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そ
れ
で
は
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
移
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
先
生
方
も
お
そ
ら
く

行
か
れ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
京
都
か
ら
東
吉
野
村
ま
で
を
中
心
に
、
史
跡

な
ど
の
ご
紹
介
も
交
え
な
が
ら
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。�

�

♯
２

　

幕
末
の
様
子
に
つ
い
て
、
１
８
５
３
年
の
ペ
リ
ー
来
航
あ
た
り
か
ら
明
治
維
新
ま
で
の

約
15
年
間
を
ま
と
め
て
紹
介
し
ま
す
。
だ
い
た
い
、
幕
末
な
ど
社
会
が
激
変
す
る
時
期
は
、

い
つ
の
時
代
も
そ
う
で
し
ょ
う
が
、
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
社
会
不
安
が
増
大
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
一
つ
。
そ
の
中
に
は
飢
饉
（
天
保
の
大
飢
饉
）
も
あ
り
ま
す
し
、

地
震
災
害
（
安
政
東
海
大
地
震
）
も
た
く
さ
ん
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
江
戸
の

大
火
と
い
わ
れ
る
火
災
で
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
が
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
安
政

５
年
（
１
８
５
８
）、
安
政
の
大
獄
や
安
政
の
改
革
の
頃
で
す
が
、
コ
レ
ラ
が
流
行
し
て

た
く
さ
ん
の
死
者
が
で
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
社
会
不
安
が
発
生
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

次
に
、
ご
承
知
の
通
り
、
欧
米
か
ら
開
国
の
要
求
が
日
本
に
突
き
つ
け
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
は
な
く
ロ
シ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
が
日
本
の
近
海

に
あ
ら
わ
れ
て
、
開
国
を
迫
っ
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
り
ま
し
た
。
特
に
、
１
８
４
０
年

の
ア
ヘ
ン
戦
争
は
、
日
本
も
植
民
地
に
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
危
機
感
を

も
た
ら
し
、
日
本
に
も
い
ろ
ん
な
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
高
杉

晋
作
も
ア
ヘ
ン
戦
争
の
あ
と
、
清
国
に
密
出
国
し
て
見
聞
し
て
い
ま
す
。

　

３
つ
目
で
す
が
、
非
常
に
学
問
が
盛
ん
で
し
た
。
私
が
こ
れ
ま
で
に
読
ん
だ
書
物
の

中
で
、
特
に
陽
明
学
「
行
う
こ
と
と
知
る
こ
と
は
一
致
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」（
知
行

合
一
・
致
良
知
の
説
）
と
い
う
学
問
が
盛
ん
に
な
っ
て
、
そ
れ
が
全
国
的
に
広
ま
っ
て

い
ま
す
。
ス
タ
ー
ト
は
江
戸
だ
と
思
い
ま
す
が
、
江
戸
で
学
ん
だ
学
徒
が
全
国
へ
散
っ
て

郷
里
で
こ
れ
を
伝
え
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
水
戸
学
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
教
え
た
の

が
藩
校
、
郷
校
、
私
塾
で
す
。
有
名
な
の
は
松
下
村
塾
や
緒
方
洪
庵
の
適
塾
が
あ
り
ま
す
。

庶
民
は
寺
子
屋
で
読
み
書
き
そ
ろ
ば
ん
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
で
、
日
本
全
体
が
非
常
に

知
的
な
レ
ベ
ル
が
高
ま
っ
て
い
た
時
代
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
４
つ
目
で
す
が
、
幕
府
の
力
が
弱
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
ど
こ
の
国
も
そ
う

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
社
会
変
革
の
前
に
は
時
の
権
力
は
弱
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
う

い
う
中
で
天
保
の
改
革
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
や
は
り
役
人
が
硬
直
し
て
い
る
と
う
ま
く

い
か
な
い
も
の
で
、
結
局
失
敗
し
て
弱
体
化
し
て
い
く
。
安
政
の
改
革
で
も
失
敗
す
る

な
ど
、
大
き
な
二
つ
の
改
革
が
失
敗
に
終
わ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
将
軍
の
跡
継
ぎ
問
題

で
江
戸
幕
府
が
大
き
く
分
か
れ
て
い
き
ま
す
。紀
州
藩
主
の
徳
川
慶
福
を
推
す
南
紀
派
と
、

一
橋
慶
喜
を
推
す
一
橋
派
が
対
立
す
る
。
一
橋
慶
喜
を
擁
立
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
実
父

で
あ
る
徳
川
斉
昭
（
前
水
戸
藩
主
）
を
筆
頭
に
、
徳
川
慶
篤
（
水
戸
藩
主
、
実
兄
）、
松
平

慶
永
（
越
前
藩
主
）、
島
津
斉
彬
（
薩
摩
藩
主
）
ら
で
す
。
一
方
、
南
紀
派
は
譜
代
大
名
が

中
心
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
安
政
５
年
（
１
８
５
８
）、
第
13
代
将
軍
家
定
が
重
態
に
な
る

と
、
南
紀
派
（
譜
代
大
名
）
は
彦
根
藩
主
井
伊
直
弼
を
大
老
に
就
任
さ
せ
、
家
定
の
命
で

慶
福
を
第
14
代
将
軍
家
茂
に
し
ま
し
た
。
そ
し
て
井
伊
直
弼
に
よ
る
安
政
の
大
獄
が
始
ま
り

ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
本
を
読
み
ま
す
と
、
１
０
０
人
以
上
が
弾
圧
さ
れ
て
、
天
皇
に

近
い
公
家
や
大
名
、
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
ま
で
も
処
罰
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
幕
府

自
ら
力
を
弱
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で

尊
王
攘
夷
運
動
、
特
に
水
戸
斉
昭
を
中
心
に
し
た
尊
皇
思
想
、
そ
れ
に
孝
明
天
皇
は
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
外
国
嫌
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
、
尊
王
と
攘
夷
が
合
わ
さ
っ
て
「
尊
王

攘
夷
」、
倒
幕
の
１
つ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。�

�

♯
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私
は
こ
の
東
吉
野
村
に
生
ま
れ
ま
し
て
、
高
知
大
学
に
学
び
ま
し
た
。
高
知
（
土
佐
）
は

幕
末
の
志
士
が
た
く
さ
ん
出
ま
し
た
。
大
学
時
代
に
坂
本
龍
馬
や
武
市
半
平
太
や
中
岡

慎
太
郎
ら
の
志
士
と
出
会
っ
た
の
が
私
と
天
誅
組
と
の
出
逢
い
の
キ
ッ
カ
ケ
で
す
。
卒
業

後
、
郷
里
に
帰
り
教
師
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
32
年
間
東
吉
野
村
で
勤
務
し
ま
し
た
。

東
吉
野
村
で
は
15
人
の
幕
末
の
志
士
（
天
誅
組
志
士
）
が
亡
く
な
っ
て
い
ま
し
て
、
お
墓

も
二
カ
所
に
あ
り
ま
す
し
、
そ
の
他
関
連
史
跡
も
あ
り
ま
す
。
私
は
、
地
元
の
教
員
と

し
て
子
供
た
ち
に
、
ま
た
、
東
吉
野
村
か
ら
天
誅
組
、
幕
末
・
明
治
維
新
を
発
信
し
よ
う

と
い
う
こ
と
で
、
何
か
と
取
り
組
み
を
進
め
て
き
た
わ
け
で
す
。
定
年
を
迎
え
教
員
生
活

も
終
わ
り
、
教
育
長
を
拝
命
し
ま
し
て
、
８
年
間
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の

関
係
で
も
天
誅
組
に
関
わ
り
を
持
た
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
研
究
と
い
う
ほ
ど
で
も

な
い
ん
で
す
が
、
今
も
天
誅
組
に
関
わ
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

