ど
も
の
興
味
関
心
を
な
る
べ
く
削
が
な
い

よ
う
に
扱
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
の
が
、
現
在
の
一

般
的
な
状
況
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
歴
史
上
の
人
物
を
中
心
に

し
た
形
で
授
業
を
組
み
立
て
て
い
く
こ
と
は
、
そ
う
し
た
条
件
の
下

で
は
や
は
り
有
効
な
手
法
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
特

に
こ
こ
愛
知
県
で
は
、
い
わ
ゆ
る
三
英
傑
の
よ
う
に
著
名
な
人
物
が

活
躍
の
足
跡
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
子
ど
も
の
興
味
を
比
較
的

ひ
き
や
す
い
材
料
も
見
出
し
や
す
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
こ

う
し
た
話
題
は
、
愛
知
県
の
場
合
に
は
特
に
、
郷
土
の
学
習
と
連
動

す
る
側
面
を
持
つ
と
い
う
意
義
も
併
せ
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

た
だ
、
そ
の
一
方
で
、
教
員
に
と
っ
て
は
、
た
と
え
ば
三
英
傑
の

事
蹟
を
扱
う
と
い
っ
て
も
、
ど
れ
く
ら
い
信
頼
で
き
る
素
材
が
あ
る

の
か
（
ど
れ
く
ら
い
実
際
に
あ
っ
た
「
歴
史
」
と
し
て
子
ど
も
に
話

し
て
い
い
の
か
。
有
名
人
特
有
の
後
世
の
「
作
り
話
」
で
は
な
い
と
、

ど
れ
だ
け
信
用
し
て
い
い
の
か
）
と
い
う
問
題
に
も
、
し
ば
し
ば
直

面
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し

た
疑
問
を
解
消
す
る
た
め
の
教
材
研
究
な
ど
に
取
力
組
み
、
よ
り
充

実
し
た
授
業
実
践
に
つ
な
げ
る
、
と
い
う
こ
と
が
理
想
で
は
あ
ろ
う

が
、
多
忙
な
教
育
現
場
で
そ
う
し
た
時
間
の
確
保
が
ど
れ
だ
け
で
き

る
の
か
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
職
場
に
よ
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
条
件

の
違
い
が
出
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
は
こ
れ
ま
で
、
愛
知
教

育
大
で
行
な
わ
れ
た
教
員
免
許
状
更
新
講
習
（
以
下
、
更
新
講
習
と

略
記
す
る
）
に
お
い
て
、
尾
張
・
三
河
に
関
係
す
る
信
長
の
事
蹟
を

い
く
つ
か
取
り
あ
げ
講
述
す
る
機
会
を
何
度
か
与
え
て
い
た
だ
い
た
。

そ
の
際
に
は
、
聴
講
し
て
い
た
だ
い
た
教
員
の
方
々
か
ら
、
何
か

「
正
し
い
」
歴
史
〈
※
注
〉
な
の
か
、
な
か
な
か
知
る
機
会
が
無
い

と
い
う
お
話
を
伺
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

本
来
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
現
場
の
方
々
の
努
力
を
輔
佐
で
き
る
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よ
う
努
力
し
、
少
な
く
と
も
現
在
の
研
究
の
中
で
ほ
ぼ
確
か
ら
し
い

と
考
え
ら
れ
て
い
る
事
柄
を
発
信
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
が
、
研
究

に
従
事
し
て
い
る
立
場
の
者
に
と
っ
て
義
務
の
ひ
と
つ
に
な
る
は
ず

で
あ
る
が
、
現
状
で
は
や
は
り
教
育
の
現
場
と
研
究
の
現
場
の
間
に

な
か
な
か
道
が
開
け
て
い
な
い
と
い
う
課
題
が
残
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。
私
か
更
新
講
習
で
講
座
を
持
た
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
も
、

そ
う
し
た
隙
間
を
多
少
と
も
埋
め
て
い
く
た
め
の
蟷
螂
の
斧
に
し
た

い
と
の
思
い
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ど
れ
く
ら
い
意
味
を
持
ち
得

て
い
る
か
の
判
定
は
、
受
講
さ
れ
た
方
々
か
ら
の
厳
し
い
ご
批
判
に

俟
つ
し
か
な
い
。

こ
こ
で
は
、
私
か
そ
の
中
で
信
長
に
関
し
て
信
頼
で
き
る
（
と
考

え
ら
れ
て
い
る
）
史
料
と
し
て
取
り
あ
げ
た
も
の
を
ひ
と
つ
の
例
と

し
て
、
な
る
べ
く
子
ど
も
の
興
味
関
心
を
削
が
な
い
よ
う
な
形
で
、

歴
史
上
の
人
物
や
郷
土
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
か
を

模
索
し
て
み
る
、
と
い
う
作
業
を
行
な
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
も
ち

ろ
ん
こ
れ
は
現
場
の
方
々
の
ご
苦
労
に
疎
い
私
の
、
空
論
に
過
ぎ
な

い
こ
と
も
自
覚
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。
多
く
の
ご
批
判
を
い
た

だ
き
な
が
ら
、
今
後
と
も
考
え
を
進
め
て
い
き
た
い
。

一
、『
信
長
公
記
』
の
一
史
料
か
ら

こ
こ
で
取
り
あ
げ
た
い
の
は
、
『
信
長
公
記
』
の
一
節
で
あ
る
。

名
前
だ
け
で
は
、
江
戸
時
代
の
は
じ
め
に
小
瀬
甫
庵
が
著
し
た
物
語

で
あ
る
『
信
長
記
』
と
混
同
し
て
し
ま
い
そ
う
だ
が
、
ま
っ
た
く
違

う
著
作
で
あ
る
。
『
信
長
記
』
は
信
長
の
活
動
を
直
接
に
見
聞
し
な

か
っ
た
世
代
の
作
者
が
著
し
た
物
語
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
か
な
り

「
作
り
話
」
が
入
っ
て
い
て
「
歴
史
」
と
し
て
扱
う
に
は
慎
重
な
検

証
が
必
要
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
物
語
は
江
戸
時
代
に
広

く
流
布
し
た
た
め
に
、
以
後
の
日
本
人
の
信
長
イ
メ
ー
ジ
に
大
き
な

影
響
を
残
し
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
と
異
な
り
、
あ
ま
り
広
く
世
に
知
ら
れ
る
著
作
で
は
な
く
、

知
る
人
ぞ
知
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（
た
だ
し
、
近
年
で
は
次
第

に
注
目
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
で
取
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
）
『
信
長
公
記
』
の
方
は
、
作
者
で
あ
る
太
田
牛
一
　
（
一
五

二
七
～
？
）
が
尾
張
出
身
で
、
実
際
に
信
長
・
秀
吉
に
も
仕
え
た
武

士
で
あ
っ
た
と
い
う
。
晩
年
は
大
坂
に
住
ん
で
、
自
ら
の
体
験
し
た

事
実
な
ど
を
軍
記
に
描
く
こ
と
に
専
念
し
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
う
し

