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た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
名
古
屋
外
国
語
大
学
の

鵜
飼
尚
代
と
申
し
ま
す
。ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

私
は
新
修
名
古
屋
市
史
の
第
三
巻
「
近
世
１
」
の
専
門
委
員
と

し
て
執
筆
も
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
旧
名
古
屋
市
史
は

非
常
に
よ
く
で
き
て
お
り
ま
す
が
、
漢
字
が
旧
漢
字
、
語
彙
も
や

や
難
し
く
見
え
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
今
の
人
に

と
っ
て
記
述
が
難
し
く
て
気
軽
に
読
め
な
い
の
は
非
常
に
残
念
だ

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
で
き
る
だ

け
解
り
や
す
く
文
化
の
有
様
を
お
伝
え
し
よ
う
と
心
が
け
て
お
り

ま
し
た
。

　

さ
て
近
世
名
古
屋
の
文
化
の
出
発
点
は
や
は
り
初
代
藩
主
の
徳

川
義
直
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
今
日
は
「
徳
川
義
直
と
学
問
」

と
い
う
、
ち
ょ
っ
と
大
き
す
ぎ
る
演
題
で
恐
縮
な
の
で
す
が
、
お

話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

左
の
図
（
中
御
座
之
間
北
御
庭
惣
絵
）
は
二
の
丸
庭
園
を
描
い

た
も
の
で
す
が
、
二
の
丸
は
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
に
完
成
し

ま
し
た
。
そ
の
一
三
年
後
の
寛
永
一
〇
年
（
一
六
三
三
）、
そ
の

中
に
聖
堂
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
聖
堂
の
名
前
は
金
声
玉
振
閣
と

言
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
き
ん
せ
い
ぎ
ょ
く
し
ん
か
く
」
と
読
み
ま

す
。

　

こ
の
金
声
玉
振
と
い
う
言
葉
は
、『
孟
子
』に
基
づ
く
言
葉
で
す
。

孔
子
が
徳
を
集
大
成
し
て
い
る
こ
と
を
賛
美
し
た
言
葉
で
し
て
、

こ
の
名
前
か
ら
も
、
儒
教
に
対
す
る
尊
崇
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

そ
の
金
声
玉
振
閣
の
中
に
安
置
さ
れ
て
い
た
の
が
金
聖
像
（
次

ペ
ー
ジ
写
真
）
で
す
。
徳
川
美
術
館
の
図
録
（『
徳
川
義
直
と
文

化
サ
ロ
ン
』）
の
中
か
ら
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
さ
て
、

真
ん
中
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
が
孔
子
で
す
。
孔
子
は
、
唐
の
玄
宗

の
と
き
に
、「
文
宣
王
」
と
い
う
お
く
り
な
を
受
け
ま
し
た
。
そ

れ
で
こ
の
孔
子
像
は
、「
文
宣
王
像
」
と
言
わ
れ
る
の
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
そ
の
向
か
っ
て
右
隣
に
帝
堯
、
左
隣
に
帝
舜
、
帝
堯

の
右
隣
に
帝
禹
が
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
古
代
中
国
の
聖
王
で
す
。

第
29
回
「
新
修
名
古
屋
市
史
を
語
る
集
い
」
か
ら

　
「
新
修
名
古
屋
市
史
」
編
さ
ん
事
業
は
、
本
文
編
に
続
き
平
成
十
四
年
度
か
ら
資
料
編
の
編
さ
ん
に

着
手
し
て
き
ま
し
た
が
、
い
よ
い
よ
今
年
三
月
に
最
後
の「
近
代
３
」を
刊
行
し
、
五
月
下
旬
か
ら
発

売
で
き
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
中
、
昨
年
十
二
月
十
四
日
、
ウ
ィ
ル
あ
い
ち
（
名
古
屋
市
東
区
）
で
「
第
29
回
新
修
名
古

屋
市
史
を
語
る
集
い
」を
開
催
し
ま
し
た
。
本
丸
御
殿
玄
関
・
表
書
院
の
公
開
で
話
題
を
集
め
る
名
古

屋
城
に
ち
な
み
、
近
世
・
近
代
の
お
二
人
の
専
門
家
に
、「
新
修
名
古
屋
市
史
」
に
関
連
す
る
講
演
を

行
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

会
場
に
は
、
名
古
屋
城
に
関
心
の
あ
る
市
民
や
歴
史
愛
好
家
の
方
々
二
五
〇
名
が
訪
れ
、
二
時
間

半
に
わ
た
る
充
実
し
た
集
い
と
な
り
ま
し
た
。
今
回
は
そ
の
内
容
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

徳
川
義
直
と
学
問

名
古
屋
外
国
語
大
学
教
授　

鵜　

飼　

尚　

代

中御座之間北御庭惣絵（左側が北）
（名古屋市蓬左文庫所蔵）

金声玉振閣（右側の建物）
（中御座之間北御庭惣絵　部分（名古屋市蓬左文庫所蔵））
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そ
し
て
左
端
に
い
る
の
が
周
公
旦
で
、
周
王
朝
の
基
礎
を
築
い
た

方
で
す
。

　

も
う
少
し
ご
説
明
し
ま
す
と
、
帝
堯
像
は
純
金
製
で
徳
川
家
康

か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ほ
か
は
青
銅
に
金

メ
ッ
キ
し
た
も
の
で
す
。
大
き
さ
は
一
九
㌢
か
ら
二
二
㌢
ぐ
ら
い

で
す
か
ら
、
大
き
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
聖
堂
の
中
に
、
聖
王
や
先
王
を
安
置
し
ま
し
て
、

儒
教
が
目
指
す
と
こ
ろ
を
象
徴
的
に
表
わ
し
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
こ
の
聖
堂
が
で
き
た
こ
と
を
記
念
し
て
釈せ
き
て
ん奠
と
い
う
儀
式
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

で
は
、
関
連
年
表
で
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
先
に
お
話
し
ま

し
た
よ
う
に
、
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
に
二
の
丸
庭
園
の
築
造

が
完
成
し
ま
し
た
。
そ
し
て
寛
永
一
〇
年
（
一
六
三
三
）
二
月
、

名
古
屋
城
内
に
聖
堂
を
建
立
し
釈
奠
を
執
行
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
こ
れ
か
ら
先
の
話
に
関
わ
る
の
で
す
が
、
寛
永
九
年

（
一
六
三
二
）
に
林
羅
山
が
上
野
忍
岡
別
邸
に
「
先
聖
殿
」
を
建

立
し
て
聖
像
を
安
置
し
、
義
直
が
尽
力
し
て
名
古
屋
城
内
で
の
釈

奠
に
先
立
っ
て
「
先
聖
殿
」
で
釈
奠
を
執
り
行
っ
て
い
ま
す
。

　
「
釈
奠
」
と
い
う
の
は
『
精
選
版
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
解
説

に
よ
れ
ば
、「
釈
」
も
「
奠
」
も
置
く
と
い
う
意
味
で
、
供
物
を

神
前
に
さ
さ
げ
て
ま
つ
る
こ
と
。
古
代
中
国
で
先
聖
、
先
師
の
霊

を
ま
つ
る
こ
と
。
後
漢
以
後
は
孔
子
お
よ
び
そ
の
門
人
を
ま
つ
る

こ
と
の
専
称
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

今
、
私
た
ち
が
釈
奠
と
言
う
場
合
、
後
漢
以
後
の
使
い
方
で
し

て
、
先
聖
、
先
師
と
い
う
の
は
特
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
孔
子
お
よ

び
そ
の
門
人
を
ま
つ
る
と
い
う
意
味
で
す
。

　

次
に
供
物
に
つ
い
て
で
す
が
、
釈
奠
で
は
牛
羊
な
ど
の
犠
牲
を

供
え
ま
す
が
、
そ
れ
ら
を
供
え
ず
に
蔬そ
さ
い菜
の
類
を
供
え
て
ま
つ
る

場
合
は
「
釈
菜
」
と
言
い
ま
す
。

　

孔
子
や
門
人
を
ま
つ
る
こ
と
自
体
、
儒
教
を
尊
崇
す
る
と
い
う

こ
と
を
高
ら
か
に
宣
言
し
た
儀
式
と
言
え
ま
す
。
そ
の
儀
式
に
は

「
釈
奠
」
あ
る
い
は
「
釈
菜
」
と
い
う
二
つ
の
仕
方
が
あ
り
、
お

供
え
物
を
野
菜
に
す
る
の
が
釈
菜
と
い
う
の
で
す
。

　

そ
れ
だ
け
の
違
い
か
と
申
し
ま
す
と
、
も
う
少
し
違
い
が
あ

り
ま
し
て
、
釈
奠
の
ほ
う
が
儀
式
と
し
て
は
詳
細
で
あ
り
、
釈
菜

は
簡
略
化
し
た
儀
式
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
ま
す
し
、
釈
奠
に
は
音

楽
が
付
い
て
お
り
、
釈
菜
の
方
は
音
楽
が
な
い
と
い
う
説
も
あ
り

ま
す
。
た
だ
、
音
楽
の
有
無
に
よ
る
区
別
は
、
釈
菜
で
も
音
楽
が

あ
っ
た
り
し
ま
す
の
で
、必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
す
。

　

釈
奠
の
流
れ
は
「
陳
設
」
の
次
に
「
饋き
き
ょ
う享

」
と
な
り
ま
す
。
お

供
え
も
の
を
下
げ
て
皆
で
分
け
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
す
が
、
こ
れ
が
最
も
重
要
な
祭
礼
に
な
り
ま
す
。

　

次
に
「
講
論
」
で
す
。
研
究
発
表
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
で

い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
近
い
よ
う
な
、
基
調
講
演
が
あ
っ
て
質
疑

応
答
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
し
て
「
宴
座
」
と
い
う
よ
う
な
流

れ
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

左
の
写
真
は
釈
奠
図
で
す
。
釈
奠
と
は
だ
い
た
い
こ
う
い
う
も

の
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
す
。

金聖像（牡丹蒔絵祀堂形厨子入）
（徳川美術館所蔵　⒞徳川美術館イメージアーカイブ／DNPartcom）

釈奠図　第一巻（二巻の内）（近藤守重（重蔵）筆）
（徳川美術館所蔵　⒞徳川美術館イメージアーカイブ／DNPartcom）
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釈
奠
図
中
の
掛
け
軸
に
つ
い
て
ご
説
明
し
ま
し
ょ
う
。
中
央
左

側
の
掛
軸
に
描
か
れ
て
い
る
人
物
が
「
先
聖
文
宣
王
」
で
、
こ
れ

は
前
述
し
た
よ
う
に
孔
子
の
こ
と
で
す
。
そ
の
向
か
っ
て
右
隣
の

人
物
に
は
、「
先
師
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
弟
子
の

顔
淵
で
す
ね
。
そ
の
右
側
に
行
き
ま
し
て
、
こ
れ
は
少
し
見
に
く

い
の
で
す
が
閔び
ん
し
け
ん

子
騫
と
い
う
弟
子
で
す
。
そ
れ
か
ら
冉ぜ
ん

伯は
く

牛ぎ
ゅ
う、

仲

弓
、
冉ぜ
ん

有ゆ
う

と
続
き
ま
す
。

　

こ
れ
は
み
な
孔
子
の
弟
子
で
、
こ
こ
に
並
ん
で
い
る
人
た
ち
は

孔
門
十
哲
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
で
す
。
今
あ
げ
た
、
顔
淵
か
ら
仲

弓
ま
で
の
四
人
と
い
う
の
は
、
徳
行
に
優
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
た

人
た
ち
で
す
。

　

左
側
に
行
き
ま
す
と
、
ま
ず
子
路
。
右
端
の
冉
有
と
こ
の
子
路

は
政
事
に
優
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
子
路
な
ど
孔
門
の

中
で
は
少
し
変
わ
り
種
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
さ
ら
に
左
隣
の
宰
我
と
子
貢
は
言
語
に
優
れ
て
お
り
、
子

游
と
子
夏
は
文
学
に
優
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

掛
け
軸
に
仕
立
て
た
画
像
で
は
あ
り
ま
す
が
、
孔
子
と
い
う
先

聖
を
中
心
に
据
え
、
弟
子
が
ず
ら
り
と
居
並
ぶ
よ
う
に
こ
の
釈
奠

図
で
は
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
供
物
と
し
て
、
動
物
の
脚
が
た
く
さ
ん
供
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
釈
菜
で
は
な
く
ま
さ
に
釈
奠
で
す
。

　

こ
の
釈
奠
図
は
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
に
制
作
さ
れ
た
も
の

