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は
じ
め
に

地
域
を
は
じ
め
と
す
る
な
ん
ら
か
の
集
団
や
個
人
に
お
け
る
、
歴
史
上
の
人
物
を
め
ぐ
る
志
向
性
や
思
い
入
れ
の
顕
在
化
を
歴
史
的
に
位
置
づ

け
て
理
解
す
る
時
、
ロ
ー
カ
ル
な
価
値
観
と
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
あ
る
い
は
個
々
の
ロ
ー
カ
ル
な
場
・
集
団
を
越
え
た
レ
ベ
ル
で
共
有
さ
れ
て
い
る
価

値
観
と
の
交
錯
に
よ
っ
て
、
歴
史
上
の
人
物
が
郷
土
の
偉
人
や
「
ゆ
か
り
」
の
人
物
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
よ
う
な
場
合
が
あ
る
。
す
で
に
筆

者
は
、
茅
ケ
崎
市
に
お
け
る
大
岡
忠
相
を
め
ぐ
る
「
ゆ
か
り
」
の
意
識
が
、
ど
の
よ
う
に
立
ち
現
れ
て
現
状
に
至
っ
て
い
る
の
か
を
、
忠
相
に
ち

な
む
祭
礼
の
歴
史
を
記
述
し
つ
つ
明
か
に
し
て
い
る
が
〔
及
川　

二
〇
一
〇
〕、
そ
の
際
、
忠
相
に
ち
な
む
祭
と
い
う
ロ
ー
カ
ル
な
現
象
に
は
、

主
と
し
て
二
つ
の
地
域
外
的
な
力
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
第
一
に
、
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
の
忠
相
へ
の
「
贈
位
」、
第
二
に
講

談
や
映
画
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
と
い
っ
た
歴
史
を
題
材
と
す
る
娯
楽
文
化
の
存
在
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
拙
稿
で
は
、
そ
れ
ら
の
地
域
外
的
な
影
響

の
時
代
的
背
景
や
文
脈
、
そ
の
他
の
事
例
に
お
け
る
影
響
の
程
度
に
つ
い
て
は
最
小
限
触
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
特
に
近
代
の
贈
位
に
焦
点
を
あ
て
て
、
そ
れ
に
対
す
る
各
地
の
様
々
な
対
応
を
俯
瞰
し
て
み
た
い
。
忠
相
へ
の
贈
位
は
、

茅
ケ
崎
（
あ
る
い
は
旧
小
出
村
）
に
お
い
て
、
確
か
に
忠
相
と
地
域
と
の
関
係
性
を
め
ぐ
る
意
識
に
作
用
し
た
が
、
同
時
代
に
お
い
て
、
贈
位
と

は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
担
い
、
他
の
地
域
（
あ
る
い
は
人
物
）
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
作
用
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
行
う
の
は
、
人
物
顕

彰
の
近
代
的
状
況
を
、
贈
位
を
起
点
と
し
て
眺
望
す
る
作
業
で
あ
る
。
こ
の
作
業
は
、
近
代
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
把
捉
す
る
こ
と
で
忠
相
を
め

ぐ
る
拙
稿
の
内
容
を
補
足
す
る
意
味
を
担
う
。
加
え
て
、同
作
業
は
、忠
相
以
外
の
事
例
へ
と
視
点
を
転
じ
て
い
く
た
め
の
基
礎
的
考
察
と
も
な
る
。

こ
こ
で
、
本
研
究
と
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
こ
う
。

拙
稿
で
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
筆
者
は
人
を
神
に
祀
る
風
習
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
そ
の
際
の
立
場
と
し
て
、
人
物
を
め
ぐ
る
ロ
ー

カ
ル
な
歴
史
認
識
と
そ
れ
に
基
づ
く
文
化
現
象
の
一
つ
と
し
て
人
物
の
祭
祀
を
位
置
づ
け
る
観
点
を
提
起
し
て
い
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
人
物

の
祭
祀
を
中
心
に
据
え
て
、
ロ
ー
カ
ル
な
人
物
を
め
ぐ
る
認
識
や
文
化
現
象
の
歴
史
記
述
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
の
よ
う
な
ロ
ー
カ
ル
な
歴
史
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認
識
・
文
化
現
象
は
、
支
配
的
な
歴
史
観
と
の
緊
張
関
係
や
、
歴
史
に
題
材
を
と
っ
た
文
芸
諸
作
品
を
主
要
な
媒
体
と
す
る
歴
史
志
向
の
影
響
の

中
で
形
成
さ
れ
、
変
容
し
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
ロ
ー
カ
ル
外
的
な
諸
力
の
作
用
と
そ
れ
へ
の
対
応
を
、
ロ
ー
カ
ル
を
起
点
と
し
て
歴
史
的
に
描

出
す
る
こ
と
は
、
日
本
社
会
が
「
グ
ロ
ー
カ
ル
化
に
起
因
す
る
文
化
変
化
を
重
層
的
に
内
在
化
し
て
き
た
」
こ
と
の
解
明
に
資
す
る
も
の
で
あ
る

と
考
え
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
は
、
以
上
の
問
題
意
識
の
も
と
に
刊
行
し
た
拙
稿
を
補
足
す
べ
く
、
ロ
ー
カ
ル
な
場
で
は
な
く
、
そ

こ
に
作
用
す
る
地
域
外
的
な
諸
力
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

一
・
先
行
研
究
の
整
理
と
問
題
の
所
在

日
本
民
俗
学
に
お
い
て
、
近
代
の
人
物
顕
彰
は
記
憶
論
的
な
「
人
を
神
に
祀
る
風
習
」
研
究
の
文
脈
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
〔
小
松　

二
〇
〇
〇
、二
〇
〇
二
、二
〇
〇
八
、
矢
野　

二
〇
〇
六
、
山　

二
〇
〇
九
〕。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
す
で
に
拙
稿
で
整
理
を
行
っ
た
の
で
、
こ
こ

で
は
ふ
れ
な
い
〔
及
川　

二
〇
一
〇
〕。
筆
者
は
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
て
、
歴
史
上
の
人
物
を
め
ぐ
る
人
々
の
志
向
性
や
「
思
い
入
れ
」
を
歴
史

的
に
把
捉
す
る
と
い
う
視
点
を
提
起
し
て
い
る
が
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
心
意
の
形
成
・
変
容
の
過
程
に
お
け
る
「
贈
位
」
の
作
用

に
着
目
す
る
研
究
は
見
ら
れ
な
い
。
わ
ず
か
に
、
新
谷
尚
紀
に
よ
っ
て
戦
国
武
将
の
資
源
化
論
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
〔
新
谷　

二
〇
一
〇
〕。

一
方
、
人
物
顕
彰
へ
の
記
憶
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
社
会
史
学
の
分
野
で
も
議
論
の
蓄
積
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
阿
部
安
成
は
、
井
伊
直
弼
・
佐

久
間
象
山
・
岩
瀬
忠
震
の
顕
彰
の
過
程
を
記
念
碑
を
焦
点
と
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
〔
阿
部　

二
〇
〇
八
a
、
二
〇
〇
八
c
、
二
〇
〇
八
d
、

あ
る
い
は
二
〇
〇
八
b
〕。
人
物
や
事
件
を
め
ぐ
る
記
念
顕
彰
行
為
へ
の
記
憶
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
筆
者
の
立
場
と
の
関
係
に
つ
い
て
整
理
し
て

お
く
。
本
稿
が
「
贈
位
」
に
視
点
を
据
え
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、こ
の
点
を
記
憶
論
的
な
タ
ー
ム
で
表
現
す
る
な
ら
ば
、人
物
の
共
記
憶
化
・

再
記
憶
化
を
促
す
契
機
の
一
つ
と
し
て
「
贈
位
」
を
位
置
づ
け
、
そ
の
基
礎
的
理
解
を
得
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

ま
た
、
近
代
史
学
で
は
近
年
の
歴
史
認
識
論
の
隆
盛
と
明
治
維
新
史
へ
の
関
心
か
ら
、
贈
位
を
含
む
顕
彰
行
為
に
つ
い
て
の
議
論
が
蓄
積
さ
れ
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て
い
る
。
こ
こ
で
は
天
皇
制
的
歴
史
観
の
形
成
・
普
及
と
の
関
係
を
論
じ
る
羽
賀
祥
二
、
高
木
博
志
、
高
田
祐
介
、
長
南
伸
治
の
業
績
を
紹
介
し

て
お
こ
う
。

羽
賀
祥
二
は
『
明
治
維
新
と
宗
教
』『
史
蹟
論
』
等
の
著
作
に
よ
っ
て
、
こ
の
方
面
の
議
論
で
多
大
な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
が
、
本
稿
と
の
関

連
で
い
え
ば
、
近
代
に
行
わ
れ
た
国
家
に
よ
る
史
蹟
顕
彰
に
天
皇
中
心
主
義
的
な
歴
史
構
築
の
意
図
を
読
み
解
く
見
解
は
注
目
に
値
す
る
〔
羽
賀

　

二
〇
〇
四
、二
〇
〇
六
〕。
史
蹟
は
、歴
史
上
の
出
来
事
や
人
物
と
関
連
付
け
ら
れ
た
空
間
で
あ
り
、人
物
顕
彰
と
も
密
接
に
関
わ
る
。
拙
稿
で
も
、

忠
相
へ
の
贈
位
や
顕
彰
が
、
浄
見
寺
の
忠
相
墓
所
の
史
蹟
化
と
連
動
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
〔
及
川　

二
〇
一
〇
〕。
本
稿
で
は
羽
賀

の
指
摘
に
賛
意
を
示
し
、
贈
位
に
天
皇
制
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
歴
史
再
編
の
意
図
が
あ
っ
た
と
い
う
認
識
に
た
つ
。
ち
な
み
に
、
近
代
に

お
い
て
、人
物
顕
彰
は
し
ば
し
ば「
祭
祀
」と
い
う
形
式
で
も
行
わ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
顕
彰
神
と
称
さ
れ
る
近
代
創
建
の
人
神
祭
祀
施
設
群
も
ま
た
、

国
家
に
よ
る
歴
史
再
編
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
〔
小
松　

二
〇
〇
八
〕。

そ
の
よ
う
な
天
皇
制
的
歴
史
観
の
形
成
に
伴
う
国
家
に
よ
る
人
物
の
価
値
付
け
は
、
法
・
制
度
的
な
拘
束
・
強
制
力
と
し
て
、
そ
し
て
抗
う
べ

く
も
な
い
支
配
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
各
地
方
に
作
用
し
て
い
っ
た
。
あ
ら
か
じ
め
地
域
に
お
い
て
顕
著
な
「
思
い
入
れ
」
の
対
象
と
さ
れ

て
い
た
ロ
ー
カ
ル
な
偉
人
に
も
ま
た
、
近
代
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
論
理
が
作
用
し
て
い
っ
た
。

高
木
博
志
に
よ
れ
ば
、
藩
祖
の
祭
祀
や
平
安
遷
都
一
二
〇
〇
年
祭
と
い
っ
た
紀
念
祭
、
史
蹟
顕
彰
を
通
じ
て
「
地
域
の
歴
史
を
国
家
の
歴
史
の

中
に
位
置
付
け
る
」
よ
う
な
「
郷
土
愛
」
と
「
愛
国
心
」
と
の
つ
な
が
り
は
、
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
の
帝
国
憲
法
発
布
に
と
も
な
う
「
維

新
の
内
乱
の
和
解
と
い
う
政
府
の
方
針
」（
大
赦
令
や
贈
位
や
賊
軍
へ
の
慰
霊
）」
を
発
端
と
し
、
明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
）
か
ら
翌
二
八
年

（
一
八
九
五
）
の
日
清
戦
争
、
明
治
三
七
年
（
一
九
〇
四
）
か
ら
翌
三
八
年
（
一
九
〇
五
）
の
日
露
戦
争
を
、
そ
の
地
域
社
会
へ
の
拡
大
の
契
機

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
と
い
う
。
高
木
は
そ
の
よ
う
な
構
造
を
用
意
し
て
き
た
も
の
と
し
て
近
代
的
な
武
士
道
の
創
出
、
名
教
的
歴
史
学
（
儒

教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
バ
イ
ア
ス
を
帯
び
た
歴
史
学
）
へ
の
転
換
、
国
民
道
徳
論
の
社
会
的
流
布
、
各
地
で
行
わ
れ
た
歴
史
地
理
学
会
の
夏
期
講

演
会
を
挙
げ
て
い
る
〔
高
木　

二
〇
〇
五　

三
〕。
こ
の
よ
う
な
過
程
の
中
で
「
各
藩
が
『
勤
王
』
で
あ
っ
た
と
の
藩
史
の
歴
史
叙
述
」
な
ど
が

隆
盛
し
て
い
く
〔
高
木　

二
〇
〇
五　

一
七
〕。
近
代
の
歴
史
再
編
は
、
歴
史
を
め
ぐ
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
価
値
観
と
ロ
ー
カ
ル
な
価
値
観
と
が
交
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錯
す
る
局
面
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
ロ
ー
カ
ル
な
価
値
物
を
国
史
と
の
関
係
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
国
史
の
中
で
の
価
値
物
と
し

て
定
位
し
て
い
く
営
為
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
近
世
甲
斐
国
に
お
い
て
、
地
域
法
や
郷
士
身
分
と
の
関
係
で
武
田
信
玄
を
崇
敬
し
て
い
た
人
々
が

存
在
し
、
ま
た
各
地
の
武
田
家
家
臣
の
子
孫
ら
も
武
田
ゆ
か
り
の
社
寺
で
の
法
要
執
行
に
関
与
し
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
ロ
ー
カ
ル
な
、
あ
る
い

は
限
定
さ
れ
た
文
脈
に
お
け
る
武
田
信
玄
崇
敬
は
、
近
代
山
梨
県
下
で
は
山
梨
県
民
一
般
の
性
情
を
規
定
す
る
シ
ン
ボ
ル
化
の
過
程
を
経
る
こ
と

に
な
る
〔
及
川
祥
平　
「
人
神
祭
祀
を
め
ぐ
る
考
察―

―

山
梨
県
の
武
田
信
玄
祭
祀
を
事
例
に―

―

」
二
〇
〇
九
年
度
日
本
民
俗
学
会
年
会
口
頭

発
表
、
未
刊
行
〕。
シ
ン
ボ
ル
化
の
過
程
で
は
、
武
田
信
玄
は
勤
皇
精
神
が
強
調
さ
れ
、
か
つ
国
史
の
中
で
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
強
く
意
識
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
近
代
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
下
で
の
国
家
に
よ
る
人
物
顕
彰
は
、
地
域
に
お
い
て
単
純
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
価
値
観
の
受
容
と

し
て
経
験
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
既
存
の
ロ
ー
カ
ル
な
歴
史
的
価
値
を
国
史
的
な
価
値
と
す
り
合
わ
せ
て
い
く
過
程
で
あ
り
、
そ
の
中