お
手
元
の
『
草
莽
ノ
記
』
と
い
う
著
書
、
こ
れ
は
平
成
15
年
、
ち
ょ
う
ど
私
が
教
員
を

辞
め
る
年
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
学
術
的
に
は
あ
ま
り
参
考
に
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す

が
、
子
供
た
ち
の
励
み
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。�

�
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天
誅
組
か
ら
離
れ
て
、
一
時
行
方
知
れ
ず
に
な
り
ま
し
た
。
岩
倉
具
視
と
の
繋
が
り
が

非
常
に
強
か
っ
た
よ
う
で
、
明
治
に
な
っ
て
徳
島
裁
判
所
長
や
三
重
県
大
書
記
官
、
衆
議
院

議
員
、
東
京
株
式
取
引
所
理
事
な
ど
を
歴
任
し
ま
し
た
。
石
田
英
吉
と
天
誅
組
を
通
し
て

非
常
に
懇
意
に
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
今
の
早
明
浦
ダ
ム
の
近
く
の
寒
川
鉱
山
を

開
発
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
東
京
歌
舞
伎
座
の
社
長
も
つ
と
め
ま
し
た
。
坂
木
な
つ
子

と
い
う
娘
が
い
ま
し
た
が
、
父
の
死
後
、
父
の
遺
産
を
そ
の
ま
ま
刈
谷
の
一
番
中
心
校

で
あ
る
亀き

城じ
ょ
う

小
学
校
に
、
子
女
の
教
育
の
た
め
の
奨
学
金
を
寄
付
し
た
と
い
う
こ
と
で
、

ふ
る
さ
と
の
た
め
に
親
子
で
が
ん
ば
っ
て
い
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
軍
閥
の
批
判
も
あ
っ
て

か
、
士
族
会
で
の
評
判
は
芳
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。�

�

♯
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そ
れ
か
ら
い
よ
い
よ
文
久
年
間
で
す
。
い
ろ
ん
な
組
織
が
全
国
的
に
作
ら
れ
て
い
き

ま
す
。
土
佐
で
は
、
土
佐
勤
王
党
が
文
久
元
年
（
１
８
６
１
）
８
月
に
結
成
さ
れ
ま
す
。

こ
の
盟
主
（
首
班
）
が
武
市
半
平
太
（
瑞
山
）
で
す
。
武
市
半
平
太
も
土
佐
で
は
下
級

武
士
に
近
い
人
物
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
九
州
で
も
肥
後
勤
王
党
。
そ
れ
か
ら
久
留
米
天
保

学
連
。
こ
れ
は
神
官
真
木
和
泉
が
盟
主
で
す
。
そ
れ
か
ら
肥
前
に
も
天
保
学
連
が
組
織

さ
れ
る
な
ど
、
尊
王
攘
夷
と
い
う
よ
り
も
幕
府
に
対
す
る
反
対
勢
力
が
ど
ん
ど
ん
大
き
く

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
10
月
に
は
松
本
奎
堂
、
松ま

つ

林ば
や
し

飯は
ん

山ざ
ん

、
岡お

か

鹿ろ
く

門も
ん

の
３
人
が
『
雙そ

う

松し
ょ
う

岡こ
う

塾じ
ゅ
く

』
と

い
う
漢
学
塾
を
大
坂（
現
在
の
大
阪
市
福
島
区
中
之
島
に
あ
る
大
阪
地
方
検
察
庁
の
付
近
）

に
開
設
し
ま
す
。
な
お
、
松
林
飯
山
は
大
村
藩
士
で
、
岡
鹿
門
は
仙
台
藩
士
で
す
。
こ
の

３
人
が
協
力
し
て
大
坂
で
雙
松
岡
塾
を
開
い
て
尊
王
攘
夷
を
鼓
舞
し
ま
し
た
。
現
地
に

史
跡
の
碑
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

吉
村
寅
太
郎
が
脱
藩
を
い
た
し
ま
す
。
文
久
２
年
（
１
８
６
２
）
１
月
に
も
脱
藩
し
て

帰
っ
て
き
て
、「
諸
藩
は
動
く
よ
」
と
い
う
こ
と
で
武
市
半
平
太
に
も
脱
藩
を
勧
め
て
「
土
佐

も
動
こ
う
で
は
な
い
か
」
と
誘
い
を
か
け
る
わ
け
で
す
が
、
土
佐
藩
全
体
を
勤
王
に
し
て

動
く
と
い
う
意
思
が
強
い
半
平
太
は
、
加
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、
３
月
に
、
彼
は

宮み
や

地じ

宜い

蔵ぞ
う

と
い
う
津
野
山
郷
（
津
野
町
）
の
人
と
一
緒
に
長
州
へ
脱
藩
を
し
ま
す
。
そ
の

別
れ
の
夜
に
歌
っ
た
歌
が
残
さ
れ
て
い
て
、佐
川
町
立
青せ

い

山ざ
ん

文ぶ
ん

庫こ

に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
青
山
文
庫
は
、
田た

中な
か

光み
つ

顕あ
き

と
い
う
明
治
時
代
の
宮
内
大
臣
が
生
ま
れ
た
と
こ
ろ
で

し
て
、
田
中
光
顕
が
集
め
た
も
の
な
ど
を
収
蔵
し
て
い
ま
す
。
光
顕
の
雅
号
が
青
山
で
、

青
山
文
庫
と
い
う
名
称
は
そ
れ
に
因
り
ま
す
。�

�

♯
６

　

文
久
２
年
（
１
８
６
２
）
に
な
る
と
、
京
都
で
天
誅
と
い
う
暗
殺
が
増
え
ま
す
。
そ
の

中
で
特
に
大
き
な
動
き
が
２
つ
あ
り
ま
す
。

　

１
つ
の
動
き
と
し
て
は
公
武
合
体
。
皇
妹
和
宮
が
将
軍
家
茂
と
ご
結
婚
を
な
さ
り
、

両
者
が
一
緒
に
な
っ
て
こ
の
日
本
の
窮
状
を
な
ん
と
か
し
よ
う
と
い
う
努
力
を
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
倒
幕
に
向
け
た
動
き
が
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
り
ま
す
。
逆
に
天
誅
組
の

方
か
ら
見
れ
ば
、
公
武
合
体
派
の
暗
殺
が
増
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
９
月

か
ら
10
月
に
か
け
て
攘
夷
の
勅
使
が
派
遣
さ
れ
ま
す
。
京
都
か
ら
江
戸
に
向
か
っ
て
派
遣

さ
れ
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
そ
の
中
で
特
に
武
市
半
平
太
も
偽
名
（
柳
川
左
門
）
を
使
っ
て

駕
籠
に
乗
っ
て
江
戸
城
に
入
り
、
将
軍
が
下
座
、
勅
使
が
上
座
に
な
っ
て
攘
夷
を
迫
っ
た

と
い
う
出
来
事
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
と
き
に
初
め
て
、
朝
廷
側
が
幕
府
と
逆
転
し
た
こ
と

に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
11
月
に
「
攘
夷
の
勅
書
」
を
将
軍
家
茂
に
授
け
る
と

い
う
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
ど
ん
ど
ん
と
朝
廷
、
反
幕
勢
力
が
力
を

増
し
て
い
き
ま
す
。
一
方
、
京
都
守
護
職
に
松ま

つ

平だ
い
ら

容か
た

保も
り

が
就
任
し
、
京
都
が
政
治
の
一
番

中
心
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
吉
村
寅
太
郎
が
隠
れ
住
ん
だ
木
屋
町
に
は
坂
本
龍
馬
の

♯
３

　

天
誅
組
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
担
ぎ
上
げ
ら
れ
ま
し
た
の
が
中な

か

山や
ま

忠た
だ

光み
つ

で
す
。当
時
19
歳
。

今
は
下
関
の
中
山
神
社
に
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
曾
孫
の
浩
は
、
昭
和
12
年
（
１
９
３
７
）、

