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一

渡
邊
忠
司
氏
は
、
す
で
に
近
世
大
坂
に
関
す
る
複
数
の
著
書
を
著

さ
れ
て
い
る
が
、
長
年
勤
務
さ
れ
た
大
阪
市
史
料
調
査
会
か
ら
佛
教

大
学
文
学
部
に
移
ら
れ
た
の
を
機
に
、
近
年
精
力
的
に
こ
れ
ま
で
蓄

積
さ
れ
て
き
た
ご
研
究
を
ま
と
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
二
○
○
五
年
に

刊
行
さ
れ
た
『
大
坂
町
奉
行
と
支
配
所
・
支
配
国
』（
東
方
出
版
）
は
、

そ
う
し
た
成
果
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
右
の
書
名
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
氏
の
研
究
の
守
備
範
囲
は
広
い
が
、
本
書
の
「
あ
と
が
き
」
で
も

ふ
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
氏
の
も
と
も
と
の
中
心
的
な
問
題
関
心

は
、
近
世
徴
租
法
お
よ
び
村
落
構
造
論
の
分
野
に
す
え
ら
れ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
本
書
は
、
氏
の
本
来
の
研
究
分
野
に
属
す
る
最
初
の

研
究
書
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
本
書
「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、「
本
書
は
近
世
の
百
姓
の

あ
り
方
に
対
す
る
極
め
て
素
朴
な
疑
問
か
ら
出
発
し
て
い
る
」
と
あ

る
。「
は
し
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
疑
問
と
は
、
ひ
と
つ
に
は
、

検
地
帳
な
ど
で
圧
倒
的
多
数
派
と
し
て
登
場
す
る
「
一
石
未
満
・
一

反
未
満
の
高
持
百
姓
ら
は
年
貢
・
諸
役
を
負
担
し
な
が
ら
、
ど
の
よ

う
に
し
て
自
ら
の
生
活
や
農
耕
の
日
常
を
凌
い
で
い
た
の
か
」
と
い

う
問
で
あ
り
、
今
ひ
と
つ
は
、「
な
に
ゆ
え
日
本
で
は
農
業
・
農
民

と
い
え
ば
稲
作
農
家
・
農
民
だ
け
が
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
ど
こ
に
発
端
が
あ
る
の
か
」
と
い
う
問

〔
書

評
〕

渡
邊
忠
司
著
『
近
世
社
会
と
百
姓
成
立
─
構
造
論
的
研
究

─
』

本

城

正

徳
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で
あ
る
。「
は
し
が
き
」
で
は
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
問
に
対
し
て
す

で
に
出
さ
れ
て
い
る
「
そ
れ
な
り
の
答
え
」
と
し
て
、
深
谷
克
己
氏

の
研
究
（『
百
姓
成
立
』、
塙
書
房
、
一
九
九
三
年
）、
網
野
善
彦
氏
の
研

究
（『
日
本
中
世
の
百
姓
と
職
能
民
』、
平
凡
社
、
一
九
九
八
年
）
等
が
注

目
、
検
討
さ
れ
た
上
で
、「
本
書
は
、
こ
れ
ら
自
問
自
答
に
近
い
疑
問

に
対
す
る
筆
者
な
り
の
解
答
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

本
書
は
、
以
上
の
よ
う
な
明
快
な
主
題
（
課
題
）
設
定
の
も
と
、

既
発
表
論
文
八
編
を
一
部
ま
た
は
全
面
的
に
改
稿
し
、
以
下
に
示
す

と
お
り
、
五
章
か
ら
な
る
本
論
部
分
に
序
章
と
結
言
が
お
か
れ
る
と

い
う
、
本
格
的
な
著
書
と
し
て
、
構
成
さ
れ
て
い
る
。

序

章

本
書
の
研
究
視
角
と
構
成

第
一
章

近
世
の
「
百
姓
」
像

第
二
章

近
世
領
主
の
百
姓
「
保
護
」
構
造

第
三
章

近
世
初
期
の
百
姓
・
村
と
年
貢
負
担

第
四
章

近
世
百
姓
・
村
の
組
編
成
と
構
造
的
特
質

第
五
章

百
姓
・
村
と
質
入

結

言

本
書
の
著
書
と
し
て
の
課
題
と
結
論
は
、
序
章
と
結
言
と
し
て
、

著
者
自
身
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
明
快
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
書
評
の
作
法
と
し
て
、
以
下
、
ま
ず
ご
く
簡
単
に
で
は
あ

る
が
、
各
章
の
要
旨
を
紹
介
す
る
作
業
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
と
し
た