で
近
代
的
な
地
域
史
的
価
値
を
模
索
・
形
成
し
て
い
く
過
程
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
高
田
祐
介
は
明
治
維
新
を
め
ぐ
る
歴
史
意
識
・
認
識
の
形
成
過
程
へ
の
関
心
か
ら
、
高
知
県
に
お
け
る
殉
難
志
士
顕
彰
の
流
れ
を
県
内

の
思
想
的
力
学
・
思
想
的
対
立
の
和
解
と
の
関
係
か
ら
明
か
に
し
て
い
る
〔
高
田　

二
〇
一
〇
〕。
言
う
ま
で
も
な
く
、
明
治
維
新
期
に
お
い
て
、

藩
と
い
う
集
団
も
思
想
的
に
一
枚
岩
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
高
田
論
文
は
維
新
後
の
功
労
者
顕
彰
の
過
程
で
、
そ
の
よ
う
な
地
域
内
の
思
想

的
多
様
性
が
安
定
化
し
て
い
く
様
を
描
き
出
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
高
田
の
議
論
に
お
い
て
特
に
注
意
す
べ
き
は
、
中
央
政
府
に
お
け
る
有
力

者
と
し
て
贈
位
対
象
者
の
選
定
に
関
わ
っ
た
県
出
身
者
の
活
動
に
目
配
り
を
行
っ
て
い
る
点
で
あ
る
〔
高
田　

二
〇
〇
七
〕。
歴
史
上
の
人
物
に

対
し
、
過
去
に
存
在
し
た
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
以
上
の
意
味
を
期
待
し
、
偉
人
と
し
て
称
揚
す
る
行
為
の
背
後
に
は
あ
る
価
値
判
断
が
作
用

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
偉
人
を
偉
人
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
思
想
的
偏
向
が
内
在
し
て
い
る
。
維
新
功
労
者
や
勤
皇
の
人
物
の
顕
彰

に
第
一
義
を
お
く
近
代
の
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
歴
史
再
編
に
も
ま
た
偏
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
当
然
で
は
あ
る
。
加
え
て
、
近
代
国
家
の

中
枢
を
担
っ
た
（
つ
ま
り
維
新
に
功
労
の
あ
っ
た
）
諸
藩
の
人
物
へ
の
評
価
が
数
量
的
に
他
を
圧
倒
す
る
こ
と
も
一
つ
の
近
代
的
な
偏
向
で
あ
る
。

高
田
の
議
論
は
、
近
代
に
行
わ
れ
た
人
物
へ
の
価
値
づ
け
の
あ
り
様
を
、
政
治
史
的
・
実
証
的
に
明
か
に
す
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
も
の
と
い
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え
る
。

ま
た
、
贈
位
を
視
点
に
据
え
る
各
論
的
な
成
果
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
維
新
志
士
・
清
河
八
郎
の
贈
位
の
過
程
を
論
じ
る
長
南
伸
治
の
「
清
河

八
郎
の
顕
彰
」
も
、
本
研
究
と
の
関
係
に
お
い
て
き
わ
め
て
興
味
深
い
〔
長
南　

二
〇
〇
九
〕。
長
南
の
研
究
に
お
い
て
は
贈
位
が
一
方
向
的
に

人
物
を
価
値
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
、
ロ
ー
カ
ル
の
活
動
に
関
す
る
具
体
的
事
例
と
と
も
に
明
か
に
さ
れ
て
い
る
。

近
代
史
の
分
野
の
議
論
と
本
稿
と
の
相
違
を
明
確
に
す
る
な
ら
ば
、本
稿
で
の
議
論
は
、あ
る
人
物
が
な
ん
ら
か
の
地
域
や
集
団
に
お
い
て
「
思

い
入
れ
」
の
対
象
に
さ
れ
る
、
と
い
う
現
象
の
歴
史
へ
の
関
心
を
前
提
と
し
て
、
と
り
わ
け
近
代
に
お
い
て
当
該
人
物
へ
の
価
値
づ
け
と
し
て
作

用
し
た
と
判
断
さ
れ
る
贈
位
に
関
心
を
寄
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
く
。
す
な
わ
ち
、
戦
後
社
会
に
お
け
る
人
物
の
取
り
扱
わ
れ
方

や
近
世
以
前
に
お
け
る
取
り
扱
わ
れ
方
を
も
射
程
に
お
い
て
い
る
点
で
、
近
代
史
学
に
お
け
る
先
行
研
究
と
本
研
究
は
立
ち
場
を
異
に
し
て
い
る
。

な
お
、
本
稿
の
方
法
に
つ
い
て
も
付
言
し
て
お
く
。
本
稿
は
近
代
に
お
け
る
「
贈
位
」
の
諸
相
を
新
聞
記
事
の
分
析
に
よ
っ
て
検
討
す
る
。
贈

位
を
め
ぐ
る
政
治
史
的
・
法
制
度
史
的
議
論
で
は
な
く
、
人
々
の
贈
位
へ
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
、
個
別
事
例
を
越
え
て
俯
瞰
す
る
た
め
に
は
、
新

聞
に
お
い
て
報
道
さ
れ
た
贈
位
を
め
ぐ
る
記
事
は
有
用
な
資
料
と
な
る
し
、
広
告
等
、
当
該
メ
デ
ィ
ア
な
ら
で
は
の
デ
ー
タ
を
採
取
す
る
こ
と
も

で
き
る
。
な
に
よ
り
も
、
今
後
、
個
別
人
物
を
め
ぐ
る
顕
彰
・
祭
祀
の
プ
ロ
セ
ス
を
記
述
し
て
い
く
作
業
に
む
け
て
、
基
礎
的
事
項
と
な
る
同
時

代
的
背
景
を
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
く
。

二
・
近
代
の
贈
位
の
諸
相

（
1
）
近
代
の
贈
位
の
概
要

ま
ず
、
近
代
の
贈
位
と
は
ど
の
よ
う
な
営
為
で
あ
る
の
か
、
簡
単
な
が
ら
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

贈
位
は
人
物
に
位
階
を
授
け
る
こ
と
を
指
す
が
、
そ
の
対
象
は
死
者
に
限
定
さ
れ
る
。
近
代
に
お
い
て
、
生
存
者
に
位
階
を
授
け
る
営
為
は
叙

位
と
称
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
昭
和
二
一
年
（
一
九
四
六
）
に
生
存
者
へ
の
叙
位
叙
勲
が
禁
止
さ
れ
て
以
降
は
、
死
者
に
対
し
て
位
階
を
授
け



89

近代の贈位と人物顕彰をめぐる基礎的考察

る
営
為
を
叙
位
と
称
す
る
よ
う
に
な
り
、
現
行
の
制
度
に
お
い
て
贈
位
の
語
は
使
用
さ
れ
な
い
。
贈
位
は
す
で
に
律
令
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た

が
、
近
藤
安
太
郎
に
よ
れ
ば
「
明
治
の
新
政
府
が
、
そ
れ
ま
で
の
制
度
と
は
別
に
、
歴
史
上
の
人
物
に
対
し
て
そ
の
功
業
顕
彰
の
た
め
に
、
新
に

起
し
た
制
度
に
よ
る
も
の
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
近
代
に
は
人
物
顕
彰
、
特
に
維
新
功
労
者
ほ
か
戦
死
者
・
国
家
功
労
者
顕
彰
の
た
め
に
独
特
の
展

開
を
示
し
た
と
い
え
る
〔
近
藤　

一
九
七
五　

八
七
三
〕。

で
は
、
そ
の
よ
う
な
贈
位
は
ど
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
授
与
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
国
史
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
栄
典
の
授
与
は
天
皇
の
大
権
に
あ
た
り
、
実
務
は
内
閣
賞
勲
局
が
担
当
部
署
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
贈
位
に
関
す

る
実
質
的
業
務
も
同
部
署
が
担
っ
た
と
さ
れ
る
〔
板
垣　

一
九
八
七　

五
〇
九
〕。
た
だ
し
、
贈
位
対
象
者
決
定
の
具
体
的
な
シ
ス
テ
ム
に
つ
い

て
は
不
明
な
点
が
多
い
よ
う
で
あ
り
、
日
本
史
研
究
会
近
現
代
史
部
会
、
平
成
一
六
年
（
二
〇
〇
四
）
六
月
二
四
日
の
発
表
に
お
け
る
高
田
の
発

言
に
よ
れ
ば
「（
引
用
者
注
・
贈
位
の
シ
ス
テ
ム
は
）
あ
ま
り
明
確
と
な
っ
て
い
な
い
が
宮
内
大
臣
と
司
法
大
臣
が
相
談
し
た
後
に
内
閣
で
決
定
」

さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
〔
奥
田　

二
〇
〇
六　

八
六
〕。

近
代
に
お
け
る
贈
位
の
政
治
史
的
・
法
制
度
史
的
検
討
は
、
今
後
の
課
題
と
さ
れ
る
点
が
多
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
後
に
個
々

の
人
物
へ
の
贈
位
を
報
じ
る
新
聞
記
事
の
検
討
を
通
し
て
、
贈
位
の
慣
例
的
側
面
を
明
か
に
す
る
が
、
贈
位
の
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
不
明
部
分
を

補
う
よ
う
な
記
述
を
提
示
す
る
こ
と
も
視
野
に
含
め
て
お
く
。

さ
て
、
近
代
の
贈
位
を
め
ぐ
る
基
礎
的
情
報
に
つ
い
て
さ
ら
に
確
認
し
て
い
こ
う
。
そ
の
全
体
像
を
把
握
す
る
上
で
、
近
代
の
贈
位
対
象
者
の

網
羅
的
な
小
伝
集
で
あ
る『
贈
位
諸
賢
伝
』が
大
き
な
手
掛
か
り
と
な
る
。『
贈
位
諸
賢
伝
』は
文
部
省
維
新
史
料
編
纂
室
事
務
局
の
田
尻
佐
に
よ
っ

て
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
に
刊
行
さ
れ
た
。
田
尻
は
当
初
、
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
に
『
贈
位
諸
賢
事
略
』
に
お
い
て
明
治
元
年
か
ら
明

治
四
三
年
ま
で
の
贈
位
対
象
者
九
六
〇
余
人
の
伝
記
を
ま
と
め
て
い
る
が
、『
贈
位
諸
賢
伝
』
で
は
刊
行
時
点
ま
で
の
約
一
二
〇
〇
名
の
小
伝
を

お
さ
め
て
い
る
。
同
書
成
立
の
背
景
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
近
藤
は
、
田
尻
が
勤
務
先
で
の
研
究
の
必
要
か
ら
ま
と
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推

測
し
て
い
る
〔
近
藤　

一
九
七
五　

八
七
四
〕。
田
尻
は
そ
の
後
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
に
没
し
た
と
い
う
が
、
贈
位
は
第
二
次
大
戦
の
終
戦

ま
で
行
わ
れ
て
い
く
。
そ
れ
ら
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
か
ら
昭
和
一
九
年
（
一
九
四
四
）
ま
で
の
贈
位
対
象
者
を
補
足
し
た
の
が
、近
藤
に
よ
っ
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て
昭
和
五
〇
年
（
一
九
七
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
増
補
版
贈
位
諸
賢
伝
』
で
あ
る
。
本
稿
で
提
示
す
る
数
値
デ
ー
タ
は
、
原
則
と
し
て
こ
の
『
増

補
版
贈
位
諸
賢
伝
』
か
ら
算
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
特
に
断
り
が
な
い
場
合
こ
の
増
補
版
を
指
し
て
『
贈
位
諸
賢
伝
』
と
記
述

す
る
こ
と
に
し
た
い
。

『
贈
位
諸
賢
伝
』
の
内
容
は
全
贈
位
対
象
者
の
小
伝
と
贈
位
年
表
で
あ
る
。
田
尻
が
ど
の
よ
う
な
調
査
に
よ
っ
て
伝
記
執
筆
に
あ
た
っ
た
の
か

は
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、「
贈
位
出
身
地
の
各
府
縣
知
事
官
房　

郡
役
所　

町
村
役
場　

或
は
遺
族
故
舊
者
に
照
會
し　

或
は
實
地
に
就
き

示
教
を
」
請
う
た
旨
が
例
言
に
み
え
る
〔
田
尻　

一
九
七
五
上　

三
〕。
一
方
、
近
藤
に
よ
る
増
補
は
宮
内
省
所
蔵
の
「
贈
位
台
帳
」
を
も
と
に

各
種
歴
史
学
文
献
に
よ
っ
て
贈
位
対
象
者
の
事
跡
の
調
査
に
あ
た
っ
た
と
い
う〔
近
藤　

一
九
七
五　

八
七
五
〜
八
七
六
〕。
当
初
、『
贈
位
諸
賢
伝
』

は
巻
数
を
一
、二
と
数
字
で
示
し
て
い
た
が
、本
稿
で
テ
ク
ス
ト
と
す
る
増
補
版
は
、近
代
の
贈
位
は
完
結
し
て
い
る
と
い
う
近
藤
の
判
断
に
よ
り
、

上
・
下
巻
に
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、『
贈
位
諸
賢
伝
』
に
基
い
て
、
近
代
の
贈
位
を
数
量
的
に
把
握
し
て
お
こ
う
。『
贈
位
諸
賢
伝
』
所
収
の
贈
位
年
表
と
小
伝
の
目
次
が
数

量
算
出
の
手
掛
か
り
と
な
る
。
算
出
に
あ
た
っ
て
は
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
か
ら
昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
ま
で
の
間
に
贈
位
さ
れ
た
人

物
の
総
数
、
同
期
間
の
贈
位
の
総
件
数
、
同
期
間
の
贈
位
の
機
会
の
総
数
を
区
別
し
た
。
と
い
う
の
も
、
同
期
間
中
に
複
数
回
贈
位
さ
れ
た
人
物

が
存
在
す
る
た
め
、
贈
位
対
象
者
数
と
贈
位
件
数
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
度
の
機
会
に
複
数
人
の
贈
位
が
行
わ
れ
る
場
合
が
多
く
、
近

代
に
お
け
る
贈
位
の
頻
度
を
理
解
す
る
上
で
贈
位
の
行
わ
れ
た
機
会
に
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
そ
の
よ
う
な
算
出
を
行
う
前
に
、『
贈
位
諸
賢
伝
』
の
資
料
的
問
題
点
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
先
述
し
た
贈

位
年
表
と
収
録
の
小
伝
と
の
間
で
、
複
数
回
贈
位
を
う
け
た
人
物
を
除
外
し
て
も
総
贈
位
対
象
者
の
数
値
に
相
違
が
生
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

贈
位
年
表
に
お
い
て
は
△
の
付
さ
れ
た
人
物
が
二
人
存
在
す
る
。
内
藤
秀
次
と
熊
澤
太
郎
で
あ
る
。
内
藤
は
奇
兵
隊
の
一
員
と
し
て
転
戦
し
た
人

物
で
あ
る
が
、
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
一
一
月
一
五
日
た
し
か
に
従
五
位
の
贈
位
を
う
け
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
内
藤
が
東
京
都
下
で

