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一
、
近
年
の
身
分
制
研
究

（
一
）「
身
分
的
周
縁
」
論

　

近
年
の
「
身
分
的
周
縁
」
研
究
会
の
活
動
は
、
日
本
近
世
の
身
分
制
研
究
に
お
け
る
大
き
な
成
果
で
あ
る
（
１
）。「

身
分
的
周
縁
」
と
は
、
一
九

七
〇
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
の
三
つ
の
研
究
の
潮
流
─
近
世
賤
民
制
研
究
・
朝
幕
関
係
研
究
・
都
市
研
究
─
が
交
錯
す
る
と
こ
ろ
に
、
い
わ

ゆ
る
「
士
農
工
商
」
と
い
っ
た
従
来
の
身
分
制
の
枠
組
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
人
び
と
の
多
様
な
営
み
を
見
出
し
て
き
た
、
方
法
論
で
も
あ
り

対
象
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
集
団
の
摘
出
が
試
み
ら
れ
、
集
団
ど
う
し
の
関
係
や
、
彼
ら
が
た
ず
さ
わ
る
「
場
」

な
ど
の
概
念
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
基
幹
的
な
身
分
か
ら
周
縁
的
な
身
分
の
人
び
と
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
生
業
の
あ
り
よ
う
が
解
明
さ
れ
て
き
た
。

　

塚
田
孝
氏
は
、
こ
う
し
た
〝
狭
義
の
〟
身
分
制
社
会
の
枠
組
に
収
斂
し
き
ら
な
い
部
分
を
「
周
縁
社
会
」
と
呼
び
、「
周
縁
社
会
」
を
必
ず

随
伴
す
る
〝
広
義
の
〟
身
分
制
社
会
を
考
え
な
け
れ
ば
、
身
分
制
社
会
を
身
分
制
社
会
と
し
て
理
解
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
主
張
す

る（２
）。
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す
な
わ
ち
、「
身
分
的
周
縁
」
論
は
、
従
来
の
身
分
制
の
理
解
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
事
象
を
も
含
め
て
、
改
め
て
近
世
の
身
分
制
の
あ
り

よ
う
に
迫
ろ
う
と
し
た
も
の
で
、
そ
の
方
法
論
や
、
新
た
に
描
き
出
さ
れ
た
多
様
な
社
会
集
団
の
姿
は
、
近
世
の
身
分
制
研
究
に
大
き
な
一
石

を
投
じ
た
。（

二
）「
身
分
感
覚
」
へ
の
視
線

　

一
方
、
新
た
な
視
点
か
ら
身
分
制
研
究
を
見
直
そ
う
と
い
う
動
き
は
、
日
本
史
・
東
洋
史
・
西
洋
史
を
横
断
す
る
と
こ
ろ
に
も
あ
る
。
平
成

二
十
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
の
岸
本
美
緒
氏
を
研
究
代
表
者
と
す
る
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｂ
））「
身
分
感

覚
の
比
較
史
的
研
究
」
が
そ
の
一
例
で
、
筆
者
も
同
研
究
の
研
究
分
担
者
の
一
人
で
あ
る
。
こ
の
研
究
課
題
の
目
的
に
つ
い
て
、
岸
本
氏
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

従
来
の
身
分
制
研
究
は
、身
分
を
経
済
的
、あ
る
い
は
法
制
度
的
に
定
義
す
る
こ
と
に
大
き
な
関
心
を
払
っ
て
き
た
が
、本
研
究
で
は
「
身

分
」
の
本
質
を
、
む
し
ろ
人
々
が
ど
の
よ
う
に
相
互
の
社
会
的
地
位
を
認
知
（
感
得
）
し
、
そ
れ
に
応
じ
た
振
る
舞
い
を
し
て
ゆ
く
の
か

と
い
う
具
体
的
な
認
知
と
行
為
の
あ
り
方
、「（
あ
る
社
会
に
お
い
て
）
生
き
ら
れ
た
身
分
」
と
い
う
も
の
を
主
た
る
分
析
対
象
と
す
る
点

に
本
研
究
の
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
岸
本
氏
の
提
言
を
受
け
て
、
本
稿
で
は
日
本
近
世
に
お
け
る
「
身
分
感
覚
」
の
実
際
を
さ
ぐ
っ
て
み
た
い
。
た
だ
し
、
同
時
代

の
人
び
と
の
身
分
や
格
式
に
対
す
る
認
知
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
そ
れ
に
相
応
し
い
史
料
が
必
要
で
あ
る
。
日
本
近
世
に
つ
い
て
い
え
ば
、

人
び
と
の
「
認
知
」
や
「
身
分
感
覚
」
を
読
み
解
く
た
め
に
、
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
の
作
品
は
実
に
格
好
の
史
料
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
自
体

は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
、
史
料
批
判
が
難
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
し
か
し
、「
身
分
感
覚
」
を
問
う
場
合
に
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
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か
な
い
か
は
、さ
ほ
ど
問
題
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、同
時
代
の
「
身
分
感
覚
」
を
前
提
に
作
品
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
で
あ
る
か
ら
こ
そ
よ
り
「
感
覚
」
が
浮
き
彫
り
に
な
る
と
い
う
側
面
も
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
近
世
の
人
び
と
の
「
身
分
感
覚
」
を

求
め
て
、
近
世
芸
能
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
て
み
た
い
と
思
う
。
こ
れ
は
、
芸
能
作
品
に
史
料
と
し
て
の
可
能
性
を
求
め
る
試
み
で
も
あ
る
。

（
三
）
身
分
的
中
間
層
と
郷
代
官

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
、『
双
蝶
蝶
曲
輪
日
記
（
ふ
た
つ
ち
ょ
う
ち
ょ
う
く
る
わ
に
っ
き
）』（
以
下
、『
双
蝶
蝶
』
と
略
称
）
と
い
う
作
品

で
あ
る
。『
双
蝶
蝶
』
は
、
寛
延
二
（
一
七
四
九
）
年
七
月
に
大
坂
の
竹
本
座
で
、
人
形
浄
瑠
璃
芝
居
と
し
て
初
演
さ
れ
た
。
作
者
は
、
竹
田

出
雲
・
三
好
松
洛
・
並
木
千
柳
等
。
翌
八
月
に
は
京
都
の
布
袋
屋
梅
之
丞
座
で
歌
舞
伎
芝
居
と
し
て
初
演
さ
れ
た
。
題
名
は
、「
長
」
の
字
を

も
つ
二
人
の
相
撲
取
り
（
濡
髪
長
五
郎
と
放
駒
長
吉
）
の
名
前
に
ち
な
ん
で
い
る
。
彼
ら
に
縁
の
あ
る
山
崎
屋
与
五
郎
と
恋
人
・
吾
妻
の
身
請