て
書
か
れ
た
『
信
長
公
記
』
は
、
作
者
自
ら
が
「
予
「
太
田
牛
一
）
、

篇
ご
と
に
、
日
記
の
次
い
で
に
書
き
載
す
る
も
の
、
自
然
に
集
と
成

る
な
り
」
「
私
作
私
語
に
あ
ら
ず
」
と
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

史
料
と
し
て
の
信
頼
性
も
高
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
現
在
の
信
長

研
究
で
も
中
心
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
一
級
史
料
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

特
に
そ
の
冒
頭
、
「
首
巻
」
と
い
わ
れ
る
部
分
は
、
信
長
が
永
禄
十

年
（
一
五
六
七
）
に
稲
葉
山
城
を
落
と
し
て
美
濃
を
征
服
す
る
ま
で
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の
尾
張
時
代
の
足
跡
に
つ
い
て
ま
と
め
た
、
愛
知
県
の
歴
史
に
と
っ

て
も
得
難
い
史
料
に
な
っ
て
い
る
。

『
信
長
公
記
』
は
す
で
に
何
度
か
活
字
化
さ
れ
て
お
り
、
一
九
六

九
年
か
ら
角
川
文
庫
の
一
冊
に
も
入
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
使
い
や
す

く
貴
重
な
刊
行
物
で
あ
っ
た
が
、
品
切
れ
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
近
年
で
は
『
愛
知
県
史
　
資
料
編
一
四
　
中
世
・
織
豊
』

（
二
〇
一
四
年
、
愛
知
県
。
以
下
、
『
県
史
』
と
略
記
す
る
）
に
も
角

川
文
庫
版
の
底
本
と
さ
れ
た
陽
明
文
庫
本
の
「
首
巻
」
が
翻
刻
さ
れ

て
お
り
（
史
料
番
号
一
。
な
お
、
史
料
番
号
二
は
そ
れ
と
異
同
の
あ

る
天
理
大
学
図
書
館
本
が
翻
刻
さ
れ
て
お
り
、
比
較
研
究
が
し
や
す

く
な
っ
て
い
る
）
、
こ
れ
か
ら
は
よ
り
活
用
さ
れ
る
機
会
も
増
え
て

い
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
下
に
そ
の
『
信
長
公
記
』
首
巻
か
ら
、
天
文
二
十
二
年
（
一
五

五
三
）
に
行
な
わ
れ
た
信
長
と
、
隣
国
美
濃
の
支
配
者
で
あ
っ
た
斎

藤
道
三
と
の
会
見
の
模
様
を
描
い
た
部
分
を
引
用
す
る
。
信
長
は
道

三
の
娘
を
妻
に
し
て
お
り
、
こ
れ
は
聟
が
舅
と
対
面
し
た
と
い
う
出

来
事
な
の
で
あ
る
。
自
分
に
と
っ
て
舅
で
あ
る
と
と
も
に
、
隣
国
の

支
配
者
で
も
あ
る
人
物
と
対
面
す
る
。
当
然
、
信
長
に
は
そ
れ
な
り

の
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
会
見
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
当
時
、
信
長

は
二
十
歳
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
満
年
齢
で
は
な
い
。
江
戸

時
代
ま
で
の
日
本
史
に
登
場
す
る
人
物
の
年
齢
は
、
す
べ
て
数
え
年

で
示
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
満
年
齢
と
比
べ
る
と
、
一
～
二
歳
上
に

な
っ
て
い
よ

う
。
こ
の
時

の
信
長
は
、
今

な
ら
大
学

に
入

っ
た

ば
か

り
と
い
う
く

ら
い
の
若
者

で
あ

っ
た
。

そ
の
人
物

が
ど
の
よ
う
な
姿

を
み

せ
た
か
、

な
か

な
か
興

味
深
い
記
述

が
み

ら
れ
る
。
な
お
、
引

用

は

『
県

史
』
（
二

八

圭

三

頁

。
以
下

、

史
料
引

用
の
頁

数
は

す

べ
て
『
県
史
』

に
よ

る
）

か
ら
行
な

い
、

意
味
を
取

り
や
す
い
よ

う

に
仮
名
部
分

に
は
適
宜
漢
字

を
示

し
た

。

『
信

長
公
記
（

首
巻
）
』

よ
り

四

月
下

旬

の
事
候
。

斎
藤
山
城
道
三
、

富
田

の
寺
内
正

徳
寺

（
聖
徳
寺
）
ま
て
可
罷
出
候
間
、
織
田
上
総
介
殿
も
是
ま
て
御

出
候
ハ
可
為
祝
着
候
。
対
面
有
度
之
趣
申
越
候
。
…
…
先
山

城
道
三
ハ
町
末
之
小
家
に
忍
居
て
、
信
長
公
之
御
出
之
様
躰
を

見
申
し
候
。
其
時
、
信
長
の
御
仕
立
、
髪
ハ
ち
や
せ
ん
（
茶
筅
）

に
遊
し
、
も
ゑ
ぎ
（
萌
黄
）
の
平
打
に
て
ち
や
せ
ん
の
髪
を
巻

立
、
ゆ
か
た
ひ
ら
（
湯
帷
子
）
の
袖
を
は
つ
し
、
の
し
（
熨
斗
）

付
之
大
刀
・
わ
き
さ
し
（
脇
差
）
ニ
ツ
な
か
ら
、
長
つ
か
（
柄
）

に
ミ
ご
な
わ
（
三
五
縄
）
に
て
ま
（
巻
）
か
せ
、
ふ
と
き
苧
な

わ
（
縄
）
う
で
ぬ
き
（
腕
貫
）
に
さ
せ
ら
れ
、
御
腰
の
ま
は
り

に
は
猿
つ
か
ひ
之
様
に
火
燵
袋
・
ひ
よ
う
た
ん
七
つ
、
八
つ
付

さ
せ
ら
れ
、
虎
革
・
豹
革
四
つ
か
は
り
（
変
わ
り
）
の
半
袴
を

め
（
召
）
し
、
御
伴
衆
七
、
八
百
、
甍
を
並
、
健
者
先
に
走
ら

か
し
、
三
間
間
中
柄
之
朱
や
り
五
百
本
計
、
弓
・
鉄
炮
五
百
挺
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も
た
せ
ら
れ
、
寄
宿
の
寺
へ
御
着
候
て
、
屏
風
引
廻
シ
、

