
代
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結
に
よ
っ
て
、
さ
し
あ
た
っ
て
危
機
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
幕
府
を
は
じ
め
全
国
の
諸
大
名
の
動
揺
は
著
し
か
っ
た
。
広
 
 

島
漕
に
お
い
て
も
、
藩
の
防
衛
体
制
を
強
化
し
、
洋
式
の
軍
備
の
充
実
を
一
層
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 
 

広
島
藩
の
洋
式
大
砲
の
鋳
造
は
、
ペ
リ
ー
渡
来
以
前
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
た
が
、
ペ
リ
ー
来
航
後
は
更
に
熱
意
を
示
し
、
安
政
二
 
 

年
（
一
八
五
五
）
、
同
三
年
に
は
大
砲
鋳
造
の
た
め
に
、
領
内
の
梵
鐘
の
献
納
を
布
告
し
、
更
に
鋼
∵
其
鋳
・
錫
・
鉛
な
ど
を
徴
収
す
 
 

る
手
段
を
講
じ
た
駆
鞘
史
』
。
熊
野
村
に
お
い
て
も
、
量
は
不
明
だ
が
赤
金
額
の
相
当
量
と
、
同
時
に
徴
収
さ
れ
た
馬
の
飼
葉
と
し
て
 
 

の
干
草
五
〇
〇
貰
を
差
上
げ
て
い
る
。
ま
た
光
教
坊
・
西
光
寺
の
両
寺
院
は
、
こ
れ
ま
た
金
額
は
明
ら
か
で
な
い
が
当
時
大
金
を
献
 
 

納
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
難
服
家
。
こ
う
し
て
そ
の
後
の
動
乱
・
変
革
を
予
想
さ
せ
る
よ
う
な
事
象
が
、
熊
野
地
方
に
も
影
響
を
見
せ
は
 
 

じ
め
て
き
た
。
 
 
 

山
間
の
農
村
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
山
陽
道
に
程
近
く
、
城
下
町
広
島
と
も
僅
か
二
〇
キ
ロ
し
か
隔
っ
て
い
な
い
熊
野
地
 
 

方
へ
は
、
幕
末
期
の
諸
国
の
状
況
は
か
な
り
短
時
日
の
う
ち
に
情
報
と
し
て
流
入
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
当
時
の
常
と
し
て
、
藩
府
 
 

の
触
書
な
ど
を
除
け
ば
、
情
報
に
あ
る
程
度
の
誤
報
が
入
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
か
っ
た
が
、
当
時
の
熊
野
地
方
の
心
あ
る
人
び
と
 
 

は
、
い
く
ら
か
虚
実
を
と
り
ま
ぜ
た
情
報
を
耳
に
し
て
一
喜
一
憂
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

第
一
節
 
幕
末
・
維
新
 
 

幕
末
動
乱
の
さ
き
が
け
 
 

第
一
節
 
幕
末
・
維
新
 
 
 

既
に
天
保
期
か
ら
強
ま
っ
て
い
た
幕
藩
体
制
の
危
機
的
な
状
況
は
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
ペ
リ
ー
 
 

の
来
航
以
後
急
速
な
展
開
を
見
せ
た
。
ア
メ
リ
カ
と
の
当
面
の
交
渉
は
、
翌
年
の
日
米
和
親
条
約
の
締
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治
元
年
七
月
大
挙
津
兵
を
上
京
さ
せ
、
対
立
す
る
公
武
合
体
派
の
会
津
・
薩
摩
な
ど
の
兵
と
戦
火
か
こ
父
え
た
 
 

が
（
禁
門
の
変
）
、
長
州
側
は
敗
れ
て
「
朝
敵
」
の
名
を
負
う
に
い
た
っ
た
。
某
府
は
朝
廷
に
葵
話
し
て
長
州
藩
追
討
の
勅
命
を
得
て
 
 

遂
に
第
一
次
の
長
州
の
役
が
始
ま
っ
た
。
 
 
 

幕
府
は
同
年
八
月
尾
張
藩
ゐ
徳
川
慶
勝
を
征
長
総
督
と
し
、
中
国
・
四
国
・
九
州
の
諸
藩
に
出
兵
を
命
じ
、
広
島
帯
は
芸
州
ロ
の
 
 

先
鋲
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
否
応
な
く
境
を
接
す
る
長
州
藩
と
の
戦
い
に
ま
き
込
ま
れ
た
広
島
藩
は
、
広
島
城
下
に
厳
重
な
非
 
 

常
体
制
を
し
く
と
と
も
に
、
八
月
八
日
か
ら
は
安
芸
郡
海
田
市
駅
か
ら
佐
伯
郡
廿
日
市
駅
ま
で
渡
舟
を
設
け
、
旅
人
は
こ
れ
に
よ
っ
 
 

て
往
来
さ
せ
る
よ
う
に
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
城
下
に
は
町
触
れ
を
出
し
、
町
民
が
浮
説
に
迷
い
動
揺
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
戒
め
 
 
 

第
五
章
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代
 
 
 

と
も
あ
れ
開
国
以
後
の
国
内
状
勢
ほ
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
、
政
治
的
対
立
は
激
化
し
、
隣
藩
で
あ
る
長
州
藩
そ
の
他
の
志
士
た
 
 

ち
を
中
心
と
す
る
撰
夷
論
の
高
揚
の
結
果
ほ
、
遂
に
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
八
月
の
政
変
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
政
変
の
結
果
、
撰
 
 

夷
派
の
三
条
実
美
ら
の
公
卿
は
長
州
に
下
り
、
長
州
藩
を
は
じ
め
撰
夷
派
の
人
び
と
は
多
く
京
都
を
退
い
た
。
こ
う
し
た
不
安
定
な
 
 

状
況
は
、
何
ら
か
の
形
で
一
般
庶
民
に
も
影
響
を
お
よ
ば
す
。
熊
野
の
人
び
と
に
と
っ
て
も
、
単
に
情
報
を
耳
に
す
る
だ
け
で
は
済
 
 

ま
な
い
で
、
お
の
ず
か
ら
事
態
に
か
か
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
ら
ざ
る
な
得
な
か
っ
た
。
 
 
 

元
治
元
年
（
l
八
六
四
）
三
月
に
は
、
下
筋
の
諸
大
名
の
往
反
が
は
げ
し
く
な
り
、
人
夫
多
数
を
必
要
と
し
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
 
 

じ
か
た
 
 

地
方
の
み
で
人
夫
を
負
担
し
た
の
で
は
「
地
方
百
姓
被
相
稜
不
申
侯
」
と
い
う
状
態
に
た
ち
い
た
っ
た
。
そ
の
た
め
地
方
役
人
が
奥
 
 

海
田
に
集
ま
り
、
浦
方
も
人
夫
を
負
担
す
る
よ
う
「
地
滅
相
割
」
を
願
い
出
た
が
、
さ
ら
に
そ
の
後
栃
原
村
へ
七
郷
村
々
が
集
会
し
 
 

て
申
合
い
、
願
い
出
を
重
ね
た
結
果
、
「
当
年
一
ケ
年
限
り
御
聞
届
ケ
ニ
相
成
、
地
浦
惣
割
相
成
、
地
方
百
姓
安
心
仕
儀
」
と
い
う
 
 

こ
と
に
な
っ
て
い
る
即
。
 
 

第
一
次
長
州
の
役
 
 

文
久
三
年
八
月
の
政
変
に
よ
っ
て
京
都
を
追
わ
れ
た
長
州
藩
は
、
そ
う
し
た
劣
勢
を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
元
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一
l
†
▼
 
 

左
衛
門
白
身
も
、
給
主
と
推
定
さ
れ
る
木
本
政
之
進
か
ら
、
い
つ
何
時
同
人
方
へ
行
く
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
そ
の
時
は
頼
む
と
い
 
 

う
依
頼
を
受
け
て
い
る
。
当
時
の
人
心
の
不
安
な
状
況
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
雄
銅
管
 
 
 

と
こ
ろ
で
藩
は
九
月
十
七
日
、
軍
夫
徴
集
の
た
め
に
藩
内
各
郡
一
五
歳
以
上
五
〇
歳
以
下
の
人
員
を
調
査
さ
せ
、
そ
の
う
ち
近
郡
 
 

の
二
〇
〇
〇
人
は
火
急
入
用
の
節
に
城
下
に
繰
出
す
よ
う
指
令
し
た
撃
確
』
。
 
 
 

安
芸
郡
村
々
浦
辺
村
々
の
役
人
は
海
田
市
に
呼
出
さ
れ
、
藩
側
か
ら
以
下
の
よ
う
に
申
渡
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
形
勢
だ
 