い
。

二

ま
ず
序
章
で
は
、
安
良
城
盛
昭
氏
の
研
究
（『
幕
藩
体
制
社
会
の
成

立
と
構
造
』、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
五
九
年
）
と
そ
の
後
の
氏
の
研
究

に
対
す
る
諸
批
判
の
検
討
を
軸
に
、
近
世
農
民
に
関
す
る
近
年
の
研

究
状
況
が
整
理
さ
れ
、
す
で
に
述
べ
た
著
者
の
問
題
関
心
と
疑
問
点

に
つ
い
て
の
研
究
史
的
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
る
。
な
か
で
も
、
零

細
な
小
農
民
経
営
の
再
生
産
構
造
へ
の
関
心
か
ら
、
佐
々
木
潤
之
介

氏
の
研
究
お
よ
び
前
掲
の
深
谷
克
己
氏
の
研
究
が
改
め
て
注
目
さ
れ

る
。
深
谷
克
己
氏
が
提
議
し
た
「
百
姓
成
立
」
論
に
つ
い
て
は
、
一

定
の
評
価
が
な
さ
れ
る
も
の
の
、
な
お
説
明
し
き
れ
て
い
な
い
と
し

て
「
百
姓
と
村
が
独
自
に
作
り
出
し
て
き
た
再
生
産
構
造
」
の
追
究

の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
本
書
の
主
題
が
近
世
社
会

に
お
け
る
「
百
姓
成
立
」
の
構
造
と
そ
の
条
件
の
解
明
に
す
え
ら
れ

て
お
り
、
そ
の
た
め
に
準
備
さ
れ
た
本
論
五
章
の
構
成
お
よ
び
各
章

ご
と
の
ね
ら
い
が
予
め
提
示
さ
れ
る
。

第
一
章
で
は
「
百
姓
成
立
」
の
分
析
作
業
の
前
提
と
し
て
、
近
世

に
お
け
る
「
百
姓
」
概
念
の
再
検
討
が
な
さ
れ
、
近
世
領
主
が
求
め
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た
百
姓
像
が
跡
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
農
民
と
同
義
語
化
さ
れ
た
近
世

の
「
百
姓
」
概
念
は
、
領
主
側
の
意
識
的
な
政
策
に
拠
っ
て
い
る
こ

と
、
具
体
的
に
は
、
近
世
の
「
百
姓
」
概
念
は
、
豊
臣
政
権
に
よ
っ

て
確
立
さ
れ
、
家
光
に
至
る
三
代
の
徳
川
政
権
に
よ
っ
て
概
念
の
普

及
・
一
般
化
が
は
か
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

つ
い
で
第
二
章
で
は
、
領
主
権
力
に
よ
る
「
百
姓
成
立
」
の
構
造

の
設
定
と
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
、
寛
永
期
ま
で
の
幕
府
農
政
法
令

の
分
析
が
行
わ
れ
、
法
令
を
規
制
・
禁
令
と
の
み
み
る
の
は
一
面
的

で
あ
り
、
百
姓
の
生
活
や
農
耕
を
保
護
す
る
と
い
う
側
面
も
含
ま
れ

て
い
る
点
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
領
主
側
の
百
姓
保
護
構
造
と
い
い

う
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
様
の
指
摘
は
、
近
世
社
会
の
基
軸
で
あ
る

年
貢
制
度
に
も
指
摘
し
う
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
近
世
初
期
に
採

用
さ
れ
た
徴
租
法
で
あ
る
検
見
制
は
、
仕
法
そ
の
も
の
に
年
貢
米
を

徴
収
し
す
ぎ
な
い
よ
う
に
す
る
機
能
が
あ
り
、
徴
租
法
そ
の
も
の
が

百
姓
の
再
生
産
を
保
護
・
育
成
す
る
特
質
を
も
っ
て
い
た
と
す
る
。

と
り
わ
け
、
こ
う
し
た
特
質
は
、
不
作
に
は
検
見
引
が
約
束
さ
れ
る

一
方
で
、
検
地
に
よ
る
石
高
設
定
（
反
当
り
の
石
盛
）
以
上
は
年
貢
米

徴
収
が
で
き
な
い
構
造
を
も
つ
畝
引
検
見
制
に
も
っ
と
も
顕
著
で
あ

り
、
畝
引
検
見
制
の
も
つ
「
百
姓
成
立
」
に
果
た
す
役
割
が
高
く
評

価
さ
れ
て
い
る
。

第
三
章
以
下
に
お
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
領
主
権
力
に
よ
る

「
百
姓
成
立
」
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
、
百
姓
・
村
自
ら
が
積
極
的
に