満
州
国
皇
帝
溥
儀
の
弟
溥
傑
と
結
婚
し
ま
し
た
。

　

幹
部
と
し
て
は
３
人
の
総
裁
が
い
ま
し
た
。
一
人
目
は
吉よ

し

村む
ら

寅と
ら

太た

郎ろ
う

。
土
佐
の
人
で
、

今
の
愛
媛
県
と
の
境
目
の
梼ゆ

す

原は
ら

町
と
い
う
と
こ
ろ
で
庄
屋
を
し
て
い
ま
し
た
。
奈
良
県
で

い
い
ま
す
と
野
迫
川
村
や
十
津
川
村
の
庄
屋
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
二
人
目
、
松ま

つ

本も
と

奎け
い

堂ど
う

は
三
河
・
刈
谷
藩
士
で
、
刈
谷
藩
の
中
枢
に
あ
た
る
上
級
の
武
士
で
す
。
そ
れ
か
ら

藤ふ
じ

本も
と

鉄て
っ

石せ
き

は
岡
山
藩
の
下
級
藩
士
で
す
が
、
元
は
片
山
と
い
う
姓
で
、
藤
本
家
に
養
子

に
行
き
ま
し
た
。
鉄
石
は
黒
住
教
と
つ
な
が
り
が
深
く
、
黒
住
教
を
布
教
す
る
た
め
に

天
誅
組
と
関
わ
り
な
く
、
も
っ
と
早
い
段
階
に
脱
藩
を
し
て
京
都
の
方
で
活
動
を
し
て

い
た
そ
う
で
す
。
鉄
石
は
万
葉
集
や
古
事
記
・
日
本
書
紀
に
精
通
、
そ
れ
に
書
画
、
文
学

に
も
長
け
て
お
り
、
一
時
期
、
京
都
の
伏
見
で
私
塾
を
開
い
て
学
問
と
武
芸
を
教
授
し
て

い
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
３
人
の
総
裁

が
中
山
忠
光
を
担
い
で
、

天
誅
組
の
旗
揚
げ
を
し
た

の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の

３
人
が
東
吉
野
村
で
眠
っ

て
い
ま
し
て
、
私
た
ち
は

東
吉
野
村
を「
天
誅
組
終
焉

の
地
」
と
よ
ん
で
い
ま
す
。

�
�

♯
４

　

那な

須す

信し
ん

吾ご

、
彼
も
土
佐
の
人
間
で
す
。
元
は
医
者
で
す
が
、
身
長
が
１
８
０
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
の
大
男
で
、
槍
も
大
変
強
か
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
池い

け

内く

蔵ら

太た

、
坂
本

龍
馬
の
亀
山
社
中
で
船
を
操
作
し
て
鹿
児
島
へ
向
か
う
途
中
、
五
島
列
島
の
沖
で
時
化
に

遭
っ
て
遭
難
死
し
て
い
ま
す
。
前ま

え

田だ

繁し
げ

馬ま

も
土
佐
の
人
で
、
寅
太
郎
と
同
じ
村
（
今
の

梼
原
町
）
出
身
で
す
が
、
桜
井
市
朝
倉
で
津
の
藤
堂
藩
に
殺
害
さ
れ
ま
し
た
。
宍し

し

戸ど

弥や

四し

郎ろ
う

は
三
河
・
刈
谷
の
出
身
で
、
東
吉
野
村
で
眠
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
伴と

も

林ば
や
し

光み
つ

平ひ
ら

は

藤
井
寺
の
尊そ

ん

光こ
う

寺じ

で
生
ま
れ
ま
し
た
。
和
歌
の
達
人
で
し
て
、
奈
良
奉
行
所
に
も
伴
林

光
平
の
弟
子
が
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。
斑
鳩
か
ら
京
都
へ
向
か
う
途
中
、
生
駒
の
北
田
原

で
捕
ら
え
ら
れ
て
、
奈
良
奉
行
所
で
『
南な

ん

山ざ
ん

踏と
う

雲う
ん

録ろ
く

』
と
い
う
、
自
分
の
天
誅
組
の
足
跡

を
思
い
出
し
て
書
い
た
記
録
が
あ
り
ま
す
。
光
平
は
、
そ
の
後
京
都
に
送
ら
れ
て
翌
年

２
月
16
日
、
六
角
の
獄
舎
で
処
刑
さ
れ
ま
し
た
。
享
年
52
歳
で
天
誅
組
で
は
一
番
の
年
長

に
あ
た
り
ま
す
。

　

私
の
知
る
限
り
で
は
、
生
き
残
っ
た
志
士
が
４
人
い
ま
す
。
一
人
は
石い

し

田だ

英え
い

吉き
ち

。
土
佐

の
人
で
、
東
吉
野
を
脱
出
し
て
生
き
残
っ
て
、
そ
の
後
、
禁
門
の
変
に
も
参
加
し
敗
れ
て

長
州
に
戻
り
、
そ
し
て
坂
本
龍
馬
の
海
援
隊
に
参
加
し
、
そ
の
後
戊
辰
戦
争
に
も
参
加

し
て
明
治
維
新
後
は
高
知
県
知
事
な
ど
を
歴
任
し
ま
し
た
。
彼
は
医
者
の
息
子
で
緒
方

洪
庵
の
適
塾
で
も
学
ん
で
い
た
人
物
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
北き

た

畠ば
た
け

治は
る

房ふ
さ

。
元
は
平ひ

ら

岡お
か

鳩き
ゅ
う

平へ
い

と
い
う
の
が
天
誅
組
の
変
の
時
の
名
前
で
し
た
が
、
明
治
に
な
っ
て
北
畠
治
房
に
改
名

し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
水に

郡ご
り

長な
が

義よ
し

。
河
内
の
富
田
林
の
出
身
で
す
が
、
13
歳
で
父
（
水
郡

善ぜ
ん

之の

祐す
け

と
天
誅
組
の
変
に
従
軍
し
て
、
あ
ま
り
に
も
若
か
っ
た
の
で
赦
さ
れ
て
帰
郷
、（
※

父
善
之
祐
は
刑
死
）、
明
治
維
新
後
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
て
、
特
に
北
畠
あ
た
り
が
支
援
を

し
た
人
物
で
す
。
こ
の
石
田
、
北
畠
、
水
郡
、
こ
の
３
人
は
天
誅
組
の
三
十
三
回
忌
や
五
十

回
忌
に
東
吉
野
を
訪
ね
た
と
い
う
古
文
書
も
東
吉
野
村
に
残
っ
て
い
ま
す
。
最
後
に
、
伊い

藤と
う

謙け
ん

吉き
ち

。
彼
は
、
三
河
・
刈
谷
藩
を
脱
藩
し
た
人
物
で
す
が
、
高
取
城
を
攻
め
た
と
き
に
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あ
り
ま
す
。
天
誅
組
は
こ
の
観
心
寺
で
戦
勝
祈
願
を
し
ま
し
た
。
後
醍
醐
天
皇
の
た
め
に

最
も
尽
力
し
た
楠
木
正
成
が
祀
ら
れ
て
い
る
こ
の
場
所
に
立
っ
て
戦
勝
を
祈
願
し
た
の

で
す
。
そ
し
て
、
河
内
長
野
か
ら
千
早
峠
を
越
え
て
五
條
に
入
り
、
五
條
代
官
所
を
襲
う

前
に
岡
八
幡
宮
と
い
う
神
社
に
集
結
し
ま
し
た
。
そ
し
て
五
條
の
代
官
所
を
襲
撃
し
、

代
官
鈴
木
源
内
以
下
６
人
を
討
ち
取
り
、
近
く
の
桜
井
寺
を
本
陣
と
し
て
「
五
條
御
政
府
」

を
宣
言
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
８
月
17
日
の
こ
と
で
す
。
ち
な
み
に
、
五
條
代
官
所
は
現
在