け
を
め
ぐ
る
話
に
、南
与
兵
衛
と
恋
人
・
都
の
話
が
絡
む
筋
立
て
で
あ
る
。
全
九
段
の
う
ち
二
段
目
（
通
称
「
角
力
場
」）
と
八
段
目
（
通
称
「
引

窓
」）
が
人
気
で
、
今
日
で
も
歌
舞
伎
や
文
楽
（
人
形
浄
瑠
璃
）
で
た
び
た
び
上
演
さ
れ
る
。

　

こ
の
作
品
に
注
目
し
た
の
は
、「
引
窓
」
の
中
心
人
物
で
あ
る
南
与
兵
衛
の
家
が
「
郷
代
官
」
と
い
う
、
武
士
と
町
人
の
間
の
周
縁
的
な
身

分
の
家
柄
だ
か
ら
で
あ
る
。
与
兵
衛
の
父
は
南
方
十
次
兵
衛
と
い
う
代
官
と
し
て
の
名
前
を
も
っ
て
い
た
。
や
が
て
与
兵
衛
も
こ
れ
を
襲
名
す

る
。「
引
窓
」
か
ら
は
、
郷
代
官
の
家
柄
を
め
ぐ
る
「
身
分
感
覚
」
が
随
所
に
う
か
が
え
る
。
し
か
も
、
郷
代
官
の
社
会
的
地
位
に
家
族
の
義

理
や
人
情
が
絡
む
と
こ
ろ
に
、
ま
さ
に
こ
の
場
面
の
ド
ラ
マ
の
核
心
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
作
品
そ
の
も
の
を
紹
介
す
る
前
に
、
ド

ラ
マ
を
理
解
す
る
う
え
で
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
「
郷
代
官
」
に
つ
い
て
簡
単
に
解
説
し
て
お
き
た
い
。

　

郷
代
官
と
は
、
百
姓
身
分
で
あ
り
な
が
ら
領
主
の
村
方
支
配
機
構
に
あ
っ
て
、
年
貢
徴
収
を
は
じ
め
と
す
る
農
政
の
実
務
に
た
ず
さ
わ
る
職

務
の
こ
と
で
あ
る
。
朝
尾
直
弘
氏
は
こ
う
し
た
階
層
を
「
身
分
的
中
間
層
」
と
呼
び
、
十
八
世
紀
半
ば
に
は
武
士
と
一
般
民
衆
と
の
あ
い
だ
に

こ
の
よ
う
な
中
間
的
な
身
分
階
層
が
徐
々
に
形
成
さ
れ
、
近
世
社
会
は
大
き
な
変
化
を
迎
え
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
３
）。『

双
蝶
蝶
』
が
作
ら
れ
た
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の
は
、
ま
さ
に
そ
の
時
代
で
あ
る
。

　

久
留
島
浩
氏
は
、
彼
ら
庄
屋
・
名
主
や
町
人
代
官
（
郷
代
官
も
こ
れ
に
同
じ
）
と
い
っ
た
「
政
治
的
中
間
層
」
を
、
領
主
権
力
と
の
関
係
か

ら
権
力
・
権
威
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
政
治
的
身
分
と
し
て
「
身
分
的
周
縁
」
論
の
俎
上
で
と
ら
え
な
お
し
、
と
く
に
、
町
人
代
官
な
ど
が
領

主
に
代
わ
っ
て
代
官
行
政
を
行
う
と
き
に
武
士
も
し
く
は
武
士
に
準
ず
る
身
分
を
付
与
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
っ
た
問
題
を
通
し
て
、
逆

に
「
武
士
身
分
と
は
何
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
提
起
し
よ
う
と
し
て
い
る
（
４
）。

　

ま
た
、
武
士
の
周
縁
的
身
分
を
考
え
る
具
体
的
な
手
が
か
り
の
一
つ
と
し
て
、
久
留
島
氏
は
「
帯
刀
人
」
の
研
究
成
果
に
着
目
す
る
。
鈴
木

ゆ
り
子
氏
に
よ
れ
ば
、
畿
内
の
農
村
に
存
在
す
る
武
士
的
な
身
分
は
、（
ア
）「
単
な
る
帯
刀
人
」（
領
主
の
御
用
を
勤
め
る
と
き
と
、
神
事
祭

礼
を
勤
め
る
と
き
の
み
帯
刀
で
き
る
。
行
政
を
担
当
す
る
武
士
の
末
端
だ
が
、
軍
役
は
勤
め
な
い
）、（
イ
）「
郷
士
」「
郷
侍
」（
い
ざ
と
い
う

と
き
軍
事
的
な
役
を
勤
め
る
）、（
ウ
）「
浪
人
」（
武
士
身
分
の
浪
人
状
態
）
の
三
類
型
に
分
か
れ
る
と
い
う
（
５
）。

　

本
稿
に
お
け
る
南
方
十
次
兵
衛
は
、
あ
え
て
当
て
は
め
れ
ば
、
領
主
の
御
用
を
勤
め
る
時
の
み
帯
刀
す
る
「
単
な
る
帯
刀
人
」
で
あ
ろ
う
。

十
次
兵
衛
の
よ
う
な
身
分
的
中
間
層
が
芸
能
作
品
で
描
か
れ
る
こ
と
自
体
、
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
の
村
落
社
会
の
変
化
を
表
し

て
い
る
し
、
そ
こ
で
の
描
写
は
、
す
な
わ
ち
同
時
代
の
人
び
と
が
武
士
身
分
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
た
か
と
い
う
問
題
と
直
結
し
て
い
よ
う
。

二
、『
双
蝶
蝶
曲
輪
日
記
』
の
世
界

（
一
）「
引
窓
」

　

で
は
、
い
よ
い
よ
『
双
蝶
蝶
』
の
う
ち
通
称
「
引
窓
」
の
段
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
（
６
）。「
引
窓
」
の
お
も
な
登
場
人
物
は
、
南
与
兵
衛
、
与

兵
衛
の
妻
お
は
や
、
与
兵
衛
の
義
母
（
与
兵
衛
の
父
の
後
妻
）、
そ
の
実
子
（
先
夫
と
の
間
の
子
）
の
濡
髪
長
五
郎
で
あ
る
。
冒
頭
近
く
、
母

が
お
は
や
に
与
兵
衛
の
家
柄
の
こ
と
を
説
明
す
る
場
面
が
あ
る
。
こ
こ
の
母
の
言
葉
は
、「
引
窓
」
全
編
を
お
お
う
大
事
な
状
況
説
明
で
も
あ
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る
の
で
、
浄
瑠
璃
の
詞
章
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