存
命
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
〔『
東
京
朝
日
新
聞
』
同
年
一
二
月
二
日
朝
刊
（
通
号
九
〇
九
七
）〕。
同
紙
一
二
月
三
日
朝
刊
（
通
号

九
〇
九
八
）
の
続
報
に
よ
れ
ば
、
内
藤
の
贈
位
は
取
り
消
さ
れ
、
同
様
の
位
階
を
叙
位
さ
れ
て
い
る
。
年
表
に
お
け
る
内
藤
の
△
印
と
小
伝
の
欠
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如
は
こ
の
点
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
判
断
で
き
る
。
一
方
、
熊
澤
の
場
合
、
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
六
月
一
日
に
確
か
に
贈
位
を
う
け
た

こ
と
が
確
認
で
き
、
年
表
上
の
同
年
の
記
載
に
も
△
印
は
な
い
。
た
だ
し
、
熊
澤
は
年
表
に
よ
れ
ば
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
一
一
月
一
〇
日
に

も
贈
位
を
う
け
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
ち
ら
に
は
△
印
が
あ
る
。
両
者
の
熊
澤
が
同
一
人
物
で
あ
る
か
否
か
も
留
保
が
必
要
で
あ
る
が
、
少

な
く
と
も
『
贈
位
諸
賢
伝
』
所
収
の
小
伝
に
は
熊
澤
太
郎
は
一
名
し
か
存
在
せ
ず
、
そ
こ
で
は
大
正
四
年
一
一
月
一
〇
日
に
贈
位
さ
れ
た
と
の
記

載
も
な
い
。
大
正
年
間
の
熊
澤
の
贈
位
に
つ
い
て
は
、
他
の
資
料
か
ら
の
確
認
も
と
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
り
、
田
尻
の
誤
記
か
、
内
藤
の
よ
う

な
取
り
消
し
が
あ
っ
た
も
の
か
、
事
情
の
確
認
を
急
い
で
い
る
。

ま
た
、
年
表
と
目
次
と
を
照
合
し
、
か
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
小
伝
を
悉
皆
的
に
検
討
し
た
か
ぎ
り
で
は
、
贈
位
対
象
者
の
中
に
は
一
名
の
重

複
が
存
在
し
て
い
る
。
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）
一
二
月
一
七
日
に
贈
位
を
受
け
た
豊
島
太
宰
少
貳
な
る
人
物
と
、
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）

一
一
月
一
七
日
に
贈
位
さ
れ
た
豊
島
泰
盛
な
る
人
物
は
同
一
人
物
の
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
年
表
上
で
は
上
記
の
別
名
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
、

小
伝
中
に
は
前
者
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
名
を
泰
盛
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
小
伝
中
に
は
大
正
年
間
に
贈
位
を
受
け
た

旨
の
記
述
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
、『
東
京
朝
日
新
聞
』
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
一
一
月
一
八
日
朝
刊
（
通
号
一
万
一
二
六
五
）
を
参
照
す
る
に
、

豊
島
泰
盛
は
た
し
か
に
贈
位
を
受
け
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
年
表
に
お
い
て
は
明
治
年
間
の
そ
れ
も
大
正
年
間
の
そ
れ
も
同
一
の
位
を

授
け
ら
れ
て
い
る
。
豊
島
太
宰
少
貳
と
豊
島
泰
盛
と
が
別
人
で
後
者
の
小
伝
が
遺
漏
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
明
か
で
は
な
い
。
た
だ
し
、

別
人
物
で
あ
る
と
す
る
場
合
、
本
稿
で
行
う
算
出
作
業
の
結
果
に
も
影
響
が
生
じ
る
。

以
上
『
贈
位
諸
賢
伝
』
の
問
題
点
を
確
認
し
て
き
た
が
、
△
印
の
二
名
は
除
外
し
、
豊
島
は
二
度
カ
ウ
ン
ト
し
、
複
数
回
贈
位
を
う
け
た
者
に

関
し
て
は
初
回
の
み
を
カ
ウ
ン
ト
し
た
贈
位
対
象
者
総
数
は
二
三
七
一
名
と
な
る
。『
贈
位
諸
賢
伝
』
に
お
い
て
人
物
の
総
数
は
明
示
さ
れ
て
い

な
い
が
、
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
田
尻
が
二
一
六
八
名
を
網
羅
し
た
と
記
述
し
、
近
藤
が
二
〇
三
名
の
増
補
を
行
っ
た
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
そ

の
和
で
あ
る
二
三
七
一
名
は
、
筆
者
算
出
の
数
値
と
も
合
致
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
数
値
は
、
同
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
い
て
数
量
を
算
出
し
た

高
田
祐
介
提
示
の
数
値
二
四
一
〇
名
と
は
異
な
る
。
高
田
の
数
値
は
贈
位
件
数
（
複
数
回
贈
位
を
う
け
た
者
を
そ
の
都
度
カ
ウ
ン
ト
し
た
数
値
）

を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
筆
者
算
出
の
総
贈
位
件
数
は
二
四
〇
五
件
（
△
印
二
名
を
含
む
）
で
あ
る
。



92

贈
位
を
年
号
ご
と
に
表
に
整
理
し
て
お
こ
う
（
表
一
〜
三
参
照
）。
近
代
の
贈
位
の
機
会
の
回
数
は
明
治
期
一
一
四
回
、
大
正
期
三
二
回
、
昭

和
戦
前
期
三
六
回
、
計
一
八
二
回
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
数
値
を
前
提
に
、
次
節
で
は
、
特
に
贈
位
の
機
会
に
つ
い
て
新
聞
記
事
を
手
掛
か
り
に
検

討
を
加
え
て
い
く
。
こ
の
点
に
注
意
す
る
こ
と
で
、
贈
位
が
ど
の
よ
う
に
為
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
お
お
ま
か
な

傾
向
を
つ
か
む
こ
と
が
出
来
る
。
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近代の贈位と人物顕彰をめぐる基礎的考察

贈
位
年
月
日

件
数

贈
位
年
月
日

件
数

贈
位
年
月
日

件
数

贈
位
年
月
日

件
数

贈
位
年
月
日

件
数

M
1（
1868）8・

24
1
M
14（
1881）6・

8
1
M
26（
1893）7・

14
1
M
34（
1901）8・

24
2
M
40（
1907）5・

10
2

M
2（
1869）6・

5
1
M
14（
1881）9・

6
1
M
26（
1893）12・

27
3
M
34（
1901）11・

8
1
M
40（
1907）5・

27
69

M
2（
1869）11・

13
1
M
15（
1882）6・

3
2
M
29（
1896）5・

20
3
M
35（
1902）4・

18
1
M
40（
1907）7・

22
2

M
2（
1869）11・

22
1
M
15（
1882）8・

7
1
M
29（
1896）9・

19
2
M
35（
1902）6・

2
1
M
40（
1907）10・

23
9

M
2（
1869）12・

20
2
M
16（
1883）2・

27
5
M
29（
1896）11・

2
2
M
35（
1902）7・

24
1
M
40（
1907）11・

15
24

M
3（
1870）4・

8
1
M
16（
1883）8・

6
8
M
30（
1897）4・

6
1
M
35（
1902）11・

8
159

M
41（
1908）4・

2
5

M
3（
1870）10・

5
1
M
17（
1884）2・

22
2
M
30（
1897）4・

21
6
M
35（
1902）11・

12
4
M
41（
1908）9・

9
28

M
4（
1871）1・

9
1
M
17（
1884）4・

7
1
M
31（
1898）3・

18
1
M
35（
1902）11・

23
2
M
41（
1908）11・

13
5

M
4（
1871）1・

23
1
M
17（
1884）4・

10
2
M
31（
1898）4・

9
1
M
36（
1903）6・

27
1
M
42（
1909）3・

11
1

M
4 （
1871）4・

15
1
M
18（
1885）2・

26
1
M
31（
1898）7・

4
172

M
36（
1903）8・

24
1
M
42（
1909）4・

17
1

M
5（
1872）6・

27
1
M
18（
1885）3・

6
2
M
31（
1898）10・

10
2
M
36（
1903）10・

9
1
M
42（
1909）5・

29
1

M
6（
1873）9・

30
1
M
18（
1885）7・

20
1
M
31（
1898）10・

25
46

M
36（
1903）11・

13
53

M
42（
1909）6・

8
1

M
9（
1876）11・

16
1
M
20（
1887）1・

15
1
M
31（
1898）12・

23
13

M
37（
1904）3・

2
3
M
42（
1909）8・

25
1

M
9（
1876）12・

15
2
M
22（
1889）2・

11
4
M
32（
1899）9・

26
1
M
37（
1904）3・

17
1
M
42（
1909）9・

11
26

M
10（
1877）5・

26
1
M
22（
1889）2・

14
1
M
33（
1900）3・

6
1
M
37（
1904）4・

11
1
M
43（
1910）4・

2
1

M
10（
1877）8・

16
1
M
24（
1891）4・

8
29

M
33（
1900）5・

4
1
M
37（
1904）4・

18
1
M
43（
1910）11・

16
19

M
11（
1878）3・

6
1
M
24（
1891）4・

13
3
M
33（
1900）5・

16
1
M
37（
1904）4・

22
1
M
43（
1910）12・

1
1

M
11（
1878）3・

8
1
M
24（
1891）7・

23
1
M
33（
1900）7・

16
1
M
37（
1904）5・

27
1
M
44（
1911）3・

13
1

M
11（
1878）5・

15
1
M
24 （
1891）11・

16
1
M
33（
1900）11・

16
1
M
37（
1904）10・

20
1
M
44（
1911）6・

1
45

M
12（
1879）4・

3
1
M
24（
1891）12・

17
156

M
34（
1901）5・

16
2
M
38（
1905）4・

5
1
M
44（
1911）8・

15
3

M
13（
1880）7・

20
1
M
25（
1892）11・

7
1
M
34（
1901）5・

22
2
M
38（
1905）5・

3
2
M
44（
1911）11・

15
53

M
13（
1880）7・

25
1
M
26（
1893）1・

21
1
M
34（
1901）7・

16
1
M
38（
1905）11・

18
15

M
45（
1912）2・

26
42

M
14（
1881）5・

31
1
M
26（
1893）1・

27
3
M
34（
1901）8・

13
18

M
39（
1906）9・

1
1
総
件
数

1130
※
〔
田
尻
　
1975〕

所
収
「
特
旨
贈
位
年
表
」
を
も
と
に
作
成
。

※
但
し
、
表
の
数
値
は
贈
位
の
件
数
で
あ
り
、
複
数
回
贈
位
を
受
け
た
人
物
に
つ
い
て
も
そ
の
都
度
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
。
ま
た
、
先
述
の
重
複
者
、
小
伝
欠

如
者
も
カ
ウ
ン
ト
に
加
え
て
い
る
。
以
下
、
表
2・
3
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
贈
位
年
表
で
は
明
治
45
年
2
月
26
日
は
大
正
元
年
と
記
述
さ

れ
て
い
る
が
、
大
正
元
年
は
7
月
30
日
以
降
で
あ
る
た
め
明
治
45
年
に
修
正
し
た
。

表
1　
明
治
年
間
の
贈
位
件
数



94

贈位年月日 件数 贈位年月日 件数
T1（1912）11・19 15 T7（1918）8・23 1
T2（1913）11・17 14 T7（1918）11・18 129
T3（1914）11・19 13 T8（1919）5・16 2
T4（1915）3・19 1 T8（1919）11・15 100
T4（1915）9・？ 1 T8（1919）11・27 1
T4（1915）10・24 9 T9（1920）11・18 1
T4（1915）11・10 367 T9（1920）12・22 1
T5（1916）4・11 9 T10（1921）11・18 1
T5（1916）8・3 1 T11（1922）3・23 1
T5（1916）11・3 1 T11（1922）9・1 1
T5（1916）11・15 26 T11（1922）9・7 2
T5（1916）11・21 1 T11（1922）11・1 1
T5（1916）12・28 76 T13（1924）2・11 239
T6（1917）5・15 1 T14（1925）9・？ 2
T6（1917）11・10 1 T14（1925）9・22 1
T6（1917）11・17 44 T15（1926）9・17 1

総件数 1064
※〔田尻　1975〕をもとに作成。
※数値に関しては表 1と同様。

表 2　大正年間の贈位件数

贈位年月日 件数 贈位年月日 件数
S2（1927）4・30 1 S9（1934）5・3 1
S2（1927）6・15 2 S9（1934）11・12 1
S3（1928）11・10 168 S10（1935）5・8 1
S5（1930）7・8 1 S10（1935）5・11 1
S5（1930）10・20 1 S10（1935）7・25 2
S5（1930）11・22 1 S10（1935）12・6 1
S6（1931）5・4 1 S11（1936）6・3 1
S6（1931）8・22 3 S12（1937）5・12 1
S6（1931）9・23 1 S13（1938）11・19 1
S6（1931）10・20 4 S14（1939）5・8 1
S6（1931）10・21 1 S14（1939）8・1 1
S6（1931）11・6 1 S15（1940）4・20 1
S6（1931）12・21 2 S15（1940）11・28 1
S7（1932）10・14 1 S17（1942）12・21 1
S8（1933）5・26 1 S18（1943）4・9 1
S8（1933）9・9 1 S18（1943）8・19 1
S8（1933）10・7 1 S19（1944）7・4 1
S9（1934）1・30 1 S19（1944）11・11 1

総件数 211
※〔田尻　1975〕をもとに作成。
※数値に関しては表 1と同様。

表 3　昭和 20 年までの贈位件数
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近代の贈位と人物顕彰をめぐる基礎的考察

（
2
）
贈
位
の
機
会

贈
位
は
ど
の
よ
う
な
機
会
に
な
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
前
節
の
表
（
一
〜
三
）
を
見
る
に
、
特
に
贈
位
が
集
中
し
て
い
る
機
会

が
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
以
下
に
一
〇
〇
件
を
超
え
る
大
量
贈
位
を
抽
出
し
て
お
く
。

・
明
治
二
四
年 
（
一
八
九
一
） 

一
二
月
一
七
日 

一
五
六
名

・
明
治
三
一
年 

（
一
八
九
八
） 

七
月
四
日 

一
七
二
名

・
明
治
三
五
年 

（
一
九
〇
二
） 
一
一
月
八
日 

一
五
九
名　

…　

陸
軍
特
別
大
演
習
（
熊
本
）

・
大
正
四
年 

（
一
九
一
五
） 
一
一
月
一
〇
日 

三
六
七
名　

…　

大
正
天
皇
即
位
記
念

・
大
正
七
年 

（
一
九
一
八
） 

一
一
月
一
八
日 

一
二
九
名　

…　

陸
軍
特
別
大
演
習
（
栃
木
）

・
大
正
八
年 

（
一
九
一
九
） 

一
一
月
一
五
日 

一
〇
〇
名　

…　

陸
軍
特
別
大
演
習
（
兵
庫
）

・
大
正
一
三
年 

（
一
九
二
四
） 

二
月
一
一
日 

二
三
九
名　

…　

皇
太
子
成
婚

・
昭
和
三
年 

（
一
九
二
八
） 

一
一
月
一
〇
日 
一
六
八
名　

…　

昭
和
天
皇
即
位

こ
れ
ら
の
検
討
を
主
軸
に
贈
位
が
行
わ
れ
る
機
会
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
く
。