 

か
ら
、
荷
物
運
送
の
人
夫
が
入
用
で
あ
る
。
「
村
く
ぢ
い
も
ば
あ
も
、
お
せ
も
小
児
も
、
男
も
女
も
皆
ミ
荷
物
運
送
之
人
夫
相
掛
り
 
 

供
え
ば
、
途
中
迄
成
共
持
運
び
可
仕
心
持
二
相
成
、
御
上
様
御
安
意
相
伝
候
様
致
度
」
滞
方
は
大
船
も
小
船
も
御
用
船
に
す
る
か
ら
 
 

第
一
節
 
某
末
・
維
新
 
 

ハ
小
」
．
．
 
 

人ご古井 

那 

″嘗へ  
■■雪 

一  

ふ
甘
い
〝
咋
J
 
十
∴
∵
∵
∵
∵
・
 
 

図5－1¶1 世良兵左衛門の記録（世良ヨシコ  

氏所蔵）  

て
い
る
鰐
鞘
若
 
 
 

し
か
し
騒
然
た
る
薄
内
に
は
風
説
が
飛
び
か
っ
た
よ
う
で
、
熊
野
村
の
庄
屋
格
組
 
 

頭
世
良
兵
左
衛
門
は
そ
の
〓
柄
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
「
広
島
へ
上
方
大
名
 
 

1
丁
 
 

十
二
ケ
国
長
州
せ
め
と
し
て
八
月
十
五
日
末
迄
に
御
下
向
、
寺
ミ
御
陣
取
可
有
之
横
 
 

風
聞
仕
、
追
与
諸
大
名
御
入
込
、
都
合
廿
四
大
名
御
下
向
相
成
可
申
由
下
ミ
専
ら
風
 
 

聞
仕
侯
」
班
舶
誉
た
だ
し
実
際
ほ
、
岩
国
口
を
攻
撃
す
る
た
め
に
九
月
上
旬
ま
で
 
 

に
人
数
を
繰
出
し
、
広
島
へ
参
集
す
る
こ
と
を
指
令
さ
れ
た
の
は
、
広
島
薄
を
含
め
 
 

て
一
〇
藩
に
過
ぎ
な
か
っ
た
繹
硝
史
』
。
こ
う
し
た
風
聞
に
動
か
さ
れ
た
の
は
一
般
 
 

の
町
民
や
農
民
に
と
ど
ま
ら
ず
、
藩
士
層
に
も
動
揺
は
及
ん
で
い
た
。
熊
野
村
に
給
 
 

地
を
持
つ
給
主
が
そ
の
給
与
頭
宛
て
に
、
こ
の
よ
う
な
（
動
乱
の
）
状
態
に
な
れ
ば
家
 
 

内
た
ち
を
預
け
た
い
の
で
頼
み
申
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
お
り
、
現
に
兵
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他
行
は
で
き
な
い
。
人
夫
の
賃
銀
は
無
賃
で
あ
る
。
た
だ
し
戦
争
の
場
に
は
出
さ
な
い
の
で
心
得
違
い
し
な
い
よ
う
に
、
と
い
う
こ
 
 

と
で
あ
っ
た
班
那
家
。
 
 
 

こ
の
申
達
を
受
け
た
熊
野
村
で
は
、
村
役
人
と
各
庭
の
長
百
姓
が
集
会
し
、
二
〇
歳
よ
り
五
〇
歳
の
男
子
を
残
ら
ず
御
用
人
足
と
 
 

し
て
手
当
て
を
す
る
。
ぢ
い
も
ば
あ
も
女
も
小
児
も
、
「
長
州
征
伐
」
の
お
供
を
す
る
心
得
に
成
る
こ
と
、
人
夫
賃
と
し
て
一
日
金
 
 

二
束
を
定
め
る
と
し
た
。
 
 
 

御
用
人
夫
の
割
当
て
数
は
、
安
芸
郡
全
体
で
一
〇
〇
〇
人
と
さ
れ
、
熊
野
七
郷
に
つ
い
て
は
左
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
 
 
 

熊
野
村
一
七
一
人
 
苗
代
村
一
四
人
 
平
谷
村
 
六
人
 
栃
原
村
 
八
人
 
押
込
村
一
四
人
 
 

焼
山
村
 
 
（
四
人
）
 
 

（
川
角
村
は
家
老
給
地
で
あ
っ
た
た
め
こ
の
記
録
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
焼
山
村
は
数
字
が
史
料
（
世
良
家
文
書
）
か
ら
 
 

脱
落
し
て
い
る
の
で
筆
者
の
推
定
）
 
 
 

す
な
わ
ち
村
高
の
一
〇
〇
石
に
つ
い
て
ほ
ゞ
七
人
の
割
合
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

熊
野
村
で
は
、
実
際
に
徴
集
に
応
ず
る
人
夫
を
選
ぶ
に
つ
い
て
は
、
「
御
国
恩
」
に
報
い
る
た
め
、
我
も
我
も
と
名
乗
り
出
て
 
 

「
く
じ
な
し
」
に
な
る
よ
う
に
と
村
役
人
は
指
導
し
て
い
る
が
、
も
と
も
と
御
用
人
夫
の
徴
集
に
不
満
で
あ
っ
た
一
般
農
民
が
、
こ
 
 

の
よ
う
な
指
導
に
応
ず
る
筈
は
な
か
っ
た
。
村
役
人
の
除
外
は
当
然
と
し
て
、
長
百
姓
を
「
く
じ
取
り
」
に
入
れ
る
か
ど
う
か
で
、
 
 

各
庭
の
意
見
は
さ
ま
ぎ
ま
で
あ
っ
た
。
 
 
 

長
百
姓
を
「
く
じ
取
り
」
か
ら
除
い
て
、
早
ミ
に
決
定
を
見
た
の
は
出
来
庭
・
新
宮
原
・
呉
地
の
三
つ
の
庭
で
あ
り
、
新
宮
原
は
 
 

長
百
姓
を
含
む
「
く
じ
取
り
」
で
取
り
き
め
た
が
、
萩
原
・
中
溝
・
城
之
堀
は
容
易
に
話
が
ま
と
ま
ら
ず
、
更
に
村
役
人
の
説
得
に
 
 

よ
っ
て
、
漸
く
長
百
姓
を
含
む
「
く
じ
取
り
」
に
よ
っ
て
決
定
し
て
い
る
。
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各
庭
に
対
す
る
割
当
て
数
を
次
に
示
す
。
 
 
 

出
来
庭
 
二
三
人
 
 
萩
原
 
四
〇
人
 
 
新
宮
原
 
三
〇
人
 
 
中
溝
一
五
人
 
 
初
神
一
六
人
 
 

妓
之
堀
一
五
人
 
 
呉
地
 
三
〇
人
 
 
 

合
計
一
六
九
人
に
な
る
の
で
村
割
当
一
七
一
人
に
対
し
て
二
人
の
不
足
に
た
る
が
、
そ
の
間
の
事
情
は
定
か
で
な
い
。
 
 
 

さ
ら
に
村
役
人
の
申
合
せ
に
よ
っ
て
、
各
庭
か
ら
夫
頭
一
人
ず
つ
が
選
定
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

さ
て
こ
の
よ
う
に
御
用
人
夫
は
一
応
決
定
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
村
民
の
不
満
は
容
易
に
は
お
さ
ま
ら
な
か
っ
た
。
出
来
庭
、
新
宮
 
 

原
、
初
神
以
外
の
庭
々
は
「
く
じ
」
 
の
取
替
え
を
要
求
し
て
い
る
。
し
か
し
取
替
え
に
応
じ
た
場
合
は
、
既
に
「
白
く
じ
」
を
引
い
 
 

た
者
が
お
り
合
わ
な
い
だ
ろ
う
と
し
て
、
村
役
人
は
取
替
え
に
応
じ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
な
お
各
庭
に
は
不
満
が
つ
づ
き
村
役
 
 

人
が
集
ま
っ
て
相
談
し
て
い
る
が
申
合
は
な
か
な
か
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
御
用
人
足
の
徴
集
は
、
諸
大
名
の
西
行
に
伴
う
継
人
足
の
需
要
の
増
大
と
重
な
り
、
近
郡
の
農
民
の
負
担
を
益
々
過
重
な
も
 
 

の
に
し
た
。
従
っ
て
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
御
用
人
足
を
外
郡
に
ま
わ
す
か
、
継
人
足
を
外
郡
に
ふ
り
か
え
る
か
を
願
出
る
べ
き
だ
と
 
 