今
で
こ
そ
零お
ち

落ぶ

れ
た
れ
．
前
は
南な
ん

方ぱ
う

十
次
兵
衛
と
い
う
て
．
人
も
う
ら
や
む
身
代
．
連つ
れ

合あ
ひ

が
お
果
て
な
さ
れ
て
か
ら
与
兵
衛
が
放ほ
う

埒ら
つ

．
郷

代
官
の
役
目
も
あ
が
り
、
内
証
も
し
も
つ
れ
．
こ
な
た
の
手
前
も
恥
づ
か
し
い
こ
と
だ
ら
け
。
さ
り
な
が
ら
．
こ
の
所
の
殿
様
も
お
代
り

な
さ
れ
．
新
代
官
は
皆
あ
が
り
．
古
代
官
の
筋
目
を
お
尋
ね
に
て
与
兵
衛
も
俄に
は
かの
お
召
し
．
昔
に
帰
る
こ
の
時
と
．
雑ざ
ふ
ぎ
や
う行な
れ
ど
も
神
い

さ
め
の
供
へ
物
．
蚤の
み

の
息
が
天
と
や
ら
．
お
上か
み

の
首
尾
が
聞
き
た
い
の
．

　

与
兵
衛
の
家
は
、
先
代
ま
で
郷
代
官
を
務
め
「
南
方
十
次
兵
衛
」
と
い
う
代
官
と
し
て
の
名
前
も
あ
っ
た
が
、
現
在
は
役
目
を
取
り
上
げ
ら

れ
没
落
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
た
び
領
主
が
交
替
し
た
の
に
と
も
な
い
新
し
い
代
官
は
み
な
罷
免
さ
れ
、
古
い
代
官
、
す
な
わ
ち
昔
の

代
官
の
家
筋
が
た
だ
さ
れ
、
与
兵
衛
も
召
し
出
さ
れ
た
。
今
日
が
ま
さ
に
そ
の
日
で
あ
る
。
お
り
し
も
八
月
十
四
日
。
中
秋
の
名
月
に
供
え
物

を
し
な
が
ら
、
母
と
お
は
や
は
吉
報
を
今
や
遅
し
と
待
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
へ
、
母
の
実
子
で
五
歳
の
時
に
養
子
に
出
さ
れ
た
濡
髪
長
五
郎
が

や
っ
て
く
る
。
実
は
、
濡
髪
は
殺
人
を
犯
し
て
い
て
、
母
の
元
に
暇
乞
い
に
や
っ
て
来
た
の
だ
が
、
何
も
知
ら
な
い
母
と
お
は
や
は
再
会
を
喜

び
、
濡
髪
を
二
階
へ
と
案
内
す
る
。

　

そ
こ
へ
与
兵
衛
が
戻
っ
て
く
る
。

人
の
出
世
は
時
知
れ
ず
見
出
し
に
与
り
南な
ん

与
兵
衛
．
衣
類
大
小
申
し
請
け
．（
中
略
）
南
与
兵
衛
．
い
そ
〳
〵
と
し
て
内
へ
入
り
．

母は
は
ぢ
や
ひ
と

者
人
、
女
房
．
只た
だ

今い
ま

帰
つ
た
．
ヤ
ア
お
帰
り
か
．
戻
り
や
つ
た
か
。
お
上
の
首
尾
は
ど
う
ぢ
や
〳
〵
．
お
悦よ
ろ
こび
な
さ
れ
、
極
上
々
．
マ

ア
嬉う
れ

し
い
．
す
な
は
ち
こ
の
ご
と
く
衣
類
大
小
下
し
お
か
れ
．
名
も
十
次
兵
衛
と
親
の
名
に
改
め
下
さ
れ
．
昔
の
通
り
庄
屋
代
官
を
仰
せ

付
け
ら
れ
て
．
七
ケ
村
の
支
配
．
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役
所
で
の
首
尾
は
上
々
で
、
与
兵
衛
は
先
代
の
ご
と
く
郷
代
官
の
役
割
を
仰
せ
付
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
南
方
十
次
兵
衛
と
い
う
名
前
、
衣

類
、
大
小
の
刀
を
申
し
受
け
、
七
ヵ
村
の
支
配
を
任
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
実
在
の
山
城
国
八
幡
は
石
清
水
八
幡
宮
の
門
前
町
で
、
八
幡
宮
の

所
領
で
あ
る
。
近
世
で
は
内
四
郷
と
外
四
郷
か
ら
な
り
八
幡
八
郷
と
も
称
さ
れ
た
。
七
ヵ
村
を
束
ね
る
郷
代
官
が
い
た
と
い
う
の
は
、
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
よ
う
で
あ
る
。

　

朝
尾
直
弘
氏
は
、
十
八
世
紀
の
京
都
で
は
町
人
・
百
姓
・
儒
医
な
ど
で
苗
字
帯
刀
を
も
つ
も
の
が
増
え
、
一
方
で
、
諸
家
の
家
来
や
浪
人
が

町
家
に
住
み
町
人
の
姿
を
し
て
刀
・
脇
差
を
隠
す
こ
と
も
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
か
え
っ
て
身
分
の
外
見
的
標
識
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
す
が
た
・

か
た
ち
・
し
ぐ
さ
の
比
重
が
増
大
し
た
、
と
指
摘
す
る
（
７
）。「
引
窓
」
で
は
「
郷
代
官
」
と
し
て
の
身
分
表
象
が
、
名
前
、
衣
類
、
帯
刀
と
具
体

的
に
描
か
れ
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
表
象
が
十
八
世
紀
の
人
び
と
の
身
分
感
覚
に
お
い
て
、「
武
士
」
像
に
対
す
る
典
型
的
な
標
識
と
し
て

定
着
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
作
品
は
、
た
ん
に
身
分
を
感
覚
的
に
描
い
た
だ
け
で
は
な
い
。
も
っ
と
切
実
な
ド
ラ
マ
の
核
心
部
分
に
お
い
て
、
ま
さ
に
与

兵
衛
の
身
分
の
二
重
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
与
兵
衛
は
役
所
で
こ
れ
ら
の
標
識
を
与
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
早
速
あ
る
命
令
を
仰
せ
つ

か
る
。
そ
れ
は
、大
坂
で
殺
人
を
犯
し
た
濡
髪
長
五
郎
が
領
内
に
入
り
込
ん
だ
た
め
、彼
に
親
族
を
殺
さ
れ
た
二
人
の
武
士
を
助
け
、夜
に
な
っ

た
ら
地
の
利
を
活
か
し
て
捕
縛
せ
よ
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
を
知
っ
た
お
は
や
は
、
濡
髪
が
母
の
実
子
と
は
知
ら
な
い
与
兵
衛
に
対
し
、
本
当
に
濡
髪
を
召
し
捕
る
気
か
と
持
ち
か
け
る
。
そ
れ
に