の
五
條
市
役
所
に
あ
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
翌
８
月
18
日
の
深
夜
に
京
都
で
反
対
派
（
公
武
合
体
派
）
に
よ
る
ク
ー

デ
タ
ー
『
八
月
十
八
日
の
政
変
』
が
起
こ
り
ま
す
。
京
都
で
反
対
派
が
宮
中
を
支
配
す
る

と
、
そ
れ
ま
で
御
所
を
守
っ
て
い
た
尊
王
攘
夷
派
の
長
州
藩
が
追
放
さ
れ
、
７
人
の
急
進

派
の
公
家
が
長
州
へ
落
ち
延
び
て
行
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。�

�

♯
９

　

そ
れ
で
大
和
行
幸
も
中
止
に
な
り
ま
し
て
、
天
誅
組
の
挙
兵
の
大
義
が
失
わ
れ
て
い
き

ま
し
た
。
そ
の
わ
ず
か
３
日
後
の
８
月
21
日
、
天
誅
組
は
本
陣
を
十
津
川
の
入
口
の
天
の

辻
峠
と
い
う
海
抜
８
０
０
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
と
こ
ろ
に
移
し
て
、
十
津
川
郷
士
を
頼
っ
た

と
い
う
わ
け
で
す
。

　

そ
の
途
中
の
五
條
市
西
吉
野
町
に
、
国
指
定
重
要
文
化
財
「
堀
家
住
宅
」
賀あ

名の

生う

皇こ
う

居き
ょ

が
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
後
醍
醐
天
皇
が
一
週
間
ほ
ど
行
宮
を
結
ん
だ
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の

冠
木
門
に
掲
げ
ら
れ
た
「
皇
居
」
と
書
か
れ
た
扁
額
は
、
吉
村
寅
太
郎
の
書
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
つ
い
こ
の
間
、
こ
ち
ら
の
「
堀
家
住
宅
」
か
ら
日
本
で
一
番
古
い
日
の
丸
が

出
て
き
た
と
の
こ
と
で
す
。
テ
レ
ビ
や
新
聞
な
ど
で
も
報
道
さ
れ
ま
し
た
。
後
醍
醐
天
皇

か
ら
下
賜
さ
れ
た
日
の
丸
と
伝
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
科
学
調
査
に
よ
り
ま
す
と

室
町
時
代
、
15
世
紀
頃
の
日
の
丸
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
そ
の
当
時
、
賀
名
生
皇
居
に

立
ち
寄
っ
た
天
誅
組
の
人
た
ち
の
署
名

録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
安あ

積さ
か

五ご

郎ろ
う

、

彼
は
江
戸
の
出
身
で
す
。
そ
れ
か
ら

渋
谷
實
行
（
渋し

ぶ

谷た
に

伊い

与よ

作さ
く

）、
常
陸

下
館
。
備
中�

原
田
一
廣
と
書
い
て

あ
り
ま
す
が
、
原は

ら

田だ

亀か
め

太た

郎ろ
う

。
河
内
の

水
郡
長な

が

雄お

。
長
義
の
父
親
で
河
内
勢

の
リ
ー
ダ
ー
で
す
。
そ
れ
か
ら
鳥
取

の
尾お

崎ざ
き

孝た
か

基も
と

、
水
戸
の
岡お

か

見み

留と
め

次じ

郎ろ
う

、

そ
れ
か
ら
三
河
の
宍
戸
昌
明
と
あ
る

の
は
先
ほ
ど
紹
介
し
た
宍
戸
弥
四
郎

の
こ
と
で
す
。
大
和
の
上う

え

村む
ら

貞じ
ょ
う

心し
ん

、

こ
の
人
も
東
吉
野
で
戦
死
し
た
植
村

定
七
で
す
。
そ
れ
か
ら
先
ほ
ど
の
池

内
蔵
太
な
ど
の
名
前
が
出
て
き
て

い
ま
す
。
そ
の
他
に
も
何
人
か
の
署
名

が
あ
り
ま
す
。「
癸
亥
秋
八
月
某
日��

与
諸
同
志
訪
堀
某　

観
南
朝
遺
器
而　

感
慨
久
之
癸
亥
秋
」、８
月
某
日
に
南
朝

の
遺
品
や
器
な
ど
を
見
せ
て
も
ら
っ
て

感
激
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て

あ
り
ま
す
。�

�

隠
れ
家
（
寓
居
）
も
あ
り
ま
す
し
、
武
市
半
平
太
は
こ
の
寅
太
郎
の
寓
居
の
隣
に
い
ま

し
た
。
佐
久
間
象
山
が
襲
わ
れ
た
の
も
、
こ
の
木
屋
町
通
り
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
文
久
３
年
（
１
８
６
３
）。
幕
府
が
攘
夷
を
宣
言
し
て
、
５
月
10
日
に
攘
夷

活
動
に
本
格
的
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
約
束
を
違
え
て
し
ま
い

ま
す
。
そ
れ
ま
で
に
、
将
軍
家
茂
も
京
都
に
来
て
、
天
皇
に
供
奉
し
て
攘
夷
を
祈
願
し
た

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
５
月
10
日
に
長
州
藩
が
幕
命
に
従
っ
た
と
し
て
攘
夷
を
決
行
し
、

ア
メ
リ
カ
の
艦
隊
に
砲
撃
を
行
い
ま
し
た
（
い
わ
ゆ
る
下
関
事
件
）。
こ
れ
が
初
め
て
の

具
体
的
な
攘
夷
活
動
で
す
。
ま
た
、
西
本
願
寺
の
別
邸
で
武
市
半
平
太
や
桂
小
五
郎
、
そ
れ

か
ら
久
留
米
の
真
木
和
泉
や
井
上
聞
多
な
ど
が
１
月
と
６
月
に
２
回
会
合（
翠す

い

紅こ
う

館か
ん

会
議
）

し
、
朝
廷
に
建
白
（
献
策
五
事
）
を
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
７
月
に
は
薩
英
戦
争
が
起
こ
り

ま
し
た
。�

�

♯
７

　

そ
う
し
た
中
で
、
文
久
３
年
（
１
８
６
３
）
８
月
13
日
に
、
孝
明
天
皇
が
大
和
へ
攘
夷

祈
願
に
向
か
う
勅
が
出
さ
れ
ま
す
。
大
和
で
は
神
武
天
皇
陵
や
春
日
大
社
な
ど
に
お
詣
り

を
し
ま
す
。
こ
れ
が
有
名
な
天
皇
の
「
大
和
行
幸
の
詔

み
こ
と
の
り」

と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。
攘
夷

御
祈
願
の
た
め
、
大
和
行
幸
、
神
武
帝
山
陵
、
そ
れ
か
ら
春
日
大
社
な
ど
に
お
詣
り
を
し
て
、

親
征
（
直
接
天
皇
が
幕
府
を
倒
す
戦
争
）
を
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
軍
議
を
し
ま
す
。

そ
の
当
時
は
長
州
藩
の
軍
事
顧
問
を
久
留
米
の
真
木
和
泉
が
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
天
誅
組
は
８
月
14
日
か
ら
行
動
を
始
め
た
の
で
す
。

　

大
和
行
幸
の
御
先
鋒
と
い
い
ま
す
か
露
払
い
で
、
集
結
し
た
の
は
京
都
の
方
広
寺
の

境
内
。
豊
国
神
社
の
あ
た
り
で
す
、
今
の
京
都
国
立
博
物
館
も
そ
の
境
内
の
中
の
一
角

だ
そ
う
で
す
が
、
そ
こ
に
39
人
の
諸
国
脱
藩
の
尊
王
攘
夷
の
浪
士
が
集
ま
っ
て
出
発
し
ま

し
た
。
土
佐
か
ら
は
17
人
（
18
人
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
）。
そ
れ
か
ら
、
真
木
和
泉
の
息