創
出
し
た
再
生
産
維
持
の
た
め
の
構
造
が
追
究
さ
れ
る
。

ま
ず
第
三
章
で
は
、
河
内
国
丹
北
郡
六
反
村
、
摂
津
国
西
成
郡
十

八
条
村
と
い
う
二
つ
の
村
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
こ
れ
ら
両
村
が
、
近

世
前
期
畿
内
村
落
の
二
類
型
（
六
反
村
は
、
持
高
一
○
○
石
以
上
の
突

出
し
た
百
姓
と
二
○
石
以
下
の
中
小
の
高
持
百
姓
で
構
成
さ
れ
る
第
一
類

型
、
十
八
条
村
は
、
二
○
石
以
下
の
中
小
の
高
持
百
姓
だ
け
で
構
成
さ
れ

る
第
二
類
型
）
に
属
す
る
村
落
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の

上
で
、
二
つ
の
類
型
を
代
表
す
る
両
村
の
一
七
世
紀
を
通
じ
て
の
年

貢
負
担
の
構
造
と
そ
の
変
化
が
詳
細
に
跡
づ
け
ら
れ
る
。
六
反
村
で

は
幕
領
と
な
っ
た
元
和
元
（
一
六
一
五
）
年
以
降
に
、
ま
た
十
八
条

村
で
は
板
倉
氏
領
と
な
り
分
付
構
造
が
解
消
さ
れ
る
寛
文
元
（
一
六

六
一
）
年
以
降
に
、
そ
れ
ぞ
れ
年
貢
徴
収
に
お
け
る
村
請
制
の
徹
底

化
（
庄
屋
請
負
制
の
消
滅
）
が
は
か
ら
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
が
、

分
析
の
中
心
は
、
寛
永
～
万
治
期
の
十
八
条
村
に
存
在
し
た
分
付
主

と
分
付
百
姓
か
ら
な
る
分
付
構
造
（
分
付
組
）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

村
内
の
数
家
族
か
ら
構
成
さ
れ
る
分
付
組
は
、
組
内
に
お
い
て
年
貢

米
の
未
進
米
を
補
塡
す
る
機
能
を
も
ち
、
零
細
百
姓
の
経
営
保
護
機

能
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
同
村
に
み
ら
れ
る
分
付
構
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造
は
、
百
姓
間
の
支
配
・
隷
属
関
係
の
側
面
で
の
み
と
ら
え
き
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
年
貢
徴
収
に
対
応
す
る
百
姓
相
互
の
扶

助
関
係
と
し
て
百
姓
が
意
識
的
に
結
ん
だ
「
百
姓
が
自
ら
創
出
し
維

持
し
て
い
た
自
主
的
な
相
互
扶
助
構
造
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
る
。

つ
い
で
第
四
章
で
は
、
用
役
牛
の
共
同
保
有
で
あ
る
牛
組
が
と
り

あ
げ
ら
れ
る
。
牛
組
は
畿
内
農
村
で
は
近
世
初
期
か
ら
一
般
的
な
存

在
で
あ
る
こ
と
を
お
さ
え
た
上
で
、
十
八
条
村
の
事
例
が
分
析
さ
れ
、

同
村
で
は
一
七
世
紀
に
牛
組
と
分
付
組
が
併
存
し
、
そ
れ
ら
を
基
盤

に
し
て
五
人
組
が
編
成
さ
れ
た
こ
と
を
、
こ
れ
ら
諸
組
を
構
成
す
る

百
姓
の
一
致
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
検
証
す
る
。
中
小
百
姓
経
営
の

維
持
・
継
続
の
た
め
の
相
互
扶
助
組
織
と
し
て
の
牛
組
の
役
割
は
、

寛
文
元
年
の
領
主
交
替
に
よ
る
分
付
組
解
体
以
降
一
層
重
要
性
を
増

す
こ
と
、
牛
組
が
畿
内
に
お
け
る
「
百
姓
成
立
」
の
基
で
あ
っ
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
る
。

第
五
章
で
は
、
一
七
世
紀
後
半
の
十
八
条
村
を
対
象
に
、
同
村
独

特
の
資
金
調
達
の
構
造
が
分
析
さ
れ
る
。
同
村
で
は
、
衣
類
・
家
具

等
の
生
活
用
品
を
定
期
的
に
大
坂
市
中
の
特
定
の
質
屋
に
質
入
し
、

そ
の
借
金
で
も
っ
て
年
々
の
年
貢
完
済
と
百
姓
経
営
が
補
塡
・
維
持

さ
れ
て
い
た
事
実
を
解
明
し
、
村
と
百
姓
に
よ
っ
て
独
自
に
創
出
さ

れ
た
「
百
姓
成
立
」
の
方
法
の
具
体
例
の
ひ
と
つ
と
評
価
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
結
言
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
各
章
の
要
旨
を
確
認
し
た