で
、
釈
奠
の
様
子
が
よ
く
わ
か
る
の
で
見
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す

が
、
寛
文
一
〇
年
（
一
六
七
〇
）
上
野
忍
岡
の
聖
堂
で
執
行
さ
れ

た
「
忍
岡
聖
堂
釈
奠
図
」（『
庚
戌
釈
菜
記
』
所
収
）
も
残
っ
て
い

ま
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
絵
で
は
な
く
図
な
の
で
す
が
、
そ
こ
に

出
て
く
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
先
聖
は
孔
子
な
の
で
す
が
、
他
の
メ

ン
バ
ー
が
全
く
違
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

孔
子
か
ら
朱
子
学
に
至
る
道
の
流
れ
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し

て
、
孔
子
の
考
え
が
弟
子
の
曽
子
を
通
じ
て
、
孔
子
の
孫
の
子
思

に
受
け
継
が
れ
、
さ
ら
に
孟
子
に
受
け
継
が
れ
ま
す
。
孟
子
は
子

思
の
弟
子
に
教
え
て
も
ら
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
顔

子
、
曽
子
、
子
思
、
孟
子
の
四
人
が
先
師
に
あ
た
る
ら
し
く
、
そ

の
流
れ
が
宋
学
（
朱
子
学
）
に
継
承
さ
れ
ま
す
の
で
、
そ
の
図
に

は
宋
学
の
周し
ゅ
う
れ
ん
け
い

濂
渓
、
程て
い
い
せ
ん

伊
川
、
程て
い
め
い
ど
う

明
道
な
ど
が
お
り
、
も
ち
ろ
ん

朱
子
も
い
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
朱
子
学
に
関
わ
る
人
た
ち
が
ず

ら
っ
と
並
ん
で
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
忍
岡
の
釈
奠
で
は
、
朱
子
学
を
標
榜
す
る
こ
と
は
明

確
で
す
が
、見
て
い
た
だ
い
て
い
る
こ
の
釈
奠
図
で
い
き
ま
す
と
、

こ
れ
は
孔
子
と
孔
子
の
も
と
で
実
際
に
学
ん
だ
と
思
わ
れ
る
弟
子

た
ち
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
義
直
と
釈
奠
に
つ
い
て
の
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

が
、
そ
れ
に
先
立
ち
ま
し
て
、
釈
奠
と
い
う
の
が
日
本
に
入
っ
て

き
ま
し
た
の
は
、
ず
い
ぶ
ん
昔
の
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
を
確
認
し

て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

儀
式
に
も
規
定
が
あ
る
の
で
す
が
、
平
安
時
代
に
は
も
う
行
わ

れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
足
利
学
校
な
ど
で
も
一
五
〜
一
六
世
紀
に

執
り
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、
時
代
が

混
乱
し
て
京
都
で
戦
乱
が
あ
り
ま
す
と
、
釈
奠
を
執
行
す
る
と
こ

ろ
が
な
い
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
余
裕
は
な
い
、
そ
れ
ど
こ

ろ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま

う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
先
ほ
ど
確
認
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
寛
永
一
〇
年
（
一
六
三
三
）
の
釈
奠
と
い
う
の
は
、
ま
さ

に
釈
奠
の
再
興
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

義
直
が
林
羅
山
の
と
こ
ろ
で
行
っ
た
釈
奠
に
つ
い
て
は
、
林
羅

山
が
聖
堂
を
建
立
し
て
聖
像
を
安
置
し
た
と
き
に
、
義
直
が
聖
堂

の
扁
額
を
書
い
て
贈
っ
た
と
い
う
有
名
な
話
が
あ
る
よ
う
に
、
義

直
は
か
な
り
支
援
を
し
て
い
ま
す
。

　

林
羅
山
の
忍
岡
別
邸
は
、
家
光
が
莫
大
な
お
金
を
与
え
て
建
て

る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
一
方
義
直
も
そ
の
聖
像
、
釈

奠
に
関
わ
っ
て
お
り
、
釈
奠
が
再
興
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
大
き
く

貢
献
し
た
と
言
え
ま
す
。

　

さ
て
、
釈
奠
を
す
れ
ば
儒
教
が
普
及
す
る
か
と
言
い
ま
す
と
、

そ
う
い
う
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
「
初
学
文ぶ
ん
そ
う宗

」
の

お
話
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
に

収
め
ら
れ
た
書
物
で
す
。

　
「
初
学
文
宗
」は
義
直
自
身
が
書
い
た
も
の
と
言
わ
れ
て
お
り
、

秘
庫
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
だ
け
の
傑
作
を
な
ぜ
秘
庫

に
収
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
や
は
り
大
き
な
問初学文宗（名古屋市蓬左文庫所蔵）
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題
で
、
こ
れ
か
ら
の
私
の
課
題
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
「
初
学
文
宗
」
の
内
容
と
し
ま
し
て
は
、
序
文
に
加
え
、
孝
行
、

修
身
、
軍
事
、
治
国
、
礼
法
、
官
位
、
神
社
、
葬
祭
、
惑
の
九
つ

の
項
目
に
つ
い
て
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

い
き
な
り
で
恐
縮
な
の
で
す
が
、
最
初
の
序
を
少
し
読
ん
で
み

ま
す
。

　
「
夫そ
れ

、学
の
事
は
難
き
に
あ
ら
ず
。人
生
の
日
々
に
用
ひ
行
ふ
処
、

是
皆
学
の
道
な
り
。今
の
人
此
理
を
知
者
少
し
。学
問
と
云
へ
ば
、

愚
な
る
者
の
成
べ
き
事
あ
ら
ず
と
て
、
聞
べ
き
事
と
も
せ
ず
。
故

に
愚
な
る
者
は
い
よ
い
よ
愚
に
し
て
、
道
を
知
こ
と
な
し
。
我
是

を
い
た
み
思
ふ
故
に
、
人
始
て
生
し
よ
り
七
十
以
上
ま
で
の
間
、

心
を
正
し
、
身
を
修
め
、
国
家
を
治
め
、
其
外
、
官
職
・
礼
法
・

軍
旅
・
葬
祭
に
至
る
ま
で
、
仮
名
を
以
て
是
を
書
付
て
一
巻
と
成

て
、
是
を
初
学
文
宗
と
名
付
。
蓋
し
初
学
の
人
を
し
て
、
大
道
の

一
端
を
知
し
め
ん
と
思
ふ
心
な
り
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

配
布
資
料
に
は
棒
線
が
引
い
て
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ

は
私
の
独
断
と
偏
見
で
引
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
短
い
と
は

い
え
全
部
を
読
む
わ
け
に
は
い
か
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
読
み
進

む
手
が
か
り
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

先
に
ご
紹
介
し
ま
し
た
と
お
り
、「
人
生
の
日
々
に
用
ひ
行
ふ

処
、
是
皆
学
の
道
な
り
」
と
あ
り
ま
し
て
、
こ
こ
で
学
問
は
日
常

と
密
接
に
関
わ
る
も
の
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

日
常
と
申
し
ま
し
て
も
、
戦
乱
の
世
の
中
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ

る
平
時
で
す
。
日
常
と
密
接
に
関
わ
る
こ
と
は
、
人
と
し
て
日
々

ど
の
よ
う
に
生
き
る
か
を
学
ぶ
こ
と
な
の
だ
と
宣
言
し
て
い
る
の

で
す
。

　

そ
の
下
に
書
い
て
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
者

が
少
な
く
て
「
愚
な
る
者
の
成
べ
き
事
あ
ら
ず
と
て
、
聞
べ
き
事

と
も
せ
ず
。」
と
書
い
て
あ
り
、
当
時
は
戦
乱
が
治
ま
っ
て
間
も

な
い
な
か
な
か
学
問
が
普
及
し
て
い
な
い
状
況
で
あ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
の
一
番
最
後
の
部
分
、「
蓋
し
初
学
の
人
を
し
て
、
大
道
の

一
端
を
知
し
め
ん
と
思
ふ
心
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
執
筆

意
図
は
少
し
大
袈
裟
に
言
う
と
、
人
々
を
啓
蒙
し
よ
う
と
い
う
思

い
か
ら
で
す
。
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
人
々
を
啓
蒙
し
て
学
問
の
道

に
進
ま
せ
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。

　

そ
れ
か
ら
、
次
に
「
古
よ
り
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

は
い
わ
ゆ
る
胎
教
の
話
な
の
で
す
。
こ
こ
か
ら
は
な
か
な
か
面
白

い
で
す
の
で
、
で
き
れ
ば
皆
さ
ん
に
も
読
ん
で
味
わ
っ
て
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
胎
教
か
ら
話
が
始
ま
る
の
で
す
が
、
中
国

で
は
胎
教
と
は
か
な
り
古
い
時
代
か
ら
あ
る
も
の
な
の
で
す
。

　

そ
の
次
に
、
一
歳
か
ら
五
歳
ま
で
、
六
歳
か
ら
一
〇
歳
ま
で
と

い
う
よ
う
に
区
切
っ
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
初
学
文
宗
」
に
は

数
種
類
の
写
本
が
あ
り
、
写
本
に
よ
っ
て
は
こ
の
区
切
り
が
若
干

違
っ
て
い
た
り
す
る
の
で
す
が
、
こ
れ
を
読
ん
で
い
た
だ
き
ま
す

と
、
義
直
の
人
間
洞
察
が
か
な
り
優
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か

り
ま
す
。
し
か
も
今
で
も
通
用
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
と
こ

ろ
が
、
な
か
な
か
面
白
い
と
こ
ろ
で
す
の
で
ぜ
ひ
読
ん
で
く
だ
さ

い
。

　

一
六
歳
か
ら
二
〇
歳
ま
で
の
と
こ
ろ
に
は
―
高
校
生
か
ら
大
学

生
に
な
っ
た
く
ら
い
で
す
が
―
「
殊
に
禅
法
に
入
こ
と
な
か
る
べ

し
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
禅
法
に
傾
倒
し
て
し
ま
っ
て
出
家
す

る
と
い
う
こ
と
が
無
い
よ
う
に
し
な
さ
い
、
と
書
い
て
あ
る
こ
と

が
、
な
か
な
か
印
象
深
い
で
す
。

　

さ
ら
に
面
白
い
の
は
、
こ
の
最
後
に
「
多
く
酒
を
飲
こ
と
な
か

れ
」と
書
い
て
あ
り
ま
す
の
で
、こ
の
年
齢
で
も
少
し
な
ら
良
か
っ

た
の
か
な
と
、
そ
う
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
に
見
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
序
文
の
次
の
親
孝
行

の
事
で
す
。
孝
行
と
い
う
の
は
普
遍
性
が
あ
り
ま
す
。
別
に
儒
教

に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
孔
子
が
儒
教
と
い
う
こ
と
を

言
い
始
め
た
と
き
に
、
親
孝
行
を
儒
教
で
目
指
す
た
め
、
仁
の
徳

を
孝
行
と
結
び
つ
け
、孝
行
を
最
高
レ
ベ
ル
の
徳
行
と
し
ま
し
た
。

　

儒
教
の
中
で
家
族
主
義
と
い
う
の
は
非
常
に
大
切
な
も
の
で
す

か
ら
、「
初
学
文
宗
」
で
も
最
初
の
方
に
載
せ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

親
孝
行
に
つ
い
て
で
す
が
、「
礼
に
違
は
ざ
る
を
以
て
孝
と
す

る
ぞ
」
と
書
い
て
あ
り
ま
し
て
、
親
孝
行
は
、
個
人
的
な
親
子
の

想
い
で
突
っ
走
っ
て
行
っ
て
い
い
の
か
と
い
う
と
、
い
や
い
や
そ

れ
は
礼
と
い
う
も
の
の
枠
に
収
ま
っ
た
孝
行
で
な
け
れ
ば
い
け
な

い
ぞ
、
と
言
う
の
で
す
。
お
父
さ
ん
が
こ
う
言
う
の
だ
か
ら
、
お

父
さ
ん
の
想
い
を
叶
え
よ
う
と
い
う
こ
と
で
突
っ
走
っ
て
も
ら
っ

て
は
困
る
よ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

で
す
か
ら
孝
行
の
と
こ
ろ
の
最
後
の
辺
り
に「
葬
祭
に
至
て
は
、

父
薄
く
せ
よ
と
命
ず
と
云
ど
も
、
子
慎
て
行
を
ば
命
に
そ
む
く
と

云
べ
か
ら
ず
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
礼
を
ち
ゃ
ん
と
守
り
な
さ