一
、
御
ぐ
し
折
曲
に
一
世
の
始
に
ゆ
わ
せ
ら
れ
、

一
、
何
染
被
置
候
を
知
人
な
き
か
ち
ん
（
褐
色
）
の
長
袴
め
し
、

一
、
ち
い
さ
刀
、
是
も
人
に
知
ら
せ
す
拵
を
か
せ
ら
れ
候
を
さ
ゝ

せ
ら
れ
、
御
出
立
を
御
家
中
の
衆
見
中
候
て
、
去
て
は
此
比
だ

わ
け
を
態
御
作
候
よ
と
、
肝
を
消
、
各
次
第
　
に
斟
酌
仕
候

也
。
…
…
（
道
三
は
）
附
子
を
か
（
噛
）
ミ
た
る
風
情
に
て
、

又
や
が
て
可
参
会
と
中
罷
立
候
也
。
廿
町
計
御
見
送
り
候
。
其

時
、
美
濃
衆
の
鑓
ハ
ミ
じ
か
（
短
）
く
、
こ
な
た
の
鑓
ハ
長
く

扣
立
候
て
ま
い
り
候
を
、
道
三
見
中
候
て
、
興
を
さ
ま
し
た
る

有
様
に
て
、
有
無
を
申
さ
す
罷
帰
候
。
途
中
あ
か
な
べ
（
茜
部
）

と
中
所
に
て
、
猪
子
兵
介
、
山
城
道
三
に
中
様
ハ
、
何
と
見
申

候
て
も
、
上
総
介
ハ
た
は
け
に
て
候
と
中
候
時
、
道
三
中
様
に
、

さ
れ
は
無
念
成
事
候
。
山
城
が
子
共
、
た
わ
け
が
門
外
に
馬
を

可
繋
事
、
案
之
内
に
て
候
と
計
申
候
。
自
今
巳
後
、
道
三
が
前

に
て
た
わ
け
と
云
事
申
人
無
之
。

【
（
　
）
内
は
松
島
に
よ
る
注
】

【
以
下
、
現
代
語
訳
】

四
月
下
旬
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
美
濃
の
斎
藤
道
三
か
ら
織
田
信
長

に
対
し
て
、
「
富
田
（
一
宮
市
）
の
聖
徳
寺
ま
で
出
向
く
か
ら
、

そ
ち
ら
も
出
て
来
て
く
れ
た
ら
有
難
い
。
是
非
お
会
い
し
た
い
」

と
の
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
。
…
…
（
先
に
対
面
場
所
に
着
い
た
）

道
三
は
こ
っ
そ
り
と
小
さ
な
家
屋
に
潜
み
、
信
長
が
や
っ
て
来
る

時
の
様
子
を
見
て
い
た
。
そ
の
時
の
信
長
の
姿
と
い
っ
た
ら
、
茶

筅
の
よ
う
に
突
き
立
て
た
髪
を
萌
葱
色
の
平
紐
で
ぐ
る
ぐ
る
巻
い

て
い
る
。
浴
衣
を
着
て
、
そ
の
片
袖
を
脱
い
で
い
る
。
飾
り
付
き

の
大
刀
と
脇
差
を
二
本
差
し
て
は
い
る
か
、
長
い
柄
は
縄
で
ぐ
る

ぐ
る
巻
に
し
て
あ
る
。
か
ら
む
し
で
綯
っ
た
太
い
縄
を
腕
輪
に
し

て
い
る
。
腰
の
ま
わ
り
に
は
猿
ま
わ
し
の
よ
う
に
火
燵
袋
や
ら
ひ
ょ

う
た
ん
や
ら
を
七
つ
も
八
つ
も
ぶ
ら
下
げ
て
、
虎
革
・
豹
革
を
四

色
に
染
め
て
縫
い
合
わ
せ
た
半
袴
を
は
い
て
い
る
。
そ
の
護
衛
部

隊
は
七
、
八
百
人
ほ
ど
。
び
っ
し
り
と
整
然
と
進
ん
で
く
る
。
屈

強
な
者
が
先
頭
に
立
ち
、
六
メ
ー
ト
ル
余
の
真
っ
赤
な
長
柄
の
槍

は
五
百
本
ば
か
り
、
弓
・
鉄
砲
で
武
装
し
た
者
も
五
百
人
ほ
ど
も

い
る
。
寺
に
着
い
て
か
ら
、
信
長
は
屏
風
の
中
に
隠
れ
て
着
替
え
、

そ
の
姿
は
一
変
し
た
。
生
ま
れ
て
初
め
て
結
っ
た
折
り
曲
げ
る
形

の
髪
型
。
い
つ
染
め
て
用
意
し
て
お
い
た
の
か
、
周
り
の
者
も
知

ら
な
か
っ
た
褐
色
の
長
袴
を
は
き
、
身
に
付
け
て
い
る
小
刀
も
誰

も
知
ら
な
い
う
ち
に
装
飾
を
凝
ら
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
姿

を
見
た
織
田
家
の
武
士
た
ち
は
「
そ
う
か
、
こ
れ
ま
で
だ
わ
け
姿

を
わ
ざ
と
見
せ
て
い
た
の
か
」
と
仰
天
し
、
み
な
段
々
と
こ
れ
ま

で
の
態
度
を
改
め
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
…
…
（
別
れ
際
に
）

道
三
は
苦
虫
を
か
み
つ
ぶ
し
た
よ
う
な
顔
つ
き
で
、
「
い
ず
れ
ま

た
、
お
会
い
し
よ
う
」
と
言
っ
て
出
発
し
た
。
信
長
は
そ
れ
を
二
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キ
ロ
ほ
ど
見
送
っ
た
。
（
尾
張
勢
と
美
濃
勢
が
並
ん
で
進
む
）
そ

の
時
、
道
三
は
美
濃
勢
の
槍
が
短
い
の
に
、
尾
張
勢
の
槍
は
ず
っ

と
長
く
、
天
に
向
か
っ
て
突
き
立
っ
て
い
る
の
を
見
比
べ
て
、
い

や
あ
な
顔
を
し
た
ま
ま
無
言
で
立
ち
去
っ
た
。
帰
途
、
道
三
の
一

行
は
茜
部
（
岐
阜
市
）
を
通
っ
た
。
そ
こ
で
、
伴
を
し
て
い
た
猪

子
兵
介
が
「
ど
う
見
て
も
、
あ
の
信
長
と
い
う
の
は
た
わ
け
殿
で

す
ね
」
と
感
想
を
述
べ
る
と
、
逆
に
道
三
は
「
無
念
だ
。
俺
の
子

孫
は
あ
の
た
わ
け
に
征
服
さ
れ
て
家
来
に
な
る
ぞ
。
必
ず
そ
う
な

る
」
と
だ
け
囗
に
出
し
た
。
そ
れ
か
ら
は
、
道
三
の
前
で
、
信
長

を
た
わ
け
と
呼
ぶ
者
は
い
な
く
な
っ
た
。

少
し
長
す
ぎ
る
史
料
引
用
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
内
容

は
信
長
と
い
う
人
物
を
知
る
上
で
も
、
信
長
の
拠
点
と
な
っ
た
尾
張

と
い
う
地
域
に
つ
い
て
み
て
い
く
上
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
が
か
り

を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
『
信
長
公
記
』
に
限
ら

ず
、
時
代
や
人
物
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
興
味
深
い

史
料
を
活
字
化
す
る
こ
と
は
、
多
く
の
資
料
集
（
特
に
自
治
体
史
と

し
て
刊
行
さ
れ
る
も
の
が
多
く
、
ま
た
概
し
て
そ
れ
ら
は
精
確
な
翻

刻
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
と
思
わ
れ
る
）
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ

て
き
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
は
、
ほ
ぼ
漢
字
だ
け
の
原
文
を
活
字
化

す
る
か
、
あ
る
い
は
精
々
が
読
み
下
し
文
に
直
し
て
解
説
を
付
す
と

い
っ
た
形
に
な
る
こ
と
が
一
般
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
出
版
に
と
も
な

う
技
術
的
、
財
政
的
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
に
よ
る
こ
と
で
あ

り
、
今
後
も
簡
単
に
は
変
わ
っ
て
い
か
な
い
形
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
一
方
で
、
そ
れ
で
は
ど
れ
だ
け
貴
重
な
史
料
で
あ
っ
て

も
、
現
場
の
教
員
は
な
か
な
か
使
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
ご

意
見
は
、
更
新
講
習
の
場
な
ど
で
も
伺
う
こ
と
が
あ
る
。
取
り
敢
え

ず
こ
こ
で
は
、
多
少
な
り
と
も
読
者
の
方
が
触
れ
や
す
い
も
の
に
な

れ
ば
と
思
い
、
私
の
拙
い
現
代
語
訳
を
付
し
て
み
た
。
以
下
の
話
の

展
開
に
つ
い
て
は
、
適
宜
そ
ち
ら
の
訳
文
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
う
。

二
、
若
き
信
長
の
人
物
像

こ
こ
に
は
「
た
わ
け
」
と
よ
ば
れ
て
い
た
若
き
日
の
信
長
の
姿
が

活
写
さ
れ
て
い
る
。
『
信
長
公
記
』
と
い
う
信
頼
性
の
高
い
史
料
に

載
せ
ら
れ
た
話
で
あ
り
、
実
際
に
あ
っ
た
出
来
事
と
し
て
捉
え
て
も

問
題
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
伸
ば
し
た
髪
を
紐
で
ぐ
る
ぐ
る
巻
き
に

し
て
突
き
立
て
た
茶
筅
髷
や
、
片
袖
を
脱
い
だ
浴
衣
姿
、
腰
に
ぶ
ら

さ
げ
た
袋
、
革
製
の
半
袴
と
い
っ
た
突
飛
な
姿
は
、
小
説
な
ど
に
も

描
か
れ
て
か
な
り
知
ら
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
こ
う

し
た
典
拠
の
あ
る
、
事
実
性
の
高
い
話
柄
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

『
信
長
公
記
』
首
巻
で
は
、
ほ
か
の
場
所
で
も
「
（
十
代
後
半
の
頃
の

信
長
は
）
町
中
で
、
人
の
目
も
気
に
せ
ず
に
栗
・
柿
・
瓜
な
ど
の
果
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物
に
か
ぶ
り
つ
い
て
い
た
。
ま
た
、
立
ち
な
が
ら
餅
に
食
ら
い
つ
い

て
い
る
時
も
あ
っ
た
。
人
に
よ
り
か
か
っ
て
、
そ
の
肩
に
ぶ
ら
さ
が

る
よ
う
な
（
だ
ら
し
な
い
）
姿
で
い
つ
も
歩
い
て
い
た
。
そ
の
頃
の

世
の
中
で
は
、
キ
チ
ン
と
し
た
礼
儀
正
し
さ
が
尊
重
さ
れ
て
い
た
か

ら
、
人
々
は
み
な
、
信
長
の
こ
と
を
大
う
つ
け
と
し
か
よ
ば
な
か
っ

た
」
と
い
う
記
述
も
あ
り
（
『
県
史
』
二
五
頁
）
、
信
長
の
個
性
的
す

ぎ
る
姿
か
た
ち
や
行
儀
の
悪
さ
は
、
地
元
で
は
か
な
り
知
ら
れ
た
話

で
あ
っ
た
ら
し
い
。

た
だ
、
そ
の
一
方
で
、
道
三
と
の
会
見
で
は
必
ず
し
も
自
己
流
を

押
し
通
さ
ず
、
き
ち
ん
と
礼
儀
作
法
を
守
る
と
い
う
姿
も
み
せ
て
い

る
。
こ
れ
は
時
と
場
所
と
相
手
を
選
ん
で
行
動
で
き
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
必
要
で
あ
れ
ば
大
人
の
対
応
も
し
て
み
せ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
信
長
の
思
考
や
行
動
が
、
柔
軟
な
合
理
性
を

有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
信
長
と
い
え
ば
、
古

い
考
え
方
に
と
ら
わ
れ
な
い
革
新
的
な
人
物
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が

持
た
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
む
し
ろ
保
守
的
な
部
分
も
含
め

て
自
分
の
中
に
多
く
の
引
き
出
し
を
持
ち
、
そ
れ
ゆ
え
状
況
に
応
じ

て
さ
ま
ざ
ま
な
対
処
が
で
き
る
、
柔
軟
で
合
理
的
な
顔
を
併
せ
持
っ

た
人
物
と
み
た
方
が
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
注
意
し
た
い
の
は
、
道
三
と
の
会
見
の
場
で
信
長
が
み
せ
た

変
身
ぶ
り
に
、
「
御
家
中
の
衆
」
す
な
わ
ち
信
長
の
家
臣
た
ち
ま
で

驚
か
さ
れ
た
、
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
信
長
が
ご
く
少
数

の
自
分
の
側
近
た
ち
だ
け
に
あ
ら
か
じ
め
命
令
し
て
、
変
身
の
準
備

を
さ
せ
て
お
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
以
外
の
家
臣
た

ち
は
蚊
帳
の
外
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
自
分
の
家
臣
た
ち
に

も
知
ら
せ
ず
、
わ
ず
か
な
側
近
だ
け
で
大
事
な
問
題
に
対
処
す
る
と

い
う
姿
か
ら
は
、
基
本
的
に
他
者
を
信
用
し
な
い
と
い
う
、
や
や
自

信
過
剰
で
猜
疑
心
の
強
い
様
子
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ

れ
は
組
織
の
ト
ッ
プ
の
姿
勢
と
い
う
角
度
か
ら
み
れ
ば
、
意
思
決
定

の
迅
速
さ
や
指
揮
系
統
の
一
元
化
（
こ
れ
ら
は
悪
く
い
え
ば
「
独
裁

的
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
）
と
い
う
利
点
が
あ
る
半
面
、
ご
く
一

部
の
側
近
以
外
の
部
下
た
ち
に
は
疎
外
感
や
不
安
感
を
与
え
て
し
ま

う
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
織
田
家
と
い
う
組
織
が
小
さ
い
う

ち
は
前
者
の
利
点
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
の
ち
に
信
長
に

よ
る
天
下
制
覇
が
日
程
に
の
ぼ
っ
て
く
る
（
当
然
、
そ
れ
だ
け
雑
多

で
大
量
の
家
臣
を
新
た
に
抱
え
込
ん
で
い
る
）
よ
う
な
段
階
に
な
る

と
、
巨
大
化
し
た
組
織
が
あ
ち
こ
ち
で
疲
弊
し
て
し
ま
う
側
面
も
出

て
来
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

こ
こ
に
述
べ
た
こ
と
は
、
私
か
こ
の
史
料
か
ら
取
り
敢
え
ず
気
付

い
た
部
分
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
別
の
人
が
読
め
ば
、
こ
の
同