話
合
い
、
藩
側
に
願
書
を
提
出
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
御
用
人
夫
の
徴
集
が
直
ち
に
は
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
こ
と
に
 
 

つ
い
て
の
薄
例
の
対
応
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
璧
 
 

一
方
征
長
軍
は
十
一
月
十
八
日
を
総
攻
撃
の
期
日
と
決
定
し
、
広
島
竺
一
万
人
余
の
軍
勢
を
集
結
し
た
耶
蝿
鞘
史
』
ご
」
れ
に
対
し
て
 
 

長
州
側
は
、
米
・
仏
・
英
・
蘭
の
四
国
連
合
艦
隊
の
攻
撃
も
受
け
、
腹
背
の
故
に
や
む
な
く
征
長
軍
と
和
議
を
結
び
、
総
攻
撃
は
中
 
 

止
さ
れ
て
第
一
次
征
長
の
役
は
終
結
し
た
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
総
攻
撃
を
前
に
し
て
緊
迫
し
た
状
勢
の
な
か
で
、
御
用
人
夫
は
実
際
に
徴
発
を
う
け
た
。
十
一
月
十
三
日
、
熊
 
 

野
村
か
ら
は
一
七
一
人
中
八
六
人
を
差
出
す
よ
う
指
令
さ
れ
た
。
村
は
各
庭
割
当
て
の
数
に
応
じ
て
八
六
人
を
選
び
、
夫
頭
に
金
二
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次
征
長
の
役
は
、
広
島
城
下
に
結
集
し
た
多
数
の
軍
兵
の
消
費
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
戦
争
景
気
を
 
 

広
島
城
下
と
そ
の
周
辺
に
も
た
ら
し
た
。
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
春
と
考
え
ら
れ
る
記
録
に
よ
れ
ば
、
当
時
諸
色
は
高
直
で
、
「
別
 
 

而
木
綿
な
と
き
ぬ
類
、
さ
か
な
顆
」
が
「
年
こ
月
ミ
日
主
局
く
相
成
候
様
ニ
」
思
わ
れ
る
。
し
か
し
雑
穀
頸
は
す
べ
て
下
直
で
あ
っ
 
 

∵
．
 
て
「
大
百
姓
之
者
」
ハ
ケ
敷
時
節
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
「
浮
も
う
け
宜
敷
、
依
之
浮
過
之
老
な
ど
く
ら
し
安
く
時
節
 
 

ニ
」
な
っ
て
い
て
、
人
夫
の
賃
銀
は
 
 

広
島
辺
一
日
一
人
前
一
〇
匁
～
一
五
・
〓
ハ
匁
く
ら
い
 
 
 

第
五
黄
 
近
 
 
 
代
 
 

両
ず
つ
、
人
夫
に
金
二
分
ず
つ
を
先
渡
し
し
て
い
る
。
一
日
二
乗
と
い
う
さ
き
の
取
り
き
め
か
ら
い
え
は
四
日
分
に
あ
た
る
。
出
発
 
 

に
際
し
て
も
な
お
人
夫
た
ち
に
不
満
は
あ
っ
た
が
、
や
む
な
く
薄
か
ら
指
定
さ
れ
た
鎌
、
縄
そ
の
他
の
品
々
を
持
っ
て
出
発
し
た
。
 
 

こ
の
際
熊
野
村
庄
屋
健
太
郎
は
熊
野
七
郷
の
人
夫
隊
を
統
括
す
る
千
人
頭
と
し
て
出
動
し
た
。
 
 
 

人
夫
八
六
人
中
七
四
人
は
二
十
三
日
に
帰
村
を
許
さ
れ
た
が
一
二
人
は
残
さ
れ
、
平
谷
村
・
中
野
村
そ
の
他
の
村
ミ
の
人
夫
と
と
 
 

も
に
草
津
方
面
へ
残
し
置
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
残
さ
れ
た
一
二
人
に
つ
い
て
は
、
交
代
が
許
さ
れ
、
新
し
い
人
夫
た
ち
が
出
発
 
 

し
た
。
こ
の
場
合
は
夫
頭
に
一
両
、
夫
方
に
は
一
分
づ
つ
が
渡
さ
れ
た
。
 
 
 

い
ず
れ
に
し
て
も
夫
賃
は
大
層
な
入
用
と
な
っ
た
の
で
、
村
中
高
寄
り
に
し
て
取
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 
 

な
お
こ
れ
ま
で
安
芸
・
沼
田
二
向
田
・
高
官
の
四
郡
か
ら
の
み
御
用
人
足
は
徴
集
さ
れ
た
の
で
、
郡
の
交
代
を
願
う
べ
く
集
会
し
 
 

て
い
る
が
、
二
十
五
日
に
は
残
さ
れ
て
い
た
御
用
人
夫
た
ち
も
帰
村
を
許
さ
れ
て
交
代
の
必
要
は
な
く
な
っ
た
。
征
長
軍
そ
の
も
の
 
 

の
解
陣
は
十
二
月
末
に
な
っ
た
が
、
熊
野
地
方
を
襲
っ
た
第
一
次
征
長
の
役
の
嵐
は
一
応
十
一
月
を
も
っ
て
終
り
を
つ
げ
た
訳
で
あ
 
 

る
用
。
 
 

第
一
次
征
長
の
役
の
影
響
 
 

人
夫
散
発
を
受
け
た
村
々
に
は
、
支
出
の
増
大
も
あ
っ
た
が
、
実
際
に
戦
端
を
開
か
な
か
っ
た
第
一
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海
田
・
矢
野
・
呉
辺
 
同
六
・
七
匁
～
八
・
九
・
十
匁
く
ら
い
 
 

同
四
・
五
・
六
匁
く
ら
い
 
 

熊
野
村
辺
 
 

同
女
 
 

同
一
・
二
匁
く
ら
い
 
 
 

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
戦
争
景
気
は
か
な
り
下
層
民
衆
に
う
る
お
い
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
即
。
 
 

第
一
次
長
州
の
役
後
、
長
州
薄
で
ほ
、
高
杉
晋
作
ら
に
よ
る
藩
政
改
革
が
お
こ
な
わ
れ
、
態
勢
を
た
て
直
し
 
 
 

第
二
次
長
州
の
役
 
 

て
薩
長
同
盟
を
結
び
、
再
び
反
幕
的
な
姿
勢
を
固
め
た
。
こ
れ
に
対
し
幕
府
側
も
、
前
回
の
長
州
の
役
に
お
 
 

け
る
処
置
に
あ
き
た
ら
ぬ
一
派
が
勢
力
を
得
て
、
慶
応
元
年
十
一
月
に
は
、
彦
根
薄
な
ど
三
一
語
に
出
兵
を
命
じ
、
こ
こ
に
第
二
次
 
 

長
州
の
役
が
始
ま
っ
た
。
広
島
城
下
に
は
再
び
諸
藩
の
兵
士
が
結
集
し
た
が
、
広
島
津
は
中
立
的
な
立
場
に
立
っ
て
翌
年
六
月
に
は
 
 

幕
府
の
出
兵
の
命
令
を
拒
否
し
た
。
幕
府
は
広
島
藩
の
芸
州
口
先
鋒
の
役
を
解
い
た
が
、
彦
根
・
高
田
両
藩
兵
に
よ
っ
て
芸
州
口
で
 
 

戦
端
を
開
い
た
。
こ
の
戦
闘
で
戦
場
と
な
っ
た
佐
伯
郡
方
面
は
大
き
な
被
害
を
う
け
、
全
体
と
し
て
殆
ど
の
戦
場
で
幕
府
軍
は
敗
北
 
 

を
重
ね
、
七
月
二
十
日
の
将
軍
家
茂
の
死
に
よ
っ
て
休
戦
と
な
っ
た
。
そ
の
後
は
休
戦
交
渉
が
断
続
的
に
行
わ
れ
て
、
最
終
的
に
は
 
 

慶
応
二
年
末
、
孝
明
天
皇
の
死
を
契
機
と
L
て
完
全
に
征
長
軍
を
解
き
、
第
二
次
長
州
の
役
は
終
結
を
迎
え
た
。
 
 
 

第
二
次
の
長
州
の
役
で
は
、
広
島
滞
は
遂
に
中
立
の
態
度
を
貫
い
た
が
、
領
内
が
戦
場
化
す
る
な
ど
の
状
況
の
中
で
、
戦
備
態
勢
 
 

を
と
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
今
回
も
御
用
人
夫
の
徴
発
が
行
わ
れ
た
。
沼
田
・
安
芸
・
高
田
三
郡
は
一
昨
年
徴
集
 
 