ま
ず
、
明
治
二
四
年
・
三
一
年
の
大
量
贈
位
は
、
維
新
殉
難
者
の
遺
漏
な
き
顕
彰
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
明

治
二
四
年
の
大
量
贈
位
に
つ
い
て
は
同
年
七
月
二
〇
日
の
『
読
売
新
聞
』
朝
刊
（
通
号
五
〇
六
六
）
の
記
事
に
よ
っ
て
そ
の
背
景
を
推
し
量
る
こ

と
が
出
来
る
。

維
新
の
大
業
に
與
ツ
て
力
あ
り
し
泉
下
の
名
士
に
贈
位
の
御
沙
汰
あ
る
べ
し
と
の
事
ハ
過
日
來
の
紙
上
に
記
せ
し
處
な
る
が
其
筋
に
て
も
其

の
人
名
の
取
調
に
付
頗
る
困
難
と
感
ぜ
ら
る
る
由
に
て
一
ハ
重
な
る
も
の
十
名
位
に
止
め
ん
と
云
ひ
又
た
一
ハ
身
命
を
国
家
の
犠
牲
に
供
し
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殉
難
の
最
後
を
遂
げ
な
が
ら
遂
に
聖
恩
の
之
に
及
ば
ざ
る
は
遺
憾
千
萬
の
次
第
ゆ
ゑ
此
際
漏
れ
な
く
御
贈
位
あ
る
こ
そ
明
治
の
御
世
た
る
所

以
な
ら
ん
と
云
ふ
に
あ
り
未
だ
何
れ
と
も
確
定
せ
ざ
る
由
な
れ
ど
も
若
し
後
説
の
方
に
決
す
る
と
き
ハ
五
六
十
名
の
多
き
に
及
ぶ
な
ら
ん
と

云
ふ
然
れ
ど
も
其
の
人
多
き
ほ
ど
取
調
上
の
困
難
な
る
ハ
勿
論
ゆ
ゑ
公
然
發
表
あ
る
ハ
中
々
此
一
二
ヶ
月
の
中
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
と
聞
く

明
治
二
四
年
七
月
の
段
階
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
総
贈
位
件
数
は
わ
ず
か
に
九
一
件
で
、
同
年
四
月
に
山
口
藩
士
を
中
心
と
す
る
二
九
名
の
維
新

功
労
者
へ
の
贈
位
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
ま
だ
十
分
に
維
新
功
労
者
の
顕
彰
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
識
が
抱
か
れ
て
い
た
。
同
記
事
に
も

そ
の
よ
う
な
意
識
が
現
れ
て
い
る
。『
読
売
新
聞
』
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）
二
月
四
日
朝
刊
（
通
号
五
二
三
四
）
に
お
い
て
も
「
過
般
來
二

回
ま
で
贈
位
の
御
沙
汰
あ
り
し
が
（
※
引
用
者
注
・
明
治
二
四
年
四
月
・
一
二
月
の
贈
位
を
指
す
）
何
分
に
も
維
新
前
の
事
に
属
し
今
よ
り
之
と

取
調
ぶ
る
に
ハ
頗
る
困
難
の
事
情
も
あ
り
て
猶
遺
漏
の
向
も
尠
か
ら
」
ず
と
記
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
明
治
二
〇
年
代
は
ま
だ
贈
位
に
よ
る

人
物
顕
彰
が
開
始
さ
れ
て
間
も
な
く
、
維
新
殉
難
者
の
幅
ひ
ろ
い
顕
彰
を
急
ぐ
意
識
の
あ
っ
た
こ
と
が
大
量
贈
位
の
一
因
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
七
月
四
日
の
大
量
贈
位
も
同
様
の
機
運
の
現
れ
で
あ
っ
た
と
理
解
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
大
量
贈
位
の
対
象
者
は
全
国
各
地
に
わ
た
る
が
、
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
選
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
近
代
の
新
聞
記
事
に
は
、

贈
位
対
象
者
に
ま
だ
「
遺
漏
」
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
熱
心
に
活
動
す
る
者
の
あ
っ
た
こ
と
が
し
ば
し
ば
記
述
さ
れ
る
。『
読
売
新
聞
』
明
治

二
四
年
七
月
四
日
朝
刊
（
通
号
五
〇
五
〇
）
の
「
贈
位
の
御
沙
汰
」
な
る
記
事
は
、「
優
渥
な
る
天
恩
地
下
に
及
び
た
る
こ
と
屢
々
な
る
も
尚
御

調
べ
漏
れ
の
分
な
き
に
あ
ら
ね
ば
こ
れ
等
遺
漏
の
分
に
對
し
て
も
贈
位
若
く
ハ
賜
金
の
御
沙
汰
あ
ら
ん
こ
と
を
望
み
熱
心
に
奔
走
し
居
れ
る
向
も

少
か
ら
ぬ
趣
」
と
記
し
て
い
る
。

贈
位
の
背
景
に
、
こ
の
よ
う
な
請
願
運
動
が
あ
っ
た
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。『
読
売
新
聞
』
明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
二

月
三
日
朝
刊
（
通
号
二
一
〇
八
）
に
は
以
下
の
新
聞
記
事
が
あ
る
。

農
事
に
心
を
盡
せ
し
故
佐
藤
信
淵
へ
贈
位
の
御
沙
汰
有
り
た
き
旨
を
秋
田
縣
士
族
羽
生
氏
熟
氏
よ
り
昨
日
太
政
官
へ
出
願
さ
れ
し
由
な
る
が
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翁
が
事
蹟
は
昨
年
御
巡
幸
の
折
り
秋
田
縣
令
石
田
君
よ
り
親
し
く
上
申
さ
れ
た
る
事
あ
り
と
云
へ
ば
お
聞
済
み
に
な
る
事
で
有
り
ま
せ
う

佐
藤
信
淵
へ
の
贈
位
を
求
め
る
秋
田
県
士
族
の
活
動
が
あ
っ
た
こ
と
が
報
知
さ
れ
て
い
る
が
、
先
年
の
巡
幸
に
際
し
て
す
で
に
佐
藤
の
事
跡
は

ア
ピ
ー
ル
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
記
事
と
同
年
の
六
月
三
日
、
佐
藤
は
正
五
位
の
贈
位
を
受
け
て
い
る
。『
朝
日
新
聞
（
大
阪
）』
明
治
二
〇

年
（
一
八
八
七
）
一
一
月
一
七
日
朝
刊
（
通
号
二
六
二
三
）
朝
刊
に
お
け
る
真
木
泉
州
の
贈
位
請
願
を
め
ぐ
る
記
事
で
は
、
真
木
が
「
猶
未
だ
贈

位
の
榮
を
荷
は
ざ
る
を
遺
憾
の
事
と
し
追
々
此
等
の
歎
願
な
さ
ん
目
的
を
以
て
明
後
十
九
日
京
都
祇
園
町
裏
の
有
樂
館
に
同
郷
人
の
一
集
會
を
開

き
以
て
小
祭
典
を
執
行
す
る
筈
に
て
久
邇
宮
も
御
臨
會
あ
そ
ば
さ
る
ゝ
旨
を
約
し
玉
ひ
た
り
と
い
ふ
」
と
、
同
郷
の
人
々
の
活
動
を
報
じ
て
い
る
。

ま
た
、『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
）
九
月
一
五
日
朝
刊
（
通
号
一
一
三
四
）
の
契
沖
の
贈
位
請
願
を
め
ぐ
る
記
事
を
以
下

に
示
す
。

大
阪
府
下
東
成
郡
餌
差
町
圓
珠
庵
を
開
基
せ
し
契
沖
阿
闍
利
ハ
寛
文
二
年
壇
越
の
請
に
依
て
生
玉
曼
陀
羅
院
の
住
職
た
り
し
人
に
て
博
く
儒

典
詩
文
章
に
渉
り
且
國
史
舊
記
を
読
む
を
好
み
發
明
す
る
所
殊
に
多
く
其
碩
徳
後
世
沙
門
の
亀
鑑
た
る
事
ハ
世
人
の
知
れ
る
處
な
る
が
維
新

の
後
荷
田
春
満
本
居
宣
長
平
田
篤
胤
等
の
人
々
ハ
夫
々
贈
位
の
沙
汰
あ
り
し
に
獨
り
契
沖
の
之
に
洩
れ
た
る
ハ
甚
だ
遺
憾
な
り
と
て
圓
珠
院

の
住
職
を
兼
る
中
僧
正
上
田
照
遍
氏
及
信
徒
數
名
連
署
に
て
此
程
贈
位
あ
ら
ん
事
を
請
の
書
面
を
大
坂
府
を
経
て
内
務
大
臣
に
差
出
せ
し
由

（
後
略
）

契
沖
に
関
係
す
る
地
域
・
寺
院
の
人
々
に
よ
っ
て
請
願
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
際
の
論
理
と
し
て
、
既
に
贈
位
を
受
け
て
い
る
近
世
知
識

人
ら
へ
の
競
争
意
識
が
表
出
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
こ
の
よ
う
な
意
識
は
神
社
創
建
や
歴
史
上
の
人
物
を
め
ぐ
る
評
価
の
局
面
で
、
そ
の

他
の
人
物
に
関
し
て
も
顕
在
化
し
て
い
る
〔
及
川
祥
平　
「
人
神
祭
祀
を
め
ぐ
る
考
察―

―
山
梨
県
の
武
田
信
玄
祭
祀
を
事
例
に―

―

」
二
〇
〇
九

年
度
日
本
民
俗
学
会
年
会
口
頭
発
表
、
未
刊
行
〕。
こ
こ
で
は
、
さ
ら
に
頼
山
陽
へ
の
贈
位
に
関
す
る
『
読
売
新
聞
』
明
治
二
四
年
七
月
一
五
日
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号
（
通
号
五
〇
六
一
）
の
記
事
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

（
前
略
）
今
回
愈
々
其
筋
に
於
て
頼
山
陽
の
贈
位
の
件
と
決
定
相
成
り
た
る
や
に
聞
く
が
こ
の
事
に
付
き
山
陽
の
生
国
な
る
廣
島
縣
人
中
に

ハ
種
々
説
を
爲
す
も
の
あ
り
て
贈
位
の
件
ハ
誠
に
有
り
難
き
限
り
に
し
て
唯
り
山
陽
一
人
の
名
誉
の
み
な
ら
ず
縣
民
一
同
の
榮
と
稱
す
べ
き

程
な
れ
ど
も
若
し
其
贈
位
に
し
て
不
相
応
に
卑
き
様
の
事
あ
り
て
ハ
却
て
山
陽
の
名
誉
を
傷
く
る
の
虞
あ
り
よ
し
ま
た
其
光
彩
を
減
ず
る
ま

で
に
至
ら
ざ
る
も
爲
め
に
山
陽
な
る
人
物
に
人
為
の
相
場
を
付
く
る
こ
と
と
な
り
甚
だ
不
快
の
感
を
與
ふ
る
こ
と
な
き
を
保
た
ず
要
す
る
に

贈
位
の
御
沙
汰
あ
る
ハ
感
涙
に
堪
へ
ざ
る
所
な
れ
ど
も
餘
り
卑
き
位
な
れ
ば
却
て
頂
戴
せ
ざ
る
方
ま
し
な
ら
め
云
々
と
語
り
合
ふ
も
の
少
な

か
ら
ず
と
云
ふ

贈
位
は
人
物
を
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
位
置
づ
け
る
営
為
で
あ
る
。「
我
等
の
偉
人
」
が
不
当
な
評
価
を
得
た
り
、
相
場
が
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
不

快
感
を
覚
え
る
と
い
う
声
の
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
、
人
物
を
め
ぐ
る
ロ
ー
カ
ル
な
価
値
観
を
有
す
人
々
の
競
争
意
識
の
顕
在
化
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
贈
位
の
請
願
を
行
う
主
体
は
、
人
物
に
対
し
て
地
縁
的
関
係
性
を
見
出
す
人
々
の
み
で
は
な
い
。
明
治
二
六
年

（
一
八
九
三
）、
間
宮
林
蔵
没
後
五
〇
年
の
記
念
に
東
京
地
学
協
会
が
間
宮
の
地
理
学
上
の
功
績
を
主
張
し
、
宮
内
省
に
贈
位
の
申
請
を
行
っ
た
。

間
宮
林
蔵
は
一
一
年
後
の
明
治
三
七
年
（
一
九
〇
四
）
に
贈
位
を
受
け
る
。
贈
位
記
お
よ
び
沙
汰
書
が
東
京
地
学
会
に
下
賜
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

同
学
会
の
贈
位
請
願
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
地
学
協
会
で
は
間
宮
の
子
孫
に
伝
達
す
る
と
と
も
に
、
地
学
協
会
の
第
二
五
年
総

会
に
お
い
て
奉
告
式
を
挙
行
し
、
間
宮
に
関
す
る
講
演
や
遺
物
の
展
示
を
行
っ
て
い
る
〔『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
三
七
年
四
月
二
四
日
朝
刊
（
通

号
六
三
七
五
）、
同
二
五
日
朝
刊
（
通
号
六
三
七
六
）〕。
こ
こ
で
請
願
の
母
体
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
間
宮
林
蔵
の
学
問
的
事
跡
を
「
偉
業
」
と

し
て
認
識
す
る
、
地
理
学
関
係
者
と
そ
の
学
会
組
織
で
あ
り
、
人
物
と
の
間
に
職
業
的
関
係
性
を
見
出
す
人
々
で
あ
る
。
ち
な
み
同
会
は
明
治

四
〇
年
（
一
九
〇
七
）
に
も
贈
位
申
請
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
報
じ
る
『
東
京
朝
日
新
聞
』
同
年
一
月
一
三
日
朝
刊
（
通
号
七
三
三
〇
）
の
記

事
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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地
学
協
會
に
於
て
は
北
門
経
営
の
功
労
者
た
る
最
上
徳
内
、
松
田
傳
十
郎
、
近
藤
重
蔵
其
他
數
氏
の
勲
功
を
追
頌
し
て
樺
太
記
念
號
を
編
成

す
る
と
同
時
に
間
宮
林
蔵
の
例
に
準
じ
贈
位
の
申
請
を
其
筋
に
提
出
す
る
由
な
る
が
贈
位
の
沙
汰
は
別
と
し
て
同
じ
く
北
門
経
営
者
た
る
大

石
逸
平
、
高
橋
寛
光
、
同
一
宅
、
和
田
兵
太
夫
、
高
橋
景
保
、
本
多
利
明
諸
氏
の
経
歴
に
就
き
未
だ
缺
く
處
尠
か
ら
ざ
れ
ば
若
し
先
記
故
人