の
か
か
っ
た
人
物
だ
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
久
留
米
か
ら
８
人
、
そ
れ
か
ら
刈
谷
藩
か
ら
は

東
吉
野
で
戦
死
し
た
松
本
奎
堂
、
宍し

し

戸ど

弥や

四し

郎ろ
う

、
そ
し
て
伊い

藤と
う

三さ
ん

弥や

と
い
う
３
人
の
藩
士

が
加
わ
っ
て
い
ま
す
。
年
齢
別
で
は
30
代
が
８
人
、
20
代
が
29
人
、
10
代
が
２
人
。
そ
の

２
人
は
、
先
ほ
ど
の
水
郡
長
義
（
英
太
郎
）
と
、
土
佐
の
島し

ま

村む
ら

省し
ょ
う

吾ご

19
歳
で
す
。

　

方
広
寺
に
は
土
佐
藩
が
道
場
と
し
て
借
り
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
こ
に
武
器
な
ど

を
隠
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
お
そ
ら
く
、
方
広
寺
全
体
の
中
の
一
部
分
と
い
う
こ
と
で
、

あ
る
文
献
に
は
大
仏
に
集
ま
っ
た
、
あ
る
文
献
に
は
方
広
寺
に
集
ま
っ
た
と
書
か
れ
て

い
た
り
し
ま
す
の
で
、
私
た
ち
が
現
在
お
詣
り
を
し
て
い
る
方
広
寺
で
は
な
い
こ
と
は

間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
話
す
学
者
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

天
誅
組
の
行
軍
ル
ー
ト
は
、
皆
さ
ん
ご
承
知
の
通
り
で
、
京
都
か
ら
淀
川
、
伏
見
か
ら

船
に
乗
り
ま
し
て
淀
川
を
下
り
、
淀
川
河
口
か
ら
南
東
の
堺
港
に
上
陸
し
て
富
田
林
、
河
内

長
野
、
そ
し
て
千
早
峠
を
越
え
て
五
條
に
入
っ
て
き
ま
し
た
。�

�

♯
８

　

天
誅
組
の
変
は
お
よ
そ
40
日
続
き
ま
し
た
が
、
最
終
の
東
吉
野
が
旧
暦
の
９
月
24
日

で
す
。
当
時
の
三
十
石
船
２
艘
く
ら
い
に
分
か
れ
て
乗
っ
て
い
た
ん
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
ま
す
。
そ
し
て
堺
港
に
上
陸
し
、
そ
し
て
東
の
富
田
林
の
方
向
に
歩
を
進
め
ま
し
た
。

そ
の
富
田
林
の
水
郡
善
之
祐
の
屋
敷
に
、
中
山
忠
光
を
は
じ
め
天
誅
組
の
志
士
た
ち
が

集
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
河
内
勢
も
加
わ
っ
て
、
だ
い
た
い
80
人
く
ら
い
に
ふ
く
れ

あ
が
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
半は

ん

田だ

門も
ん

吉き
ち

と
い
う
久
留
米
の
出
身
の
隊
士
が
書
い
た

『
大
和
日
記
』
で
は
、「
水
郡
宅
へ
八
ッ
時
（
午
後
２
時
）
頃
着
陣
、
同
所
ニ
テ
菊
ノ
御
紋

ヲ
打
タ
ル
幟
一
流
同
ク
旗
一
本
拵
へ
、
夜
半
過
ニ
大
将
軍
（
中
山
忠
光
）
御
馬
上
、
陣
太
鼓

ニ
テ
出
陣
ス
」
と
あ
り
ま
す
。
河
内
長
野
に
観
心
寺
と
い
う
お
寺
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
は

楠
木
正
成
が
幼
少
の
頃
学
問
を
し
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
楠
木
正
成
の
首
塚
が
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で
す
。
十
津
川
郷
士
と
天
誅
組
の
志
士
た
ち
が
高
取
城
を
攻
め
ま
す
が
、
す
ぐ
に
制
圧

さ
れ
ま
す
。
高
取
城
は
廃
城
に
な
っ
て
今
は
石
垣
だ
け
で
す
が
、
岡
山
県
の
備
中
松
山
城
、

岐
阜
県
の
岩
村
城
と
並
び
、
日
本
三
大
山
城
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
高
取
城
攻
め
で
、

味
方
の
鉄
砲
に
撃
た
れ
た
の
が
吉
村
寅
太
郎
で
、
そ
れ
を
最
初
に
手
当
し
た
の
が
榎え

の

本も
と

住す
み

と
い
う
女
性
の
医
者
で
す
。
現
在
も
御
所
市
に
榎
本
病
院
と
し
て
続
い
て
い
ま
す
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
都
会
で
暮
ら
し
て
お
ら
れ
る
先
生
方
に
と
っ
て
は
山
ま
た
山
の
十
津

川
村
で
す
。
こ
の
土
地
に
残
っ
て
い
る
歌
が
あ
る
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
司
馬
遼
太
郎
の

『
街
道
を
ゆ
く
』
の
中
に
出
て
い
ま
し
た
の
で
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　
　

�

と
ん
と
十
津
川　

御
赦
免
ど
こ
ろ　

年
貢
い
ら
ず
の　

つ
く
り
ど
り

　

十
津
川
村
は
代
々
勤
王
郷
と
い
わ
れ
て
お
り
、
常
に
租
税
を
免
除
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ

だ
そ
う
で
す
。
で
、
こ
れ
は
十
津
川
村
の
意
思
だ
と
思
い
ま
す
が
、
幕
末
に
な
っ
て
朝
廷

に
対
し
て
昔
の
よ
う
な
十
津
川
の
地
位
を
得
た
い
と
い
う
こ
と
で
お
願
い
を
す
る
わ
け

で
す
。
中
川
宮
か
ら
い
た
だ
い
た
沙
汰
書
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。

　
　
　

�「
大
和
十
津
川
郷
士
、
従
往
古
奉
重
朝
廷
誠
忠
之
輩
不
少
由
、
方
今
不
容
易
時
勢
候

間
、
其
遺
志
相
続
可
励
忠
勤
候
事
」

　

十
津
川
郷
士
は
昔
か
ら
往
古
よ
り
朝
廷
を
重
ん
じ
奉
り
誠
忠
の
輩
少
な
か
ら
ず
、
今
日

容
易
な
ら
な
い
と
き
だ
か
ら
、
そ
の
志
を
続
け
て
忠
勤
に
励
み
な
さ
い
、
と
い
う
こ
と
が

書
い
て
あ
り
ま
す
。
十
津
川
村
は
朝
廷
に
関
わ
る
地
位
を
得
て
、
北
白
川
辺
り
に
十
津
川

屋
敷
と
い
う
屋
敷
を
借
り
、
十
津
川
兵
が
御
所
警
護
に
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
時
に
行
っ
た

の
は
２
０
０
人
く
ら
い
で
し
た
。
た
だ
、
朝
廷
が
資
金
を
援
助
し
て
く
れ
る
は
ず
が
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
自
前
で
行
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

十
津
川
村
は
世
界
遺
産
に
な
っ
て
い
ま
す
。
私
も
奥
駈
道
へ
一
度
行
っ
て
お
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
未
だ
行
け
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
の
当
時
の
十
津
川
郷
は
、
各
村