対
し
て
与
兵
衛
は
、
御
用
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
の
は
、
自
分
の
武
芸
の
腕
前
も
評
価
さ
れ
て
の
こ
と
、
と
や
や
誇
ら
し
げ
に
述
べ
る
。

お
上
よ
り
こ
の
与
兵
衛
に
仰
せ
付
け
ら
れ
た
そ
の
子
細
は
．
関せ
き
ぐ
ち
り
う

口
流
の
一
手
も
．
覚
え
を
る
こ
と
お
聞
き
及
び
あ
つ
て
．
役
人
共
に
申
し

付
く
る
筈は
ず

な
れ
ど
も
．
当
所
へ
来
て
間
も
な
く
、
不
案
内
．
住す

み
馴な

れ
た
そ
の
方
に
申
し
付
く
る
．
日
の
内
は
あ
の
方
よ
り
詮せ
ん

議ぎ

せ
ん
．



129　　「近世の身分感覚と芸能作品—『双蝶蝶曲輪日記』にみる」

夜
に
入
り
て
は
こ
の
方
よ
り
す
み
〴
〵
ま
で
詮
議
し
．
な
に
と
ぞ
搦か
ら

め
捕
つ
て
渡
せ
．
国
の
誉
れ
と
あ
つ
て
の
お
頼
み
．
一
生
の
外
聞
．

　

関
口
流
と
あ
る
の
は
、
柔
術
の
一
流
派
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
与
兵
衛
が
柔
術
を
心
得
て
い
る
こ
と
が
さ
り
げ
な
く
示
さ
れ
て
い
る
。
同
時

に
、
次
な
る
お
は
や
の
台
詞
も
興
味
深
い
。

ハ
テ
昔
は
と
も
あ
れ
．
昨
日
今
日
ま
で
八や

幡は
た

の
町
の
町
人
．
生な
ま

兵び
や
う

法は
ふ

大お
ほ

傷き
ず

の
基も
と
ゐと
．
ひ
よ
つ
と
お
怪け

我が

で
も
な
さ
れ
た
時
は
．
お
袋
様

の
悲
し
み
．

　

お
は
や
は
母
の
気
持
ち
を
思
い
、
与
兵
衛
の
濡
髪
召
し
捕
り
を
阻
止
し
よ
う
と
こ
の
台
詞
を
言
う
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
武
術
の
修
練
と
与

兵
衛
の
二
つ
の
身
分
の
関
係
─
す
な
わ
ち
、
昔
は
武
士
身
分
の
素
養
と
し
て
武
術
を
修
得
し
て
い
た
が
、
郷
代
官
の
役
目
は
取
り
上
げ
ら
れ
、

昨
日
今
日
ま
で
は
八
幡
の
町
人
身
分
で
あ
っ
た
た
め
武
術
か
ら
離
れ
て
い
る
─
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
武
術
の
修
得
も
、
当
時
の
人
び
と
に

と
っ
て
、
郷
代
官
が
備
え
る
武
士
的
素
養
の
一
つ
と
し
て
標
識
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

武
士
と
し
て
の
手
柄
に
心
は
や
る
与
兵
衛
は
、
自
宅
の
二
階
に
潜
む
濡
髪
の
姿
を
見
つ
け
召
し
捕
ろ
う
と
す
る
が
、
お
は
や
に
阻
ま
れ
る
。

一
方
、母
は
自
分
の
大
切
な
貯
金
を
差
し
出
し
、濡
髪
の
人
相
書
を
売
っ
て
欲
し
い
と
与
兵
衛
に
頼
む
。
濡
髪
が
母
の
実
子
で
あ
る
こ
と
を
悟
っ

た
与
兵
衛
は
、
郷
代
官
の
役
目
に
背
い
て
濡
髪
を
逃
す
決
断
を
す
る
。

ヘ
ツ
エ
．
是
非
も
な
や
と
大
小
投
げ
出
し
．
両
腰
さ
せ
ば
、
十
次
兵
衛
．
丸
腰
な
れ
ば
今
ま
で
の
通
り
の
与
兵
衛
．
相
か
は
ら
ず
八や

幡は
た

の

町
人
．
商あ
き
ん
ど人
の
代し
ろ
も
の物
．
お
望
み
な
ら
ば
上
げ
ま
せ
う
．
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そ
れ
で
は
人
相
書
を
売
っ
て
く
れ
る
の
か
、
し
か
し
そ
れ
で
は
こ
な
た
の
役
目
が
ど
う
な
る
、
と
言
い
か
け
る
母
親
を
制
し
て
、
陽
の
あ
る

内
は
私
の
役
目
で
は
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
、
と
与
兵
衛
は
言
い
放
つ
。

　

こ
の
場
面
は
、
与
兵
衛
が
武
士
と
町
人
の
二
つ
の
身
分
を
意
識
的
に
使
い
分
け
、
そ
の
こ
と
で
母
の
気
持
ち
に
応
え
る
、「
引
窓
」
の
見
せ

場
の
一
つ
で
あ
る
。「
引
窓
」
は
、濡
髪
の
捕
縛
を
め
ぐ
っ
て
、郷
代
官
と
し
て
の
役
目
と
親
へ
の
孝
心
や
家
族
へ
の
愛
情
と
に
引
き
裂
か
れ
る
、

与
兵
衛
の
苦
悩
の
物
語
で
も
あ
る
。
前
半
で
郷
代
官
に
復
帰
し
た
与
兵
衛
の
喜
び
が
描
か
れ
る
の
も
、
武
士
の
面
目
に
重
み
を
も
た
せ
、
苦
悩

を
深
め
る
効
果
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
大
小
が
武
士
身
分
を
象
徴
す
る
小
道
具
と
し
て
用
い
ら
れ
、
こ
れ
を
捨
て
る
こ
と
で
武
士
か
ら
町
人
へ

の
簡
潔
な
切
り
替
え
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
、
与
兵
衛
は
自
身
の
矛
盾
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
人
相
書
を
売
っ
た
と
こ
ろ
で
、
濡
髪
が
お
尋
ね
者
で
あ
る
こ
と
の

危
機
は
回
避
さ
れ
な
い
。
与
兵
衛
が
村
内
の
見
回
り
の
た
め
家
を
出
た
あ
と
、
今
度
は
、
継
子
へ
の
義
理
と
実
子
へ
の
愛
情
と
に
板
挟
み
に
な

る
母
の
苦
し
み
が
描
か
れ
る
。

一い
っ

旦た
ん

か
ば
う
た
は
恩
愛
．
今
ま
た
縄
か
け
渡
す
の
は
、
な
さ
ぬ
仲
の
義
理
．
昼
は
か
ば
ひ
夜
は
縄
か
け
．
昼
夜
と
分
け
る
継
子
、
本ほ
ん