じ
史
料
か
ら
、
ま
だ
別
の
信
長
像
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
史
料
を
読
む
と
い
う
作
業
は
、
そ
う

し
た
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
た
だ
、

そ
の
た
め
に
は
相
応
の
時
間
や
労
力
を
割
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

38



本
来
は
、
そ
れ
を
含
め
た
教
材
研
究
の
余
裕
が
あ
る
こ
と
が
最
良
な

の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
対
応
が
困
難
な
場
合
の
参
考
に
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
で
は
敢
え
て
ひ
と
つ
の
見
方
を

提
示
し
て
み
た
も
の
で
あ
る
。

三
、
尾
張
の
軍
事
力

会
見
か
ら
の
返
り
道
、
聟
で
あ
る
信
長
は
礼
儀
と
し
て
舅
の
道
三

を
暫
く
見
送
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
る
と
、
両
者
の
護
衛
の
軍
隊
す

な
わ
ち
尾
張
と
美
濃
そ
れ
ぞ
れ
の
精
鋭
と
も
い
う
べ
き
親
衛
部
隊
が

並
ん
で
移
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
大
袈
裟
に
い
え
ば
両
国

の
軍
備
を
比
較
す
る
絶
好
の
機
会
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
『
信
長
公
記
』
は
非
常
に
興
味
深
い
記
事
を

残
し
て
く
れ
た
こ
と
に
な
る
。

尾
張
と
美
濃
の
軍
備
の
比
較
と
い
う
点
で
す
ぐ
に
気
が
付
く
の
は
、

尾
張
勢
の
槍
は
柄
が
長
く
、
美
濃
勢
の
槍
は
そ
れ
に
比
べ
て
短
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
気
付
い
た
道
三
が
不
機

嫌
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
道
三
は
自
軍
の
劣
勢
を

見
せ
つ
け
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
不
機
嫌
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

逆
に
い
え
ば
、
尾
張
の
信
長
は
美
濃
に
比
べ
て
よ
り
優
秀
な
軍
事
力

を
保
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
い
う
と
、
槍
は
長
い

方
が
相
手
に
届
き
や
す
い
か
ら
有
利
な
の
は
当
た
り
前
で
あ
り
、
美

濃
勢
も
槍
を
長
く
す
れ
ば
い
い
だ
け
の
話
だ
と
の
反
論
も
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
こ
れ
は
そ
の
場
限
り
の
話
で
、
す
ぐ
に
美
濃
勢
が
槍
を

長
く
改
良
す
れ
ば
い
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
史
料
は
両
国
の
軍
備
の
優

劣
を
比
較
す
る
材
料
に
は
な
ら
な
い
、
と
。

た
だ
、
こ
の
史
料
で
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
尾
張
勢
の

槍
の
柄
が
「
三
間
間
中
」
の
長
さ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
間
半
す
な
わ
ち
六
メ
ー
ト
ル
余
り
の
柄
が
つ
い
た
槍
な
の
で
あ
っ

た
。
普
通
、
こ
ん
な
槍
を
実
際
の
戦
場
で
武
器
と
し
て
使
い
こ
な
す

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
慣
れ
な
い
使
い
手
で
あ
れ
ば
、

逆
に
扱
い
に
手
間
取
っ
て
敵
に
不
覚
を
取
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
高

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
単
に
槍
の
柄
を
長
く
す
る
だ
け
で
は
、

む
し
ろ
自
軍
に
不
利
な
展
開
を
招
来
し
か
ね
な
い
。
こ
れ
は
付
け
焼

き
刃
の
対
応
が
出
来
な
い
話
な
の
で
あ
る
。
『
信
長
公
記
』
首
巻
で

は
、
信
長
が
竹
槍
で
の
叩
き
合
い
を
見
て
十
代
後
半
の
頃
か
ら
短
い

槍
で
は
だ
め
だ
と
言
い
、
六
メ
ー
ト
ル
前
後
の
槍
を
部
下
に
持
た
せ

る
よ
う
に
し
た
、
と
書
か
れ
て
い
る
（『
県
史
』
二
四
頁
）
。
当
初
は

自
分
の
部
下
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
織
田
家
を
嗣
い
で
か

ら
は
そ
の
方
針
を
さ
ら
に
拡
大
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
信
長

公
記
』
に
従
う
限
り
、
信
長
の
下
で
織
田
勢
は
、
長
槍
の
扱
い
に
習

熟
し
た
集
団
に
変
貌
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
歴
戦
の
武
士
で
あ
る
道
三
は
目
の
前
の

現
実
に
暗
然
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
急
に
は
埋
め
き
れ
な
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い
差
が
、
信
長
の
軍
事
力
と
自
軍
と
の
間
に
開
い
て
し
ま
っ
て
い
た

こ
と
に
気
付
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
自
分
の
子
孫
が
信
長
に
征
服
さ

れ
る
、
す
な
わ
ち
信
長
が
美
濃
を
奪
う
こ
と
に
な
る
、
と
道
三
が
囗

に
し
た
と
い
う
の
は
、
信
長
の
個
人
的
資
質
が
印
象
深
か
っ
た
た
め

で
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
何
よ
り
も
隣
国
の
織
田
軍
団
が
い
つ
の
間
に

か
達
成
し
て
い
た
精
強
ぶ
り
に
脅
威
を
感
じ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
な

お
、
こ
う
し
た
斎
藤
道
三
側
の
場
面
を
信
長
方
の
武
士
で
あ
っ
た
太

田
牛
一
が
実
際
に
見
て
い
た
は
ず
は
な
い
が
、
の
ち
に
信
長
は
美
濃

を
制
圧
し
、
多
く
の
現
地
の
武
士
を
配
下
に
し
て
い
る
か
ら
、
そ
こ

か
ら
織
田
家
中
に
こ
の
話
が
伝
わ
っ
た
と
い
う
想
定
は
十
分
に
可
能

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
道
三
の
呟
き
も
、
信
頼
で
き
る
エ

ピ
ソ
ー
ド
と
い
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
六
メ
ー
ト
ル
も
の
長
槍
を
使
い
こ
な
す
軍
隊
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
、
個
々
の
兵
士
が
鍛
錬
に

よ
っ
て
、
長
く
て
重
い
槍
に
負
け
な
い
体
力
を
獲
得
す
る
こ
と
も
必

要
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
自
体
が
時
間
の
か
か
る
こ
と
で
も
あ
る
。
た