に
応
じ
て
い
る
の
で
、
こ
の
た
び
は
徴
集
は
し
な
い
筈
だ
が
、
賀
茂
・
豊
田
・
高
官
の
三
郡
は
遠
郡
で
急
に
は
間
に
合
わ
な
い
。
早
 
 

急
の
場
合
「
罷
出
候
横
手
組
仕
置
可
申
」
と
し
て
五
月
に
再
び
熊
野
を
含
む
安
芸
郡
は
人
夫
徴
集
の
対
象
と
な
っ
た
。
こ
の
た
び
の
 
 

人
夫
の
割
当
て
は
、
村
高
一
〇
〇
石
に
つ
き
三
人
半
で
ほ
ぼ
前
回
の
半
数
で
あ
る
。
 
 
 

熊
野
村
 
九
〇
人
 
 
苗
代
柑
 
七
人
 
 
栃
原
村
 
（
四
人
）
 
 
焼
山
村
一
八
人
 
 
押
込
村
 
七
人
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第
五
章
 
近
 
 
 
代
 
 

平
谷
村
 
三
人
 
 

と
な
っ
て
い
て
記
録
に
栃
原
村
の
数
字
が
欠
け
て
い
る
が
、
計
算
に
よ
る
と
四
人
に
な
る
。
 
 
 

具
体
的
に
は
、
五
月
二
十
九
日
押
込
村
庄
屋
白
木
源
兵
衛
方
に
村
役
人
が
集
ま
り
、
夫
米
と
し
て
一
人
一
日
米
三
升
、
当
座
小
近
 
 

銀
五
匁
と
定
め
る
と
と
も
に
、
「
く
じ
」
に
よ
っ
て
一
〇
日
交
代
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 
 
 

熊
野
村
内
の
御
用
人
夫
選
出
で
は
、
こ
の
た
び
も
庭
に
よ
っ
て
事
情
の
違
い
が
あ
っ
た
。
呉
地
や
萩
原
の
よ
う
に
、
人
夫
と
し
て
 
 

出
か
け
る
こ
と
を
い
と
わ
な
い
庭
々
も
あ
っ
た
が
、
他
は
長
百
姓
も
「
く
じ
取
り
」
に
入
っ
て
お
り
、
長
百
姓
広
く
じ
が
当
た
っ
た
 
 

た
め
、
規
定
の
村
賃
五
匁
に
さ
ら
に
一
匁
を
増
し
与
え
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
 
 
 

総
じ
て
、
今
回
ほ
、
戦
火
が
避
け
ら
れ
そ
う
も
な
い
と
い
う
状
況
下
に
あ
っ
た
の
で
、
人
夫
を
忌
避
す
る
気
持
の
強
い
も
の
も
出
 
 

て
い
る
。
「
米
三
升
や
五
匁
二
而
命
ハ
蓉
不
申
」
と
い
う
気
特
に
な
っ
た
の
は
入
込
み
の
諸
大
名
の
御
用
人
足
が
抜
け
帰
り
、
戦
い
 
 

の
恐
ろ
し
さ
を
言
い
ふ
ら
し
た
こ
と
に
も
よ
っ
た
と
い
う
。
 
 
 

六
月
十
四
日
夜
、
早
飛
脚
が
来
て
、
熊
野
七
郷
の
村
々
の
御
用
人
夫
は
十
五
日
八
ツ
時
（
午
前
十
時
頃
）
広
島
郡
役
所
へ
罷
出
よ
と
 
 

の
こ
と
で
あ
っ
た
、
熊
野
村
で
は
、
百
姓
九
〇
人
に
夫
頭
四
人
が
石
仏
に
集
り
、
村
出
し
の
酒
を
汲
ん
で
出
発
し
た
。
 
 
 

そ
の
際
、
外
部
と
の
交
代
を
行
う
こ
と
は
、
藩
側
か
ら
も
示
さ
れ
て
い
る
が
、
な
お
村
役
人
よ
り
早
々
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
願
出
 
 

る
こ
と
と
し
て
い
る
。
同
時
に
、
安
芸
郡
内
で
も
滞
辺
の
村
々
の
中
に
は
、
御
用
人
夫
を
出
し
て
い
な
い
村
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
と
 
 

の
交
代
も
願
い
出
て
い
る
。
 
 
 

十
五
日
に
広
島
へ
徴
集
さ
れ
た
熊
野
村
の
御
用
人
夫
は
十
六
・
十
七
日
か
ら
玖
波
方
面
で
、
広
島
藩
関
係
の
荷
物
運
び
に
従
っ
 
 

た
。
し
か
し
九
〇
人
中
約
一
〇
人
は
病
気
の
た
め
帰
村
、
二
十
四
日
の
交
代
期
に
も
病
気
帰
村
の
者
に
対
し
て
は
、
交
代
の
人
夫
は
 
 

出
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
交
代
者
八
〇
人
が
出
か
け
た
が
彼
ら
も
翌
二
十
五
日
に
ほ
許
さ
れ
て
一
人
の
怪
我
人
も
な
く
一
応
村
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へ
帰
っ
て
い
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
七
月
に
は
公
儀
（
幕
府
）
の
御
用
人
足
の
問
題
が
お
こ
っ
て
い
る
。
公
儀
か
ら
広
島
津
に
、
御
用
人
足
三
〇
〇
人
の
依
頼
 
 

が
あ
っ
た
。
落
と
し
て
は
国
中
の
諸
郡
一
統
へ
割
付
け
る
べ
き
で
あ
る
が
、
遠
郡
は
間
に
合
わ
た
い
の
で
、
沼
田
・
安
芸
両
部
か
ら
 
 

一
五
〇
人
ず
つ
を
差
出
す
よ
う
に
、
追
々
外
郡
と
交
代
さ
せ
る
と
い
う
仰
せ
付
け
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
て
村
役
人
は
、
七
月
十
日
ま
ず
新
宮
原
・
初
神
の
両
庭
を
富
田
用
所
に
呼
出
し
、
事
情
を
説
明
し
た
上
、
も
し
公
儀
 
 

御
用
人
夫
に
応
じ
な
い
と
し
て
も
藩
は
公
儀
へ
人
夫
を
差
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
雇
入
れ
で
差
出
す
と
す
れ
ば
そ
の
費
用
は
高
 
 

懸
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
予
想
を
併
せ
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
両
庭
は
、
御
用
人
足
に
は
応
じ
ら
れ
な
い
、
高
懸
り
も
出
す
 
 

こ
と
は
で
き
な
い
と
明
白
に
拒
否
し
た
。
 
 
 

翌
日
残
る
五
つ
の
庭
を
、
西
光
寺
・
光
教
坊
の
両
寺
へ
呼
出
し
た
が
、
こ
の
日
の
村
役
人
の
説
明
は
や
や
前
日
と
趣
を
異
に
し
て
 
 

い
る
。
御
用
人
夫
を
国
内
諮
郡
に
割
り
つ
け
れ
ば
安
芸
郡
は
二
三
人
で
、
し
た
が
っ
て
熊
野
村
は
二
人
に
な
る
。
沼
田
・
安
芸
両
郡
 
 

で
負
担
す
れ
ば
安
芸
郡
一
五
〇
人
、
熊
野
村
は
一
二
一
人
に
な
る
。
異
儀
な
く
村
か
ら
人
足
を
出
す
か
、
雇
入
れ
と
す
れ
は
村
懸
り
、
 
 

高
懸
り
が
し
の
ぎ
難
い
の
で
は
た
か
ろ
う
か
と
相
談
を
持
ち
か
け
て
い
る
。
村
役
人
に
も
や
や
消
極
的
な
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。
 
 
 

結
局
村
中
百
姓
の
申
合
い
の
結
論
は
、
公
儀
や
外
様
（
他
国
大
名
）
の
人
夫
に
は
出
る
こ
と
は
こ
と
わ
っ
て
ほ
し
い
。
も
っ
と
も
諸
 
 

郡
懸
り
の
割
合
で
二
人
く
ら
い
の
こ
と
で
あ
る
な
ら
、
雇
入
れ
を
受
け
入
れ
て
も
よ
ろ
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
村
と
し
 
 

て
は
郡
用
所
を
通
し
て
こ
の
結
論
止
そ
っ
た
形
で
回
答
し
た
朋
。
 
 
 

公
儀
御
用
人
足
や
、
他
帝
の
御
用
人
足
に
対
し
て
、
熊
野
村
百
姓
が
示
し
た
態
度
と
同
様
な
事
例
は
、
賀
茂
郡
な
ど
に
も
あ
っ
た
 
 

と
さ
れ
て
い
る
が
貸
釧
、
な
か
に
は
佐
伯
郡
宮
内
村
の
よ
う
に
「
他
国
夫
」
五
三
人
の
提
供
に
請
書
を
出
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
 