の
子
．

慈
悲
も
立
ち
義
理
も
立
つ
．

　

母
は
、
い
っ
た
ん
は
濡
髪
を
逃
そ
う
と
す
る
が
、
結
局
、
み
ず
か
ら
濡
髪
に
縄
を
か
け
、「
濡ぬ
れ

髪が
み

長
五
郎
を
召
し
捕
つ
た
ぞ
．
十
次
兵
衛
は

居
や
ら
ぬ
か
．
受
け
取
つ
て
手
柄
に
め
さ
れ
」
と
声
を
張
り
上
げ
て
、
家
の
外
で
様
子
を
う
か
が
う
与
兵
衛
を
呼
び
入
れ
る
。
母
が
引
窓
の
縄

を
使
っ
て
濡
髪
を
縛
っ
た
た
め
、
窓
は
閉
じ
ら
れ
、
室
内
は
人
び
と
の
心
と
同
じ
く
闇
の
世
界
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
続
く
場
面
で
は
、
こ
の
段
の
通
称
に
も
な
っ
た
引
窓
を
使
っ
て
、
与
兵
衛
が
最
後
の
気
転
を
き
か
せ
る
。
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女
房
ど
も
、
も
う
何
時
．
さ
れ
ば
夜よ

半な
か

に
な
り
ま
し
よ
か
．
た
は
け
者
め
が
．
七
つ
半
を
最
前
聞
い
た
．
時
刻
が
延
び
る
と
役
目
が
あ
が

る
．
縄
先
知
れ
ぬ
窓
の
引
縄
．
三
尺
残
し
て
切
る
が
古
例
．
目
分
量
に
こ
れ
か
ら
と
、
す
ら
り
と
抜
い
て
縛
り
縄
．
ず
つ
か
り
切
れ
ば
ぐ

わ
ら
〳
〵
〳
〵
．
差
し
込
む
月
に
．
南な

無む

三さ
ん

宝ぼ
う

夜
が
明
け
た
。
身
ど
も
が
役
は
夜
の
内
ば
か
り
．
明
く
れ
ば
す
な
は
ち
放は
う

生じ
や
う

会ゑ

．
生
け

る
を
放
す
所
の
法
．
恩
に
着
ず
と
も
勝
手
に
お
行
き
や
れ
．

　

与
兵
衛
が
領
主
か
ら
仰
せ
付
け
ら
れ
た
の
は
、
夜
間
に
濡
髪
の
詮
議
を
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
彼
は
、
濡
髪
を
縛
っ
て
い
る
引
窓
の
縄
を
切
っ

て
窓
を
開
け
、
実
際
は
午
前
零
時
ご
ろ
を
迎
え
た
の
を
、
皓
々
と
差
し
込
む
月
の
光
を
七
つ
半
す
な
わ
ち
午
前
五
時
ご
ろ
の
曙
光
に
見
立
て
、

夜
が
明
け
た
か
ら
自
分
の
役
目
は
終
わ
っ
た
、
と
濡
髪
を
逃
が
す
の
で
あ
る
。
以
上
が
、
こ
の
芝
居
の
あ
ら
す
じ
で
あ
る
。

　

こ
の
芝
居
の
要
所
要
所
で
、
与
兵
衛
は
「
武
士
」
と
「
町
人
」
の
使
い
分
け
を
み
せ
る
。
演
者
に
も
、
南
方
十
次
兵
衛
と
南
与
兵
衛
の
演
じ

わ
け
が
求
め
ら
れ
る
。
文
楽
の
人
形
遣
い
で
あ
っ
た
故
吉
田
玉
男
は
、
与
兵
衛
の
人
形
の
遣
い
方
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
芸
話
を
残
し
て
い

る（８
）。「

い
そ
い
そ
と
し
て
」
家
へ
入
る
場
面
は
、
文
字
通
り
、
庄
屋
代
官
に
取
り
立
て
ら
れ
た
こ
と
が
嬉
し
く
、
早
く
母
や
妻
に
知
ら
せ
た
い

と
い
う
浮
き
立
つ
感
じ
を
表
現
し
ま
す
。
と
い
っ
て
も
、
二に

重じ
ゅ
うに
上
が
る
ま
で
の
短
い
間
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
肩
を
揺
す
る
よ
う
に
し
て
、

町
人
の
軽
み
を
出
す
。
そ
し
て
す
ぐ
、
屋
体
の
中
の
二
人
、
ま
た
、
後
ろ
に
控
え
て
い
る
平ひ
ら

岡お
か

丹た
ん

平ぺ
い

と
三み

原は
ら

伝で
ん

蔵ぞ
う

へ
の
手
前
も
あ
っ
て
、

心
を
取
り
直
し
て
形
を
整
え
、
気
取
っ
て
「
母
者
人
、
女
房
、
只
今
帰
っ
た
」
と
な
り
ま
す
。
こ
の
段
の
十
次
兵
衛
は
、
武
士
と
町
人
、

時
代
と
世
話
の
切
り
替
え
を
何
度
か
見
せ
、
そ
れ
が
眼
目
の
一
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。（
中
略
）
や
が
て
老
母
が
絵
姿
を
買
い
た
い
と
言

い
出
し
、十
次
兵
衛
も
よ
う
や
く
濡
髪
が
義
理
の
母
の
実
子
で
あ
る
こ
と
を
悟
る
。
そ
し
て
、見
逃
す
決
心
を
固
め
、「
へ
え
是
非
も
な
や
」

で
大
小
の
刀
を
投
げ
出
し
、「
両
腰
差
せ
ば
十
次
兵
衛
、
丸
腰
な
れ
ば
今
ま
で
の
通
り
の
与
兵
衛
」
で
、
ま
た
武
士
と
町
人
、
時
代
と
世
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話
を
使
い
分
け
ま
す
。「
相
変
わ
ら
ず
八
幡
の
町
人
、
商あ
き
ん
ど人
の
代
物
、
お
望
み
な
ら
上
げ
ま
し
ょ
う
か
い
」
と
、
懐
に
手
を
入
れ
る
し
ぐ

さ
は
、
い
か
に
も
商
売
人
ら
し
い
柔
ら
か
さ
を
描
き
出
し
ま
す
。

　

浄
瑠
璃
の
詞
章
で
表
現
さ
れ
た
、
近
世
身
分
制
社
会
に
お
け
る
武
士
と
町
人
の
使
い
分
け
は
、
時
代
と
世
話
と
い
う
表
現
方
法
を
通
し
て
、