総
代
の
合
議
制
で
運
営
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
上か

み

平だ
い
ら

主ち
か
ら税

と
い
う
医
者
も
十
津
川
郷
を

リ
ー
ダ
ー
で
し
た
。
明
治
２
年
（
１
８
６
９
）
横
井
小
楠
要
殺
事
件
の
首
謀
者
と
見
な
さ
れ

伊
豆
新
島
に
終
身
流
刑
と
な
り
ま
し
た
。
彼
は
子
供
た
ち
に
勉
強
を
教
え
た
り
、
種
痘
を

本
土
か
ら
取
り
寄
せ
て
伝
染
病
を
予
防
し
た
り
し
て
、
そ
の
後
大
赦
で
十
津
川
へ
戻
っ
て

玉
置
神
社
の
初
代
宮
司
と
な
り
ま
し
た
。
元
々
玉
置
神
社
は
お
寺
で
し
た
が
、
十
津
川
村

は
廃
仏
毀
釈
で
全
部
寺
を
な
く
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
、
玉
置
神
社
も
神
社
に
変
わ
り

ま
し
た
。
68
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
、
こ
の
神
社
を
お
守
り
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の

神
社
は
奥
駈
の
靡な

び
き

、
修
行
場
の
一
つ
で
す
。
当
時
の
十
津
川
郷
士
が
御
所
警
護
に
使
っ
て

い
た
服
装
、
そ
れ
か
ら
十
津
川
の
郷
旗
、
十
津
川
村
の
山
道
を
行
く
時
に
使
っ
た
山
駕
篭

が
十
津
川
村
歴
史
資
料
館
に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
、
天
誅
組
が
転
々
と
本
陣

を
移
し
て
い
た
の
が
十
津
川
村
な
の
で
す
。�

�

♯
11

　

８
月
28
日
か
ら
29
日
に
か
け
て
、
十
津
川
村
北
部
の
長
殿
と
い
う
と
こ
ろ
に
入
り
、

９
月
20
日
に
下
北
山
村
の
方
へ
出
て
行
く
ま
で
20
日
以
上
あ
り
ま
す
。
そ
の
間
、
大
塔
や

西
吉
野
へ
下
っ
て
行
っ
て
、
ま
た
逃
げ
戻
っ
た
り
し
て
、
十
津
川
村
内
を
転
々
と
し
て

い
ま
す
。

　

９
月
５
日
に
朝
廷
（
中
川
宮
）
か
ら
十
津
川
村
に
天
誅
組
追
討
の
沙
汰
書
が
下
さ
れ
ま

し
た
。

　
　
　

�「
去
十
七
日
於
和
州
五
条
村
乱
暴
之
浪
士
追
討
之
儀
、
武
家
江
被
仰
付
候
得
共
、

余
党
十
津
川
郷
立
入
候
由
相
聞
候
、
追
々
時
日
相
移
候
而
者
、
国
家
之
大
害
可
及

候
、
十
津
川
郷
往
古
以
来
、
勤
王
之
志
情
相
励
尽
力
、
早
々
追
討
可
有
之
御
沙
汰

候
事
」

　

８
月
17
日
に
大
和
の
五
條
村
で
乱
暴
し
た
浪
士
た
ち
が
い
る
、
武
家
ど
も
に
そ
れ
を

♯
10

　

天
の
辻
峠
に
は
天
誅
組
史
跡
と
い
う
碑
と
鶴つ

る

谷や

治じ

兵へ

衛え

の
顕
彰
碑
が
あ
り
ま
す
。
天
の

辻
本
陣
は
豪
商
の
鶴
屋
治
兵
衛
邸
に
置
い
て
い
ま
し
た
。
天
の
辻
峠
は
、
ち
ょ
う
ど
五
條

と
十
津
川
の
物
資
の
中
継
地
だ
そ
う
で
す
。
天
誅
組
は
、
こ
こ
か
ら
高
野
山
や
十
津
川
郷

へ
援
軍
を
頼
ん
だ
り
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
１
０
０
０
人
と
も
１
２
０
０
人
と
も
い
わ
れ
る

十
津
川
鄕
士
が
天
辻
に
集
ま
り
、
そ
れ
に
力

を
得
て
高
取
城
を
攻
め
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
中
に
は

慎
重
に
も
の
を
考
え
る
人
が
い
ま
し
た
。

十
津
川
郷
林
村
の
庄
屋
を
し
て
い
た
玉た

ま

堀ほ
り

為た
め

之の

進し
ん

と
い
う
人
は
「
こ
れ
は
本
当
に
天
皇

が
言
い
出
し
た
こ
と
な
の
か
、
ど
う
か
よ
く

確
か
め
て
ほ
し
い
」と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
、

河
内
の
上う

え

田だ

主と
の
も

殿
と
と
も
に
、
反
逆
者
の

扱
い
を
受
け
て
斬
首
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
時

に
玉
堀
が
よ
ん
だ
歌
が

　
　
　

�

国
の
た
め
仇
な
す
心
な
き
も
の
を　

�

仇
と
な
り
し
は
恨
み
な
り
け
る

�

で
、
こ
れ
は
為
之
進
の
孫
が
調
べ
た
も
の

で
す
。
十
津
川
村
は
明
治
22
年
の
大
水
害
で

天
誅
組
に
関
す
る
資
料
が
ほ
と
ん
ど
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
そ
の
孫
が
い
ろ

い
ろ
調
べ
て
祖
父
為
之
進
の
こ
と
に
つ
い
て

「
玉
堀
為
之
進
之
傳
」を
書
き
残
し
て
い
ま
す
。

現
在
は
十
津
川
村
歴
史
資
料
館
に
所
蔵
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

昔
の
道
と
い
う
の
は
、
だ
い
た
い
道
幅
が
１
５
０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
で
す
。
そ
の

道
を
１
０
０
０
人
以
上
の
十
津
川
郷
士
と
天
誅
組
が
不
眠
不
休
で
再
び
五
條
へ
下
り
て

行
っ
て
、
高
取
城
を
攻
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
８
月
26
日
の
こ
と
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信
丸��

殿

　
　
　

�

魂
は
高
天
原
に
在
り
て
金
石
不
砕

　
　
　

�

又
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
再
会
せ
む
…
…

　
　

�

「
伴
林
光
平
の
研
究
」（
鈴
木
純
孝
、
講
談
社
出
版
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
２
０
０
１
年
）�

♯
12

　

三さ
え

枝ぐ
さ

蓊し
げ
る

。
当
時
は
青あ

お

木き

精せ
い

一い
ち

郎ろ
う

と
名
乗
っ
た
大
和
郡
山
市
椎
木
町
に
あ
る
浄
蓮
寺
の

お
坊
さ
ん
で
す
。
最
後
ま
で
尊
王
攘
夷
を
貫
い
た
人
で
す
。
明
治
元
年
（
１
８
６
８
）、

イ
ギ
リ
ス
公
使
パ
ー
ク
ス
が
天
皇
に
謁
見
す
る
た
め
に
知
恩
院
か
ら
御
所
に
向
か
う
道
中
、

朱す

雀ざ
く

操み
さ
お

と
２
人
で
一
行
の
行
列
を
襲
っ
た
と
い
う
事
件
（
パ
ー
ク
ス
事
件
）
を
起
こ
し

ま
し
た
。

　

９
月
22
日
、
天
誅
組
か
ら
別
れ
た
河
内
勢
は
、
龍
神
村
の
紀
州
藩
陣
所
に
自
首
し
ま
す
。

紀
州
藩
に
捕
ら
え
ら
れ
て
殺
さ
れ
て
も
自
分
た
ち
の
思
い
を
世
間
に
明
ら
か
に
し
よ
う

と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
陣
所
に
自
首
し
た
の
で
す
。
こ
こ
で
捕
ら
え
ら
れ
て
和
歌
山
に

送
ら
れ
、
さ
ら
に
京
都
に
送
ら
れ
て
翌
年
、
禁
門
の
変
の
最
中
に
処
刑
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
水
郡
善
之
祐
の
辞
世
の
歌
で
す
。

　
　
　

�

皇
国
の
た
め
に
ぞ
つ
く
す
ま
ご
こ
ろ
は　

神
や
し
る
ら
ん
知
る
人
ぞ
知
る�

�

♯
13

　