 

か
つ
ぎ
 
 

訴
硝
写
そ
の
姿
勢
は
区
々
で
あ
っ
た
。
安
芸
郡
で
も
「
御
厳
命
」
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
と
し
て
、
雇
人
夫
の
賃
鋲
を
庄
屋
弁
と
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第
五
草
 
近
 
 
代
 
 

し
て
処
理
し
ょ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
事
例
も
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
状
況
は
わ
か
ら
な
い
鯛
。
 
 
 

少
な
く
と
も
熊
野
村
で
は
庄
屋
弁
の
こ
と
ほ
史
料
に
見
え
な
い
か
ら
、
や
は
り
高
持
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

公
儀
御
用
や
、
他
藩
御
用
の
場
合
は
、
そ
の
負
担
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
戦
火
を
く
ぐ
っ
て
の
生
命
の
危
険
に
つ
い
て
の
危
惧
 
 

も
、
当
然
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
現
に
、
他
国
大
名
の
人
夫
が
抜
け
戻
っ
て
、
五
人
、
三
人
が
往
来
で
、
国
に
帰
っ
て
親
子
が
顔
を
合
 
 

わ
せ
た
ら
、
お
上
よ
り
召
捕
ら
れ
て
も
若
し
く
は
な
い
と
話
し
て
い
る
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
自
藩
以
外
の
御
用
で
、
生
命
の
危
 
 

険
を
お
か
す
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
抵
抗
の
姿
勢
が
強
か
っ
た
の
も
当
然
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

そ
の
後
こ
の
公
儀
御
用
人
足
は
、
諸
郡
懸
り
と
な
り
、
約
四
〇
〇
人
が
矢
野
辺
り
で
雇
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
贋
銀
は
一
人
 
 

一
旦
二
〇
匁
く
ら
い
と
い
う
か
ら
、
き
わ
め
て
高
額
で
あ
り
、
村
民
の
負
担
は
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
諸
郡
懸
り
と
 
 

は
い
い
な
が
ら
、
熊
野
村
の
割
当
ほ
一
〇
人
と
記
さ
れ
て
い
る
。
諸
郡
懸
り
の
場
合
二
人
と
計
算
さ
れ
た
も
の
が
、
何
故
一
〇
人
に
 
 

な
っ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
た
だ
、
公
儀
、
柳
原
・
井
伊
な
ど
に
つ
い
て
は
人
夫
の
逃
亡
が
多
く
、
人
夫
不
足
に
な
り
、
抜
け
帰
 
 

っ
た
老
も
何
の
と
が
め
も
な
く
、
抜
け
帰
り
の
老
を
再
壁
層
う
と
い
う
有
様
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
自
ら
雇
人
足
の
数
が
増
 
 

大
し
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
は
推
定
で
き
る
。
な
お
公
儀
御
用
人
足
一
〇
人
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
村
の
反
応
は
知
り
得
な
い
。
 
 

一
方
藩
の
御
用
人
足
は
、
八
月
十
一
日
に
徴
集
さ
れ
、
熊
野
村
は
こ
の
時
も
九
〇
人
の
割
当
て
を
受
け
て
い
る
。
夫
頭
な
ど
を
定
 
 

め
て
い
る
が
そ
の
後
の
詳
細
は
判
然
と
し
な
い
難
細
管
 
 
 

広
島
藩
は
警
備
の
藩
兵
の
不
足
を
補
う
た
め
、
農
兵
や
か
わ
た
を
召
集
し
て
配
置
し
た
甜
硝
筈
 
 
 

農
兵
隊
は
文
久
三
年
（
一
八
六
≡
）
沿
岸
・
島
峡
部
の
防
備
の
た
め
初
め
て
設
け
ら
れ
、
翌
年
に
は
領
内
全
域
に
及
ぼ
さ
れ
た
。
し
 
 

か
L
元
来
農
兵
隊
ほ
防
禦
の
た
め
の
「
護
郷
兵
」
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
仙
冤
ハ
を
第
二
次
長
州
の
役
に
際
し
て
、
「
御
軍
 
 

備
之
内
」
忙
那
ゝ
見
る
こ
と
に
し
た
。
こ
う
し
て
新
た
忙
農
兵
を
参
っ
て
、
こ
れ
を
配
置
し
て
い
る
。
七
月
十
四
日
安
芸
郡
に
対
し
て
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屈
強
の
者
六
〇
人
を
差
出
す
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
、
熊
野
村
か
ら
は
新
宮
原
の
清
七
以
下
五
人
が
こ
れ
に
応
じ
て
い
る
。
 
 
 

ま
た
、
農
兵
と
と
も
に
か
わ
た
も
守
備
兵
の
補
充
と
し
て
召
集
さ
れ
た
。
熊
野
村
か
ら
も
六
月
二
十
七
日
か
ら
、
ほ
ぼ
七
旦
父
代
 
 

で
八
月
半
ば
ま
で
動
員
さ
れ
た
錯
家
。
 
 

慶
応
三
年
（
l
八
六
七
）
十
月
の
徳
川
壁
皆
の
大
政
奉
還
に
つ
づ
い
て
、
同
十
二
月
に
王
政
復
古
の
大
号
令
が
禿
せ
ら
 
 

た
る
戊
辰
戦
争
を
通
じ
て
地
歩
を
固
め
た
政
府
は
、
同
年
六
月
版
籍
奉
還
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
広
島
藩
主
浅
野
長
勲
ほ
広
島
藩
 
 

知
事
と
な
り
、
引
続
き
藩
政
を
担
当
し
た
が
、
旧
態
料
一
新
し
ょ
う
と
し
た
政
府
は
、
同
四
年
（
一
八
七
l
）
廃
藩
置
県
を
断
行
し
 
 

て
、
中
央
集
権
の
実
を
挙
げ
よ
う
と
し
た
。
広
島
藩
知
事
も
そ
の
職
を
免
ぜ
ら
れ
て
東
京
へ
の
移
住
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
同
年
八
月
四
 
 

み
ち
 
日
、
前
藩
主
長
訓
ら
が
上
京
の
途
に
つ
か
ん
と
し
て
、
竹
の
九
臣
敷
を
出
立
し
ょ
う
と
し
た
時
、
旧
藩
主
の
上
京
を
は
ば
む
た
め
、
 
 

城
門
前
に
集
合
し
て
い
た
農
民
数
千
人
に
引
き
留
め
ら
れ
、
や
む
な
く
出
発
を
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
こ
の
事
件
を
発
端
 
 

と
し
て
、
約
二
か
月
に
わ
た
っ
て
領
内
各
地
に
拡
大
し
た
騒
乱
は
、
中
心
人
物
で
あ
る
山
県
郡
有
田
村
の
武
一
の
名
に
よ
っ
て
「
武
 
 

一
騒
動
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
当
初
は
素
朴
な
封
建
農
民
の
旧
藩
主
引
留
め
運
動
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
新
政
府
反
対
の
暴
動
と
な
 
 

り
、
農
民
一
揆
、
打
ち
こ
わ
し
の
様
相
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
 
 
 

熊
野
で
は
、
八
月
八
日
夜
か
ら
太
鼓
を
打
ち
村
民
が
集
合
し
て
申
合
を
し
、
九
日
も
同
様
で
あ
っ
た
。
十
日
に
は
広
島
県
か
ら
河
 
 

原
小
属
を
は
じ
め
官
員
ら
が
入
相
、
西
光
寺
へ
集
ま
っ
た
村
民
六
、
七
百
人
に
八
月
四
日
の
事
情
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
薄
主
ら
 
 

の
上
京
を
妨
げ
な
い
よ
う
説
諭
し
て
い
る
。
し
か
し
村
民
た
ち
は
、
弁
当
を
始
め
、
着
物
一
、
二
枚
、
み
の
笠
を
用
意
し
て
、
話
の
 
 

マ
マ
マ
マ
 
 

す
ペ
て
 
 

終
り
次
第
広
島
へ
発
向
す
る
け
し
き
で
集
ま
っ
て
い
た
。
百
姓
中
は
「
都
而
村
役
人
を
始
メ
此
度
御
出
之
役
人
、
大
政
傑
役
人
二
御
 
 

座
候
、
サ
ス
レ
ハ
此
度
之
御
談
し
不
承
、
直
二
広
島
へ
行
可
申
ト
」
申
立
て
た
が
、
村
役
人
の
説
諭
で
、
一
応
話
を
聞
い
た
上
で
広
 
 

第
一
節
 
幕
末
・
維
新
 
 