後
裔
に
し
て
現
存
す
る
も
の
を
識
る
人
あ
ら
ば
同
協
會
に
宛
詳
細
の
通
告
を
望
み
居
る
と
な
り

贈
位
の
請
願
に
関
す
る
事
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
当
然
な
が
ら
こ
う
し
た
請
願
が
す
べ
て
受
理
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。『
読
売
新
聞
』

明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
七
月
一
四
日
朝
刊
（
通
号
七
五
四
二
）
に
は
義
民
・
佐
倉
宗
吾
に
つ
い
て
「
千
葉
縣
前
代
議
士
大
塚
常
次
郎
四
宮
有

信
氏
を
始
め
佐
倉
町
近
傍
村
民
よ
り
第
十
三
回
議
會
に
向
つ
て
贈
位
の
請
願
に
及
ぶ
由
」
と
の
記
事
が
み
え
る
。
し
か
し
、
佐
倉
宗
吾
は
そ
の
後

贈
位
を
う
け
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
近
松
門
左
衛
門
や
大
石
良
雄
と
い
っ
た
人
物
に
つ
い
て
も
贈
位
の
請
願
が
な
さ
れ
候
補
者
に
あ
げ
ら
れ
た
が
、

事
跡
調
査
の
結
果
贈
位
は
為
さ
れ
な
か
っ
た
。

さ
て
、
引
き
続
き
、
贈
位
が
な
さ
れ
る
機
会
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
こ
う
。
先
の
佐
藤
信
淵
に
関
す
る
『
読
売
新
聞
』
記
事
（
通
号
二
一
〇
八
）

に
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
贈
位
の
請
願
あ
る
い
は
贈
位
そ
れ
自
体
が
為
さ
れ
る
機
会
と
し
て
天
皇
・
皇
族
の
行
幸
啓
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

天
皇
の
巡
幸
に
際
し
て
、
当
該
地
方
の
人
物
に
贈
位
が
行
わ
れ
る
例
は
相
当
数
確
認
出
来
る
。

明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）
七
月
二
一
日
の
楠
木
正
成
へ
の
贈
位
は
「
御
巡
幸
の
節
丸
岡
式
部
助
兼
一
等
賞
典
を
湊
川
神
社
に
差
向
ら
れ
」
て

贈
位
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
〔『
読
売
新
聞
』
同
年
（
一
八
八
〇
）
七
月
二
八
日
朝
刊
（
通
号
一
六
五
七
）〕。
ま
た
、明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
）

の
旧
大
垣
藩
執
政
・
小
原
是
水
へ
の
贈
位
は
「
此
度
京
都
に
行
幸
あ
り
て
還
幸
の
途
次
大
垣
を
通
御
の
節
其
舊
訓
を
思
し
召
さ
れ
忝
け
な
く
も
」

贈
位
の
沙
汰
が
あ
っ
た
と
い
う
〔『
読
売
新
聞
』
同
年
二
月
二
四
日
朝
刊
（
通
号
三
六
三
四
）〕。
ま
た
、
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
の
伊
達
政

宗
へ
の
贈
位
は
『
読
売
新
聞
』
同
年
一
一
月
九
日
朝
刊
（
通
号
八
七
五
五
）
に
お
い
て
「
大
元
帥
陛
下
今
回
仙
臺
の
大
演
習
地
へ
行
幸
あ
ら
せ
ら

れ
た
る
に
付
舊
青
葉
城
主
我
戦
国
時
代
の
傑
物
獨
眼
龍
伊
達
政
宗
へ
左
の
如
く
贈
位
の
御
沙
汰
あ
り
た
り
」
と
報
じ
ら
れ
る
。
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政
宗
の
例
に
も
見
え
た
よ
う
に
、
天
皇
は
各
地
で
行
わ
れ
た
大
演
習
の
統
監
に
望
ん
で
い
る
が
、
そ
の
際
に
も
贈
位
が
行
わ
れ
る
慣
例
が
あ
っ

た
。
一
〇
〇
名
を
越
え
る
大
量
贈
位
の
機
会
に
も
、
陸
軍
特
別
大
演
習
が
三
件
含
ま
れ
て
い
る
。
明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
）
一
一
月
八
日
の
大

量
贈
位
は
、
天
皇
が
熊
本
に
行
幸
し
、
陸
軍
特
別
大
演
習
の
統
監
に
あ
た
っ
た
際
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
陸
軍
大
演
習
に
お
け

る
贈
位
は
半
ば
慣
例
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
表
に
お
い
て
、
明
治
中
期
以
降
、
一
一
月
中
に
ま
と
ま
っ
た
数
量
の
贈
位
者
が
出
て
い
る
こ
と
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
多
く
は
陸
軍
大
演
習
に
際
す
る
贈
位
で
あ
る
。
た
だ
し
、
陸
軍
大
演
習
に
と
も
な
う
贈
位
は
大
正
九
年

（
一
九
二
〇
）
頃
を
境
に
廃
止
さ
れ
る
。『
東
京
朝
日
新
聞
』
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
九
月
二
四
日
朝
刊
（
通
号
一
万
二
三
一
二
）
で
は
「
大
演

習
と
贈
位　

行
幸
な
き
爲
未
定
」
と
題
し
て
以
下
の
記
事
が
掲
示
さ
れ
る
。

天
皇
陛
下
に
は
毎
年
陸
軍
特
別
大
演
習
行
幸
に
際
し
其
附
近
な
る
各
府
縣
下
勤
王
志
士
碩
学
鴻
儒
等
に
對
し
贈
位
又
は
位
階
追
陞
の
恩
命
を

下
し
給
ふ
御
恒
例
に
て
本
年
も
亦
大
分
縣
下
を
始
め
近
縣
よ
り
詮
衡
調
査
書
を
内
閣
に
申
達
し
來
り
た
る
も
行
幸
あ
ら
せ
ら
れ
ざ
る
事
に
御

決
定
相
成
り
た
る
関
係
上
目
下
内
閣
及
び
宮
内
省

□

に
於
て
種
々
協
議
打
合
中
の
趣
に
て
從
来
大
演
習
挙
行
の
爲
御
沙
汰
あ
る
御
趣
旨
に
あ

ら
ず
大
演
習
地
行
幸
の
機
會
に
於
て
其
附
近
の
功
労
あ
り
し
故
人
に
賜
る
御
事
な
れ
ば
目
下
の
所
未
定
（
以
下
略
）

結
局
、
大
正
九
年
の
陸
軍
大
演
習
地
に
は
天
皇
は
行
幸
せ
ず
、
贈
位
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
報
じ
る
『
東
京
朝
日
新
聞
』
同
年

一
〇
月
二
日
朝
刊
（
通
号
一
二
三
二
〇
）
に
は
、
大
演
習
と
天
皇
統
監
の
歴
史
が
以
下
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

因
に
大
演
習
は
明
治
二
十
三
年
來
毎
秋
挙
行
さ
れ
陛
下
に
は
親
し
く
御
統
監
せ
ら
る
る
事
と
な
り
三
十
五
年
初
め
て
贈
位
の
例
を
開
か
せ
た

る
も
の
な
り

こ
こ
で
い
う
「
贈
位
の
例
」
と
は
大
演
習
行
幸
に
際
す
る
大
量
贈
位
の
先
例
の
こ
と
で
あ
る
。
先
述
の
明
治
三
五
年
の
例
が
大
量
贈
位
の
慣
例
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の
は
じ
ま
り
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、『
東
京
朝
日
新
聞
』
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）
一
一
月
五
日
朝
刊
（
通
号
二
万
二
七
一
九
）
に

は
「
大
演
習
に
今
後
贈
位
は
な
い
」
と
の
見
出
し
で
同
慣
例
が
取
り
や
め
と
な
っ
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
以
下
の
記
事
で
あ
る
。

陸
軍
特
別
大
演
習
賜
宴
の
當
日
、
参
加
師
團
関
係
地
方
の
勤
王
家
學
者
其
他
公
益
上
功
績
顕
著
な
も
の
に
對
し
贈
位
又
は
位
階
追
陞
の
御
沙

汰
あ
る
を
恒
例
と
す
る
が
今
度
内
閣
で
種
々
考
慮
の
結
果
此
二
つ
を
全
然
分
離
し
て
扱
ふ
事
と
な
り
本
年
も
贈
位
は
行
は
れ
な
い
こ
と
に
決

定
此
程
地
方
長
官
へ
通
達
さ
れ
た
從
来
と
て
も
大
演
習
以
外
に
憲
法
発
布
や
今
上
陛
下
即
位
の
大
典
に
際
し
、
多
数
贈
位
並
に
位
階
追
陞
の

御
沙
汰
は
あ
つ
た
が
特
に
近
年
は
演
習
の
規
模
が
擴
大
し
て
関
係
地
方
も
多
く
各
地
方
長
官
か
ら
内
閣
に
進
達
す
る
候
補
者
の
申
請
所
が
數

百
通
に
も
達
し
現
今
で
は
全
國
に
亙
つ
て
可
な
り
多
數
に
上
つ
た
、
今
後
は
別
に
皇
室
或
は
国
家
の
祝
典
若
し
く
は
先
徳
者
個
人
の
年
忌
年

祭
等
に
此
の
恩
典
を
行
は
せ
ら
る
ゝ
決
定
し
た
の
で
あ
る

陸
軍
大
演
習
が
明
治
後
期
か
ら
大
正
年
間
に
か
け
て
大
規
模
な
贈
位
の
機
会
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
大
演
習
が
行

わ
れ
た
地
域
だ
け
で
は
な
く
参
加
師
団
の
地
域
の
人
物
が
贈
位
を
受
け
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
以
降
の

一
〇
〇
名
を
超
す
大
量
贈
位
は
国
家
的
慶
事
に
限
定
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
表
二
・
三
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
大
正
一
〇
年
以
降
、
大
量
贈
位

は
極
端
に
数
を
減
じ
、
皇
太
子
成
婚
と
昭
和
天
皇
即
位
に
の
み
大
量
に
贈
位
が
行
わ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
引
用
記
事
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
国
家
的
慶
事
も
ま
た
贈
位
の
機
会
で
あ
っ
た
。
大
量
贈
位
に
も
三
例
が
確
認
で
き
る
ほ
か
、
な
ん
ら

か
の
皇
室
行
事
に
際
し
て
小
規
模
な
贈
位
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
資
料
か
ら
は
う
か
が
え
る
。
例
え
ば
、
明
治
三
〇
年
（
一
八
九
七
）
四
月

二
一
日
の
六
名
へ
の
贈
位
は
先
帝
三
〇
年
祭
お
よ
び
英
照
皇
太
后
御
百
日
祭
に
お
け
る
贈
位
で
あ
る
〔『
東
京
朝
日
新
聞
』
同
年
四
月
二
三
日
朝

刊
（
通
号
三
八
一
五
）〕。
ま
た
、
す
で
に
引
用
記
事
に
見
え
た
よ
う
に
、
贈
位
は
皇
室
の
慶
事
の
ほ
か
、
憲
法
発
布
に
際
し
て
も
行
わ
れ
た
。
明

治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
二
月
一
一
日
の
西
郷
隆
盛
の
大
赦
お
よ
び
贈
位
、藤
田
誠
之
進
（
東
湖
）、佐
久
間
修
理
（
象
山
）、吉
田
寅
次
郎
（
松
陰
）

ら
の
贈
位
は
明
治
憲
法
発
布
記
念
の
恩
典
で
あ
る
。
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さ
ら
に
、
人
物
の
側
の
記
念
す
べ
き
機
会
に
あ
わ
せ
て
贈
位
が
行
わ
れ
る
事
例
を
示
し
て
お
こ
う
。
例
え
ば
、
紀
貫
之
は
明
治
三
七
年

（
一
九
〇
四
）四
月
一
八
日
に
贈
位
を
う
け
て
い
る
が
、こ
れ
は
同
年
が
貫
之
没
後
一
〇
〇
〇
年
に
あ
た
る
た
め
で
あ
る
と
い
う〔『
東
京
朝
日
新
聞
』

同
年
四
月
一
九
日
朝
刊
（
通
号
六
三
七
〇
）〕。
こ
の
よ
う
な
没
後
○
周
年
、
○
年
忌
と
い
っ
た
記
念
の
贈
位
は
無
数
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
人
物
が
関
与
し
た
出
来
事
の
記
念
に
お
い
て
も
贈
位
は
行
わ
れ
て
い
る
。
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
一
〇
月
二
一
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』

夕
刊
（
通
号
一
万
六
三
三
五
）
に
よ
れ
ば
、
元
寇
・
弘
安
の
役
に
殊
勲
を
た
て
た
草
野
経
永
・
河
野
通
時
・
平
景
隆
ら
の
三
名
へ
の
贈
位
は
元
寇

六
五
〇
年
祭
に
あ
た
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

以
上
、
本
章
で
は
贈
位
に
関
す
る
基
礎
的
事
項
を
確
認
す
べ
く
、
特
に
贈
位
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
を
確
認
し
て
き
た
。
そ
の
具
体
的

機
会
は
、
①
天
皇
・
皇
族
行
幸
啓
（
陸
軍
特
別
大
演
習
を
含
む
）、
②
国
家
的
慶
事
、
③
人
物
個
人
の
年
忌
・
年
祭
の
三
点
に
整
理
す
る
こ
と
が

出
来
る
。
こ
の
ほ
か
、
明
治
初
期
に
は
明
治
維
新
功
労
者
の
顕
彰
を
急
ぐ
機
運
が
つ
よ
く
、
し
ば
し
ば
顕
彰
の
「
遺
漏
」
を
叫
ぶ
声
が
あ
が
っ
て

お
り
、
大
規
模
な
贈
位
の
増
加
を
促
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
の
議
論
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
点
は
、
そ
の
よ
う
な
「
遺
漏
」

を
叫
ぶ
、
贈
位
請
願
者
ら
の
活
動
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
贈
位
請
願
者
ら
は
、
人
物
に
対
し
て
地
縁
的
関
係
性
・
職
業
的
関
係
性
の
意
識
を
有

す
人
々
で
あ
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
陸
軍
特
別
大
演
習
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
演
習
実
施
地
方
な
い
し
師
団
関
係
地
方
の
長
官
が
地
域
の

候
補
者
を
選
出
し
提
出
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

地
域
を
単
位
と
し
て
人
物
の
贈
位
請
願
・
申
請
を
行
う
例
は
す
で
に
示
し
た
記
事
に
多
く
見
受
け
ら
れ
た
が
、さ
ら
に
一
例
示
し
て
お
こ
う
。『
東

京
朝
日
新
聞
』
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）
五
月
五
日
夕
刊
（
通
号
一
二
九
〇
〇
）
に
お
け
る
記
事
は
、
東
京
「
府
下
の
住
人
で
国
家
に
功
労
の