い
よ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

次
に
軍
事
を
見
て
み
ま
す
。「
夫
、軍
法
は
第
一
に
身
を
修
る
事
、

次
に
人
を
し
る
こ
と
、
次
に
国
を
堅
く
す
る
事
」
と
書
い
て
あ
り

ま
す
。

　

私
た
ち
は
、
軍
事
と
い
う
と
、
そ
れ
こ
そ
平
時
に
も
乱
を
忘
れ

る
な
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
の
か
な
と
思
い
が
ち
で

す
が
、
実
際
に
は
国
を
上
手
く
治
め
る
と
言
い
ま
す
か
、
軍
法
を

統
治
と
拡
大
し
て
考
え
た
方
が
い
い
の
か
、
と
に
か
く
こ
の
よ
う

に
書
い
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

次
に
神
社
に
関
し
て
申
し
ま
す
と
、
比
較
的
素
朴
な
こ
と
が
書

い
て
あ
り
ま
す
。
神
社
の
と
こ
ろ
に
は
「
神
は
敬
め
遠
ざ
く
る
を

本
と
す
る
ぞ
」
と
言
っ
て
、「
神
に
私
の
利
を
申
す
は
大
な
る
過

ち
な
り
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　

私
は
こ
こ
に
来
る
に
あ
た
っ
て
、
近
く
の
氏
神
様
に
、「
こ
の

講
演
が
上
手
く
で
き
ま
す
よ
う
に
」
と
お
参
り
を
し
て
ま
い
り
ま

し
た
が
、
こ
れ
は
大
な
る
過
り
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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時
間
の
関
係
で
先
を
急
い
で
い
ま
す
が
、
ゆ
っ
く
り
読
ん
で
い

た
だ
き
ま
す
と
、
な
か
な
か
面
白
い
の
で
ぜ
ひ
読
ん
で
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。こ
こ
で
申
し
上
げ
た
い
こ
と
は
、「
初
学
文
宗
」

は
初
学
者
を
啓
蒙
す
る
目
的
で
書
か
れ
た
も
の
で
す
が
、
本
当
に

『
論
語
』の
引
用
が
多
く
、『
大
学
』の
八
条
目
を
は
っ
き
り
と
使
っ

て
い
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
も
儒
教
に
基
づ
く
こ
と
が
よ
く

わ
か
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

日
常
的
に
生
涯
に
わ
た
っ
て
学
問
を
続
け
て
い
く
と
い
う
こ
と

を
序
文
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、学
問
を
解
り
や
す
く
提
示
し
て
、

安
定
し
た
個
人
か
ら
家
、
社
会
、
国
に
繋
げ
て
い
こ
う
、
個
人
の

学
問
的
な
研
さ
ん
が
ゆ
く
ゆ
く
は
天
下
国
家
の
安
泰
に
繋
が
っ
て

い
く
、
と
い
う
考
え
で
す
。

　

天
下
国
家
を
安
泰
に
治
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
個
々
の
人
が
我
が

身
を
修
め
る
べ
し
と
い
う
こ
と
が
、
非
常
に
上
手
く
説
か
れ
る
の

が
儒
教
で
す
か
ら
、｢

初
学
文
宗
」
の
主
張
は
ま
こ
と
に
む
べ
な

る
か
な
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

　

時
間
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
最
後
と
な
り
ま
す
が
、「
義
直
と

学
問
」
と
い
う
こ
と
で
ま
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
こ
の

時
代
、
儒
教
と
い
う
も
の
が
尾
張
藩
に
限
ら
ず
浸
透
し
て
い
た
か

と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
幕

府
が
体
制
維
持
、
体
制
教
学
と
し
て
儒
教
、
特
に
朱
子
学
を
使
っ

た
と
い
う
こ
と
も
、実
際
に
は
難
し
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

家
康
が
学
問
好
き
で
、
儒
学
の
書
と
い
う
の
が
統
治
の
助
け
に

な
る
と
考
え
て
い
た
、
と
は
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
影
響
か
ら

か
、
大
名
の
中
に
は
遺
訓
や
遺
書
に
儒
教
的
な
理
念
を
盛
り
込
む

者
も
い
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
け
っ
し
て
多
く
は
な
か
っ

た
の
で
す
。

　

大
名
で
も
こ
の
よ
う
な
調
子
で
す
か
ら
、
ま
し
て
下
に
い
る
武

士
が
学
問
を
す
る
、
あ
る
い
は
学
問
に
打
ち
込
む
よ
う
な
状
況
で

は
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

大
阪
の
陣
で
決
着
が
つ
き
、
い
わ
ゆ
る
「
元
和
偃
武
」、
武
器

を
収
め
る
と
い
う
こ
と
で
、
時
代
が
戦
闘
か
ら
太
平
に
変
わ
っ
た

と
い
う
こ
と
に
伴
い
ま
し
て
、
武
士
が
武
か
ら
文
へ
生
き
方
を
変

え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
本
当
に
ゆ
っ
く
り
で
、

激
変
で
は
な
い
の
で
す
。

　

大
阪
の
陣
は
慶
長
二
〇
年
（
一
六
一
五
）
で
す
か
ら
、
そ
の
少

し
前
の
「
武
家
諸
法
度
」
の
中
に
、「
治
に
よ
り
て
乱
を
忘
れ
ず
」

と
あ
る
の
で
す
が
、
安
泰
だ
か
ら
と
い
っ
て
生
き
方
を
変
え
る
の

で
は
な
く
て
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
も
戦
闘
の
時
を
忘
れ
て
は
い
け

な
い
と
い
う
思
い
を
精
神
の
中
心
に
据
え
、
武
士
が
い
か
に
も
侍

ら
し
い
、
武
者
的
な
生
き
方
を
よ
し
と
す
る
傾
向
が
ま
だ
ま
だ
強

か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
し
た
時
代
状
況
の
中
で
、
義
直
が
高
ら
か
に
儒
教
に
基
づ

く
学
問
を
し
ま
し
ょ
う
と
宣
言
を
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
特
異
で

あ
り
、
私
は
非
常
に
偉
大
な
人
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
お
話
す
る
時
間
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
義
直
は
そ
も
そ

も
編
さ
ん
事
業
を
立
ち
上
げ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
新
し
い

世
の
中
を
治
め
る
藩
主
と
し
て
の
姿
勢
と
い
う
の
が
非
常
に
明
確

に
う
か
が
え
ま
す
。
最
初
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
私
は
名
古
屋

の
文
化
が
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
い
く
か
を
、
な
ん
と
か
市
史
の

中
で
書
け
た
ら
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
義
直
は
ま
さ
に
、
名

古
屋
文
化
の
出
発
点
に
立
ち
、
時
代
の
動
き
を
見
据
え
て
、
学
問

を
す
す
め
る
と
い
う
か
た
ち
で
人
々
に
新
し
い
生
き
方
を
提
示
し

よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

単
純
な
お
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
以
上
で
終
わ
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
注
：
「
初
学
文
宗
」
は
、
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
編
『
名
古
屋

叢
書　

第
一
巻　

文
教
編
』
に
所
収
さ
れ
て
い
ま
す
。）

　

た
だ
い
ま
ご
紹
介
頂

き
ま
し
た
池
山
で
す
。

　

現
在
名
城
公
園
や
旧

国
立
病
院
な
ど
に
な
っ

て
い
る
地
域
が
、
戦
前

は
旧
陸
軍
の
演
習
場
で

あ
っ
た
の
で
す
が
、
今

日
は
そ
の
創
設
に
関
す

る
諸
問
題
に
つ
い
て
お

話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　

東
京
の
徳
川
林
政
史
研
究
所
に
は
、
徳
川
慶
勝
が
撮
っ
た
写
真

の
原
板
が
た
く
さ
ん
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
配
り
し
た
資
料
の

写
真
の
中
に
、
成
瀬
氏
の
中
屋
敷
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
現
在

の
明
和
高
校
の
場
所
に
あ
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
場
所
は
城
の
中

で
は
な
く
郭
外
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

上
屋
敷
は
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
に
あ
り
、
護
国
神
社
の
通
り
の

一
番
奥
の
一
番
い
い
と
こ
ろ
に
広
大
な
八
〇
〇
〇
坪
か
九
〇
〇
〇

坪
の
邸
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
と
は
少
し
違
い
ま
す
。

　

続
い
て
二
枚
目
、
青
焼
き
の
名
古
屋
城
郭
の
略
図
で
す
。
こ
れ

は
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
お
わ
か
り
の
よ
う
に
、
右
下
の
と
こ
ろ

に
市
役
所
、
県
庁
と
い
う
文
字
が
入
っ
て
お
り
ま
す
。
従
っ
て
昭

近
代
に
於
け
る
名
古
屋
城
郭
の
処
分
と

そ
の
変
遷

―
名
古
屋
城
北
練
兵
場
の
創
設
を
中
心
に
―

　
　
　
　
　
　

元
四
日
市
大
学
教
授　

池　

山　
　

弘
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和
八
年
ぐ
ら
い
か
ら
市
役
所
や
県
庁
が
払
い
下
げ
を
受
け
て
建
築

を
し
て
い
く
頃
で
す
。
そ
し
て
北
側
の
堀
に
接
し
て
名
古
屋
城
北

練
兵
場
が
あ
り
ま
す
。
広
大
な
四
〇
町
歩
ば
か
り
の
大
き
な
土
地

が
こ
の
図
の
中
の
真
ん
中
の
上
の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
敷

地
の
中
に
、
招
魂
社
と
思
わ
れ
る
お
宮
さ
ん
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
後
の
昭
和
一
〇
年
に
、
護
国
神
社
の
敷
地
に
移
転
を
い
た
し
ま

す
。
そ
の
頃
の
様
子
を
表
し
て
い
る
図
で
は
、
郭
内
に
は
ま
だ
そ

の
ほ
か
の
移
転
し
て
い
な
い
兵
舎
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
次
の
地
図
は
、
名
古
屋
市
博
物
館
が
作
っ
た
街
並
み
の
再

現
マ
ッ
プ
（『
幕
末　

城
下
町
名
古
屋
復
元
マ
ッ
プ
』）
で
、
幕
末

の
頃
だ
と
思
い
ま
す
が
邸
の
名
前
が
入
っ
て
お
り
、
そ
の
上
に
現

行
の
官
公
署
な
ど
が
重
ね
て
記
入
さ
れ
て
い
る
の
で
非
常
に
わ
か

り
や
す
い
も
の
で
す
。

　

先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
成
瀬
と
、
竹
腰
と
い
う
の
は
、
こ
の
武
家

屋
敷
、
三
の
丸
と
い
う
の
で
す
が
、
三
の
丸
の
一
番
い
い
と
こ
ろ

に
大
き
く
左
右
に
分
か
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
ま
し

た
。
竹
腰
は
今
の
愛
知
県
警
の
位
置
だ
と
思
い
ま
す
。

　

最
初
に
、
旧
封
建
家
臣
団
の
処
分
と
、
城
郭
内
居
住
邸
の
処
分

に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。

　

お
そ
ら
く
、
中
学
生
や
高
校
生
の
諸
君
は
、
大
政
奉
還
に
よ
り

版
籍
を
奉
還
し
て
廃
藩
置
県
を
し
た
と
い
う
こ
と
は
日
本
史
で
習

い
ま
す
。
そ
し
て
、
今
の
よ
う
な
状
態
、
市
役
所
や
県
庁
や
警
察

本
部
が
建
っ
て
い
る
状
態
か
ら
、
そ
の
建
物
を
取
り
払
っ
た
ら
昔

の
城
が
現
れ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
う

の
で
す
が
、
そ
こ
に
は
も
の
す
ご
く
立
派
な
邸
が
目
白
押
し
に
並

ん
で
い
ま
し
た
。
も
し
こ
れ
が
残
っ
て
い
れ
ば
、
名
古
屋
城
天
守

閣
、
御
殿
と
並
ぶ
す
ば
ら
し
い
文
化
財
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
後
で
話
し
ま
す
が
、
こ
れ
ら
を
破
却
す
る
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
は
ど
う
し
て
か
と
い
う
と
、
近
世
の
徳
川
封
建
制
が
明
治

国
家
に
変
わ
る
と
き
、
問
題
に
な
る
の
は
武
力
で
す
。

　

つ
ま
り
前
の
社
会
を
維
持
し
て
い
た
武
士
団
の
拠
点
で
あ
る
城

郭
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
の
は
、
明
治
維
新
政
府
に
と
っ
て
一
番

大
事
な
問
題
の
一
つ
な
の
で
す
。

　

廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
、
全
て
の
近
世
城
郭
は
明
治
四
年
三
月
に