武
一
騒
動
 
 

れ
、
新
し
い
政
府
は
徐
々
に
そ
の
体
制
を
と
と
の
え
た
。
翌
年
一
月
の
鳥
羽
伏
見
の
戦
か
ら
、
明
治
二
年
五
月
に
い
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籍
に
関
す
る
事
務
を
掌
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
広
島
県
は
こ
れ
を
う
け
て
、
同
年
十
月
戸
籍
布
令
を
出
し
県
下
を
一
五
八
小
区
に
分
 
 

け
た
。
現
在
の
熊
野
町
に
属
す
る
当
時
の
熊
野
村
・
平
谷
村
・
川
角
村
は
、
押
込
・
苗
代
・
栃
原
・
焼
山
の
四
村
と
と
も
に
、
第
一
 
 

五
小
区
に
所
属
し
た
。
翌
五
年
二
月
に
は
、
広
島
の
四
小
区
を
廃
し
て
一
大
区
を
置
き
、
こ
れ
を
二
四
小
区
に
細
分
す
る
こ
と
と
し
 
 

た
。
こ
の
広
島
の
改
変
に
応
じ
て
、
同
年
四
月
に
は
広
島
の
第
一
大
区
（
こ
の
時
ま
た
二
四
小
区
を
一
二
小
区
に
変
更
）
以
外
は
、
各
郡
を
 
 

そ
れ
ぞ
れ
大
区
と
し
、
一
六
の
大
区
を
設
け
、
各
大
区
に
い
く
つ
か
の
小
区
を
置
い
た
。
い
わ
ゆ
る
大
小
区
制
で
あ
る
。
安
芸
郡
は
 
 

第
三
大
区
と
な
り
、
こ
の
大
区
ほ
一
一
の
小
区
に
区
分
さ
れ
て
い
た
の
で
、
現
在
の
熊
野
町
域
は
前
記
の
四
村
と
と
も
に
第
三
大
区
 
 
 

第
五
章
 
近
 
 
 
代
 
 

島
へ
向
う
こ
と
と
し
て
留
ま
っ
た
。
西
光
寺
で
の
説
諭
の
後
、
光
教
坊
で
も
説
諭
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
後
村
民
の
相
談
が
ま
と
ま
 
 

り
、
十
一
日
未
明
続
々
と
西
光
寺
へ
集
合
、
大
鏡
を
打
鴨
し
「
安
芸
郡
熊
野
村
」
と
書
い
た
白
旗
に
柄
提
灯
な
ど
を
用
意
し
、
約
九
 
 

〇
〇
人
が
広
島
へ
向
っ
た
。
広
島
で
の
動
静
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
願
書
を
振
出
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
こ
の
一
行
は
各
庭
か
 
 

ら
二
、
三
人
ず
つ
を
残
し
置
い
て
、
ほ
と
ん
と
全
員
が
十
二
日
未
明
ま
で
に
帰
村
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
十
二
日
午
後
か
ら
広
島
 
 

で
起
こ
っ
た
打
ち
こ
わ
し
に
、
巻
き
こ
ま
れ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
た
。
十
六
、
七
日
、
広
島
・
海
田
方
面
を
探
索
し
た
も
の
か
ら
、
 
 

武
一
ら
の
誘
引
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
情
報
が
入
っ
た
た
め
、
熊
野
村
で
は
、
各
庭
の
総
代
を
光
教
坊
に
集
め
、
今
後
ど
の
よ
う
 
 

な
誘
い
が
あ
っ
て
も
、
う
か
つ
な
行
勒
に
で
な
い
よ
う
、
何
事
も
騒
ぎ
立
て
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
不
満
は
申
出
る
よ
う
に
と
細
々
 
 

と
説
諭
し
て
い
る
。
そ
の
後
は
、
前
藩
主
長
訓
の
教
諭
書
、
県
側
の
説
諭
な
ど
に
も
と
づ
い
た
村
役
人
た
ち
の
説
得
が
功
を
奏
し
 
 

て
、
こ
の
地
域
で
の
不
穏
な
情
勢
は
鎮
静
化
し
た
増
 
 
 

し
た
が
っ
て
騒
動
に
巻
き
込
ま
れ
て
の
被
害
者
や
、
処
罰
の
対
象
者
は
ま
っ
た
く
出
で
い
な
い
。
 
 

大
小
区
制
 
 
廃
滞
置
県
後
、
政
府
は
更
に
中
央
集
権
化
を
推
進
す
る
た
め
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
四
月
戸
籍
法
を
公
布
し
て
、
 
 

地
方
行
政
組
織
改
革
の
歩
み
を
は
じ
め
た
二
戸
籍
法
で
は
区
の
制
度
を
設
け
、
各
区
に
戸
長
と
副
戸
長
を
お
き
、
戸
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五
小
区
に
属
し
た
。
 
 
 

広
島
県
は
五
年
一
月
、
こ
れ
ま
で
の
割
庄
屋
以
下
の
村
役
の
職
を
免
じ
、
戸
籍
布
令
に
応
ず
る
戸
長
二
戸
長
副
・
少
長
・
少
長
副
 
 

の
職
制
を
定
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
任
命
し
た
。
戸
長
は
「
県
庁
ノ
旨
ヲ
受
ケ
、
管
轄
内
ノ
庶
務
ヲ
整
理
ス
ル
事
ヲ
掌
」
り
、
戸
長
副
 
 

は
「
戸
長
二
准
シ
一
区
ノ
庶
務
ヲ
掌
ル
」
と
さ
れ
、
少
長
は
郡
中
の
場
合
は
一
村
、
少
長
副
は
郡
中
の
場
合
一
組
の
庶
務
を
掌
る
こ
 
 

と
を
定
め
て
い
る
。
 
 
 

現
在
の
熊
野
町
を
含
む
第
一
五
小
区
の
戸
長
は
神
藤
徳
孝
、
戸
長
渕
に
は
佐
々
木
健
太
郎
（
熊
野
村
）
と
進
藤
平
三
郎
（
百
代
村
）
が
 
 

宛
て
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
熊
野
村
の
少
長
は
佐
々
木
祐
四
郎
、
萩
野
彦
三
郎
、
世
良
菊
右
衛
門
、
佐
々
木
千
兵
衛
、
宮
田
助
左
衛
 
 

門
の
五
人
、
少
長
副
は
二
三
人
に
な
っ
て
い
る
雛
蒜
減
損
摘
‰
椚
。
。
 
 
 

大
小
区
制
の
区
割
り
は
、
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
十
一
月
実
施
の
郡
区
町
村
編
成
法
に
い
た
る
ま
で
、
一
部
を
除
い
て
大
き
な
 
 

変
化
は
な
か
っ
た
。
熊
野
町
域
は
第
三
大
区
五
小
区
の
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
大
区
小
区
の
役
職
や
そ
の
職
制
は
め
ま
ぐ
る
し
く
変
 
 

化
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
変
遷
の
な
か
で
、
明
治
六
年
八
月
、
小
区
に
戸
長
を
置
く
こ
と
に
な
り
、
熊
野
村
の
佐
々
木
祐
四
郎
が
戸
 
 

長
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
翌
七
年
三
月
こ
の
制
度
は
改
め
ら
れ
、
小
区
を
連
合
し
て
事
務
所
を
設
け
、
各
事
務
所
に
戸
長
を
 
 

設
置
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
際
は
熊
野
村
佐
々
木
高
仙
が
戸
長
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

そ
の
ほ
か
に
も
度
々
行
わ
れ
た
改
変
は
、
県
が
地
方
行
政
の
掌
握
を
強
化
し
、
大
区
小
区
な
拡
大
し
ょ
う
と
し
た
試
行
錯
誤
と
考
 
 

え
ら
れ
て
い
る
鮮
欄
史
㌢
 
 
 

し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
画
一
的
な
大
区
小
区
制
は
、
旧
来
の
行
政
組
織
で
あ
り
生
活
共
同
体
で
あ
っ
た
村
落
を
否
定
す
る
性
格
 
 

の
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
少
長
以
下
は
「
村
」
単
位
で
選
出
さ
れ
て
お
り
、
「
村
」
の
完
全
な
無
視
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
 
 

が
、
少
長
・
少
長
副
は
敷
か
月
で
廃
止
さ
れ
、
小
区
用
係
が
設
置
さ
れ
た
。
小
区
用
係
の
設
置
は
や
は
り
「
村
」
の
行
政
区
画
と
し
 
 

第
t
節
 
幕
末
・
維
新
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明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
版
籍
奉
還
後
、
政
府
は
封
建
的
身
分
制
を
改
め
、
原
則
的
に
は
四
民
平
等
の
社
会
に
な
っ
た
。
職
業
選
択
 