あ
つ
た
故
人
中
ま
だ
贈
位
の
御
沙
汰
に
浴
し
な
い
人
達
の
た
め
今
後
皇
室
の
御
慶
事
と
か
そ
の
人
達
の
祭
典
を
行
ふ
場
合
等
の
機
會
に
贈
位
を
奏

請
す
る
た
め
之
が
調
査
を
岡
田
有
邦
氏
に
依
嘱
し
て
あ
つ
た
が
此
程
右
調
査
を
完
了
し
て
府
知
事
に
そ
の
報
告
書
を
提
出
し
た
」
と
報
じ
る
。
贈

位
は
国
家
に
よ
る
人
物
顕
彰
で
あ
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
価
値
観
の
中
に
人
物
を
位
置
づ
け
る
営
為
で
あ
る
一
方
、
そ
の
よ
う
な
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
価

値
観
の
も
と
で
の
評
価
に
向
け
て
、
各
地
方
で
も
、
人
物
の
発
掘
や
ア
ピ
ー
ル
が
行
わ
れ
た
。
贈
位
を
焦
点
に
据
え
る
こ
と
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な

価
値
観
と
ロ
ー
カ
ル
な
価
値
観
の
交
錯
す
る
局
面
の
具
体
的
様
相
の
一
端
が
こ
こ
に
浮
き
彫
り
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
次
章
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で
さ
ら
に
検
討
を
加
え
る
。
次
章
で
は
贈
位
へ
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
ど
の
よ
う
な
現
象
が
生
起
し
た
か
を
確
認
す
べ
く
、
策
命
使
参
向
の
過

程
と
贈
位
を
祝
う
式
典
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。

三
・
贈
位
後
の
過
程
と
贈
位
へ
の
対
応
の
諸
相

（
1
）
贈
位
後
の
過
程

贈
位
が
決
定
す
る
と
ど
の
よ
う
な
手
続
き
が
取
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
に
策
命
使
が
贈
位
記
と
沙
汰
書
を
携
え
、
墓
前
や
当
該
人
物
を

祭
祀
す
る
神
社
の
祠
前
等
に
お
い
て
策
命
文
を
読
み
上
げ
、
遺
族
・
子
孫
等
に
位
記
を
下
賜
す
る
、
と
い
っ
た
流
れ
が
確
認
で
き
、
そ
れ
を
祝
す

催
し
が
贈
位
祭
・
贈
位
奉
告
式
・
贈
位
祝
賀
会
・
贈
位
記
念
会
等
の
名
目
で
開
催
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、そ
れ
ら
の
一
般
的
な
傾
向
を
新
聞
資
料
か
ら
例
示
し
て
い
く
。
和
気
清
麿
は
明
治
三
一
年（
一
八
九
八
）三
月
一
八
日
に
贈
位
を
受
け
る
。

同
年
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』
三
月
二
二
日
朝
刊
（
通
号
四
二
一
一
）
に
よ
れ
ば
、「
爵
位
局
の
辻
属
一
昨
日
和
気
公
へ
の
贈
位
宣
命
を
携
へ
來
り

知
事
に
傳
達
す
知
事
ハ
來
る
廿
三
日
高
尾
山
に
参
向
せ
ん
筈
」
と
報
じ
ら
れ
、
そ
の
続
報
、
同
二
四
日
朝
刊
（
通
号
四
二
一
三
）
で
は
「
和
気
公

贈
位
宣
命
使
内
海
知
事
ハ
今
朝
九
時
馬
車
に
て
高
尾
山
墓
所
に
向
ふ
」
と
記
す
。
こ
こ
か
ら
は
政
府
関
係
部
署
か
ら
届
け
ら
れ
た
贈
位
記
・
宣
命

文
（
策
命
文
）
は
当
該
地
域
の
県
知
事
が
宣
命
使
（
策
命
使
）
と
し
て
墓
前
に
携
え
て
い
く
と
い
う
一
つ
の
プ
ロ
セ
ス
が
明
ら
か
に
な
る
。
多
く

の
事
例
に
お
い
て
、
策
命
使
を
務
め
る
の
は
県
知
事
で
あ
る
が
、
掌
典
が
つ
と
め
る
場
合
も
あ
る
。

ロ
ー
カ
ル
新
聞
で
は
策
命
使
参
向
の
様
子
を
よ
り
詳
細
に
記
述
し
て
い
る
。
や
や
長
く
な
る
が
、
こ
こ
で
は
武
田
信
玄
の
贈
位
策
命
に
関
す
る

大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
四
月
一
三
日
の
『
山
梨
日
日
新
聞
』（
通
号
一
万
二
九
二
一
）
の
記
事
「
策
命
使
参
向
」
を
引
用
す
る
。

東
山
梨
郡
松
里
村
恵
林
寺
境
内
な
る
武
田
信
玄
公
墓
前
へ
贈
位
策
命
使
と
し
て
参
向
仰
付
ら
れ
た
る
添
田
知
事
は
昨
日
午
前
九
時
十
分
白
根

理
事
官
及
小
林
伊
藤
の
二
属
並
に
小
林
福
間
三
富
長
田
の
四
警
部
を
随
へ
て
甲
府
駅
を
発
し
九
時
半
日
下
部
駅
に
下
車
し
小
川
東
山
梨
郡
長
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及
岡
村
松
里
村
長
の
出
迎
へ
を
受
け
夫
よ
り
腕
車
を
駆
り
て
加
納
岩
日
下
部
の
二
村
を
経
て
松
里
村
に
入
り
恵
林
寺
黒
門
前
な
る
三
日
市
場

組
雨
宮
権
四
郎
方
に
入
り
て
休
憩
し
た
り
同
家
は
策
命
使
旅
館
に
充
て
ら
れ
た
る
故
入
口
に
は
幔
幕
を
張
廻
ら
し
路
次
に
は
浄
め
の
白
砂
を

盛
り
て
策
命
使
を
迎
へ
た
り
策
命
使
は
同
家
に
入
り
て
小
林
伊
藤
の
二
随
員
と
与
に
衣
冠
束
帯
に
改
め
小
林
福
間
の
二
警
部
を
前
駆
と
し
三

富
長
田
の
二
警
部
を
後
駆
と
し
て
同
家
を
発
し
腕
車
に
乗
り
て
黒
門
赤
門
を
越
江
山
門
前
に
て
下
車
勅
使
門
を
入
り
て
本
堂
西
上
段
の
室
の

休
憩
室
に
入
り
た
り
信
玄
公
の
塋
域
内
に
は
白
根
理
事
官
小
川
東
山
梨
郡
長
岡
村
松
里
村
長
東
側
に
整
列
し
妙
心
寺
派
管
長
圓
山
玄
魯
師
向

嶽
寺
派
管
長
勝
部
敬
学
師
等
及
武
田
信
任
氏
未
亡
人
は
西
側
に
整
列
し
檀
家
総
代
及
名
取
甲
府
市
長
並
に
各
新
聞
記
者
等
は
柵
外
に
整
列
し

て
策
命
使
の
参
考
を
待
受
け
た
る
に
添
田
策
命
使
は
恵
林
寺
住
職
棲
梧
宝
嶽
師
の
先
導
に
て
休
憩
室
を
出
で
勅
使
門
を
抜
け
信
玄
公
の
霊
廟

を
迂
回
し
粛
々
と
し
て
塋
域
内
に
参
入
し
た
る
が
随
員
小
林
属
は
辞
令
及
位
記
を
捧
持
し
同
伊
藤
属
は
策
命
文
を
捧
持
し
て
之
に
従
ひ
た
り

策
命
使
は
墓
前
に
禮
拜
し
て
小
林
随
員
の
捧
げ
た
る
策
命
文
を
奏
し
再
び
禮
拜
し
て
棲
梧
住
職
に
導
か
れ
小
林
伊
藤
の
二
随
員
を
従
へ
て
退

下
し
夫
よ
り
参
列
諸
員
順
を
逐
ふ
て
退
下
し
策
命
使
は
上
記
の
旅
館
に
入
り
て
其
の
式
を
終
れ
り
時
に
正
午
を
過
ぐ
る
こ
と
三
十
分
な
り
き

　
（
中
略
）

尚
恵
林
寺
に
て
は
贈
位
策
命
使
贈
位
の
式
を
終
り
た
る
後
即
ち
午
後
二
時
半
よ
り
公
の
墓
前
に
於
て
焼
香
の
式
を
行
ひ
添
田
知
事
は
随
従
諸

員
と
與
に
靈
廟
を
参
拜
し
た
る
後
墓
前
に
焼
香
し
夫
よ
り
東
裁
判
長
名
取
甲
府
市
長
濱
師
範
學
校
長
其
他
武
田
浪
士
擔
信
徒
等
順
次
焼
香
を

爲
し
た
る
が
昨
日
は
策
命
使
参
向
の
爲
め
非
常
に
多
忙
を
極
め
し
ゆ
ゑ
遂
に
法
要
を
営
ま
ず
本
日
更
に
之
を
虔
修
す
る
都
合
な
り
と
（
後
略
）

こ
の
資
料
か
ら
は
策
命
使
参
向
の
具
体
的
行
程
、
列
席
関
係
者
の
所
属
な
ど
が
明
ら
か
に
な
る
。
武
田
信
玄
の
場
合
、
贈
位
策
命
使
の
墓
前
へ

の
参
向
を
信
玄
の
命
日
に
合
わ
せ
た
も
の
ら
し
い
。
恵
林
寺
は
近
世
以
来
信
玄
命
日
に
法
要
・
祭
礼
を
執
行
し
て
お
り
、
後
略
の
部
分
で
は
興
行

物
や
煙
火
の
打
上
に
よ
っ
て
盛
況
だ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
文
中
に
み
え
る
武
田
浪
士
と
は
、
近
世
期
、
武
田
家
家
臣
の
子

孫
で
あ
る
と
の
由
緒
を
主
張
す
る
こ
と
で
郷
士
身
分
を
獲
得
し
て
い
た
人
々
を
指
す
。

策
命
使
参
向
が
贈
位
後
た
だ
ち
に
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
含
め
、
贈
位
後
の
位
記
宣
命
伝
達
の
プ
ロ
セ
ス
は
個
別
事
例
に
よ
っ
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て
多
様
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
特
に
付
言
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
策
命
使
参
向
の
場
は
墓
前
と
は
限
ら
な
い
こ
と
で

あ
る
。
武
田
信
玄
の
場
合
、
頓
挫
を
繰
り
返
し
て
い
た
神
社
創
建
運
動
が
こ
の
贈
位
を
契
機
と
し
て
再
燃
し
、
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
に
創
建

を
達
成
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
贈
位
の
段
階
で
は
神
社
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
す
で
に
神
社
が
存
在
し
て
い
る
人
物
の
場
合
、

策
命
使
は
神
前
に
参
向
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。『
朝
日
新
聞
（
大
阪
）』
明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
）
八
月
二
四
日
朝
刊
（
通
号
一
三
五
四
）
に
は
「
本

月
六
日
名
和
長
年
、
菊
地
武
時
、
脇
屋
義
助
、
結
城
宗
廣
諸
公
へ
贈
位
あ
り
し
に
付
各
□
勅
使
を
参
向
せ
し
め
ら
る
ゝ
に
依
り
去
る
十
七
日
山
田

鳥
取
縣
令
に
ハ
名
和
神
社
へ
富
岡
熊
本
縣
令
に
ハ
菊
池
神
社
へ
石
黒
福
井
縣
令
に
ハ
藤
島
神
社
へ
岩
村
三
重
縣
令
に
ハ
結
城
宗
廣
墓
所
へ
勅
使
と

し
て
参
向
仰
付
ら
れ
た
り
」
と
の
記
事
が
み
え
る
。

さ
て
、
以
上
の
こ
と
か
ら
明
か
な
よ
う
に
、
贈
位
策
命
文
は
そ
れ
を
読
み
上
げ
る
「
場
」
が
必
要
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
墓
所
な
い
し
神
社

と
い
う
、
当
該
人
物
の
霊
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
の
で
き
る
装
置
の
所
在
が
明
ら
か
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）
三
月
一
九
日
『
朝
日
新
聞
（
大
阪
）』
朝
刊
（
通
号
二
一
二
二
）
で
は
、
明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
）
八
月
に
贈

位
を
う
け
た
南
朝
の
忠
臣
・
児
島
範
長
の
墓
所
を
め
ぐ
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

當
時
君
の
墳
墓
判
然
せ
ざ
り
し
か
ば
宣
旨
下
附
に
及
ば
ざ
り
し
處
今
度
兵
庫
縣
下
播
磨
国
印
南
郡
阿
彌
陀
村
大
日
寺
境
内
に
君
の
墳
墓
の
在

る
こ
と
確
然
し
た
る
を
以
て
去
る
二
月
廿
日
同
寺
を
兼
務
す
る
同
村
時
光
寺
の
住
職
多
田
祥
空
氏
を
印
南
郡
役
所
へ
喚
び
出
し
て
右
贈
位
の

宣
旨
を
下
渡
さ
れ
た
り
と
ぞ
依
て
同
村
の
有
志
者
數
名
相
計
り
て
本
月
十
四
日
君
の
墓
前
に
於
て
鄭
重
な
る
祭
典
を
執
行
し
猶
社
殿
を
も
新

築
せ
ん
と
目
今
其
計
畫
中
な
り
と

贈
位
は
、
人
物
に
ち
な
む
宗
教
施
設
の
存
在
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
同
様
に
贈
位
記
を
下
付
す
る
た
め
に
、
当

該
人
物
の
正
統
の
子
孫
の
存
在
も
必
要
と
す
る
。

再
び
武
田
信
玄
の
事
例
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
武
田
信
玄
の
正
統
の
子
孫
は
、
贈
位
段
階
で
は
不
明
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
考
証
に
関
わ
っ
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た
渡
辺
世
祐
の
文
章
を
以
下
に
提
示
す
る
〔
渡
辺　

一
九
七
一　

二
四
三
〕。

宮
内
省
か
ら
出
さ
れ
た
位
記
宣
命
が
信
玄
の
正
統
な
る
子
孫
に
伝
達
せ
ら
る
る
と
い
う
の
で
、
こ
れ
が
伝
達
を
な
す
べ
き
当
面
の
官
衙
な
る

山
梨
県
庁
に
対
し
て
、
子
孫
と
名
乗
り
出
で
た
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
県
庁
で
も
そ
の
取
捨
に
困
ら
れ
た
と
見
え
て
、
各
子
孫

と
称
す
る
も
の
か
ら
提
出
し
た
材
料
を
東
京
帝
国
大
学
史
料
編
纂
掛
に
提
供
せ
ら
れ
て
、
決
定
を
依
頼
せ
ら
れ
た
。

近
代
の
贈
位
に
お
い
て
は
、
対
象
人
物
の
子
孫
が
断
絶
し
て
い
た
た
め
贈
位
記
を
下
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
や
、
そ
の
逆
に
、
人

物
の
経
歴
の
た
め
に
そ
の
子
孫
で
あ
る
と
の
伝
承
を
有
す
家
が
無
数
に
存
在
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。『
東
京
朝
日
新
聞
』明
治
四
二
年（
一
九
〇
九
）