兵
部
省
、
明
治
五
年
に
は
陸
軍
省
の
管
轄
と
な
り
ま
す
。
当
初
名

古
屋
城
に
東
京
鎮
台
の
名
古
屋
分
営
が
置
か
れ
ま
し
た
が
、
明
治

六
年
か
ら
名
古
屋
鎮
台
に
格
上
げ
さ
れ
ま
し
た
。

　

鎮
台
所
管
の
範
囲
は
非
常
に
広
く
、
後
の
第
三
師
団
の
範
囲
よ

り
う
ん
と
広
く
て
、
北
陸
の
方
ま
で
含
ん
だ
地
域
で
し
た
。

　

明
治
六
年
一
月
に
は
、
二
〇
〇
以
上
の
城
が
全
国
に
あ
っ
た
の

で
す
が
、
そ
の
う
ち
四
三
城
だ
け
を
存
城
と
す
る
こ
と
に
し
た
わ

け
で
す
。
管
下
で
は
名
古
屋
、
豊
橋
、
金
沢
、
福
井
と
い
う
四
つ

の
城
が
残
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
軍
事
基
地
と
な
る
可
能
性
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
、
存
続
が
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

　

城
の
中
に
は
大
名
の
家
臣
の
邸
が
あ
っ
て
暮
ら
し
て
お
り
、
こ

れ
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
最
初
の
法
令
で
は
当
分

の
間
は
拝
借
地
と
み
な
す
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
拝
借

地
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
誤
解
を
し
や
す
い

の
で
す
が
、
本
来
尾
張
藩
と
い
う
の
は
徳
川
家
の
所
領
で
あ
る
わ

け
で
、
そ
の
中
で
家
臣
団
が
そ
の
土
地
を
ど
う
い
う
権
利
で
利
用

し
て
い
る
か
と
い
う
と
き
に
、
殿
様
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
と
考

名古屋市博物館『幕末　城下町名古屋復元マップ』より

大名小路（名古屋城振興協会所蔵）
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え
が
ち
な
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
当
て
は
め
ま
す
と
、
明
治
に
な
っ

て
か
ら
も
何
か
特
権
を
持
っ
て
自
分
の
も
の
と
で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
得
る
わ
け
で
す
が
、
こ
こ
で
の
解
釈
と

い
う
の
は
、
版
籍
を
奉
還
し
ま
す
か
ら
、
す
べ
て
の
土
地
が
国
有

に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
の
帰
属
に
つ
い
て
は
ま
だ
決
ま
っ
て
い
ま

せ
ん
の
で
、
差
し
当
た
り
は
官
か
ら
借
り
て
住
ん
で
い
る
の
だ
と

い
う
意
味
で
す
。
だ
か
ら
国
か
ら
拝
借
を
し
た
土
地
で
あ
る
と
理

解
を
す
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

旧
封
建
家
臣
団
が
ま
だ
明
治
の
初
め
に
は
城
の
中
に
住
ん
で
い

る
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
で
は
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
っ
た
わ
け
で

す
。

　

資
料
「
尾
州
名
古
屋
城
三
之
丸
郭
内
地
価
之
義
ニ
付
伺
」
は
、

三
の
丸
の
地
価
に
つ
い
て
、
立
ち
退
き
、
あ
る
い
は
買
収
す
る
と

き
に
い
く
ら
払
っ
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
り
、

そ
れ
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
る
資
料
で
す
。

　

名
古
屋
の
場
合
に
は
明
治
七
年
に
陸
軍
省
が
こ
の
土
地
を
軍
事

基
地
に
す
る
の
で
、
中
の
人
間
は
出
て
行
け
と
い
う
方
針
を
出
す

わ
け
で
す
。
そ
の
時
に
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
出
て
き
ま
す
。

　

こ
の
資
料
の
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
て
お
き
ま
し
た
。
大
蔵
省
第

一
五
号
で
は
「
存
城
内
居
住
之
分
当
分
拝
借
地
ト
看
做
可
申
旨
」

従
来
居
住
し
て
い
る
貫
属
は
―
愛
知
県
本
籍
の
者
と
い
う
こ
と
に

な
る
わ
け
で
す
が
―
貫
属
邸
に
関
し
て
換
地
か
買
上
な
の
か
を
大

蔵
省
に
問
い
合
わ
せ
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
買
上
と
い
う
の
は
、
こ
こ
に
住
ん
で
い
る
家
臣
団
に
所

有
権
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

換
地
と
い
う
の
は
、
役
職
を
勤
め
て
も
ら
う
た
め
に
、
そ
こ
に

建
物
を
提
供
し
て
住
ま
わ
せ
て
仕
事
を
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
す

が
、
居
住
権
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
の
代
わ
り
の
も

の
を
保
証
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
か
た
ち
に
な
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
所
有
権
が
あ
る
の
か
、
単
に
役
職
に
付
い

た
建
物
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
か
が
、
問
題
に
な
る
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
陸
軍
省
は
、
省
に
と
っ
て
必
要
な
分
だ
け
を
買

い
上
げ
る
と
い
う
方
針
を
出
し
ま
し
た
。
今
の
旧
国
立
病
院
の
と

こ
ろ
に
練
兵
場
を
作
る
と
い
う
こ
と
で
、
三
の
丸
の
土
地
を
買
い

上
げ
る
わ
け
で
す
が
、貫
属
の
居
住
地
に
対
し
て
は
一
坪
一
〇
銭
、

家
作
の
引
越
料
一
坪
一
円
が
渡
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
買
上
代
で
す
。
お
金
を
払
う
と
い
う
こ
と
は
所
有
権
を

認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

旧
尾
張
藩
の
三
の
丸
内
地
所
を
陸
軍
省
が
買
い
上
げ
た
事
例
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
見
て
み
ま
す
と
、
ま
ず
一
番
最
初
の
資
料
に

あ
り
ま
す
が
、
天
第
二
三
九
号
で
す
。
こ
れ
は
、
土
地
を
引
き
渡

せ
と
言
っ
て
き
た
と
き
に
、
買
い
上
げ
代
金
を
支
払
っ
て
く
れ
る

な
ら
ば
、
図
面
な
ど
を
取
り
調
べ
た
調
査
書
を
い
つ
で
も
提
出
す

る
と
い
う
主
旨
が
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

二
つ
め
の
「
尾
州
名
古
屋
郭
外
貫
属
貸
渡
地
所
低
価
払
下
伺
」

は
、
東
京
に
住
ん
で
い
た
徳
川
家
の
旧
家
臣
が
名
古
屋
へ
帰
っ
て

郭
外
に
長
屋
を
作
っ
て
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
こ
と
を
、
ど
の
よ
う

に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
郭
外
の
土
地
に
つ
い
て
は
、
安

い
値
段
で
払
い
下
げ
る
と
い
う
方
針
が
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
伺
第
七
一
号
を
見
ま
す
と
、
先
ほ
ど
の
三
の
丸
練
兵
場

を
作
る
と
い
う
こ
と
に
伴
い
、
三
の
丸
の
中
に
あ
る
旧
家
屋
の
地

所
建
物
等
を
処
分
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
す
が
、
こ
の
資

料
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、「
一
、
坪
数
・
・
・
」「
一
、
建

坪
・
・
・
」
と
一
つ
一
つ
の
記
載
で
出
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

例
え
ば
そ
の
中
に
は
貫
属
の
受
領
地
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

「
一
、
坪
数
四
一
八
八
坪　

貫
属
受
領
地
」。
こ
れ
は
旧
家
臣
団

が
殿
様
か
ら
も
ら
っ
て
い
る
土
地
だ
と
考
え
ま
す
。
私
の
理
解
が

間
違
っ
て
い
る
な
ら
ま
た
ご
指
摘
を
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
三
つ
め
の
と
こ
ろ
の
「
官
地
」
に
つ
い
て
は
、
徳
川

家
が
上
地
と
い
う
文
言
が
あ
り
、
そ
の
二
万
八
三
九
二
坪
は
徳
川

義

が
国
に
差
し
上
げ
て
官
地
、
国
の
所
有
地
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

次
に
開
墾
地
と
い
う
文
言
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
、官
地
に
な
っ

て
い
る
け
れ
ど
も
開
墾
地
と
し
て
認
め
た
と
い
う
こ
と
で
、
権
利

関
係
が
少
し
や
や
こ
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
官
有
地
の
中
の
開
墾

地
と
し
て
認
め
た
部
分
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
も
の
が
区
分
け
さ
れ
て
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
、
明
治
維
新
の
城
の
処
分
と
い
う
の
は
そ

う
簡
単
で
は
な
く
、
国
の
方
針
が
ぶ
れ
ま
す
。
各
藩
の
事
情
と
か

各
家
の
事
情
と
い
う
の
が
非
常
に
特
殊
で
、
城
の
場
所
や
時
期
に

よ
っ
て
状
況
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
で
、
な
か
な
か
つ
か
み
に
く

い
と
思
い
ま
す
。

　

次
、
こ
こ
が
い
ち
ば
ん
面
白
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

名
古
屋
城
郭
の
三
の
丸
の
武
士
団
の
土
地
を
、
最
終
的
に
は
き

れ
い
に
取
り
払
っ
て
、
お
金
を
支
払
う
の
で
す
が
、
そ
の
お
金
が

払
い
過
ぎ
で
あ
る
と
い
う
資
料
で
す
。

　

金
一
万
二
九
五
七
円
三
二
銭
云
々
と
あ
り
、
こ
れ
は
「
御
下
ケ

渡
高
」と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
一
一
二
円
七
二
銭
五
厘
は「
渡

残
返
納
之
儀
相
伺
候
分
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
た
く
さ
ん
予
算

を
つ
け
て
し
ま
っ
た
け
ど
余
っ
て
し
ま
っ
た
。
だ
か
ら
一
一
二
円

余
を
ど
う
し
た
ら
い
い
か
問
い
合
わ
せ
て
い
る
の
で
す
。

　

内
務
省
に
問
い
合
わ
せ
た
ら
、
大
蔵
省
へ
返
せ
と
い
う
こ
と
が

次
に
出
て
く
る
の
で
す
が
、
こ
れ
を
ど
う
理
解
す
る
か
で
す
。
私

が
重
要
視
し
た
い
の
は
、
徳
川
家
に
は
金
を
払
い
す
ぎ
る
ほ
ど
渡

す
わ
け
で
す
。
単
な
る
数
字
の
間
違
い
と
か
事
務
の
手
違
い
と
か

い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
と
理
解
し
て
い
ま
す
。

　

な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
か
を
お
話
し
ま
す
。

　

岡
崎
城
と
い
う
の
は
、
軍
事
基
地
と
し
て
は
必
要
な
い
と
い
う

認
識
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
、
そ
れ
で
も
っ
て
廃
城
に
な
る
わ
け
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で
す
。
岡
崎
城
郭
の
中
の
土
地
は
、
家
禄
奉
還
者
へ
下
げ
渡
さ
れ

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
一
般
の
価
格
よ
り
も
安
い
値
段
で
も
っ
て
優

先
的
に
郭
内
に
居
住
し
て
い
た
家
臣
団
に
払
い
下
げ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
従
っ
て
、
岡
崎
城
郭
の
中
の
武
士
の
居
住
地
は
、
彼
ら

の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

一
方
、
名
古
屋
城
の
場
合
に
は
何
万
円
か
の
お
金
を
払
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。
明
ら
か
に
、
買
い
上
げ
代
金
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー

も
使
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
岡
崎
城
と
は
取
扱
い
が
違
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
、
後
に
一
八
聯
隊
が
置
か
れ
、
軍
都
と
も
言
わ
れ
る
街
に

な
っ
て
い
く
豊
橋
城
の
ケ
ー
ス
を
見
て
み
ま
す
。
名
古
屋
の
場
合

と
同
じ
よ
う
に
、
明
治
七
年
か
ら
居
住
者
の
一
掃
に
か
か
る
わ
け

で
す
が
、
明
治
一
一
年
で
も
ま
だ
決
着
が
つ
か
ず
、
郭
内
に
居
住

し
て
い
る
の
で
す
。『
公
文
録
』
に
は
事
務
方
が
も
た
も
た
し
て

い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
繰
り
返
し
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
事

務
方
の
遅
れ
と
い
う
の
は
、
い
っ
た
い
何
が
原
因
な
の
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
は
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。

　

次
に
紹
介
す
る
の
は
、
政
府
が
こ
の
時
点
で
ど
の
よ
う
な
方
針

を
持
っ
て
い
た
か
記
述
し
て
い
る
二
つ
の
資
料
で
す
。
当
時
は
明

治
一
〇
年
に
西
南
戦
争
が
起
き
、
熊
本
城
の
攻
防
戦
が
激
戦
と
な

り
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た
不
穏
な
こ
と
が
も
し
起
こ
っ
た
ら
、
必