だ
、
個
人
の
体
力
に
は
差
も
あ
り
、
何
百
人
と
い
う
部
隊
の
全
員
が

同
じ
よ
う
に
長
槍
を
振
り
回
す
こ
と
は
、
な
か
な
か
実
現
し
に
く
い

の
で
は
な
い
か
。
そ
の
時
に
注
目
し
た
い
の
は
、「
御
伴
衆
七
、
八

百
、
甍
を
並
べ
」
す
な
わ
ち
信
長
の
配
下
は
数
百
人
が
び
っ
し
り
整

然
と
ま
と
ま
っ
て
動
い
て
い
た
、
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
は
信

長
の
軍
隊
が
各
人
ば
ら
ば
ら
の
戦
い
方
を
す
る
の
で
は
な
く
、
密
集

し
た
集
団
と
し
て
機
能
す
る
傾
向
が
強
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
と
思
う
。

『
信
長
公
記
』
首
巻
は
別
の
と
こ
ろ
で
も
、
織
田
家
を
嗣
い
だ
頃

の
信
長
は
周
囲
が
敵
対
勢
力
ば
か
り
と
い
う
苛
酷
な
状
況
に
置
か
れ

て
い
た
が
、
戦
場
で
は
一
度
も
負
け
な
か
っ
た
、
そ
れ
は
「
究
寛
之

度
々
の
覚
の
侍
衆
七
、
八
百
、
甍
を
並
御
座
候
」
す
な
わ
ち
歴
戦
の

猛
者
た
ち
七
、
八
百
人
が
整
然
と
密
集
し
て
信
長
に
従
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
（
『
県
史
』
五
一
頁
）
。
ま
さ
し
く
信
長

は
自
分
の
配
下
た
ち
を
訓
練
と
実
戦
経
験
の
中
で
、
集
団
戦
が
可
能

な
専
門
的
部
隊
に
育
て
あ
げ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
信
長
の
戦
闘
指

揮
官
と
し
て
の
能
力
は
相
当
に
高
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
長
槍
を
有
効
に
使
い
こ
な
す
上
で
は
、
こ
う
し
た
密
集

し
た
集
団
の
方
が
有
利
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
個
々

の
体
力
に
差
が
あ
っ
て
も
、
密
集
し
た
縦
隊
で
前
の
者
の
肩
に
槍
を

重
ね
て
行
け
ば
、
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
の
よ
う
な
槍
ぶ
す
ま
を
作
る
こ
と
が

可
能
に
な
る
。
た
だ
、
そ
の
戦
法
が
機
能
す
る
た
め
に
は
、
部
隊
全

員
の
一
致
し
た
動
き
が
必
須
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
一
体
と
し
て

訓
練
と
実
戦
を
重
ね
た
専
門
的
集
団
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
で
あ
ろ

う
。
言
い
方
を
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
戦
い
の
あ
る
時
に
だ
け
動
員
す

る
よ
う
な
臨
時
編
成
で
は
な
い
、
常
備
軍
の
よ
う
な
存
在
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
信
長
は
若
い
と
き
か
ら
、
ま
だ

小
規
模
な
自
分
の
軍
隊
を
常
備
軍
化
し
て
、
徹
底
的
に
鍛
え
上
げ
る
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こ
と
で
、
他
者
の
真
似
が
で
き
な
い
常
勝
軍
団
に
し
て
い
っ
た
と
い

え
よ
う
。
道
三
は
信
長
の
親
衛
部
隊
の
槍
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
さ

す
が
に
そ
の
背
景
に
あ
る
軍
事
力
の
質
に
思
い
至
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

四
、
尾
張
の
経
済
力

と
こ
ろ
で
、
簡
単
に
常
備
軍
と
い
っ
た
が
、
そ
う
し
た
軍
隊
を
作

り
維
持
し
て
い
く
上
で
必
要
な
条
件
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
い

う
ま
で
も
な
く
、
一
定
の
経
済
力
の
裏
付
け
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
兵
農
分
離
と
い
う
厄
介
な
話
に
は
深
入
り
し
な
い
が
、
た

と
え
兵
農
分
離
し
た
段
階
の
武
士
で
あ
ろ
う
と
、
自
給
自
足
の
所
領

に
張
り
付
き
、
必
要
な
時
だ
け
動
員
さ
れ
て
戦
闘
に
出
て
い
く
、
と

い
う
こ
と
で
は
常
備
軍
を
構
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
逆
に

言
う
な
ら
ば
、
常
備
軍
を
作
ろ
う
と
す
る
大
将
に
は
、
部
下
を
常
に

自
分
の
下
に
と
ど
め
、
訓
練
し
て
い
く
た
め
に
、
彼
ら
が
不
満
を
持

た
な
い
よ
う
養
う
義
務
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
大
将
が
莫
大
な
食
料

や
金
銭
を
集
め
る
こ
と
の
で
き
る
富
裕
な
領
主
で
な
け
れ
ば
、
常
備

軍
を
育
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
方
、
配
下
の
武
士
た
ち
に
し
て

み
れ
ば
、
自
分
が
所
領
を
離
れ
て
い
て
も
十
分
な
生
産
が
可
能
で
あ

る
と
い
う
安
心
が
な
け
れ
ば
、
常
に
大
将
の
下
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
そ
の
大
将
の

支
配
す
る
領
国
が
高
い
生
産
力
や
経
済
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
必

要
に
な
る
。
そ
の
条
件
が
な
け
れ
ば
、
い
く
ら
長
槍
を
使
い
こ
な
せ

る
常
備
軍
を
作
ろ
う
と
し
て
も
、
実
現
の
可
能
性
は
薄
い
と
い
う
こ

と
な
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
道
三
が
落
胆
し
た
尾
張
と
美
濃

の
軍
備
の
差
は
、
両
国
の
経
済
力
の
差
、
あ
る
い
は
経
済
力
を
有
効

に
動
員
し
て
領
主
の
軍
事
力
に
転
化
で
き
る
か
ど
う
か
の
環
境
の
差

を
示
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
美
濃

が
歴
史
的
に
も
地
理
的
に
も
各
地
に
割
拠
す
る
勢
力
が
多
く
、
な
か

な
か
ま
と
め
に
く
い
と
い
う
条
件
を
考
慮
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ

う
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
や
は
り
尾
張
の
経
済
力
自
体
に
着
目
す
る
こ

と
が
大
事
で
あ
る
と
思
う
。

尾
張
の
経
済
力
と
い
う
場
合
、
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
は
そ
の
高
い

農
業
生
産
力
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
国
の
国
力
は
農
業
生
産
だ

け
で
は
測
り
き
れ
ず
、
そ
れ
以
外
の
産
業
や
交
通
、
地
形
、
文
化
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
見
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
る
が
、
こ
こ

で
は
一
番
数
字
と
し
て
分
か
り
や
す
い
農
業
生
産
力
、
特
に
石
高
で

考
え
て
み
た
い
。
こ
の
頃
の
諸
国
の
石
高
を
み
よ
う
と
す
る
時
に
使

わ
れ
て
き
た
の
は
、
ま
ず
『
大
日
本
租
税
志
』
と
い
う
本
で
あ
る
。

こ
れ
は
明
治
時
代
の
は
じ
め
、
大
蔵
省
が
租
税
制
度
の
沿
革
を
調
べ

る
た
め
に
作
っ
た
本
で
、
多
く
の
史
料
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