九
月
二
〇
日
朝
刊
（
通
号
八
二
九
四
）
記
事
「
贈
位
記
と
子
孫
」
を
参
照
し
て
み
よ
う
。

木
下
、
室
、
稲
生
、
黒
川
、
本
多
各
贈
位
者
の
贈
位
記
御
沙
汰
書
は
十
七
日
宮
内
省
よ
り
到
着
木
下
、
黒
川
、
本
多
の
分
は
夫
々
交
付
す
る

も
稲
生
、
室
両
氏
の
子
孫
所
在
不
明
に
付
縣
廰
に
留
置
こ
と
ゝ
な
り
た
り
十
八
日
早
朝
よ
り
来
着
せ
し
前
田
侯
爵
家
近
藤
編
集
の
談
に
拠
れ

ば
室
鳩
巣
の
系
統
は
東
京
に
在
り
し
も
絶
え
仙
臺
に
も
末
家
あ
り
と
云
ふ
東
京
府
下
大
塚
村
の
百
姓
が
當
時
徴
兵
免
れ
の
爲
室
鳩
巣
の
戸
籍

を
買
取
り
自
分
室
を
名
乗
つ
ゝ
あ
り
然
る
に
岡
山
縣
に
も
末
家
あ
り
室
又
四
郎
と
云
ふ
現
に
東
京
市
史
編
纂
委
員
た
り
東
京
の
學
者
間
に
は

鳩
巣
の
墓
が
音
羽
の
護
國
寺
の
儒
者
捨
場
に
在
り
て
保
存
行
届
か
ざ
る
が
爲
め
又
四
郎
に
大
塚
の
百
姓
よ
り
室
を
繼
続
せ
し
む
る
希
望
あ
り

又
四
郎
は
右
百
姓
に
戸
籍
取
戻
し
の
交
渉
中
な
り
し
が
最
早
此
談
纒
ま
り
し
や
も
知
ら
ず
亦
佐
賀
藩
大
池
彦
衛
門
と
云
ふ
當
時
鳩
巣
の
従
弟

た
る
も
の
あ
り
し
が
其
系
統
は
子
孫
に
傳
へ
ら
れ
金
沢
賢
阪
辻
に
あ
り
故
に
贈
位
記
は
又
四
郎
に
渡
る
や
大
地
に
渡
る
や
は
疑
問
な
る
も
先

づ
決
定
ま
で
當
市
に
交
付
し
然
る
後
雙
方
の
協
議
に
任
せ
て
は
如
何
（
後
略
）

武
田
信
玄
の
場
合
、
子
孫
を
称
す
人
々
の
提
出
し
た
資
料
で
は
不
十
分
と
判
断
さ
れ
、
位
記
・
宣
命
は
恵
林
寺
に
保
管
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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し
か
し
、
こ
の
処
置
に
対
し
、
各
地
の
信
玄
の
子
孫
を
称
す
る
人
々
は
納
得
し
な
か
っ
た
ら
し
い
。
再
度
、
渡
辺
の
記
述
を
引
用
す
る
〔
渡
辺　

一
九
七
一　

二
四
三
〜
二
四
四
〕。

信
玄
の
子
孫
と
呼
ぶ
人
々
は
各
地
方
に
多
く
て
県
庁
の
こ
の
仮
処
分
に
服
さ
ず
、
し
ば
し
ば
そ
の
位
記
宣
命
の
下
付
を
願
っ
た
の
で
あ
る
が
、

遺
憾
な
が
ら
い
ず
れ
も
そ
の
材
料
不
備
で
あ
っ
た
の
で
何
と
も
致
し
方
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
年
月
は
経
過
し
た
の
で
あ
る
が
、

県
庁
で
も
何
と
か
正
統
の
処
置
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
議
も
あ
り
、
ま
た
一
方
で
は
米
沢
市
に
お
い
て
往
昔
上
杉
景
勝
に
庇
護
せ
ら

れ
た
武
田
家
の
子
孫
を
ば
正
統
な
る
も
の
と
し
て
有
志
の
人
々
が
提
唱
せ
ら
れ
、
材
料
を
提
供
せ
ら
れ
て
位
記
宣
命
の
下
付
を
県
庁
に
申
し

出
ら
れ
た
。
そ
こ
で
県
庁
で
は
、
こ
れ
を
決
定
す
る
の
議
を
史
料
編
纂
掛
に
申
し
で
ら
れ
た
。

米
沢
武
田
家
は
信
玄
の
七
男
（
六
男
と
も
さ
れ
る
）
信
清
が
、
勝
頼
の
滅
亡
に
際
し
、
姉
婿
・
上
杉
景
勝
を
頼
っ
て
落
ち
の
び
、
そ
の
傘
下
に

加
わ
っ
た
こ
と
で
成
立
し
た
家
系
で
あ
る
。
渡
辺
は
、米
沢
武
田
家
は
「
信
玄
の
子
孫
で
は
あ
る
が
、系
統
の
順
位
よ
り
言
っ
て
正
統
な
ら
ず
」、「
先

年
提
供
せ
ら
れ
た
材
料
の
う
ち
で
東
京
市
芝
区
内
に
住
ん
で
お
ら
れ
る
武
田
よ
う
子
と
い
う
婦
人
の
出
さ
れ
し
も
の
は
、
た
ぶ
ん
正
統
な
ら
ん
」

と
答
え
た
と
い
う
。
武
田
容
子
の
系
統
は
、
信
玄
の
次
男
・
竜
宝
の
子
孫
で
あ
る
。
竜
宝
の
系
統
は
近
世
期
に
大
久
保
長
安
の
事
件
に
関
わ
り
大

島
に
配
流
さ
れ
て
い
る
が
後
に
許
さ
れ
、幕
府
か
ら
高
家
の
処
遇
を
う
け
て
い
る
。
そ
の
後
、再
調
査
を
ふ
ま
え
て
武
田
容
子
が
正
統
と
認
め
ら
れ
、

容
子
の
養
子
・
信
保
が
正
統
の
認
定
を
受
け
る
〔
渡
辺
一
九
七
一　

二
四
三
〜
二
四
四
〕。
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
四
月
二
九
日
天
長
節
を
記

念
し
て
山
梨
県
議
会
議
事
堂
で
、
武
田
信
保
に
対
す
る
祭
神
贈
位
御
沙
汰
書
の
伝
達
式
が
執
り
行
わ
れ
た
〔
武
田
神
社　

一
九
八
九　

六
八
〕。

位
記
は
後
に
武
田
神
社
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
武
田
神
社
祭
礼
に
は
こ
の
際
に
正
統
と
認
定
さ
れ
た
家
系
の
子
孫
が
参
加
し
て
お
り
、
武

田
家
家
臣
末
裔
者
の
会
で
あ
る
武
田
家
旧
温
会
の
最
高
顧
問
も
そ
の
子
孫
が
務
め
て
い
る
。

以
上
、
こ
こ
で
は
贈
位
後
の
策
命
使
参
向
の
様
相
を
確
認
し
つ
つ
、
贈
位
と
い
う
国
家
に
よ
る
人
物
顕
彰
が
、
墓
所
や
正
統
の
子
孫
の
発
見
・

選
定
を
促
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
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次
節
で
は
、
贈
位
を
祝
う
活
動
の
種
々
相
に
検
討
を
加
え
て
い
く
。

（
2
）
贈
位
を
祝
う
場
と
人
々

拙
稿
で
取
り
上
げ
た
大
岡
忠
相
を
め
ぐ
る
祭
礼
は
贈
位
奉
告
式
が
恒
例
行
事
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
〔
及
川　

二
〇
一
〇
〕。
贈
位
を
祝
う
式

典
が
祭
礼
へ
と
展
開
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
が
、
贈
位
奉
告
式
自
体
は
多
く
の
人
物
に
お
い
て
も
執
行
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
様
相
を
、

新
聞
資
料
か
ら
確
認
し
て
い
こ
う
。

ま
ず
、
贈
位
を
祝
う
会
が
行
わ
れ
る
場
に
つ
い
て
注
目
し
て
み
る
。
こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
事
例
に
も
う
か
が
え
た
よ
う
に
、
贈
位
記
が
授

与
さ
れ
、
策
命
文
が
読
み
上
げ
ら
れ
る
場
が
そ
の
ま
ま
祝
典
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
墓
（
寺
院
）
な
い
し
神
社
が
祝
典
の
舞
台
と
な

る
の
で
あ
る
。『
読
売
新
聞
』
明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
）
六
月
七
日
朝
刊
（
通
号
二
五
一
二
）
に
は
以
下
の
記
事
が
あ
る
。

羽
後
国
秋
田
の
八
橋
公
園
内
へ
一
昨
年
中
同
地
の
山
中
新
三
郎
そ
の
他
の
有
志
者
が
盡
力
に
て
平
田
篤
胤
翁
の
神
祠
を
建
ら
れ
し
が
今
度
同

翁
へ
贈
位
あ
り
し
に
付
き
先
月
二
十
七
八
の
両
日
臨
時
祭
を
執
行
な
ひ
翁
の
遺
墨
著
書
等
を
展
覧
せ
し
か
バ
秋
田
山
形
宮
城
其
他
の
近
縣
よ

り
國
學
篤
志
の
人
々
が
來
集
し
歌
を
献
じ
物
を
捧
げ
い
と
盛
ん
な
る
祭
典
な
り
し
と
ぞ

平
田
篤
胤
の
場
合
、
す
で
に
創
建
さ
れ
て
い
た
祭
祀
施
設
に
お
い
て
贈
位
を
祝
う
臨
時
祭
が
催
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
贈
位
を
祝
う
会
は
墓

所
な
い
し
神
社
の
ほ
か
、な
ん
ら
か
の
施
設
・
飲
食
店
に
お
い
て
も
催
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、贈
位
対
象
者
と
出
身
地
を
同
じ
く
す
る
在
京
者
に
よ
っ

て
東
京
府
内
で
贈
位
式
典
が
催
さ
れ
る
場
合
、そ
の
よ
う
な
贈
位
対
象
者
と
は
無
関
係
の
施
設
が
利
用
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、祭
壇
を
設
け
る
な
ど
、

会
場
の
設
え
に
は
宗
教
的
形
式
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。『
読
売
新
聞
』
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
三
月
一
二
日
朝
刊
（
通
号
四
二
五
三
）

記
事
に
み
え
る
、
佐
久
間
象
山
の
贈
位
祝
祭
は
、
両
国
中
村
楼
に
お
い
て
催
さ
れ
て
い
る
。
象
山
の
後
室
、
側
室
、
現
当
主
ら
が
列
席
し
て
い
る
が
、

そ
の
祝
宴
の
さ
な
か
、
生
地
で
あ
り
後
に
象
山
神
社
が
創
建
さ
れ
る
松
代
で
も
祝
祭
が
行
わ
れ
て
い
る
と
の
電
報
が
届
い
た
と
同
記
事
で
は
報
じ
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ら
れ
て
い
る
。
両
国
の
会
場
に
象
山
の
親
族
が
列
席
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、松
代
の
祝
宴
は
地
縁
的
関
係
性
の
意
識
ゆ
え
に
象
山
を
思
慕
す
る
人
々

が
中
心
を
担
っ
た
も
の
と
推
測
す
る
。

同
様
の
こ
と
を
、
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）
四
月
八
日
に
贈
位
を
受
け
た
高
知
出
身
者
四
名
の
祝
祭
を
報
じ
る
同
年
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』

五
月
一
〇
日
朝
刊
（
通
号
一
九
三
三
）
記
事
に
確
認
し
て
み
よ
う
。

高
知
出
身
の
人
々
ハ
去
月
八
日
特
旨
を
以
て
位
階
を
贈
ら
れ
し
故
土
州
藩
士
武
市
半
平
太
、
阪
本
龍
馬
、
中
岡
慎
太
郎
、
吉
村
寅
太
郎
四
氏

の
爲
め
に
一
昨
八
日
麹
町
區
富
士
見
町
富
士
見
軒
に
於
て
祝
祭
を
行
ひ
た
り
そ
の
模
様
ハ
楼
上
に
祭
壇
を
設
け
又
別
室
に
四
氏
の
遺
物
を
陳

列
し
た
る

　
（
中
略
）

扨
當
日
來
集
の
人
々
ハ
佐
々
木
伯
、
土
方
、
田
中
、
清
岡
の
諸
氏
岩
村
、
石
田
の
諸
氏
山
内
候
、
後
藤
伯
、
板
垣
伯
、
山
地
子
、
中
島
議
長

等
百
二
十
餘
名
に
し
て
板
垣
伯
島
本
北
洲
氏
等
ハ
祭
文
を
朗
読
し
終
て
立
食
の
饗
應
あ
り
た
る
よ
し

同
祝
祭
も
東
京
府
内
で
同
郷
者
ら
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
て
い
る
が
、
同
年
八
月
九
日
に
は
地
元
高
知
の
大
島
岬
神
社
（
高
知
藩
の
維
新
殉
難
者

を
祀
る
。
後
の
高
知
県
護
国
神
社
）
で
も
近
似
し
た
内
容
の
祝
祭
が
行
わ
れ
て
い
る
〔
同
年
八
月
一
五
日
『
読
売
新
聞
』
朝
刊
（
通
号

五
〇
九
二
）〕。
こ
れ
ら
四
名
に
つ
い
て
は
、こ
の
後
記
念
碑
の
建
設
計
画
も
立
ち
あ
げ
ら
れ
て
い
る
〔
同
年
八
月
一
〇
日
『
読
売
新
聞
』
朝
刊
（
通

号
五
〇
八
七
）〕。
な
お
、
近
代
に
お
け
る
高
知
藩
の
維
新
殉
難
者
の
顕
彰
に
つ
い
て
は
高
田
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
〔
高
田　

二
〇
〇
七
、

二
〇
一
〇
〕。

贈
位
を
祝
う
会
の
催
さ
れ
る
「
場
」
に
注
意
を
向
け
て
み
た
が
、
こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
事
例
か
ら
は
、
祝
祭
を
行
う
主
体
と
し
て
在
京
の

同
郷
者
の
存
在
が
浮
上
し
て
く
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
事
例
の
随
所
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
贈
位
は
地
域
を
単
位
と
し
て
請
願
さ
れ
、
祝
わ

れ
る
側
面
が
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
旧
藩
と
い
う
共
同
性
に
よ
っ
て
、
当
該
地
域
内
外
で
贈
位
祝
祭
を
行
う
例
は
資
料
中
に
多
く
見
出
す
こ
と
が
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出
来
る
。『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）
三
月
二
六
日
朝
刊
（
通
号
二
一
九
五
）
は
、同
一
三
日
、大
村
藩
士
・
松
林
廉
之
助
（
飯

山
）
の
贈
位
祭
が
旧
藩
主
・
大
村
伯
爵
の
発
起
で
行
わ
れ
、
在
京
の
旧
藩
士
五
十
名
餘
の
参
加
が
あ
っ
た
と
報
じ
る
。
明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）