ず
城
郭
が
利
用
さ
れ
ま
す
の
で
、
軍
の
方
は
居
住
者
を
退
去
さ
せ

る
と
い
う
方
針
を
と
る
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
は
、
桂
太
郎
が
山
県
有
朋
に
宛
て
た
復
命
書
で
、
三
重
県

の
津
か
ら
姫
路
ま
で
の
七
つ
の
城
に
派
遣
さ
れ
て
調
査
し
た
と
き

の
も
の
で
す
。
中
に
住
ん
で
い
る
武
士
団
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か

を
調
べ
た
明
治
一
二
年
の
資
料
で
す
。
そ
の
う
ち
西
の
三
つ
の
城

で
は
中
に
も
入
れ
ま
せ
ん
。
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
調
査
団
が
中

に
入
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
実
態
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
わ
か

ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
の
で
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
山
県
の
書
い
た
も
の
で
す
が
、
明
治
一
三
年
に

官
以
外
の
人
間
で
あ
る
人
民
に
城
内
の
土
地
を
私
有
さ
せ
な
い
と

し
て
い
ま
す
。「
目
下
ノ
存
城
ハ
皆
枢
要
ノ
地
ヲ
占
メ
他
日
要
塞

設
置
ノ
用
ニ
供
ス
ヘ
キ
者
ニ
シ
テ
」
で
す
。
も
し
そ
の
私
有
地
を

「
城
郭
内
ノ
地
ヲ
割
テ
人
民
ニ
与
ヘ
之
ヲ
私
有
セ
シ
メ
ハ
或
ハ
水

田
ヲ
開
拓
シ
或
ハ
池
塘
ヲ
鑿
開
シ
其
地
高
大
ナ
ル
土
工
ヲ
興
シ
テ

地
形
ヲ
変
シ
又
石
造
煉
瓦
等
ノ
堅
牢
ナ
ル
建
築
ヲ
興
ス
モ
之
ヲ
制

限
ス
ル
ヲ
得
ス
有
事
ニ
際
シ
諸
隊
ノ
建
物
及
発
射
展
望
等
ヲ
妨
ケ

其
他
守
備
上
ニ
就
テ
妨
害
尠
カ
ラ
ス
」
と
、
こ
れ
が
人
民
に
城
内

の
地
を
私
有
さ
せ
な
い
理
由
で
す
。

　

つ
ま
り
、
人
民
に
売
却
等
々
を
し
ま
す
と
、
そ
こ
に
構
造
物
を

造
っ
て
大
砲
を
撃
つ
場
合
に
邪
魔
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
要

塞
を
作
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
明
治
一
〇
年
代
の
初
頭
の
課
題

で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
、
北
練
兵
場
が
作
ら
れ
る
こ
と
と

非
常
に
密
接
に
関
連
し
て
き
ま
す
。

　

さ
て
、
徳
川
家
の
新
邸
（
新
御
殿
）
地
買
収
に
よ
っ
て
名
古
屋

城
の
北
練
兵
場
が
作
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た

よ
う
に
、
徳
川
家
は
新
邸
地
も
含
め
て
上
地
し
て
い
ま
す
。
徳
川

家
は
文
政
期
に
城
の
北
側
の
堀
に
隣
接
し
た
場
所
に
新
邸
を
作
っ

て
お
り
、
そ
の
土
地
を
国
家
に
差
し
上
げ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ

れ
を
も
う
一
度
払
い
下
げ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
を
、
明
治
六
年

の
四
月
に
願
い
出
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
県
を
通
し
て
内
務

省
の
ほ
う
に
、
あ
る
い
は
大
蔵
省
に
申
請
し
認
め
ら
れ
る
わ
け
で

す
。

　
「
尾
州
名
古
屋
郭
外
徳
川
義
冝
元
邸
地
等
御
払
下
之
儀
伺　

第

三
十
六
号
」
の
中
に
は
開
墾
地
が
二
つ
出
て
き
ま
す
。
一
つ
は
元

成
瀬
正
五
位
上
邸
地
の
八
三
八
七
坪
で
、
も
う
一
つ
は
一
万
六
五
八

坪
の
「
建
中
寺
西
火
除
地
之
分
」
で
す
。
建
中
寺
の
西
側
に
火
災

防
止
の
た
め
に
空
き
地
が
作
っ
て
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
ど
う

し
て
徳
川
家
が
払
い
下
げ
て
ほ
し
い
と
い
う
権
利
が
あ
る
の
か
と

い
う
こ
と
で
す
。
上
地
を
し
て
い
る
の
に
、
建
中
寺
は
菩
提
寺
で

は
あ
り
ま
す
も
の
の
、
そ
の
隣
接
地
が
な
ぜ
徳
川
家
の
土
地
に

な
っ
た
の
か
が
疑
問
で
す
。

　

い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
こ
の
二
つ
に
関
し
ま
し
て
開
墾
地
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
払
い
下
げ
を
申
請
し
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
は

一
三
万
八
一
四
七
坪
の
「
徳
川
義
冝
元
邸
地
之
分
」
を
払
い
下
げ

て
ほ
し
い
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
愛
知
県
令
の
鷲
尾
が
言
っ
て
い
る
こ
と
が
面
白

い
の
で
す
。「
右
ハ
尾
州
名
古
屋
郭
外
徳
川
義
冝
拝
借
」
と
書
い

て
あ
り
ま
す
。
徳
川
義
冝
は
東
京
に
邸
が
あ
り
、
東
京
の
貫
属
で金城温古録に拠る新御殿周辺図
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本
籍
地
が
あ
る
わ
け
で
、
東
京
の
屋
敷
に
家
族
と
と
も
に
住
ん
で

い
ま
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
名
古
屋
に
邸
地
が
い
る

ん
だ
と
い
う
こ
と
で
県
令
は
Ｎ
Ｏ
と
し
、
こ
れ
は
筋
が
通
ら
な
い

だ
ろ
う
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
拝
借
地
の
ほ
う
は
許
可
を
も
ら
っ

て
費
用
を
投
下
し
て
開
墾
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
い
い
だ
ろ
う

と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
ど
、
最
終
的
に
は
こ
れ
を

引
っ
く
る
め
て
、徳
川
家
の
邸
地
だ
け
で
は
な
く
、荒
れ
地
に
な
っ

て
い
る
部
分
も
含
め
て
払
い
下
げ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

次
は
、
払
い
下
げ
を
受
け
た
徳
川
家
の
新
邸
地
の
沿
革
と
状
況

に
つ
い
て
の
お
話
で
す
。
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
資
料
「
新
邸

地
取
扱
留　

明
治
九
年
」
に
基
づ
い
て
ご
説
明
し
ま
す
。

　

明
治
二
二
年
に
、
陸
軍
が
演
習
地
を
作
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ

こ
の
小
作
人
は
全
部
出
て
行
け
と
命
じ
ら
れ
ま
す
。
小
作
人
は
土

地
を
借
り
て
や
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
を
全
部
出
て
行
け
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
嘆
願
書
が
小
作
人
等
々
か
ら
出
る
わ
け
で

す
。
そ
の
小
作
人
の
嘆
願
書
の
中
に
、
沿
革
が
よ
く
わ
か
る
資
料

が
入
っ
て
い
ま
す
。

　
「
該
地
ハ
維
新
已
然
徳
川
家
庭
園
ニ
シ
テ
池
沼
山
林
原
野
等
ニ

テ
今
尚
其
跟
跡
ヲ
残
ス
処
モ
有
之
当
時
恰
区
域
内
ノ
殊
ニ
瘠
々
タ

ル
荒
蕪
地
新
田
ト
可
申
前
ニ
八
十
有
余
名
ノ
小
作
人
ハ
爾
来
十
数

年
孜
々
勉
励
夜
ヲ
日
ニ
継
キ
労
力
ヲ
費
シ
肥
料
ヲ
投
シ
之
レ
カ
為

メ
ニ
尽
ス
」
と
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
下
か
ら
二
行
目
の
と
こ

ろ
に
「
八
十
有
余
名
中
の
八
九
分
ハ
農
業
専
務
」
と
あ
り
、
農
業

を
専
業
と
し
て
生
計
を
成
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

そ
の
一
番
下
に
「
一
村
落
ニ
テ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
愛

知
郡
の
上
名
古
屋
村
と
い
う
地
区
に
属
す
る
わ
け
で
す
。
こ
の
上

名
古
屋
村
の
中
の
徳
川
の
新
邸
地
と
称
す
る
四
〇
町
歩
ば
か
り
の

耕
地
が
「
直
ニ
御
買
上
ケ
」
に
な
っ
た
ら
、
各
自
の
生
計
は
成
り

立
た
な
い
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
は
、

小
作
人
は
最
下
層
の
暮
ら
し
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ

て
い
ま
す
。

　
「
明
治
二
十
二
年
三
月
調　

新
邸
地
作
人
惣
人
員
」
の
中
で
、

新
邸
地
作
人
惣
人
員
二
九
四
名
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
徳

川
家
の
約
四
〇
町
歩
の
田
畑
に
、
約
三
〇
〇
人
が
小
作
を
し
て
い

る
わ
け
で
す
。

　

日
本
の
寄
生
地
主
制
が
で
き
る
頃
、
愛
知
県
で
最
大
の
地
主
は

徳
川
家
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
の
四
〇
町
歩
が
、
ま
と
め
て
追

い
立
て
を
食
ら
っ
て
し
ま
う
と
、
小
作
人
の
生
活
が
成
り
立
た
な

い
と
同
時
に
、
上
名
古
屋
村
の
四
〇
町
歩
が
全
部
陸
軍
の
演
習
地

に
変
わ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
な
る
と
ど
う
な
る
か
、
そ
れ
は
村
と

し
て
成
り
立
た
な
く
な
り
ま
す
。

　

県
の
公
文
書
館
に
明
治
一
七
年
に
実
施
さ
れ
た
地
籍
調
が
あ

り
、
そ
れ
に
よ
る
と
上
名
古
屋
村
の
面
積
は
一
一
〇
町
歩
と
あ
り

ま
す
。
官
有
地
が
七
町
ぐ
ら
い
、
民
有
地
は
一
〇
三
町
ぐ
ら
い
あ

り
、
そ
の
内
の
四
〇
町
歩
が
召
し
上
げ
ら
れ
て
し
ま
う
と
、
一
村

の
中
で
四
四
％
の
土
地
が
一
気
に
消
滅
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
れ
が
原
因
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
上
名
古
屋
村
は
愛
知

郡
か
ら
郡
界
を
越
え
て
西
春
日
井
郡
の
い
く
つ
か
の
村
と
合
わ

さ
っ
て
、
金
城
村
に
変
わ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
村
の
生
活
を
完

全
に
破
壊
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
村
の
人
に
と
っ
て

大
変
な
打
撃
に
な
る
問
題
で
す
。

　

陸
軍
省
に
よ
る
徳
川
家
新
邸
地
買
上
を
め
ぐ
る
動
き
と
し
て
、

こ
の
土
地
を
い
く
ら
で
買
い
上
げ
る
か
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
資

料
を
見
ま
す
と
、
徳
川
家
は
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
を
調
べ
て
、
地
価

の
相
場
は
こ
う
だ
と
、
あ
る
い
は
地
券
で
は
こ
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
、
資
料
を
取
り
そ
ろ
え
て
高
い
値
段
で
買
い
上
げ
て

も
ら
え
る
よ
う
交
渉
を
す
る
わ
け
で
す
。

　

次
に
紹
介
す
る
資
料
は
、
東
京
の
御
家
扶
、
徳
川
家
の
使
用
人

が
、
徳
川
家
の
代
表
者
の
中
山
篤
次
郎
と
い
う
人
に
出
し
た
資
料

で
す
。

徳川邸がみられる明治18年当時の地図（下側が北）
（愛知県名古屋明細図より）

北練兵場がみられる明治27年当時の地図
（名古屋明細図より）
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い
ろ
い
ろ
取
り
調
べ
た
け
れ
ど
、「
同
省
定
額
金
ノ
都
合
ニ
テ

当
方
望
ミ
通
ニ
モ
難
行
届
事
情
種
々
内
談
有
之
不
得
止
次
第
ニ
テ

終
ニ
今
回
談
判
結
局
相
成
候
」、
つ
い
に
談
判
が
整
っ
た
と
い
う

こ
と
で
移
転
費
用
と
合
わ
せ
て
金
四
万
円
を
も
っ
て
「
上
地
ノ
筈

相
成
候
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
陸
軍
省
に
は
四
万
円

し
か
な
い
の
で
こ
れ
で
退
け
と
い
う
、
非
常
に
乱
暴
な
話
で
す
。

そ
の
内
訳
は
、
そ
の
下
に
ざ
っ
と
出
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
面
白
い
の
は
、
請
求
高
に
対
し
て
陸
軍
省
の
査
定
が
何