現
代
の
演
者
に
よ
っ
て
も
再
現
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
義
理
と
人
情
の
せ
め
ぎ
あ
い
が
頂
点
に
達
し
た
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
、
与
兵
衛
は
「
武
士
」
と
「
町
人
」
の
使
い
分
け
に
「
夜
」

と
「
昼
」
を
重
ね
合
わ
せ
、
武
士
の
義
理
は
夜
の
う
ち
、
昼
は
町
人
と
し
て
の
人
情
を
通
す
と
い
う
、
ギ
リ
ギ
リ
の
論
理
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

こ
の
場
面
で
は
、
与
兵
衛
の
身
分
的
な
周
縁
性
が
、
ま
さ
に
ド
ラ
マ
の
核
心
と
結
び
付
い
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
芝
居
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
対

立
項
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
武
士
と
町
人
、
義
理
と
人
情
、
夜
と
昼
、
そ
し
て
継
子
と
実
子
に
対
す
る
母
の
義
理
と
恩
愛
。
引
窓
の
開
閉

に
よ
る
闇
と
光
に
、
人
び
と
の
心
象
が
映
し
出
さ
れ
る
演
出
も
見
事
で
あ
る
。
与
兵
衛
の
気
転
に
よ
っ
て
闇
か
ら
光
へ
と
解
放
が
も
た
ら
さ
れ

る
幕
切
れ
は
、
爽
快
感
あ
ふ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

吉
田
玉
男
は
言
う
。 

十
次
兵
衛
に
は
、
見
得
を
切
る
よ
う
な
華
や
か
な
見
せ
場
は
あ
り
ま
せ
ん
け
ど
、
代
官
と
し
て
の
役
目
よ
り
人
情
を
優
先
し
、
母
の
心
を

慮
っ
て
、
罪
人
で
あ
る
濡
髪
を
助
け
て
や
る
。
情
に
厚
い
、
い
い
人
物
に
描
か
れ
て
お
り
、
遣
っ
て
い
て
気
分
が
よ
く
、
得
な
役
と
言
え

る
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
芝
居
は
、
濡
髪
を
敵
と
狙
う
二
人
の
武
士
を
除
け
ば
、
登
場
人
物
の
ほ
と
ん
ど
が
、
お
互
い
を
思
い
や
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
人
び
と
の
葛
藤
を
生
み
出
す
二
つ
の
軸
の
中
心
に
は
、「
武
士
」
と
「
町
人
」
の
身
分
が
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
近
世
の
観
客
に
は
「
武
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士
」
や
「
町
人
」
に
対
す
る
「
身
分
感
覚
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
郷
代
官
と
い
う
身
分
の
周
縁
性
が
本
質
的
な
と
こ
ろ
で
感

得
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
武
士
」
と
「
町
人
」
の
中
間
的
存
在
で
あ
る
郷
代
官
へ
の
認
識
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
芝
居
は
成
り
立
た
な
い
。

い
わ
ば
身
分
的
周
縁
の
本
質
を
、
ド
ラ
マ
の
核
心
に
据
え
て
み
せ
た
の
が
「
引
窓
」
と
い
っ
て
も
よ
い
。

（
二
）「
双
蝶
蝶
物
」

　

と
こ
ろ
で
、『
双
蝶
蝶
』
が
成
立
し
て
以
降
、「
双
蝶
蝶
物
」
と
総
称
さ
れ
る
歌
舞
伎
作
品
が
複
数
作
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、『
双
蝶
蝶
』
の

登
場
人
物
や
あ
ら
す
じ
に
世
界
を
借
り
て
、ま
っ
た
く
別
の
作
品
と
し
て
作
ら
れ
た
一
種
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
る
。「
引
窓
」
に
み
ら
れ
た
「
身

分
感
覚
」、
あ
る
い
は
「
身
分
的
周
縁
」
性
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
で
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
一
例
と
し
て
、『
色
情
曲
輪
蝶
花
形
（
わ
け
ふ
た
つ
く
る
わ
の
ち
ょ
う
は
な
が
た
）』
を
紹
介
し
よ
う
（
９
）。
文
化
十
一
（
一
八
一
四
）
年
、

江
戸
中
村
座
の
初
演
、
作
者
は
奈
河
篤
助
で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
は
、
十
次
兵
衛
と
与
兵
衛
は
兄
弟
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
彼
ら
の
家
は
三
百

石
の
知
行
取
り
の
武
士
で
あ
っ
た
が
、「
引
窓
」
と
同
じ
よ
う
に
没
落
、
弟
の
与
兵
衛
は
駕
籠
舁
き
を
し
て
生
計
を
立
て
て
い
る
。
そ
の
弟
へ

の
台
詞
と
し
て
、
十
次
兵
衛
が
み
ず
か
ら
の
身
上
を
次
の
よ
う
に
語
る
。

　

我わ

れ
〳
〵
兄き
ゃ
う
だ
い
弟
は
松ま
つ

浦う
ら

ど
の
ゝ
直ぢ
き

参さ
ん

、
親し
ん

父ぷ

御ご

存ぞ
ん

生せ
う

の
折を
り

柄か
ら

は
、
三
百
石こ
く

の
恩お
ん

禄ろ
く

を
穢け
が

し
、
下し
も

総ふ
さ

八や

幡は
た

八
ツ
橋は
し

様さ
ま

の
代だ
い
く
わ
ん
し
ょ
く
け
ん
た
い

官
職
兼
帯
あ

つ
て
、
人ひ
と

も
羨う
ら

や
む
南な
ん

方ぱ
う

の
家い
へ

柄が
ら

、
千ち

葉ば

ど
の
よ
り
拝は
い

領り
ゃ
うあ

り
し
濡ぬ

れ
髪が
み

の
一ひ
と

腰こ
し

紛ふ
ん

失じ
つ

。
そ
の
頃こ
ろ

身み

ど
も
は
、
武ぶ

辺へ
ん

の
修し
ゆ

業げ
ふ

に
出
し
ゅ
っ

国こ
く

な
す
。

　

そ
の
後
、
親
が
代
官
職
を
追
放
さ
れ
、
知
行
は
改
易
、
十
次
兵
衛
へ
は
改
め
て
三
百
俵
が
下
さ
れ
る
。
駕
籠
舁
き
を
す
る
与
兵
衛
に
対
し
て
、

十
次
兵
衛
は
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武ぶ

功こ
う

の
家い
へ

に
生う
ま

れ
し
身み

で
、
町
ち
や
う

人に
ん

土ど

民み
ん

を
肩か
た

に
乗の

せ
、
駕か

籠ご

を
舁か

い
て
僅わ
づ

か
の
宝た
か
らを
貪む
さ
ぼる
心こ
ゝ
ろは
何な
に

事ご
と

な
る
ぞ
。
渇か
つ

し
て
も
盗た
う

泉せ
ん

の
水み
づ

を
喰く
ら

は
ず
。
エ
ヽ
、
見み

下さ

げ
果は

て
た
る
不ふ

所し
よ

存ぞ
ん

者も
の

ぢ
や
な
ア
。

　