 

や
住
居
の
移
転
の
禁
も
解
か
れ
、
平
民
も
苗
字
を
名
乗
る
こ
と
が
で
き
、
華
、
士
族
と
の
結
婚
も
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
 
 

に
、
同
四
年
八
月
に
ほ
、
江
戸
時
代
以
来
不
当
な
差
別
を
受
け
て
き
た
磯
多
・
非
人
に
つ
い
て
も
、
「
磯
多
非
人
等
之
称
被
廃
侯
 
 

条
、
自
今
身
分
職
業
共
、
平
民
同
様
ク
ル
べ
キ
事
」
と
い
う
い
わ
ゆ
る
解
放
令
が
発
せ
ら
れ
た
。
熊
野
村
に
お
い
て
も
、
そ
の
こ
と
 
 

は
直
ち
に
年
番
用
所
で
達
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
翌
五
年
六
月
に
ほ
少
長
五
人
が
農
民
を
集
め
て
こ
の
こ
と
に
関
し
て
説
示
し
て
い
 
 

る
謹
警
 
 
 

と
も
あ
れ
四
民
平
等
と
は
い
っ
て
も
華
族
・
士
族
・
卒
族
（
明
治
四
年
卒
族
は
廃
せ
ら
れ
た
）
・
平
民
と
い
う
新
た
な
身
分
制
が
定
め
 
 

ら
れ
、
完
全
な
身
分
制
度
の
撤
廃
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
ほ
な
い
の
で
、
身
分
意
識
、
差
別
意
識
ほ
な
お
根
強
い
も
の
が
あ
り
、
近
代
 
 

的
な
平
等
意
識
の
成
長
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
 
 
 

第
五
章
 
近
 
 
 
代
 
 

て
の
地
位
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
当
然
現
実
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
混
乱
が
お
こ
る
こ
と
を
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
う
し
 
 

た
混
乱
を
解
決
す
る
た
め
に
組
織
さ
れ
た
の
が
明
治
五
年
十
一
月
に
実
施
さ
れ
た
大
組
・
小
阻
の
制
で
あ
っ
た
。
お
よ
そ
一
〇
戸
を
 
 

単
位
と
し
て
小
組
を
つ
く
り
、
各
町
村
単
位
に
小
組
を
合
わ
せ
て
大
絶
と
し
た
。
大
組
に
は
入
札
に
よ
っ
て
総
代
一
人
が
お
か
れ
 
 

た
。
小
組
に
は
月
番
が
お
か
れ
、
住
民
か
ら
の
願
、
伺
、
届
な
ど
へ
連
印
し
、
上
納
金
を
ま
と
め
て
大
組
総
代
へ
渡
し
、
一
方
官
庁
 
 

か
ら
の
布
告
な
ど
を
伝
達
し
た
。
大
組
総
代
は
小
組
か
ら
の
上
申
書
斯
そ
の
他
を
区
長
に
送
達
し
た
。
こ
の
よ
う
な
総
代
制
は
現
実
 
 

の
「
村
」
の
生
活
に
即
し
て
い
た
た
め
、
大
区
、
小
区
制
を
強
行
す
る
た
め
に
結
局
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
四
月
に
大
組
総
代
は
廃
 
 

止
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
小
組
は
同
十
四
年
ま
で
存
続
し
た
。
 
 

制
度
の
変
革
 
 

明
治
新
政
府
に
よ
っ
て
政
治
、
経
済
に
わ
た
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
改
革
が
行
わ
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
御
一
新
の
時
勢
と
 
 

な
っ
た
。
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し
か
し
生
活
様
式
に
つ
い
て
は
各
方
面
で
多
く
の
変
化
が
見
ら
れ
た
。
世
良
兵
左
衛
門
は
明
治
六
年
初
頭
の
記
録
に
「
前
代
未
聞
 
 

之
儀
」
と
大
書
し
て
「
明
治
五
壬
申
年
ハ
十
二
月
二
日
限
リ
ニ
し
て
、
二
日
牛
越
三
日
よ
り
明
治
六
第
一
月
一
日
と
被
仰
出
」
と
し
 
 

て
太
陽
暦
の
制
定
を
伝
え
、
「
新
暦
」
に
よ
る
月
の
大
小
を
記
し
、
「
大
月
三
十
一
日
、
小
月
三
十
日
、
尤
も
閏
年
は
二
月
二
十
九
日
 
 

と
し
て
此
後
、
年
モ
相
変
る
こ
と
な
し
」
と
新
暦
の
便
利
さ
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
こ
ろ
「
金
札
壱
両
ヲ
金
壱
円
と
相
唱
エ
、
 
 

弐
歩
を
五
拾
銭
、
一
歩
弐
拾
五
銭
、
弐
朱
十
二
銭
五
厘
（
略
）
国
札
ハ
五
百
匁
切
手
二
門
八
十
五
銭
弐
廊
（
略
）
米
札
弐
斗
ハ
四
十
 
 

四
銭
四
厘
」
と
貨
幣
称
呼
の
変
更
を
記
し
て
い
る
（
政
府
が
円
な
も
っ
て
貨
幣
の
単
位
と
し
た
新
貨
条
例
は
明
治
四
年
五
月
の
制
定
）
。
 
 

√
∵
 
 
 

あ
る
い
は
ま
た
、
明
治
六
年
二
月
始
め
の
こ
ろ
と
し
て
「
ざ
ん
切
髪
被
仰
出
、
郡
町
共
一
同
男
子
髪
切
坊
頭
二
相
成
、
自
然
さ
ん
 
 

切
不
仕
候
得
者
、
急
度
迷
惑
被
仰
付
御
趣
意
二
而
、
郡
町
老
共
九
分
九
厘
髪
切
坊
頭
二
相
成
、
尤
中
ニ
ハ
不
切
老
も
宮
人
l
一
壱
人
、
 
 

弐
百
人
の
内
壱
人
ハ
折
ミ
あ
り
」
と
当
時
の
風
俗
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
政
府
が
散
髪
や
脱
刀
な
ど
を
勝
手
た
る
べ
し
と
令
し
た
 
 

の
は
四
年
八
月
で
あ
っ
た
が
そ
の
奨
励
に
と
も
な
っ
て
、
こ
う
し
た
風
俗
の
変
化
、
い
わ
ゆ
る
文
明
開
化
の
風
潮
が
全
国
各
地
に
及
 
 

ん
だ
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

明
治
五
年
八
月
の
学
制
の
制
定
を
う
け
て
、
広
島
県
で
は
翌
六
年
か
ら
小
学
校
が
設
立
さ
れ
始
め
た
が
、
同
年
三
月
に
は
熊
野
村
 
 

世
良
保
良
次
が
県
庁
に
お
い
て
勧
学
係
役
を
仰
付
け
ら
れ
、
同
時
に
同
村
彦
三
郎
平
谷
村
春
平
ら
各
村
よ
り
一
名
の
学
文
係
役
も
仰
 
 

付
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
い
で
同
年
五
月
に
西
光
寺
小
学
校
が
官
許
さ
れ
、
同
月
十
日
に
西
光
寺
に
村
役
人
、
勧
学
係
な
ど
が
残
ら
ず
 
 

集
ま
り
、
熊
野
・
川
角
・
平
谷
各
村
の
子
供
三
〇
〇
人
程
が
手
習
を
始
め
そ
の
後
西
光
寺
隠
居
、
梶
山
真
人
ら
が
毎
日
出
勤
し
て
教
 
 

え
た
と
い
う
。
開
化
の
光
り
は
教
育
の
面
で
も
曙
宝
ロ
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
離
蒜
㌍
蛸
翫
椚
。
。
 
 

地
租
改
正
 
 

第
一
節
 
東
天
・
維
新
 
 
 

新
政
府
は
そ
の
成
立
当
初
財
政
の
基
礎
が
弱
体
で
あ
り
、
三
井
組
そ
の
他
の
大
商
人
か
ら
の
借
入
金
や
、
太
政
官
札
 
 

の
発
行
、
会
計
基
立
金
（
一
種
の
国
債
）
な
ど
に
よ
っ
て
財
政
を
ま
か
な
っ
た
が
、
主
要
な
財
源
は
あ
く
ま
で
土
地
か
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第
五
章
 
近
 
 
 
代
 
 
 

ら
の
収
入
、
す
な
わ
ち
貢
粗
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
買
取
を
課
す
る
方
法
は
、
幕
藩
体
制
時
代
の
各
年
の
収
穫
高
を
基
準
に
す
る
徴
 
 