割
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
の
で
す
。
移
転
料
含

め
て
四
万
円
と
い
う
計
算
に
な
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
厳
密
な
査

定
と
は
無
縁
で
あ
り
ま
す
。

　

小
作
人
の
嘆
願
書
の
中
に
、
自
分
の
費
用
、
労
力
を
投
資
し
て

一
生
懸
命
十
何
年
間
や
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
り
地
価
が
上
が
っ
て

い
る
は
ず
だ
、
と
い
う
指
摘
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
私
は
、
払
い

下
げ
の
値
段
と
買
上
の
値
段
を
計
算
し
て
み
ま
し
た
。
そ
う
し
た

ら
、
払
い
下
げ
の
値
段
は
、
四
六
町
歩
余
り
あ
っ
た
と
し
て
、

四
五
八
三
円
余
り
で
す
。
一
方
買
上
の
価
格
は
ど
う
だ
っ
た
の
か

と
い
う
と
、
こ
れ
は
道
路
な
ど
の
官
有
地
や
畦
分
五
〇
〇
〇
円
を

除
き
ま
す
の
で
、
四
〇
町
歩
で
買
上
価
格
が
三
万
四
〇
〇
〇
円
で

あ
り
、
こ
の
比
率
は
七
・
五
倍
で
す
。
国
か
ら
払
い
下
げ
を
受
け

た
金
額
の
七
・
五
倍
で
売
却
す
る
わ
け
で
す
。
約
一
五
年
間
く
ら

い
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
小
作
人
が
言
う
道
理
が
ひ
と
つ
わ
か

る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

次
の
問
題
は
、
こ
の
土
地
を
立
ち
退
く
期
限
が
ど
れ
く
ら
い
か

と
申
し
ま
す
と
、
御
請
書
の
資
料
を
見
て
み
ま
す
。「
今
度
陸
軍

省
御
用
御
買
上
地
内
建
造
物
等
本
月
十
七
日
ヨ
リ
」
こ
れ
は
四
月

一
七
日
で
す
ね
。
四
月
一
七
日
よ
り
「
三
十
日
已
内
ニ
取
払
御
引

渡
可
」
と
申
し
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
ヶ
月
で
立
ち
退
け
と
、

こ
う
い
う
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
は
極
め
て
異
常
と
言
い
ま
す
か
、
大
変
乱
暴
な
話
で
す
。

そ
こ
で
次
の
資
料
、「
移
転
御
猶
予
願
」
が
出
る
わ
け
で
す
。
こ

れ
は
徳
川
家
の
邸
の
話
で
す
。
徳
川
家
の
立
派
な
邸
が
、
そ
の
い

ち
ば
ん
隅
の
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
大
曽
根
に
持
っ

て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
の
引
っ
越
し
に
邸
の
話
が
出
て
く
る
の
で

す
が
、
徳
川
邸
の
移
転
に
関
す
る
資
料
が
こ
れ
で
す
。

　

一
五
〇
日
間
待
っ
て
く
れ
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
し
て
、
県
知

事
の
ほ
う
か
ら
「
期
限
内
無
相
違
移
転
ス
ヘ
シ
」
で
「
願
之
趣
允

許
ス
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
で
金
額
も
、
新
邸
地
引

き
渡
し
も
、
移
転
の
話
も
結
着
し
ま
し
た
。

　

そ
の
次
、
陸
軍
省
に
よ
る
新
邸
地
買
上
げ
に
対
す
る
使
用
人
・

小
作
人
等
の
動
き
で
す
。
こ
の
邸
の
四
〇
町
歩
ぐ
ら
い
の
中
に
、

三
種
類
の
人
間
が
い
る
の
で
す
。

　

一
つ
は
「
田
畑
世
話
懸
リ
」
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
井
上
周
助

と
立
松
慶
三
郎
と
い
う
二
名
が
で
て
く
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は

言
っ
て
み
れ
ば
徳
川
家
の
開
墾
、
小
作
経
営
の
管
理
者
で
、
役
宅

に
住
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
人
た
ち
か
ら
歎
願
書
が
出
て
く
る
と
い

う
わ
け
で
す
が
、結
論
は
、二
〇
円
で
安
く
譲
っ
て
や
る
か
ら
引
っ

越
し
て
立
ち
退
け
と
い
う
こ
と
で
、
二
〇
円
を
早
々
に
差
出
せ
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

ま
た
小
作
人
の
歎
願
書
の
中
に
、「
該
耕
地
ニ
付
テ
ノ
労
費
ハ

暗
々
裏
ニ
御
売
却
代
金
之
収
得
被
成
下
候
増
額
ヲ
来
タ
ス
ハ
自
然

之
道
理
ナ
ラ
ン
」
と
あ
り
ま
す
。
自
分
た
ち
が
一
生
懸
命
働
い
た

成
果
は
そ
の
土
地
の
売
却
代
金
の
上
昇
と
な
る
と
い
う
わ
け
で

す
。
だ
か
ら
こ
れ
は
自
分
た
ち
の
要
求
の
根
拠
を
示
し
て
い
る
こ

と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
も
し
こ
の
願
い
が
採
用
さ
れ
た
な
ら
ば
、
転
業
の
生

計
資
金
の
若
干
を
「
御
恵
与
ア
ラ
ン
コ
ト
」
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま

り
転
業
の
為
の
資
金
を
与
え
て
く
だ
さ
い
、
と
い
う
お
願
い
で
あ

る
わ
け
で
す
。

　

次
で
す
。
陸
軍
省
の
買
上
に
対
し
て
、
徳
川
家
は
ど
の
よ
う
な

動
き
を
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
。一
つ
の
書
簡
が
出
て
き
ま
す
。

読
ん
で
み
ま
す
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　

言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
小
作
人
が
お
り
、
立
ち
退
け
と
言
っ
て

も
、「
あ
あ
だ
、
こ
う
だ
」
と
言
っ
て
立
ち
退
き
ま
せ
ん
。「
該
移

転
者
ハ
部
外
之
人
民
ナ
レ
ハ
直
接
招
喚
等
モ
不
行
届
訳
ニ
付
対
座

当
衙
於
テ
難
取
扱
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
服
部
直
衡
と
い
う
人
が
、
徳
川
家
の
窓
口
に
な
っ
て

い
る
中
山
篤
次
郎
に
手
紙
を
書
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
忙
し
い
か

ら
代
筆
だ
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
服
部
直
衡
と
い
う
人
は
二
二

年
に
市
制
が
始
ま
る
前
の
、
名
古
屋
区
の
最
後
の
区
長
で
し
た
。

そ
の
翌
年
に
名
古
屋
市
長
が
決
ま
る
と
き
に
、
こ
の
服
部
直
衡
が

一
番
の
有
力
候
補
と
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
が
実
現
せ
ず
に

中
村
修
が
初
代
の
名
古
屋
市
長
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

な
ぜ
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
の
か
と
い
う
と
、
服
部
直
衡
と
い

う
の
は
、
尾
張
藩
士
で
名
古
屋
区
長
な
の
で
す
。
こ
の
場
所
は
愛

知
郡
の
上
名
古
屋
村
の
話
で
あ
り
、
名
古
屋
区
の
話
で
は
な
い
わ

け
で
す
。
だ
か
ら
部
外
の
人
間
だ
か
ら
呼
び
付
け
る
わ
け
に
い
か

ん
と
断
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
旧
家
臣
で
あ
る
こ
と
を
利
用
し

て
、
説
得
工
作
に
当
た
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る
わ
け

で
す
。
こ
こ
に
、明
治
維
新
期
に
古
い
権
力
、徳
川
家
の
持
つ
力
、

影
響
力
を
、
い
ろ
い
ろ
な
面
で
利
用
し
て
い
る
様
子
を
見
て
取
る

こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

　

西
南
戦
争
の
と
き
に
警
察
官
が
軍
隊
に
な
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
の
で
、
そ
れ
を
内
務
省
で
集
め
て
、
新
撰
旅
団
と
い
う
軍
隊
組

織
を
編
成
し
て
送
り
出
し
ま
し
た
。
警
察
官
が
、
鹿
児
島
で
西
郷

軍
団
の
鎮
圧
に
当
た
る
わ
け
で
す
。

　

県
に
旅
費
な
ど
の
予
算
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
徳
川
家
が
こ

の
旅
費
を
立
て
替
え
た
、
つ
ま
り
国
家
の
軍
事
行
動
に
徳
川
家
が

旅
費
を
出
し
て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
徳
川
家
の
旧
家
臣
た
ち
が
骨

を
折
っ
て
家
臣
を
呼
び
付
け
て
、「
お
前
は
巡
査
に
な
れ
」
と
説
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得
し
て
い
ま
す
。
家
臣
を
兵
隊
に
す
る
の
で
は
な
く
巡
査
に
す
る

の
で
す
。
そ
う
さ
せ
て
、
新
撰
旅
団
を
作
り
ま
し
た
。
と
い
う
よ

う
に
、
徳
川
家
が
陰
に
陽
に
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
県
政
や
国
政
に

関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。

　

徳
川
家
の
土
地
に
は
、
外
か
ら
通
っ
て
く
る
人
も
多
い
が
、
住

み
着
い
て
小
作
を
し
て
い
る
人
も
い
ま
す
。
こ
れ
が
三
種
類
目
の

人
た
ち
で
す
。
そ
の
人
は
建
物
ご
と
外
に
出
な
く
て
は
な
ら
な
い

わ
け
で
す
。

　

こ
う
い
っ
た
人
た
ち
は
何
を
や
っ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
恐
ら

く
小
作
の
土
地
を
引
き
上
げ
た
と
き
に
、
そ
の
人
た
ち
が
う
ま
く

処
理
を
す
る
と
い
う
か
、
土
地
を
有
効
に
利
用
し
た
り
し
て
い
る

農
家
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

愛
知
の
家
扶
か
ら
東
京
の
家
扶
に
宛
て
た
こ
の
資
料
に
は
、
徳

川
家
の
経
営
に
つ
い
て
大
変
面
白
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
徳
川
家
の
土
地
に
居
住
し
て
い
る
小
作
人
な
ど
の
移
転

先
と
し
て
、
邸
に
隣
接
す
る
数
寄
屋
町
・
前
の
川
町
に
居
住
の
人

達
に
移
転
を
求
め
て
い
ま
す
。
今
言
っ
た
よ
う
に
、
徳
川
邸
の
外

で
小
作
し
て
い
る
人
が
、
玉
突
き
で
追
い
出
し
を
食
ら
う
わ
け
で

す
。
そ
の
人
た
ち
は
「
該
地
小
作
人
（
十
八
名
ナ
リ
）」
と
あ
り
、

一
八
名
い
る
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
う
ち
一
四
名
か
ら
、
移
転
の
Ｏ
Ｋ
を
と
り
ま
し
た
。
し
か

し
四
名
が
Ｏ
Ｋ
と
言
わ
な
い
の
で
、
こ
れ
に
対
し
て
先
ほ
ど
の
服

部
直
衡
が
説
得
工
作
に
当
た
る
わ
け
で
す
。
徳
川
家
と
し
て
は
、

手
紙
の
や
り
と
り
で
東
京
と
名
古
屋
で
相
談
し
て
い
る
わ
け
で

す
。

　

続
い
て
、「
貸
渡
地
所
小
作
人
ハ
一
時
蜂
起
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス

今
度
移
転
先
大
曽
根
エ
モ
波
及
シ
加
之
将
来
ノ
所
置
之
上
ニ
大
イ

ニ
関
係
可
有
」
つ
ま
り
小
作
人
の
要
求
の
前
に
処
置
を
間
違
え
た

ら
、
こ
れ
は
暴
動
が
起
き
、
事
は
上
名
古
屋
だ
け
の
問
題
で
は
な

く
、
大
曽
根
の
方
に
も
波
及
し
て
し
ま
う
と
あ
り
ま
す
。
徳
川
家

は
あ
ら
ゆ
る
所
で
土
地
を
貸
し
て
経
営
し
て
お
り
、
そ
う
い
う
所

に
も
波
及
を
す
る
と
い
う
文
言
を
見
た
と
き
は
、
ビ
ビ
ッ
と
来
ま

し
た
。徳
川
家
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
の
だ
、

と
。
ひ
と
つ
間
違
え
た
ら
大
変
な
騒
動
が
持
ち
上
が
る
の
だ
、
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