中
に
「
慶
長
三
年
蔵
納
目
録
」
と
い
う
史
料
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
慶

長
三
年
（
一
五
九
八
）
の
日
本
の
総
石
高
は
一
八
五
〇
万
石
で
あ
る
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と
か
、
豊
臣
家
の
蔵
入
地
が
二
〇
〇
万
石
（
実
際
は
二
二
〇
万
石
以

上
あ
っ
た
ら
し
い
）
で
あ
る
と
か
の
数
字
が
出
さ
れ
て
い
る
。
ち
な

み
に
慶
長
三
年
は
豊
臣
秀
吉
が
没
し
た
年
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
れ

は
原
本
不
明
で
引
用
さ
れ
て
い
る
史
料
で
あ
り
、
ま
た
他
の
史
料
か

ら
補
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
も
あ
る
な
ど
の
弱
点
も
持
っ
て

い
る
。

ま
た
「
慶
長
三
年
蔵
納
目
録
」
と
内
容
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
「
日

本
賦
税
」
と
い
う
史
料
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）
は
、
水
戸
藩
の
彰

考
館
が
持
っ
て
い
た
江
戸
時
代
前
期
の
写
本
を
、
さ
ら
に
明
治
時
代

は
じ
め
に
政
府
の
修
史
館
が
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
ち
ら
も
慶
長

三
年
の
日
本
や
諸
国
の
石
高
を
み
る
時
に
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
史
料
に
よ
る
と
、
慶
長
三
年
頃
の
尾
張
の
石
高
は
五
七

万
石
余
。
こ
れ
よ
り
も
多
い
国
は
、
陸
奥
（
現
在
の
福
島
・
宮
城
・

岩
手
・
青
森
と
い
う
東
北
地
方
の
太
平
洋
側
全
体
を
占
め
る
広
大
な

国
で
あ
る
）
の
二
（

七
万
石
余
と
い
う
の
は
別
格
と
し
て
、
近
江

（
現
在
の
滋
賀
県
）
の
七
七
万
五
〇
〇
〇
石
、
武
蔵
〔
現
在
の
東
京

都
・
埼
玉
県
と
神
奈
川
県
の
一
部
〕
の
六
六
万
七
〇
〇
〇
石
だ
け
で

あ
っ
た
。
尾
張
に
次
ぐ
の
は
伊
勢
の
五
六
万
七
〇
〇
〇
石
、
美
濃
の

五
四
万
石
な
ど
東
海
地
方
の
諸
国
で
あ
る
。
美
濃
も
相
当
な
も
の
で

あ
る
が
、
面
積
な
ど
も
考
え
れ
ば
、
尾
張
の
生
産
性
の
高
さ
は
群
を

抜
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
道
三
と
会
見
し
た
頃
の
信
長
は
、
ま
だ
尾
張
全
体
を
支

配
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
信
長
が
尾
張
を
ほ
ぼ
制
圧
し
た
（
た
だ
し

知
多
半
島
は
除
く
）
の
は
、
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
の
犬
山
城
攻

略
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
支
配

地
が
尾
張
半
国
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
が
生
産
性
の
高
い
土
地
で
あ
る

事
実
は
変
わ
ら
な
い
。
そ
れ
が
信
長
の
軍
事
力
の
背
景
に
な
っ
て
い

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
信
長
公
記
』

の
記
述
か
ら
信
長
の
軍
事
力
に
注
目
す
る
こ
と
は
、
そ
の
背
景
と
し

て
の
尾
張
の
高
い
農
業
生
産
力
に
注
目
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
農
業
が
可
能
な
地
理
的
条
件

と
し
て
の
濃
尾
平
野
の
広
が
り
や
、
そ
こ
を
流
れ
る
河
川
の
大
き
さ
、

多
さ
な
ど
を
説
明
す
る
き
っ
か
け
に
も
な
る
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
尾
張
の
経
済
力
を
支
え
て
い
た
条
件
と
し
て
は
、
そ
の
流

通
、
特
に
海
上
交
通
と
の
つ
な
が
り
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら

も
近
年
急
速
に
研
究
が
進
ん
で
き
た
分
野
で
あ
る
。
も
と
も
と
伊
勢

湾
方
面
と
東
日
本
と
を
つ
な
ぐ
太
平
洋
海
運
に
つ
い
て
は
、
関
東
地

方
な
ど
の
中
世
遺
跡
か
ら
多
く
の
常
滑
焼
や
渥
美
焼
（
こ
れ
は
鎌
倉

時
代
に
廃
絶
し
て
し
ま
う
が
）
の
破
片
が
見
つ
か
っ
て
い
た
た
め
、

す
で
に
古
代
末
期
に
は
活
発
に
機
能
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
て
い
た
。
大
き
く
て
こ
わ
れ
や
す
い
常
滑
焼
や
渥
美
焼
の
壺
・

甕
な
ど
を
遠
隔
地
に
大
量
に
運
ぶ
に
は
、
陸
路
は
困
難
で
あ
り
、
水

運
が
想
定
さ
れ
る
の
は
自
然
な
話
な
の
で
あ
る
。
東
国
へ
の
分
布
も

含
め
た
常
滑
焼
関
係
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
『
常
滑
焼
と
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中
世
社
会
』
（
小
学
館
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
が
（
少
し
以
前
の
も

の
で
は
あ
る
が
）
分
か
り
や
す
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
考
古

学
的
な
知
見
か
ら
想
定
さ
れ
て
き
た
前
近
代
の
太
平
洋
海
運
の
実
態
、

そ
の
一
方
の
拠
点
で
あ
る
伊
勢
湾
周
辺
の
流
通
の
様
相
な
ど
を
、
文

献
史
料
を
用
い
た
歴
史
学
の
側
面
か
ら
明
確
に
描
き
出
し
た
研
究
と

し
て
は
、
綿
貫
友
子
氏
の
『
中
世
東
国
の
太
平
洋
海
運
』
（
東
京
大

学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
）
に
ま
と
め
ら
れ
た
諸
論
文
が
、
参
照
す

べ
き
も
の
に
な
る
。

海
運
が
発
達
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
大
規
模
な
流
通
が

あ
り
、
経
済
的
利
益
が
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
尾

張
は
そ
う
し
た
利
益
を
得
や
す
い
場
所
に
位
置
す
る
国
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
織
田
家
は
信
長
の
父
で
あ
る
信
秀
の
時
代
か
ら
、
津
島
や

熱
田
を
支
配
下
に
置
い
て
い
た
。
中
世
ま
で
の
津
島
は
現
在
の
地
形

と
は
や
や
異
な
っ
て
い
て
、
広
大
な
河
口
部
を
通
し
て
伊
勢
湾
に
つ

な
が
る
港
湾
都
市
と
し
て
の
機
能
を
持
っ
て
お
り
、
ま
た
熱
田
も
江

戸
時
代
ま
で
は
海
に
面
し
た
港
と
し
て
機
能
す
る
、
有
力
な
商
人
の

存
在
し
た
町
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
江
戸
時
代
の
東
海
道
は
、