し
か
し
、
駕
籠
を
舁
く
の
は
母
へ
の
孝
行
の
た
め
と
弟
に
言
わ
れ
、
十
次
兵
衛
は
自
分
も
駕
籠
舁
き
を
習
う
こ
と
に
す
る
。
十
次
兵
衛
と
与

兵
衛
を
曾
我
十
郎
・
五
郎
の
兄
弟
に
見
立
て
、『
助
六
』
で
白
酒
売
り
（
実
は
曾
我
十
郎
）
が
助
六
（
実
は
曾
我
五
郎
）
に
喧
嘩
を
す
る
な
と

意
見
し
な
が
ら
、
つ
い
に
自
分
が
喧
嘩
を
習
う
は
め
に
な
る
の
を
あ
て
こ
ん
だ
趣
向
で
あ
る
。

　

こ
の
作
品
の
十
次
兵
衛
は
、
家
の
没
落
に
あ
い
辛
苦
の
末
に
「
濡
れ
髪
」（『
双
蝶
蝶
』
で
は
相
撲
取
の
名
前
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
刀
の

名
前
に
な
っ
て
い
る
）
を
手
に
入
れ
る
、
時
代
物
に
あ
り
が
ち
な
典
型
的
な
武
士
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
一
時
、
弟
に
学
ん
で
駕
籠
舁
き
の

真
似
事
を
す
る
が
、
そ
れ
は
孝
行
の
た
め
の
方
便
で
あ
っ
て
、
身
分
と
は
関
わ
り
が
な
い
。
こ
の
作
品
に
お
け
る
「
身
分
感
覚
」
は
、
引
用
部

分
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
武
士
と
町
人
・
土
民
と
は
ち
が
う
と
い
う
固
定
的
な
も
の
で
し
か
な
く
、
そ
の
点
で
、「
引
窓
」
に
比
べ
て
は
る

か
に
単
調
で
つ
ま
ら
な
い
。

　

ま
た
、
十
次
兵
衛
の
女
房
お
は
や
も
、
両
作
品
と
も
元
は
「
都
」
と
名
乗
る
遊
女
で
あ
っ
た
点
は
共
通
す
る
が
、『
色
情
曲
輪
蝶
花
形
』
で

は
「
由ゆ
ゐ

緒し
よ

正た
ゞ

し
き
南な
ん

方ぱ
う

の
家い
へ

筋す
ぢ

、
傾け
い

城せ
い

を
妻さ
い

女ぢ
よ

に
し
て
は
世せ

間け
ん

へ
済す

ま
ぬ
」
と
十
次
兵
衛
が
言
っ
た
の
を
、
母
の
威
光
で
「
卑い
や

し
き
わ
た
し
を

武ぶ

し士
の
妻つ
ま

」
と
さ
れ
た
と
な
っ
て
い
て
、
遊
女
に
対
す
る
観
念
も
固
定
的
な
も
の
で
し
か
な
い
。

　

こ
う
し
て
「
身
分
感
覚
」
と
い
う
視
点
で
比
較
し
て
み
る
と
、「
引
窓
」
に
お
け
る
感
覚
表
現
の
鋭
さ
は
際
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
引
窓
」

が
傑
作
た
る
ゆ
え
ん
は
、「
身
分
的
周
縁
」
の
的
確
な
描
写
に
由
来
す
る
こ
と
を
、
改
め
て
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
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塚
田
孝
氏
は
、
歴
史
分
析
に
は
三
つ
の
位
相
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
）
（（
（

。

第
一
の
位
相　

集
団
の
論
理
を
共
有
す
る
集
団
内
の
人
々
の
位
相

第
二
の
位
相　

異
な
る
論
理
が
交
錯
し
て
実
体
的
に
形
成
さ
れ
て
い
る
社
会
関
係
の
位
相

第
三
の
位
相　

そ
れ
ら
の
外
部
に
そ
れ
ら
を
取
り
巻
く
外
的
世
界
一
般
、
世
相
や
社
会
状
況
の
位
相

　

本
稿
で
試
み
た
、『
双
蝶
蝶
』
と
い
う
芸
能
作
品
を
通
し
て
近
世
の
「
身
分
感
覚
」
を
探
る
と
い
う
作
業
は
、
塚
田
氏
の
第
三
の
位
相
に
も

関
係
す
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
の
で
、
最
後
に
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

第
三
の
位
相
に
つ
い
て
、
塚
田
氏
は
よ
り
具
体
的
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
）
（（
（

。

歴
史
的
主
体
が
世
相
や
状
況
の
中
に
溶
か
し
こ
ま
れ
、
主
体
そ
の
も
の
と
し
て
は
像
を
結
ば
な
い
よ
う
な
形
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
今
、我
々
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
な
ど
を
通
じ
て
世
相
の
移
り
変
り
を
敏
感
に
感
じ
と
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
（
中
略
）
そ
う
い
っ

た
も
の
は
、
一
人
一
人
の
顔
が
見
え
な
い
、
私
（
＝
主
体
）
に
と
っ
て
は
間
接
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
わ
け
で
す
。（
中
略
）
現
在
の
社

会
史
と
い
わ
れ
る
も
の
の
多
く
も
こ
う
い
う
傾
向
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
こ
と
が
意
味
が

な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
世
相
と
か
、
歴
史
的
状
況
と
い
う
の
は
た
し
か
に
リ
ア
ル
に
実
在
し
た
し
、
都
市

文
化
が
一
面
で
匿
名
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
現
在
の
我
々
の
生
活
感
覚
に
照
ら
し
て
も
よ
く
理
解
し
う
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ

だ
け
で
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

塚
田
氏
は
こ
う
提
起
し
つ
つ
、
江
戸
の
吉
原
遊
廓
を
例
に
、
こ
れ
ま
で
の
吉
原
や
遊
女
の
研
究
に
見
ら
れ
る
遊
客
の
視
点
か
ら
の
世
相
・
状



　　お茶の水史学　53号　　136

況
の
描
写
で
は
な
く
、
歴
史
的
主
体
と
し
て
の
遊
女
・
遊
女
屋
の
視
点
か
ら
、
吉
原
の
社
会
関
係
の
具
体
的
な
把
握
が
可
能
で
は
な
い
か
と
述

べ
る
。
第
三
の
位
相
そ
の
も
の
の
存
在
を
認
め
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
社
会
的
存
在
の
実
体
、
社
会
関
係
や
構
造
の
分
析
の
必
要
を
説
く
姿
勢
で