次
に
出
訴
処
分
の
資
料
で
す
。
そ
の
下
に
承
諾
書
と
い
う
の
が

出
て
き
ま
す
。
承
諾
書
の
中
に
、一
八
名
の
名
前
が
出
て
き
ま
す
。

　

こ
れ
は
承
諾
し
た
か
の
よ
う
な
書
類
で
す
が
、
予
め
作
っ
た
書

類
で
す
。
そ
の
内
の
四
名
は
Ｎ
Ｏ
と
言
う
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の

四
名
の
代
表
者
の
森
周
太
郎
を
相
手
取
っ
て
、
徳
川
義
礼
が
名
古

屋
治
安
裁
判
所
へ
訴
え
る
わ
け
で
す
。

　

次
の
資
料
が
、
解
訟
願
で
す
。「
全
ク
被
告
之
非
理
ナ
ル
コ
ト

了
知
仕
候
」と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、

森
周
太
郎
は
、
今
が
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
と
ば
か
り
に
土
地
を
返
さ

ず
不
当
な
利
益
を
得
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
自
分
た
ち
が
間
違
っ

て
お
り
、
道
理
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
反
省
し
て
、
そ
の
裁
判
を

取
り
下
げ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
最
後
で
す
が
、
恵
与
金
の
支
給
で
す
。
徳
川
家
は
翌
年

の
明
治
二
三
年
五
月
に
な
っ
て
、
訳
の
わ
か
ら
な
い
お
金
を
出
し

ま
す
。「
鬼
頭
剛
ヨ
リ
ハ
願
下
ヶ
候
」、「
一
統
ヨ
リ
歎
願
致
候
旨

趣
ハ
取
調
之
如
ク
聊
御
採
用
可
出
来
理
由
無
之
候
得
共
実
際
之
内

情
ヲ
探
知
ス
レ
ハ
右
用
地
之
為
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
陸
軍
用

地
で
す
。
続
い
て
「
困
難
ヲ
極
ム
ル
モ
ノ
不
寡
哉
ニ
相
聞
候
付
特

別
之
御
仁
恤
ヲ
以
幾
分
之
御
恵
与
金
被
下
方
ニ
致
」。
要
す
る
に
、

小
作
人
に
は
道
理
が
な
い
け
ど
生
活
は
非
常
に
苦
し
い
の
で
や
む

を
得
な
い
か
ら
、
な
に
が
し
か
の
情
け
の
お
金
を
恵
む
と
い
う
わ

け
な
の
で
す
。

　

そ
の
た
め
に
、
二
五
〇
円
の
お
金
を
出
す
わ
け
で
す
。「
右
者

昨
二
十
二
年
新
邸
地
内
御
用
地
之
為
作
離
レ
」、
こ
れ
は
小
作
地

を
取
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。「
作
離
レ
致
難
渋
之
趣

ニ
付
特
別
之
訳
ヲ
以
テ
前
条
之
通
御
恵
与
相
成
候
」、特
別
の
訳
、

す
な
わ
ち
理
由
の
た
た
な
い
お
金
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
徳

川
家
の
土
地
問
題
で
ひ
と
つ
の
締
め
く
く
り
と
な
り
ま
し
た
。

　

か
つ
て
東
春
日
井
郡
の
林
金
兵
衛
が
率
い
た
地
租
改
正
反
対
運

動
を
鎮
め
る
た
め
に
、
尾
張
徳
川
家
が
お
金
を
出
し
ま
し
た
。
そ

の
こ
と
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
お
金
を
出
し
た
の
は
徳
川
家
に
見
え

ま
す
が
、
実
は
国
家
が
出
し
て
い
ま
す
。
国
家
が
出
す
と
全
国
に

波
及
す
る
か
ら
、
徳
川
家
が
あ
た
か
も
出
し
た
か
の
よ
う
に
見
せ

か
け
る
と
い
う
資
料
が
出
て
き
た
わ
け
で
す
。

　

二
五
〇
円
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
お
金
な
の
か
と
い
う
こ
と
の

関
連
で
も
、
非
常
に
興
味
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
当
時
で
し
た
ら
、

徳
川
家
が
情
け
深
い
か
ら
特
別
に
お
金
を
出
し
た
と
い
う
よ
う
に

読
め
る
の
で
す
が
、
果
た
し
て
そ
う
な
の
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ

ん
。

　

最
後
に
、
結
論
で
す
。
鎮
台
制
か
ら
師
団
制
へ
の
移
行
に
伴
う

軍
事
施
設
の
問
題
に
関
連
し
て
、
理
解
し
な
く
て
は
い
け
な
い
こ

と
で
す
。

　

二
つ
の
表
を
あ
げ
て
い
ま
す
が
、
一
つ
は
明
治
一
〇
年
六
月

三
〇
日
調
べ
の
陸
軍
省
の
年
報
に
あ
る
愛
知
県
の
軍
備
の
状
況
で

す
。
二
つ
目
は
、
明
治
二
四
年
三
月
の
、
各
省
所
管
の
官
有
財
産

目
録
で
す
。

　

こ
の
明
治
二
一
年
に
で
き
た
師
団
と
い
う
制
度
は
、
歩
騎
砲
三

兵
と
言
い
ま
す
が
、歩
兵
と
騎
兵
と
砲
兵
を
中
核
と
す
る
兵
隊
が
、

一
つ
の
有
機
的
な
連
携
の
あ
る
統
一
さ
れ
た
軍
隊
と
し
て
戦
争
を

行
う
も
の
で
す
。

　

鎮
台
の
と
き
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
歩
兵
、
騎
兵
、
砲
兵
は
あ

る
の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ば
ら
ば
ら
で
す
。
こ
れ
は
言
う
ま
で

も
な
く
、
士
族
の
反
乱
と
農
民
反
乱
に
対
し
て
地
域
の
安
定
を
保

つ
た
め
に
出
動
す
る
軍
隊
で
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、

師
団
と
い
う
の
は
全
く
違
う
わ
け
で
す
。
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歩
兵
は
例
え
ば
千
か
ら
二
千
ぐ
ら
い
と
、
騎
兵
・
砲
兵
と
を
組

み
合
わ
せ
た
何
千
と
い
う
兵
隊
が
、
一
つ
の
駒
に
な
っ
て
戦
争
を

行
い
ま
す
。
明
ら
か
に
国
内
で
の
内
乱
、
市
民
戦
争
で
は
な
く
外

征
の
軍
隊
、外
に
出
て
行
く
軍
隊
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

ま
た
、
師
団
の
戦
闘
能
力
を
錬
成
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た

め
に
は
い
ろ
い
ろ
な
兵
隊
が
参
加
す
る
演
習
地
が
不
可
欠
と
な
り

ま
す
。
だ
か
ら
、
ア
ッ
プ
ダ
ウ
ン
も
た
く
さ
ん
あ
る
土
地
が
必
要

な
の
で
す
。

　

い
ろ
い
ろ
な
条
件
を
持
っ
た
広
い
と
こ
ろ
と
し
て
、
鵜
沼
村
や

豊
橋
に
あ
る
高
師
村
は
、
全
国
一
の
演
習
地
で
す
。
そ
う
い
っ
た

も
の
を
こ
の
時
期
に
作
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
名
古
屋
で
は
北
練
兵

場
で
あ
り
、
小
幡
ヶ
原
の
大
砲
射
的
場
で
す
。

　

東
大
手
の
と
こ
ろ
に
、
こ
こ
の
中
で
鉄
砲
を
撃
っ
た
ら
弾
が
飛

び
出
し
て
し
ま
う
か
ら
土
手
を
築
い
た
、
と
い
う
記
念
碑
が
立
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
名
古
屋
城
内
で
近
代
に
お
け
る
一
番
古
い
記

念
碑
で
す
。

　

初
期
の
頃
は
小
銃
を
撃
つ
た
め
に
小
幡
ヶ
原
ま
で
行
っ
た
の
で

す
が
、
そ
れ
で
は
時
間
が
か
か
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
郭
内
で

撃
つ
こ
と
に
し
た
も
の
の
、
弾
が
飛
び
出
し
ま
す
。
そ
れ
を
防
ぐ

た
め
に
、
も
の
す
ご
く
高
い
土
手
を
、
倉
庫
を
含
め
て
造
る
わ
け

で
す
。

　

そ
れ
は
そ
れ
で
一
つ
の
補
強
で
す
が
、
そ
れ
で
は
駄
目
な
わ
け

で
す
。
明
治
二
二
年
七
月
に
買
収
し
た
小
幡
ヶ
原
の
大
砲
の
射
的

場
の
規
模
は
、
坪
数
が
二
九
万
六
〇
〇
〇
坪
で
す
。
明
治
の
初
め

に
買
収
し
た
の
は
二
万
一
七
九
五
坪
な
の
で
す
。
だ
か
ら
小
幡
ヶ

原
の
大
砲
の
射
的
場
と
い
う
の
は
、
師
団
制
が
作
ら
れ
た
こ
と
に

対
応
し
て
、
も
の
す
ご
い
規
模
で
農
民
の
土
地
や
山
林
を
買
い
上

げ
て
整
備
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

名
古
屋
城
の
北
練
兵
場
が
創
設
さ
れ
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
外
征

に
備
え
た
軍
備
増
強
の
一
環
と
し
て
意
図
さ
れ
た
も
の
で
す
。
だ

か
ら
、創
設
は
強
行
さ
れ
た
の
で
す
。
防
衛
省
の
資
料
で
あ
る「
伍

大
日
記
三
月
」
に
は
、「
各
隊
操
練
場
之
義
ハ
地
区
狭
隘
ニ
シ
テ

差
支
不
少
」
と
し
か
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
が
分
析
し
た

よ
う
に
、
外
国
に
押
し
出
し
て
い
く
た
め
に
、
今
練
兵
場
が
必
要

な
の
だ
と
し
て
、
小
作
人
に
は
有
無
を
言
わ
せ
ず
、
そ
ん
な
も
の

上
か
ら
潰
し
て
で
も
追
い
出
せ
と
い
う
よ
う
な
文
言
が
あ
れ
ば
非

常
に
わ
か
り
や
す
い
の
で
す
が
、
そ
れ
は
手
狭
で
あ
る
か
ら
と
し

か
書
い
て
い
な
い
の
で
す
。

　

こ
う
い
っ
た
、
北
練
兵
場
を
作
る
過
程
で
無
理
矢
理
強
行
し
た

買
上
用
地
の
引
渡
と
い
う
の
は
も
の
す
ご
く
短
期
間
で
、
そ
し
て

補
償
金
額
が
少
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
、
小
作
人
等
の
要
求
を
無

視
し
て
い
る
と
い
う
乱
暴
な
と
こ
ろ
に
も
表
れ
て
い
ま
す
。

　

徳
川
家
は
、
こ
う
し
た
陸
軍
の
強
引
な
用
地
買
収
に
深
刻
な
危

機
感
を
抱
い
て
、
名
古
屋
区
長
の
服
部
直
衡
を
利
用
し
、
裁
判
に

訴
え
、
特
別
の
理
由
を
以
て
支
給
す
る
お
金
を
使
い
事
態
の
沈
静

化
を
図
っ
た
と
考
え
ま
す
。

　

こ
の
官
有
財
産
目
録
の
資
料
に
は
、
名
古
屋
市
樋
ノ
口
町
四
丁

目
の
土
地
が
、
官
有
財
産
と
し
て
あ
が
っ
て
い
ま
す
。
名
古
屋
城

を
要
塞
化
し
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
立
て
こ
も
る
た
め
に
は
米
や

火
薬
が
不
可
欠
で
、関
連
施
設
が
順
次
整
備
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。

　

米
は
保
存
上
の
観
点
か
ら
玄
米
で
保
管
し
、
使
用
す
る
必
要
が

あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
樋
ノ
口
町
の
土
地
に
つ
い
て
は
、明
治
一
五
年
に
買
収
し
、

御
用
水
の
入
っ
て
く
る
堀
の
水
を
使
っ
て
精
米
す
る
米
つ
き
場
を

造
り
ま
し
た
。
し
か
し
明
治
二
四
年
時
点
の
目
録
で
は
、
そ
こ
は

空
地
と
さ
れ
て
お
り
、
米
つ
き
場
が
必
要
な
く
な
っ
た
事
を
表
し

て
い
ま
す
。
軍
隊
の
役
割
の
変
更
に
対
応
し
、
要
塞
化
計
画
も
ま

た
変
更
さ
れ
た
事
が
読
み
取
れ
ま
す
。

　