宮
す
な
わ
ち
熱
田
の
港
か
ら
桑
名
へ
と
船
で
渡
る
も
の
に
な
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
津
島
や
熱
田
は
、
尾
張
の
海
運
に
と
っ
て
も
っ
と
も

重
要
な
拠
点
に
な
る
場
所
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
信
長
は
そ
こ
を
し
っ

か
り
と
押
さ
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
石
高
が
示
す
以

上
に
美
濃
に
対
し
て
経
済
的
に
優
位
に
立
て
る
環
境
を
、
信
長
と
尾

張
は
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
信
長
の
尾

張
軍
団
が
他
国
に
比
し
て
よ
り
精
強
な
常
備
軍
に
な
り
得
た
背
景
と

考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
本
の
歴
史
に
お
い
て
は
、

早
い
段
階
か
ら
太
平
洋
海
運
を
通
し
て
東
西
の
地
域
が
経
済
的
に
む

す
び
つ
く
状
況
が
あ
り
、
尾
張
は
そ
の
重
要
な
拠
点
と
し
て
の
位
置

を
占
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、
信
長
の
軍
事
力
に
注
目
す
る
こ
と

か
ら
、
説
明
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
思
う
。
そ
れ
は
、
現

在
も
日
本
各
地
で
活
発
に
展
開
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
物
資
の
流
通
と
愛

知
県
と
の
関
係
を
理
解
す
る
上
で
も
、
意
味
を
持
っ
て
く
る
説
明
に

な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

む
す
び

以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
私
か
『
信
長
公
記
』
の
一
節
か
ら

み
え
て
く
る
と
考
え
た
、
地
元
の
歴
史
的
な
人
物
で
あ
る
信
長
に
つ

い
て
の
学
習
、
あ
る
い
は
尾
張
ひ
い
て
は
愛
知
県
の
地
理
的
・
歴
史

的
環
境
に
関
す
る
学
習
の
た
め
の
、
ひ
と
つ
の
見
方
で
あ
る
。
何
度

も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
私
の
見
方
で
あ
っ
て
、

も
っ
と
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
こ
の
史
料
か
ら
汲
み
取
る
こ
と
も
で

き
る
と
思
う
。
私
の
貧
し
い
発
想
で
こ
う
し
た
一
例
を
提
示
す
る
こ

と
は
、
か
え
っ
て
こ
う
し
た
史
料
の
活
用
の
可
能
性
を
狭
め
て
し
ま

う
か
も
し
れ
な
い
が
、
多
く
の
方
々
か
ら
の
ご
批
判
を
い
た
だ
い
て
、
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私
自
身
の
考
え
を
進
め
て
い
く
た
め
に
も
必
要
と
思
い
、
敢
え
て
こ

の
よ
う
に
一
文
を
草
し
た
次
第
で
あ
る
。

〈
※
注
〉何

か
「
正
し
い
」
歴
史
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
の
は
、
実
は

歴
史
学
に
と
っ
て
最
も
根
元
的
で
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
歴
史

の
「
事
実
」
は
、
最
初
か
ら
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
分
か
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
。
す
べ
て
は
史
料
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
を
、

論
理
的
に
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
復
元
」
さ
れ
「
発
見
」
さ

れ
て
い
る
。
従
っ
て
後
代
の
人
々
の
「
復
元
」
や
「
発
見
」
の

作
業
が
無
け
れ
ば
、
歴
史
の
「
事
実
」
も
闇
に
埋
も
れ
た
ま
ま

と
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
「
事
実
」
の
「
復
元
」
「
発
見
」
に
あ
た
っ
て
は
、
残

さ
れ
た
史
料
が
明
確
な
情
報
を
載
せ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
直
ち

に
何
か
が
分
か
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
ん
な
幸
福
な
事

例
は
む
し
ろ
少
数
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
、
断
片
的
な
史
料

を
見
つ
け
出
し
、
情
報
を
引
き
出
し
、
そ
れ
を
論
理
的
に
組
み

合
わ
せ
る
積
み
重
ね
の
中
か
ら
「
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
妥

当
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
仮
説
が
つ
く
ら
れ
る
形
で
の
「
復
元
」

「
発
見
」
が
あ
り
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
方
が
多
数
派
で
は
な
か

ろ
う
か
。
そ
う
や
っ
て
形
づ
く
ら
れ
た
仮
説
が
、
学
界
な
ど
で

広
く
「
説
得
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
認
め
ら
れ
る
と

「
通
説
」
に
な
る
。「
通
説
」
と
い
う
と
あ
た
か
も
絶
対
の
「
真

実
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
実

際
に
は
そ
れ
は
あ
く
ま
で
ひ
と
つ
の
仮
説
に
す
ぎ
な
い
。
新
た

な
史
料
が
見
出
さ
れ
た
り
、
研
究
者
の
考
え
方
が
変
わ
っ
た
り

す
る
と
、
別
の
仮
説
が
説
得
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
も
あ

る
。
す
る
と
そ
の
結
果
と
し
て
、
「
通
説
」
が
書
き
換
え
ら
れ

（
て
教
科
書
の
記
述
が
変
わ
）
る
こ
と
も
起
こ
り
得
る
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
は
、
歴
史
に
は
唯
一
絶
対
の
「
真
実
」
は
あ

り
得
な
い
（
む
し
ろ
考
察
す
る
人
の
数
だ
け
「
真
実
」
が
あ
る
）

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

従
っ
て
、
敢
え
て
言
う
と
す
れ
ば
、
は
じ
め
か
ら
確
固
た
る

「
正
し
い
」
歴
史
が
あ
っ
て
不
変
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
む
し
ろ
あ
る
程
度
の
覚
悟
を
決
め
て
、
取
り
敢
え
ず

「
正
し
い
」
と
他
人
に
説
明
で
き
る
よ
う
な
歴
史
像
を
、
自
分

が
学
び
考
え
て
い
く
、
と
い
う
の
が
も
っ
と
も
望
ま
し
い
歴
史

と
の
付
き
合
い
方
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
な
か

な
か
一
般
の
方
が
実
行
す
る
の
は
困
難
な
こ
と
で
あ
り
、
歴
史

研
究
の
側
か
そ
の
た
め
の
作
業
や
材
料
を
多
少
な
り
と
も
提
供

し
て
い
く
、
そ
の
た
め
の
努
力
を
行
な
っ
て
い
く
、
と
い
う
こ

と
が
や
は
り
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
そ
の
た
め

に
何
か
で
き
る
の
か
、
何
を
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
の
か
は
、

歴
史
研
究
の
側
で
も
ま
だ
暗
中
模
索
の
状
態
で
あ
る
よ
う
に
思
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わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
今
後
の
教
育
と
研
究
の
交
流
が
よ

り
活
発
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。
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