あ
る
。

　
『
双
蝶
蝶
』
の
南
与
兵
衛
こ
と
南
方
十
次
兵
衛
は
、
郷
代
官
と
い
う
十
八
世
紀
に
実
在
し
た
社
会
的
存
在
を
、
し
か
し
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し

て
描
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
「
郷
代
官
と
は
い
か
な
る
存
在
か
」
と
い
う
文
脈
で
読
み
込
も
う
と
し
て
も
、
そ
こ
に

は
芸
能
作
品
ゆ
え
の
装
飾
性
が
あ
る
た
め
に
実
体
と
の
乖
離
は
免
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、「
郷
代
官
と
は
い
か
な
る
存
在
か
」
を
す
で

に
前
提
と
し
た
う
え
で
設
定
さ
れ
た
、
人
び
と
の
葛
藤
の
ド
ラ
マ
で
あ
る
。
だ
か
ら
郷
代
官
の
身
分
的
周
縁
性
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
逆
に
作

品
の
世
界
に
分
け
入
る
な
ら
ば
、
こ
の
葛
藤
が
よ
り
リ
ア
ル
な
も
の
に
立
ち
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
作
品
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
、
郷
代
官
と

い
う
存
在
そ
の
も
の
に
で
は
な
く
、
郷
代
官
と
い
う
存
在
に
抱
え
込
ま
れ
た
葛
藤
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
し
か
に
第
一
・
第
二
の
位
相
を
ふ
ま

え
た
う
え
で
初
め
て
感
得
で
き
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
ち
が
い
な
い
。
だ
が
同
時
に
、
第
一
・
第
二
の
位
相
（
そ
し
て
あ
る
い
は
第
三
の
位
相
も
）

を
超
え
た
、
い
わ
ば
「
感
覚
の
位
相
」
と
も
い
う
べ
き
新
た
な
位
相
へ
と
、
我
々
を
導
い
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

近
世
の
歴
史
的
主
体
は
、
し
ば
し
ば
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
と
い
っ
た
芸
能
作
品
に
溶
か
し
込
ま
れ
、
観
客
に
享
受
さ
れ
て
き
た
。『
双
蝶
蝶
』

の
よ
う
な
作
品
が
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、「
武
士
」
と
し
て
の
表
象
を
も
ち
な
が
ら
武
士
身
分
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
階

層
か
ら
な
る
相
撲
取
集
団
と
い
っ
た
も
の
に
、
当
時
の
人
び
と
の
関
心
が
注
が
れ
て
い
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
郷
代
官
や
相
撲
取

の
あ
り
よ
う
を
知
っ
た
う
え
で
こ
の
作
品
を
読
み
直
せ
ば
、
郷
代
官
と
い
う
存
在
の
う
え
に
作
者
が
、
い
か
な
る
葛
藤
を
い
か
に
描
こ
う
と
し

た
の
か
、
そ
の
意
図
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
。    

　

歌
舞
伎
に
し
ろ
浄
瑠
璃
に
し
ろ
、
芸
能
作
品
は
新
た
な
史
料
的
可
能
性
を
秘
め
た
宝
庫
で
あ
る
。
作
品
の
設
定
は
虚
構
に
す
ぎ
な
く
と
も
、

作
品
を
享
受
し
た
人
び
と
の
感
覚
に
は
、
そ
れ
な
り
の
実
体
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
、
近
世
社
会
を
理
解
す
る
た
め
に
重
要

な
要
素
だ
ろ
う
。
近
世
の
社
会
集
団
な
り
関
係
な
り
、
た
し
か
な
実
体
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
芸
能
作
品
を
読
み
解
け
ば
、
そ
う
し
た
近
世
の
人
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び
と
の
「
感
覚
」
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註（
１
）　

研
究
会
の
成
果
は
、『
身
分
的
周
縁
』
部
落
問
題
研
究
所
、
一

九
九
四
年
、
シ
リ
ー
ズ
「
近
世
の
身
分
的
周
縁
」
全
六
巻
、
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
〇
〇
年
、
シ
リ
ー
ズ
「
身
分
的
周
縁
と
近
世
社
会
」
全

九
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
─
〇
八
年
）
と
し
て
結
実
し
た
。

（
２
）　

塚
田
孝
「
編
集
を
終
え
て
」
塚
田
孝
・
吉
田
伸
之
・
脇
田
修
編

『
身
分
的
周
縁
』
部
落
問
題
研
究
所
、
一
九
九
四
年

（
３
）　

朝
尾
直
弘
「
十
八
世
紀
の
社
会
変
動
と
身
分
的
中
間
層
」
辻
達

也
編
『
日
本
の
近
世
10　

近
代
へ
の
胎
動
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九

三
年
。

（
４
）　

久
留
島
浩
「「
身
分
的
周
縁
」
か
ら
武
士
身
分
を
問
う
」『
近
世

の
身
分
的
周
縁
６　

身
分
を
問
い
直
す
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇

年
（
５
）　

鈴
木
ゆ
り
子
「
村
に
住
む
『
武
士
』
─
『
郷
士
』
と
帯
刀
改
め

─
」
渡
辺
尚
志
編
『
新
し
い
近
世
史
４　

村
落
の
変
容
と
地
域
社
会
』

新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
六
年

（
６
）　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
77　

浄
瑠
璃
集
』
小
学
館
、
二
〇

〇
二
年
所
収
の
作
品
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
た
。
引
用
詞
章
の
書

式
は
、
す
べ
て
同
書
に
よ
る
。

（
７
）　

註
（
３
）
論
文

（
８
）
国
立
劇
場
調
査
養
成
部
調
査
資
料
課
編
『
吉
田
玉
男
文
楽
藝
話
』

日
本
芸
術
文
化
振
興
会
、
二
〇
〇
七
年

（
９
）渥
美
清
太
郎
編『
日
本
戯
曲
全
集　

第
三
十
八
巻　

情
話
狂
言
集
』

春
陽
堂
、
一
九
三
二
年
所
収
の
作
品
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
た
。

引
用
台
詞
の
書
式
は
、
す
べ
て
同
書
に
よ
る
。

（
10
）　

塚
田
孝
「
身
分
的
周
縁
と
歴
史
社
会
の
構
造
」『
近
世
の
身
分

的
周
縁
６　

身
分
を
問
い
直
す
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年

（
11
）　

塚
田
孝「
近
世
都
市
史
研
究
の
課
題
と
方
法
」『
人
民
の
歴
史
学
』

一
一
七
、
一
九
九
三
年
、
の
ち
「
都
市
社
会
の
分
節
的
把
握
─
吉
原

を
事
例
に
」
と
改
題
し
て
塚
田
孝
『
近
世
身
分
制
と
周
縁
社
会
』
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
に
所
収
。