時
間
も
経
過
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
で
終
わ
り
ま
す
。
本

日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

昭和４年当時の北演習場
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『新修 名古屋市史』資料編（10巻）・本文編（全10巻）発売中

　『新修名古屋市史』は現在の名古屋市域を対象とした、原始・
古代から現代に至るはじめての通史です。図・表・写真を豊富
に取り入れ、それまでの研究成果を踏まえつつ、平易に読める
市民のための市史として本文編全10巻を発刊しています。
　また、本文編に引き続いて、資料編（全11巻）の刊行を継続
しています。現在までに資料編を10巻刊行しており、この５月
下旬には資料編の最後となる「近代３」の販売開始を予定して
います。

●定　　　　　価　　各巻 4,500 円
●販　売　方　法　　�市民情報センター内販売コーナー（市役所西庁舎１階）、市政資料館、名古屋

都市センターまちづくりライブラリー（金山南ビル12階）、名古屋城内正門横
売店で購入できます。また、最寄りの書店からも注文できます。

●お問い合わせ先　　名古屋市市政資料館�〒 461-0011　名古屋市東区白壁一丁目 3番地
　　　　　　　　　　TEL（052）953-0051　FAX（052）953-4398

　本文編（監修者　学習院大学名誉教授　故大石　慎三郎）

●巻　構　成
　資料編（監修者　元愛知県立大学長　塩澤　君夫）

巻 時　代　等 編集委員（肩書きは当時のもの） 頁　数　・　付図等
近代１ 明治４年〜40年頃 名城大学非常勤講師� 故小林　賢治 915頁

近世１ 尾張藩創設〜明治４年 愛知学院大学名誉教授� 林　　董一 968頁

考古１ 旧石器〜古墳時代 愛知県立松蔭高等学校長� 加藤　安信 965頁

自　然 自然編 名古屋大学教授� 海津　正倫 548頁　オールカラー　目録�228頁

近代２ 大正〜昭和恐慌 名古屋学院大学教授� 笠井　雅直 997頁

民　俗 民俗編 元名古屋芸術大学非常勤講師� 津田　豊彦 974頁

近世２ 江戸時代前期 愛知学院大学名誉教授� 林　　董一 879頁

近世３ 江戸時代後期 愛知教育大学名誉教授� 吉永　　昭 928頁

現　代 終戦〜昭和35年頃 元豊田工業高等専門学校建築学科教授��松尾　博雄 1,028頁

考古２ 飛鳥〜江戸時代 大同大学大同高等学校長� 加藤　安信 1,040頁

近代３ 昭和恐慌〜終戦 名古屋学院大学教授� 笠井　雅直 約1,000頁　平成26年5月下旬販売開始予定

巻 時　代　等 編集委員（肩書きは当時のもの） 頁　数　・　付図等
第１巻 旧石器〜平安時代 日本福祉大学教授� 福岡　猛志 894頁　遺跡地名表・遺跡分布地図

第２巻 鎌倉〜安土・桃山時代 名古屋大学教授� 三鬼清一郎 868頁　円覚寺領尾張国冨田荘絵図　他２点

第３巻 江戸時代前期 愛知学院大学教授� 林　　董一 984頁　享元絵巻　他2点

第４巻 江戸時代後期 愛知教育大学名誉教授� 吉永　　昭 922頁

第５巻 明治時代 前愛知県立大学長� 塩澤　君夫
金城学院大学教授� 故近藤　哲生 931頁　改正愛知縣名古屋明細圖　他２点

第６巻 大正〜昭和時代（戦前）金城学院大学教授� 故近藤　哲生 945頁　名古屋市實測圖　他２点

第７巻 昭和時代（戦後） 元名古屋市博物館副館長� 故久住　典夫 1,017頁

第８巻 自然編 名古屋大学教授� 海津　正倫 428頁　オールカラー

第９巻 民俗編 名古屋芸術大学非常勤講師� 津田　豊彦 924頁　

第10巻 年表・索引 450頁　第１〜９巻本文収録のCD－ROM
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公文書等の公開について（市政資料館の閲覧室で閲覧・複写していただけます。）

○「公文書」の公開
　市政資料館では、明治から昭和に至る名古屋市の公文書を整理・保存し、公開（閲覧・複写）しています。
平成25年度は、昭和57年度までに完結し整理の終了した公文書122簿冊を新たに公開しました。このうち、
58簿冊については個人情報等を保護するため、簿冊の一部を利用制限しています。これまでの公開分とあわ
せて、11,431冊が利用できます。

［新たに公開した主な公文書］　　　　　　　＊「　」内は簿冊名、（　）内は簿冊の完結年度

「区域公告　梅森坂土地区画整理組合」（昭和37年度）
「建設省協議　高畑土地区画整理組合」（昭和40年度）
「公共用地・追加・地区編入・承認　松井土地区画整理組合」（昭和48年度）
「農業会議等　植田山土地区画整理組合」（昭和40年度）
「設立認可申請書　岩塚南部土地区画整理組合」（昭和46年度）
「追加編入承認　下之一色大蟷螂土地区画整理組合」（昭和52年度）
「都市施設用地処分報告書」（昭和57年度）
「東京瓦斯㈱　関係綴」（昭和57年度）
「基金関係綴　昭和56年度」（昭和57年度）
「富田町土地改良区（戸田一工区）換地明細書（道路）」（昭和57年度）

○「行政資料」の公開
　名古屋市が発行した刊行物や地図・写真など81,725冊（平成26年１月末時点）を利用できます。

○「市史資料」の公開
　新修名古屋市史の編さん過程で収集した資料のうち整理が終わったものを複製（紙焼本）により1,898冊
公開しています（個人情報等を保護するため、資料の一部を利用制限しています）。

中御座之間北御庭惣絵（名古屋市蓬左文庫所蔵）
　江戸時代前期（寛永期）に作成された、二の丸御殿
の庭を描いた絵図である。
　描かれた各種建物の名称は、貼紙に記されており、
今回掲載した「徳川義直と学問」では金声玉振閣の中
に安置されていた聖像を紹介している。
　筆者は不詳だが、狩野派系の絵師とされている。

表
紙
の
説
明
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本丸御殿上洛殿内部（焼失前）
　　　　　　（名古屋城総合事務所所蔵）
　慶長20年（1615）２月に完成したとされ
る本丸御殿の上洛殿内部である。本丸御
殿は、元和２年（1616）に名古屋城に入っ
た徳川義直が居住していた。
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計
画

　
　

第
一
節　

戦
時
体
制
下
の
都
市
計
画

　
　

第
二
節　

戦
時
体
制
下
の
交
通
機
関

　

第
二
章　

戦
時
動
員
と
名
古
屋
市
の
行
財
政

　
　

第
一
節　

戦
時
動
員
と
名
古
屋
市
制

　
　

第
二
節　

縣
市
政
と
大
政
翼
賛
会
名
古
屋
市
支
部
の
結
成

　
　

第
三
節　

戦
時
体
制
と
名
古
屋
市
財
政

　

第
三
章　

戦
時
動
員
の
諸
団
体
と
運
動

　
　

第
一
節　

戦
時
動
員
と
町
内
会

　
　

第
二
節　

佐
藤
市
政
と
翼
賛
選
挙

　
　

第
三
節　

配
給
機
構
と
市
民
生
活

　
　

第
四
節　

戦
時
下
の
社
会
事
業
と
市
民
生
活

　

第
四
章　

戦
時
経
済

　
　

第
一
節　

工
業

　
　

第
二
節　

商
業

　
　

第
三
節　

電
力
・
ガ
ス
業

　
　

第
四
節　

農
業

　
　

第
五
節　

漁
業

　

第
五
章　

防
空
と
空
襲

　
　

第
一
節　

防
空

　
　

第
二
節　

空
襲

　
　

第
三
節　

東
南
海
地
震

解
説 資

料
編
「
近
代
３
」
目
次
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資
料
編
「
近
代
３
」
刊
行
の
お
知
ら
せ

　
　

体
裁　

Ｂ
５
判　

約
一
〇
〇
〇
頁　

上
製
本　

箱
入
り

　
　

定
価　

四
五
〇
〇
円　
（
平
成
二
十
六
年
五
月
下
旬
販
売
開
始
予
定
）

　

資
料
編
「
近
代
３
」
刊
行
に
あ
た
っ
て

「
近
代
３
」
編
集
委
員　

笠
井　

雅
直

　

本
巻
は
、
昭
和
恐
慌
・
満
州
事
変
か
ら
敗
戦
ま
で
の
時
期
を
対
象
と
し
て
、
名
古

屋
の
政
治
、
経
済
、
そ
し
て
社
会
の
各
分
野
に
わ
た
る
資
料
を
採
録
し
ま
し
た
。
新

出
資
料
の
発
掘
や
各
種
の
資
料
を
関
連
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
に
提
示
す
る

こ
と
が
で
き
た
点
は
、
次
の
通
り
で
す
。

　

百
万
都
市
を
め
ざ
し
て
都
市
計
画
を
推
進
し
て
き
た
名
古
屋
は
、
こ
の
時
期
に
は

名
古
屋
汎
太
平
洋
平
和
博
覧
会
の
開
催
を
機
と
し
て
、
名
古
屋
観
光
ホ
テ
ル
の
建
設

や
新
名
古
屋
駅
の
建
設
と
駅
前
整
備
、
桜
通
の
建
設
、
そ
し
て
名
古
屋
市
東
部
丘
陵

地
帯
の
開
発
整
備
を
推
し
進
め
ま
し
た
。
東
京
・
大
阪
に
次
ぐ「
躍
進
青
年
都
市
名
古

屋
」
は
、
増
区
な
ど
の
都
市
機
構
の
整
備
を
は
か
り
、
特
別
市
制
実
現
の
全
国
運
動

の
中
心
と
な
り
ま
し
た
。
経
済
的
に
は
、
航
空
機
産
業
な
ど
の
集
積
が
す
す
ん
で
い

ま
し
た
が
、
貿
易
振
興
に
よ
る
名
古
屋
産
品
の
発
展
の
時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

日
中
戦
争
以
降
、
名
古
屋
は「
軍
需
工
業
地
帯
」と
し
て
も「
繊
維
工
業
地
帯
」と
し

て
も
飛
躍
的
な
発
展
を
示
し
て
い
ま
す
。
太
平
洋
戦
争
に
よ
っ
て
、
名
古
屋
は
相
貌

を
一
変
し
て「
工
業
都
市
」、「
軍
需
工
業
都
市
」と
し
て
帝
国
枢
要
の
地
と
な
り
ま
し

た
。
工
業
人
口
、
都
市
人
口
は
増
加
傾
向
を
維
持
し
、
名
古
屋
市
は
交
通
網
や
住
宅

な
ど
の
各
種
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
邁
進
し
、
戦
時
特
有
の
各
種
団
体
組
織
を
町
内
会

を
基
盤
に
し
て
つ
く
り
あ
げ
、
戦
時
統
制
・
配
給
機
構
を
堅
固
な
も
の
と
し
て
い
ま

す
。
航
空
機
生
産
の
全
国
的
な
拠
点
で
あ
る
が
故
の
激
し
い
空
襲
に
対
す
る
防
空
施

策
・
対
応
に
お
い
て
も
、
官
民
挙
げ
て

の
組
織
的
か
つ
機
動
的
な
取
り
組
み

に
、
名
古
屋
の
特
徴
が
あ
り
ま
し
た
。

　

お
よ
そ
五
〇
〇
点
に
わ
た
る
資
料
と

そ
の
解
説
で
、
当
時
の
名
古
屋
を
感
じ

取
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
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公共
交通機関を
ご利用下さい

所 在 地／〒461-0011　名古屋市東区白壁一丁目3番地
　　　　　〈TEL〉052-953-0051 〈FAX〉052-953-4398
交通案内／地下鉄名城線「市役所」下車　東へ徒歩8分
　　　　　市バス・名鉄バス「清水口」下車　南西へ徒歩8分
　　　　　市バス・名鉄バス「市役所」下車　東へ徒歩8分
　　　　　市バス・メーグル「市政資料館南」下車  北へ徒歩5分
　　　　　名鉄瀬戸線「東大手」下車　南へ徒歩5分
開館時間／午前9：00～午後5：00
休 館 日／月曜日（休日の場合はその直後の平日）、
　　　　　毎月第3木曜日（休日の場合は第4木曜日）、
　　　　　12月29日～1月3日
ホームページは「名古屋市市政資料館案内」で検索してください。
公文書目録のダウンロードや集会室（半日1,000円～）・展示室（全日1,000円～）
の予約状況などがご覧いただけます。
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