天
誅
組
本
隊
の
動
向
で
す
が
、
十
津
川
を
出
て
９
月
19
日
、
笠
捨
山
（
標
高
１
３
５
２

メ
ー
ト
ル
）
で
野
宿
し
ま
す
。
登
山
口
か
ら
山
頂
ま
で
凡
そ
３
里
で
す
の
で
約
12
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
。
そ
こ
か
ら
下
っ
て
、
下
北
山
村
の
浦
向
に
行
き
ま
す
。
こ
ん
な
山
深
い
と
こ
ろ

を
本
隊
が
越
え
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
し
て
９
月
20
日
に
下
北
山
村
の
正
法
寺
に
泊
ま
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
上
北
山
村
の
白
川
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
林
泉
寺
に
２
日
泊
ま
っ
て

い
ま
す
。
い
よ
い
よ
出
発
し
よ
う
と
い
う
と
き
に
、
村
の
人
間
が
誰
も
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
武
器
を
集
め
て
寺
と
と
も
に
燃
や
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
川
上
村
伯お

母ば

谷た
に

に
や
っ
て
き
て
、
こ
こ
で
高
熱
で
行
軍
不
能
に
な
っ
た
久
留
米
の
小お

川が
わ

佐さ

吉き
ち

と
五
條
の

医
師
乾い

ぬ
い

十じ
ゅ
う

郎ろ
う

が
、「
天
誅
窟
」
と
い
う
洞
窟
で
60
日
と
も
90
日
と
も
云
わ
れ
る
期
間
、

潜
伏
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
間
、
こ
の
地
区
の
人
た
ち
が
食
べ
物
を
運
ん
だ
り
し
て
い
ま

し
て
、「
中
山
様
御
家
来
入
用
覚
え
」
と
い
う
日
記
の
よ
う
な
も
の
が
伯
母
谷
地
区
に
残
っ
て

い
ま
す
。

　

９
月
24
日
、
東
吉
野
村
の
す
ぐ
隣
の
武
木
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
庄
屋
大
西
吉
右
衛
門
宅

ほ
か
数
軒
に
分
か
れ
て
最
後
の
お
昼
ご
飯
を
食
べ
ま
し
た
。
大
西
家
は
も
う
建
て
替
え
ら

れ
て
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
中
山
忠
光
が
食
事
を
と
っ
た
大
西
家
に
、
藤
本
鉄
石
が
厚
意

に
感
謝
し
て
短
冊
に
３
首
の
歌
を
残
し
て
い
ま
す
。

　
　
　

�

大
王
の
御
た
ゝ
む
き
さ
す
あ
む
置
き
て　

あ
き
つ
は
な
き
か
秋
の
み
空
に

　
　
　

�

八
咫
か
ら
す
導
け
よ
か
し
大
君
の　

事
し
い
そ
し
む
御
軍
の
た
め

　
　
　

�

雲
を
ふ
み
岩
を
さ
く
み
し
も
の
の
ふ
の　

よ
ろ
ひ
の
袖
に
紅
葉
か
つ
ち
る

　

吉
村
寅
太
郎
は
、
８
月
26
日
に
高
取
城
を
攻
め
た
と
き
味
方
の
銃
弾
が
太
も
も
に
あ
た

り
、
駕
籠
に
担
が
れ
て
東
吉
野
ま
で
運
ば
れ
て
来
ま
し
た
。
そ
の
と
き
寅
太
郎
が
「
辛
抱

せ
い
、
辛
抱
せ
い
、
辛
抱
を
し
た
ら
世
の
中
が
変
わ
る
、
そ
れ
を
楽
し
め
」
と
駕
籠
担
ぎ

の
人
た
ち
を
励
ま
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
鷲
家
口
の
手
前
ま
で
下
り
て
き
た
と
こ
ろ

で
、
追
討
軍
の
彦
根
勢
が
川
の
両
側
で
待
ち
受
け
て
い
ま
し
た
。

　

９
月
24
日
、
鷲
家
口
で
の
激
戦
で
６
人
の
天
誅
組
の
隊
士
が
殺
さ
れ
、
彦
根
藩
士
も

や
っ
つ
け
る
よ
う
に
言
っ
た
が
、
十
津
川
郷
士
も
入
っ
て
い
る
と
聞
き
、
こ
の
ま
ま
放
っ
て

お
く
と
国
の
大
害
に
及
ぶ
、
十
津
川
郷
は
昔
か
ら
勤
王
郷
な
の
で
早
々
討
ち
取
る
べ
し
。

と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
沙
汰
書
が
９
月
５
日
に
発
せ
ら
れ
て
か
ら
10
日
後
、
京
都
に
い
た

十
津
川
郷
士
に
よ
り
十
津
川
村
に
も
た
ら
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
沙
汰
書
は
、
写
し
も
含
め
て
３
つ
の
ル
ー
ト
で
、「
和
歌
山
高
野
山
ル
ー
ト
」、
そ
れ

か
ら
五
條
か
ら
の
「
西
熊
野
街
道
ル
ー
ト
」、
そ
れ
か
ら
東
熊
野
街
道
、「
川
上
村
北
山

ル
ー
ト
」
十
津
川
村
を
目
指
し
ま
し
た
。
そ
の
沙
汰
書
の
北
山
ル
ー
ト
の
方
が
な
ん
と
か

十
津
川
村
に
入
っ
て
、
い
よ
い
よ
十
津
川
郷
が
天
誅
組
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　

９
月
16
日
、
天
誅
組
が
十
津
川
を
退
去
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
伴
林
光
平
と
北
畠
治
房

が
先
遣
と
し
て
十
津
川
村
の
笹
の
滝
を
越
え
て
北
山
郷
の
方
へ
出
発
し
ま
し
た
。
そ
れ

以
後
、
中
山
忠
光
た
ち
本
隊
は
別
の
ル
ー
ト
で
十
津
川
村
を
あ
と
に
し
て
い
ま
す
。
で
、

伴
林
光
平
た
ち
は
１
３
４
１
メ
ー
ト
ル
の
嫁よ

め

越こ
し

峠と
う
げ

を
越
え
て
東
の
上
北
山
村
に
や
っ
て

き
ま
し
た
。
私
も
若
い
こ
ろ
上
北
山
村
か
ら
嫁
越
峠
へ
行
き
ま
し
た
が
、
道
が
な
く
て

十
津
川
へ
下
り
ら
れ
な
く
て
、
結
局
上
北
山
村
へ
引
き
返
し
ま
し
た
。
光
平
は
、
下
痢
や

脚
気
に
な
り
非
常
に
辛
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
歌
に
し
て
、
奈
良
奉
行
所
で
書
い
た

『
南
山
踏
雲
録
』
の
中
に
書
き
残
し
て
い
ま
す
。

　
　
　

�

明
日
越
え
む
姨
が
峠
や
い
か
な
ら
む　

先
ず
く
る
ほ
し
き
嫁
越
の
山

　
　
　

�

山
風
に
た
ぐ
ふ
眞
神
の
聲
き
き
て　

寝
ら
れ
む
も
の
か
谷
の
萱
原

　
「
眞
神
」
と
い
う
の
は
オ
オ
カ
ミ
の
こ
と
で
、
こ
の
当
時
オ
オ
カ
ミ
が
実
際
に
吉
野
山
地

に
い
た
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
歌
で
す
。
１
９
０
５
年
に
東
吉
野
村
で
捕
ら
え
ら
れ
た

ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
が
日
本
で
最
後
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、（
わ
ず
か
40
年
ほ
ど
前
の
）

１
８
６
３
年
頃
に
オ
オ
カ
ミ
が
い
た
と
い
う
証
拠
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
十
津
川
郷
の
責
任
を
一
身
に
背
負
っ
て
野の