三
月
六
日
、
旧
佐
賀
藩
主
・
鍋
島
直
正
（
閑
叟
）
が
従
一
位
を
贈
ら
れ
る
と
「
鍋
島
家
に
て
ハ
近
日
各
分
家
舊
藩
臣
等
を
會
し
て
大
祭
典
を
行
ふ
」

〔『
東
京
朝
日
新
聞
』
同
年
三
月
七
日
朝
刊
（
通
号
四
九
〇
七
）〕
旨
が
報
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
年
一
一
月
一
六
日
の
徳
川
光
圀
へ
の
贈
位
を
祝

す
会
の
広
告
記
事
を
提
示
し
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、「
源
義
公
御
贈
位
被
爲
在
候
に
付
舊
水
戸
藩
人
申
合
來
る
十
二
日
午
後
三
時
祝
宴
會
相
開

候
間
御
参
會
可
被
下
候
」〔『
東
京
朝
日
新
聞
』
同
年
一
二
月
六
日
朝
刊
（
通
号
五
一
七
五
）〕
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
光
圀
へ
の
贈
位
に
関
し
て
は
、

同
広
告
と
並
ん
で
以
下
の
広
告
も
掲
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
今
般
義
公
様
御
贈
位
被
爲
在
候
に
付
來
る
八
日
正
午
十
二
時
よ
り
午
後
四

時
迄
御
廟
御
開
扉
御
参
拝
相
成
度
此
段
舊
水
戸
藩
人
諸
君
に
告
ぐ
但
し
御
参
拝
の
方
ハ
洋
服
又
ハ
羽
織
袴
着
用
の
事　

本
所
區
新
小
梅
町　

明
治

卅
三
年
十
二
月
四
日　

徳
川
侯
爵
家
扶
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
旧
藩
士
・
藩
人
ら
は
旧
藩
主
の
贈
位
祝
祭
に
主
体
的
に
関
わ
り
、
あ
る
い
は
、

関
わ
る
よ
う
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
光
圀
の
祝
祭
は
同
一
六
日
に
光
圀
を
祀
る
常
盤
神
社
で
も
挙
行
さ
れ
て
い
る
〔『
東
京
朝
日

新
聞
』
同
年
一
二
月
一
七
日
朝
刊
（
通
号
五
一
八
六
）〕。
光
圀
の
贈
位
は
複
数
の
場
で
く
り
か
え
し
祝
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
恒
例

行
事
化
し
た
も
の
か
否
か
は
未
調
査
で
あ
る
が
、
一
年
後
の
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
一
一
月
一
六
日
は
「
義
公
贈
位
記
念
日
」
と
し
て
常
盤

神
社
境
内
で
臨
時
祭
典
と
園
遊
会
が
挙
行
さ
れ
〔『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
一
一
月
一
七
日
朝
刊
（
通
号
五
五
一
二
）〕、

さ
ら
に
は
こ
れ
を
記
念
し
て
茨
城
県
図
書
館
の
設
置
が
県
会
で
提
議
さ
れ
、満
場
可
決
し
て
い
る
〔
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
一
二
月
一
三
日
『
東

京
朝
日
新
聞
』
朝
刊
（
通
号
五
五
三
七
）〕。

ま
た
、
在
京
の
同
郷
会
が
主
体
と
な
っ
た
ら
し
い
事
例
も
み
え
る
。『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）
二
月
一
三
日
朝
刊
（
通

号
二
一
五
八
）
に
よ
れ
ば
、
同
一
一
日
、
仙
臺
同
郷
會
が
東
京
府
内
で
林
子
平
（
明
治
十
五
年
﹇
一
八
八
二
﹈
六
月
三
日
贈
位
）・
三
好
監
物
（
明

治
二
四
年
﹇
一
八
九
一
﹈
一
二
月
一
七
日
贈
位
）
の
贈
位
祭
を
執
行
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
東
京
朝
日
新
聞
』
同
年
六
月
一
〇
日
朝
刊
（
通
号

二
二
六
〇
）
に
お
い
て
は
、
一
九
日
、
山
梨
県
の
山
縣
大
弐
・
藤
井
右
衛
の
贈
位
祭
が
山
梨
県
人
青
年
懇
親
会
を
兼
ね
て
東
京
府
内
で
行
わ
れ
る

計
画
の
あ
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ
る
。



111

近代の贈位と人物顕彰をめぐる基礎的考察

以
上
、
贈
位
祭
と
地
縁
的
集
団
と
の
関
係
を
検
討
し
て
き
た
が
、
贈
位
請
願
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
贈
位
祭
の
主
体
も
ま
た
地
縁

的
関
係
性
の
意
識
を
抱
く
人
々
の
み
で
は
な
い
。

明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
）
一
一
月
一
五
日
に
贈
位
を
受
け
た
杉
田
玄
白
の
場
合
は
職
業
的
関
係
性
を
有
す
集
団
が
主
体
を
担
っ
た
。『
杉
田

玄
白
先
生
贈
位
祝
賀
會
紀
事
』
に
よ
れ
ば
、
杉
田
玄
白
先
生
贈
位
祝
賀
会
の
発
起
は
奨
進
医
会
お
よ
び
若
越
医
学
会
で
あ
り
、
医
学
博
士
た
ち
を

委
員
と
し
、
明
治
四
〇
年
一
二
月
二
二
日
午
後
一
時
半
か
ら
東
京
医
科
大
学
法
医
学
講
堂
に
於
い
て
行
わ
れ
た
。
講
堂
檀
上
正
面
に
は
杉
田
玄
白

夫
妻
の
肖
像
を
掛
け
、
そ
の
左
右
に
は
玄
白
の
自
筆
画
讃
二
幅
、
そ
の
前
に
は
香
花
を
そ
な
え
、
右
側
下
方
に
演
壇
を
設
け
た
と
い
う
。
杉
田
玄

白
は
小
浜
藩
医
で
あ
り
若
越
医
学
会
は
同
郷
の
関
係
性
を
有
し
て
い
る
が
、
会
合
の
性
格
と
し
て
は
医
師
た
ち
の
集
会
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強

い
。
な
お
、
玄
白
の
祝
賀
会
に
は
杉
田
玄
白
の
子
孫
・
杉
田
武
も
列
席
し
て
い
る
。
杉
田
は
「
今
日
は
私
如
き
者
も
遺
族
で
あ
る
と
云
ふ
廉
を
以

て
斯
様
な
諸
先
生
の
御
會
合
の
席
に
御
招
き
を
戴
き
ま
し
た
と
云
ふ
こ
と
は
實
に
私
の
光
栄
之
よ
り
大
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ぬ
、
私
の
家
族
一

同
先
祖
一
統
に
代
わ
り
ま
し
て
諸
先
生
の
祭
典
を
舉
げ
ら
れ
ま
し
た
こ
と
を
深
く
謝
し
ま
す
」
と
述
べ
て
お
り
、
祝
賀
会
に
お
い
て
主
体
的
な
立

場
に
は
な
い
〔
杉
田
玄
白
先
生
贈
位
祝
賀
会　

一
九
〇
八　

一
二
〕。
も
っ
と
も
、
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
）
一
月
一
八
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』

朝
刊
（
通
号
七
六
九
〇
）
に
よ
れ
ば
、
医
師
ら
の
贈
位
祝
賀
会
が
「
遺
族
は
関
係
せ
ず
單
に
醫
學
者
間
の
催
し
な
り
し
を
以
て
」、
一
八
日
、
遺

族
親
縁
の
人
々
で
東
京
府
下
芝
三
縁
亭
で
奉
告
祭
を
挙
行
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
医
師
た
ち
は
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
三
月
四
日
に
も
同

会
場
に
お
い
て
医
学
の
「
先
哲
」
宇
田
川
槐
園
、
宇
田
川
榛
齋
、
箕
作
阮
甫
の
贈
位
祝
賀
会
を
挙
行
し
て
い
る
〔『
東
京
朝
日
新
聞
』
同
年
三
月

七
日
朝
刊
（
通
号
八
八
二
七
）〕。

以
上
、贈
位
を
祝
う
会
合
に
つ
い
て
、そ
れ
が
催
さ
れ
る
場
所
と
関
与
す
る
人
々
を
焦
点
と
し
て
事
例
を
検
討
し
て
き
た
。
贈
位
を
祝
う
会
合
が
、

墓
・
神
社
な
ど
人
物
の
祭
祀
施
設
に
お
い
て
開
催
さ
れ
る
一
方
、
東
京
府
下
の
同
郷
人
や
職
業
的
関
係
性
を
有
す
人
々
に
よ
っ
て
も
挙
行
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
府
内
で
も
贈
位
が
祝
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
近
代
以
降
華
族
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
藩
主
家
が
東
京
府
下
在
住

で
あ
っ
た
こ
と
、
地
域
出
身
者
が
中
央
政
府
の
要
職
に
つ
い
て
い
る
こ
と
、
近
代
以
降
府
下
を
は
じ
め
諸
都
市
に
結
成
が
相
次
い
だ
同
郷
者
に
よ

る
集
団
の
存
在
も
視
野
に
含
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
〔
松
崎　

二
〇
〇
六
〕。
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結
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
、
人
物
を
め
ぐ
る
ロ
ー
カ
ル
な
価
値
観
に
対
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
価
値
観
が
作
用
す
る
局
面
と
し
て
近
代
の
贈
位
を
捉
え
、
新
聞
資

料
を
素
材
に
贈
位
を
め
ぐ
る
基
礎
的
事
項
を
確
認
し
つ
つ
、
若
干
の
考
察
を
行
っ
た
。
こ
こ
で
の
作
業
は
歴
史
上
の
人
物
を
め
ぐ
る
人
々
の
意
識

の
あ
り
方
や
活
動
を
、
歴
史
的
に
把
握
す
る
た
め
の
一
つ
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
り
、
近
代
の
時
代
的
背
景
や
同
時
代
に
お
け
る
他
の
事
例
を
視
野
に

含
め
つ
つ
個
別
事
象
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
た
め
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
贈
位
の
為
さ
れ
る
機
会
、
贈
位
策
命
使
参
向
の
過
程
、
贈
位
を
祝
う
会
に
つ
い
て
種
々
相
を
確
認
し
て
き
た
。

最
後
に
本
稿
で
行
っ
た
指
摘
を
整
理
し
て
お
く
。
あ
わ
せ
て
、
今
後
の
課
題
も
確
認
す
る
。

①　

贈
位
の
機
会
と
請
願

贈
位
の
為
さ
れ
方
そ
れ
自
体
に
も
変
遷
が
見
受
け
ら
れ
た
。
大
正
年
間
ま
で
は
維
新
功
労
者
の
顕
彰
を
急
ぐ
機
運
の
も
と
、
天
皇
・
皇
族
の
行

幸
啓
や
国
家
的
慶
事
の
機
会
を
利
用
し
な
が
ら
多
く
の
贈
位
が
行
わ
れ
た
が
、
後
に
は
贈
位
候
補
者
の
申
請
が
膨
大
を
極
め
る
な
ど
の
問
題
を
生

じ
、
国
家
的
慶
事
と
人
物
の
年
忌
・
年
祭
へ
と
機
会
が
限
定
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
近
代
史
研
究
の
成
果
を
ふ
ま
え
、
贈
位
の

み
な
ら
ず
近
代
の
顕
彰
政
策
全
体
の
推
移
と
照
ら
し
合
わ
せ
つ
つ
理
解
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
ロ
ー
カ
ル
サ
イ
ド
の
積
極
的
な
申
請
や

請
願
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
本
稿
の
関
心
上
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
贈
位
は
天
皇
あ
る
い
は
国
家
か
ら
の
恩
典
と
し
て
人
物
に
授
与
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
が
、そ
れ
は
必
ず
し
も
一
方
的
に
下
さ
れ
る
上
か
ら
の
評
価
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、ロ
ー
カ
ル
か
ら
働
き
か
け
る
性
格
の
も
の
で
も
あ
っ

た
。
こ
の
こ
と
は
筆
者
が
調
査
し
て
い
る
大
岡
忠
相
や
武
田
信
玄
と
い
っ
た
事
例
か
ら
は
顕
在
化
し
て
こ
な
か
っ
た
問
題
で
あ
る
。
贈
位
請
願
と

い
う
現
象
が
、
人
物
を
め
ぐ
る
人
々
の
意
識
あ
る
い
は
活
動
の
歴
史
的
過
程
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
生
起
し
た
か
を
明
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
で
あ
ろ
う
。

②　

祭
祀
施
設
と
子
孫
の
定
位
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贈
位
に
際
し
て
は
、
策
命
使
参
向
・
贈
位
記
下
付
の
必
要
上
、
人
物
の
祭
祀
施
設
の
所
在
や
正
統
の
子
孫
の
存
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
の
調
査
・
選
定
・
考
証
も
お
こ
な
わ
れ
る
。
人
物
の
中
に
は
、
祭
祀
施
設
が
伝
承
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
無
数
に
存
在
す
る
場
合
、

忘
れ
ら
れ
た
史
蹟
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
人
物
の
子
孫
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
対
し
て
贈
位
は
ど
の
よ
う
に

作
用
し
て
い
っ
た
の
か
、
個
別
事
例
に
お
い
て
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

③　

地
縁
的
結
合
と
人
物

人
物
の
贈
位
は
、
そ
の
請
願
・
祝
祭
の
局
面
に
お
い
て
、
人
物
の
出
身
地
域
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

形
成
・
強
化
、
あ
る
い
は
地
域
統
合
の
過
程
に
お
い
て
、
贈
位
を
は
じ
め
と
す
る
人
物
顕
彰
が
ど
の
よ
う
に
作
用
し
て
い
っ
た
の
か
を
個
別
に
検
討

し
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
高
木
・
高
田
ら
の
す
ぐ
れ
た
先
行
研
究
が
あ
る
〔
高
木
二
〇
〇
五
、
高
木
二
〇
〇
七
、二
〇
一
〇
〕。

こ
れ
ら
の
近
代
の
現
象
は
歴
史
な
い
し
歴
史
上
の
人
物
を
と
り
ま
く
現
代
の
状
況
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、

近
世
以
来
の
文
脈
に
ど
の
よ
う
に
作
用
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
の
議
論
を
ふ
ま
え
て
、
個
別
事
例
の
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
を
詳
ら
か
に
し
て
い
く

こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
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明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）
七
月
二
〇
日
朝
刊
（
通
号
五
〇
六
六
）

　

明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）
八
月
一
〇
日
朝
刊
（
通
号
五
〇
八
七
）

　

明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）
八
月
一
五
日
朝
刊
（
通
号
五
〇
九
二
）

　

明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）
二
月
四
日
朝
刊
（
通
号
五
二
三
四
）

　

明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
七
月
一
四
日
朝
刊
（
通
号
七
五
四
二
）

　

明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
一
一
月
九
日
朝
刊
（
通
号
八
七
五
五
）


	名称未設定