収
方
法
で
あ
っ
た
た
め
、
き
わ
め
て
不
安
定
な
状
態
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
こ
の
頁
租
を
ど
の
よ
う
に
安
定
的
に
確
保
す
る
か
が
政
府
 
 

に
と
っ
て
最
も
重
要
な
問
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
政
策
の
前
提
は
封
建
領
主
の
土
地
所
有
形
態
を
、
地
主
的
土
地
所
有
形
 
 

態
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
は
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
一
応
達
成
さ
れ
た
。
し
か
し
一
面
で
は
封
建
的
な
貢
税
収
 
 

奪
が
く
ず
れ
た
こ
と
を
意
味
し
新
し
い
貢
租
を
課
す
る
制
度
を
建
て
る
必
要
も
あ
っ
た
訳
で
あ
る
。
 
 
 

こ
う
し
て
政
府
は
土
地
制
度
、
租
税
制
度
の
全
面
的
な
改
革
を
企
て
た
。
政
府
の
ね
ら
い
ほ
、
旧
来
の
貫
粗
を
減
ら
さ
な
い
で
、
 
 

近
代
的
頁
租
の
形
を
と
と
の
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
九
月
、
旧
来
の
耕
作
物
の
制
限
を
撤
廃
し
、
 
 

翌
年
二
月
に
土
地
の
永
代
売
買
の
禁
令
を
解
き
、
地
所
売
買
誘
渡
の
地
へ
地
券
を
発
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
「
旧
来
の
石
高
・
反
 
 

別
・
石
盛
・
免
検
地
・
検
見
等
一
切
ノ
旧
法
ヲ
廃
除
シ
、
現
在
ノ
田
畑
の
実
価
二
従
ヒ
其
ノ
幾
分
ヲ
課
」
す
る
髄
醜
描
配
用
と
い
う
考
 
 

え
方
に
そ
っ
て
計
画
が
進
め
ら
れ
同
年
九
月
に
は
「
地
価
取
調
規
則
」
が
発
せ
ら
れ
た
。
 
 

お
お
せ
だ
き
マ
マ
 
 
熊
野
村
の
場
合
、
明
治
五
年
八
月
地
券
に
つ
い
て
「
仰
出
れ
」
を
承
っ
て
、
地
券
の
下
調
べ
を
行
な
っ
た
が
「
上
ミ
田
三
拾
両
よ
 
 

マ
て
ま
で
 
 

り
、
下
島
受
前
壱
反
二
付
五
両
迄
の
事
」
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
絵
図
面
の
作
成
も
も
と
め
ら
れ
、
こ
れ
ら
を
調
整
し
て
大
組
総
 
 

代
あ
て
に
差
出
し
、
総
代
の
手
も
と
で
調
整
し
て
翌
年
三
月
県
庁
に
提
出
し
て
い
ゑ
錯
警
 
 
 

そ
の
後
政
府
ほ
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
七
月
「
地
租
改
正
条
例
」
を
布
告
し
、
地
租
は
地
価
の
百
分
の
三
に
定
め
、
地
主
か
ら
貨
 
 

幣
で
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
地
租
改
正
条
例
の
制
定
に
よ
っ
て
政
府
の
財
政
収
入
は
年
々
一
定
額
を
安
定
的
に
確
保
す
る
こ
 
 

と
に
な
っ
た
が
、
政
府
自
体
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
地
価
百
分
の
三
の
租
率
は
旧
来
の
貢
租
収
入
額
を
減
ら
さ
な
い
た
め
の
高
率
 
 

で
あ
り
、
農
民
の
負
担
ほ
決
し
て
軽
く
は
な
か
っ
た
。
 
 
 

地
租
改
正
条
例
と
と
も
に
地
粗
改
正
規
則
、
地
方
官
心
得
も
発
せ
ら
れ
、
土
地
を
新
た
に
測
量
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
八
年
 
 

2β6   



に
当
た
っ
た
各
所
の
測
量
を
検
分
、
村
の
役
人
、
地
主
ら
を
集
め
て
、
当
村
の
測
量
の
首
尾
よ
ろ
し
く
と
称
揚
さ
れ
、
褒
美
と
し
て
 
 

五
〇
銭
を
下
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
 
 
 

右
の
様
に
明
治
八
年
十
一
月
ご
ろ
か
ら
行
わ
れ
た
測
量
は
翌
九
年
に
か
け
て
進
捗
し
た
。
測
量
の
実
施
に
つ
づ
い
て
地
等
の
決
定
 
 

が
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
九
年
十
二
月
、
そ
の
た
め
地
等
議
員
が
入
札
に
よ
っ
て
遠
出
さ
れ
た
。
熊
野
村
で
は
世
良
菊
右
衛
門
、
 
 

隼
田
順
三
郎
ら
二
〇
余
名
が
、
川
角
村
は
六
名
、
平
谷
村
も
六
名
が
選
ば
れ
て
い
る
。
 
 
 

五
小
区
戸
長
、
副
戸
長
、
議
員
ら
の
申
合
に
よ
っ
て
、
田
方
一
等
は
米
壱
石
六
斗
出
来
と
し
、
追
々
一
斗
ず
つ
下
げ
、
畠
は
一
等
 
 

を
米
に
直
し
、
六
斗
出
来
と
見
て
追
々
一
斗
下
り
と
定
め
た
。
し
か
し
県
側
の
中
属
及
び
副
区
長
の
入
相
に
よ
っ
て
、
田
方
に
つ
い
 
 

第
一
節
 
幕
末
・
維
新
 
 

‥
∵
ヽ
 
 

領
菜
貴
書
長
 
 

一
：
芸
才
㌔
り
㌘
呵
 
 

一
∵
．
・
．
 
 

板
持
．
妄
萱
苧
莞
葦
昆
 
 
 

．
 
 
 

l
小
－
ぺ
ー
▲
ざ
h
・
一
卜
．
一
■
 
 

図5－1－2 地  券（熊野町郷土館所蔵）  

八
月
土
地
測
量
の
説
明
の
た
め
、
当
時
の
区
長
沢
原
為
綱
、
戸
長
押
藤
平
三
郎
ら
が
入
 
 

村
し
、
宿
所
を
西
光
寺
と
し
て
村
中
の
副
戸
長
そ
の
他
を
集
め
、
こ
の
た
び
の
実
地
丈
 
 

量
に
つ
い
て
は
間
竿
六
尺
、
三
〇
坪
一
畝
と
し
て
相
応
の
値
段
を
定
め
、
一
〇
〇
分
の
 
 

三
の
年
貢
を
取
立
て
る
こ
と
、
丈
量
に
つ
い
て
は
銘
々
自
分
自
分
実
意
を
も
っ
て
畝
歩
 
 

相
違
な
く
打
改
め
、
帳
面
に
し
て
申
出
る
様
に
と
諭
し
て
い
る
。
同
十
一
月
に
は
丈
孟
 
 

教
諭
方
と
し
て
五
人
の
者
が
間
縄
、
間
竿
、
十
字
木
な
ど
を
持
参
入
村
し
て
呉
地
で
一
 
 

か
所
、
中
滞
で
一
か
所
の
模
範
測
量
を
し
て
い
る
。
 
 
 

同
月
村
内
の
往
還
に
つ
い
て
ほ
主
要
道
路
を
道
幅
一
間
、
小
道
ほ
道
幅
三
尺
に
定
め
 
 

て
杭
打
を
し
、
出
来
庭
か
ら
実
際
の
測
量
を
始
め
て
い
る
。
そ
の
際
に
は
戸
長
神
藤
平
 
 

三
郎
も
見
介
し
、
地
券
係
役
を
命
ぜ
ら
れ
た
佐
々
木
高
仙
も
庭
内
を
巡
見
し
て
い
る
。
 
 

ま
た
三
大
区
の
実
地
下
見
分
と
し
て
、
県
の
吉
田
小
尾
ら
も
十
二
月
に
は
入
相
、
く
じ
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第
五
費
 
近
 
 
 
代
 
 

て
は
一
等
を
米
一
石
七
斗
出
来
と
し
て
格
上
げ
を
命
じ
ら
れ
て
す
べ
て
で
一
七
等
級
と
さ
れ
た
。
川
角
村
、
平
谷
村
は
一
五
等
級
に
 
 

区
分
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

そ
の
後
は
三
大
区
内
の
他
村
と
の
比
較
検
討
が
行
わ
れ
、
各
村
の
村
等
の
決
定
さ
れ
、
明
治
十
年
八
月
に
こ
の
作
業
は
終
わ
っ
て
 
 

い
る
禦
錮
躇
惧
甜
翫
那
。
。
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