崎ざ
き

主か
ず
え計

と
い
う
庄
屋
が
自
刃
を

し
ま
し
た
が
、
そ
の
辞
世
の
歌
で
す
。

　
　
　

�

討
つ
人
も
討
た
る
ゝ
人
も
心
せ
よ　

同
じ
御
國
の
御
民
な
り
せ
ば

　

斑
鳩
の
方
に
も
尊
皇
攘
夷
思
想
を
も
っ
た
集
団
が
あ
り
ま
し
た
。
今
の
安
堵
町
で
、

リ
ー
ダ
ー
が
今
村
文
吾
と
い
う
人
物
で
す
。
中
宮
寺
の
侍
医
を
し
て
い
て
、
現
在
の
文
吾

の
生
家
は
安
堵
町
歴
史
民
俗
資
料
館
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
伴
林
光
平
も
中
宮
寺
の

侍
講
と
し
て
和
歌
な
ど
を
教
え
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
晩
翠
堂
と
い
う
私
塾
は
、
文
吾

た
ち
が
伴
林
光
平
ら
も
含
め
て
尊
王
攘
夷
の
活
動
を
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

今
村
文
吾
は
高
齢
の
た
め
に
天
誅
組
に
従
軍
で
き
ず
、そ
の
ま
ま
斑
鳩
に
い
た
の
で
す
が
、

伴
林
光
平
は
、
東
吉
野
村
、
初
瀬
の
観
音
、
三
輪
、
天
理
市
の
庵
治
あ
た
り
を
越
え
て
、

大
和
郡
山
の
額
田
部
に
あ
る
額
安
寺
に
立
ち
寄
り
、
斑
鳩
の
中
宮
寺
の
近
く
に
あ
る
駒
塚

の
我
が
家
に
戻
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
い
る
は
ず
の
妻
や
子
供
た
ち
は
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
取
り
締
ま
り
や
探
索
が
厳
し
く
て
子
供
に
会
え
な
か
っ
た
た
め
、
や
む
な
く

手
紙
を
し
た
た
め
今
村
邸
の
高
塀
越
し
に
投
げ
入
れ
て
立
ち
去
り
ま
し
た
。

　
　

�

…
…
金
弐
拾
匁
に
た
ら
ね
ど
も
、
尊
大
人
へ
御
ま
か
せ
申
上
候
。
信
丸
、
し
う
二
人

の　

な
り
ゆ
く
様
に
ま
か
せ
、
御
与
へ
下
さ
れ
た
く
御
願
申
上
候
。
せ
め
て
も
の
事

に
、
今
一
目
と
存
じ
候
へ
ど
も
か
い
な
し
…
…

　
　

八
丘
（
光
平
）

　
　

松
斎
大
人

　
　

男　

信
丸
に

　
　
　

�

父
な
ら
ぬ
父
を
父
と
も
た
の
み
つ
つ

　
　
　

�

有
り
け
る
も
の
を
あ
は
れ
我
子
や
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１
９
０
５
）、
第
一
次
世
界
大
戦
（
１
９
１
４
―
１
９
１
８
）
と
、
約
10
年
お
き
に
戦
争
を

し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
ど
う
み
た
ら
い
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
今
、
私
の
思
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

�

（
了
）

２
人
戦
死
し
て
い
ま
す
。
伊
豆
尾
で
は
刈
谷
の
松
本
奎
堂
が
戦
死
し
た
場
所
に
記
念
碑

（
天
誅
組
総
裁
松
本
奎
堂
先
生
戦
死
之
地
）
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
記
念
碑
は
昭
和

17
年
、
刈
谷
町
の
町
長
が
書
い
て
刈
谷
の
方
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

　

こ
れ
は
奎
堂
の
辞
世
の
歌
と
い
わ
れ
て
い
る
歌
碑
で
す
。

　
　
　

�

君
が
た
め
み
ま
か
り
に
き
と
世
の
人
に　

語
り
つ
き
て
よ
峯
の
松
風

　

藤
本
鉄
石
は
、
紀
州
藩
が
陣
取
っ
て
い
た
鷲
家
の
旅
館
へ
福ふ

く

浦う
ら

元も
と

吉き
ち

と
い
う
淡
路
の

庄
屋
と
２
人
で
突
撃
を
か
け
て
、
戦
死
を
し
ま
し
た
。

　

９
月
27
日
、
吉
村
寅
太
郎
が
戦
死
し
ま
す
が
、
そ
の
近
く
に
あ
る
大
岩
「
残
念
岩
」
の

す
そ
に
埋
め
ら
れ
、
現
在
は
記
念
碑
（
吉
村
寅
太
郎
君
原
瘞え

い

處
）
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
寅
太
郎
の
遺
品
「
血
染
め
の
肌
襦
袢
」
は
御
所
市
教
育
委
員
会
に
保
存
さ
れ
て

い
ま
す
。
松
本
奎
堂
の
兜
は
刈
谷
市
の
歴
史
博
物
館
に
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
の
遺
品

類
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
所
蔵
・
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
に
お
伝
え
し
て
お
き
た
い
と
思
う
こ
と
は
、
十
津
川
村
に
あ
る
文
武
館
に

つ
い
て
で
す
。「
十
津
川
文
武
館
」
は
、
元
治
元
年
（
１
８
６
４
）
に
孝
明
天
皇
の
命
を

受
け
た
隠
岐
島
出
身
の
儒
官
中な

か

沼ぬ
ま

了り
ょ
う

三ぞ
う

が
十
津
川
村
に
入
り
、
十
津
川
郷
士
が
文
武
を

学
ぶ
た
め
に
創
立
し
た
郷
校
で
す
。
こ
の
文
武
館
が
現
在
の
十
津
川
高
校
で
す
。
今
も

十
津
川
高
校
と
隠
岐
島
前
高
校
が
交
流
を
ず
っ
と
続
け
て
い
る
と
十
津
川
高
校
の
先
生
に

お
聞
き
し
ま
し
た
。�

�

♯
14

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
尊
王
攘
夷
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。

　

私
た
ち
の
村
は
天
誅
組
の
終
焉
の
地
と
い
う
こ
と
で
、
１
５
５
年
間
、
ず
っ
と
志
士

た
ち
を
お
祀
り
し
続
け
て
い
ま
す
の
で
、
高
い
志
を
持
っ
た
人
た
ち
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て

い
ま
す
が
、
天
誅
組
の
考
え
方
（
志
）
が
、
果
た
し
て
後
世
の
プ
ラ
ス
の
方
向
に
働
い
た

の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
少
し
ば
か
り
懐
疑
的
に
見
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

王
政
復
古
の
大
号
令
、
こ
れ
に
は
大
い
に
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
大
日
本

帝
国
憲
法
に
は
「
萬
世
一
系
ノ
天
皇
」
と
言
葉
が
出
て
き
ま
す
の
で
、
こ
れ
に
も
影
響

し
た
か
と
思
い
ま
す
。
特
に
、
明
治
新
政
府
の
神
祇
省
は
、
少
な
く
と
も
尊
王
攘
夷
と

関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
国
家
神
道
に
も
、
天
誅
組
は
大
い
に
影
響
を

与
え
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ら
は
私
の
勝
手
な
想
像
で
す
。

　

実
際
に
、
尊
王
攘
夷
か
ら
明
治
に
な
っ
て
開
国
へ
変
わ
り
ま
す
。
明
治
政
府
は
、
富
国

強
兵
、
戸
籍
・
学
制
や
税
の
金
納
、
国
民
皆
兵
制
な
ど
、
中
央
集
権
国
家
へ
の
道
を
突
き

進
み
ま
す
。
さ
ら
に
、
日
清
戦
争
（
１
８
９
４
―
１
８
９
５
）、
日
露
戦
争
（
１
９
０
４
―

さかもと・もとよし
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