上
で
、「
百
姓
成
立
の
構
造
は
領
主
権
力
が
設
定
し
た
と
い
う
よ
り

も
、
百
姓
・
村
が
自
ら
編
成
し
た
、
あ
る
い
は
以
前
か
ら
の
村
社
会

に
あ
っ
た
相
互
扶
助
構
造
を
積
極
的
に
継
続
・
維
持
し
た
こ
と
で
創

出
さ
れ
た
組
編
成
を
基
軸
に
し
た
村
の
構
造
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
」
と
い
う
本
書
を
通
じ
て
の
著
者
の
基
本
的
な
主
張
点
が
改
め
て

強
調
・
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
今
後
の
近
世
百
姓
・
村

研
究
に
対
す
る
展
望
と
し
て
、
組
に
注
目
す
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
村
内
の
複
数
の
百
姓
が
組
を
編
成
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
組
が
結
合
し
て
村
を
構
成
す
る
と
い
う
視
点
の
重
要
性
が
、
近
世

村
落
の
構
造
的
特
質
の
把
握
の
み
な
ら
ず
、
村
落
自
治
の
問
題
ま
で

視
野
に
い
れ
た
形
で
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

三

以
上
の
要
約
か
ら
も
わ
か
る
通
り
、
本
書
の
内
容
は
、
実
質
的
に

は
近
世
前
期
の
村
落
構
造
と
農
政
全
般
に
及
ぶ
も
の
で
あ
り
、
提
示

さ
れ
て
い
る
論
点
も
広
汎
か
つ
多
彩
で
あ
る
。
評
者
の
能
力
で
は
、

残
念
な
が
ら
こ
れ
ら
す
べ
て
の
論
点
に
対
し
て
適
切
な
論
評
を
加
え

る
こ
と
は
難
し
い
。
以
下
、
不
十
分
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
ま
ず
は
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本
書
の
意
義
に
つ
い
て
、
つ
い
で
い
く
つ
か
の
疑
問
点
に
つ
い
て
述

べ
る
こ
と
で
評
者
と
し
て
の
責
め
を
塞
ぐ
こ
と
と
し
た
い
。

さ
て
、
ま
ず
本
書
の
第
一
の
意
義
と
し
て
、
近
世
社
会
に
お
け
る

「
百
姓
成
立
」
を
考
え
る
際
の
新
し
い
視
点
＝
分
析
視
角
と
し
て
村

内
の
組
編
成
に
注
目
し
、
畿
内
農
村
の
個
別
事
例
分
析
を
ふ
ま
え
て
、

組
が
年
貢
負
担
・
納
入
の
相
互
扶
助
組
織
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ

と
を
論
証
し
た
点
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
組
編
成

の
基
盤
が
牛
組
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
百
姓
自
ら
が
積
極
的
に
創
出

し
た
自
主
的
相
互
扶
助
組
織
に
あ
る
と
捉
え
た
点
も
重
要
な
指
摘
で

あ
ろ
う
。
組
に
よ
る
相
互
扶
助
構
造
こ
そ
が
「
百
姓
成
立
」
を
可
能

に
し
た
基
軸
的
な
条
件
で
あ
る
と
い
う
本
書
の
主
張
は
、
領
主
側
の

仁
政
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
「
御
救
」
等
の
施
策
、
あ
る
い
は
在
方
で
の

農
間
稼
ぎ
や
商
品
作
物
栽
培
等
の
諸
論
点
か
ら
構
成
さ
れ
て
き
た
こ

れ
ま
で
の
「
百
姓
成
立
」
論
に
対
し
て
、
確
か
に
新
し
い
視
点
と
論

点
を
提
示
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
結
言

に
お
い
て
展
望
と
し
て
示
さ
れ
た
今
後
の
近
世
百
姓
・
村
研
究
進
展

に
と
っ
て
の
組
編
成
と
い
う
視
点
の
重
要
性
も
、
説
得
力
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

つ
い
で
本
書
の
第
二
の
意
義
と
し
て
、
右
の
第
一
点
と
関
連
す
る

が
、
近
世
前
期
畿
内
農
村
に
お
け
る
村
内
レ
ベ
ル
で
の
年
貢
納
入
構

造
を
、
領
主
の
交
替
に
伴
う
時
期
的
変
化
・
区
分
を
も
含
め
て
、
詳

細
に
実
証
し
た
点
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
全
国
的
に
み
れ
ば
近
世
在

方
史
料
が
豊
富
に
残
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
畿
内
農
村
に
あ
っ
て

も
、
一
七
世
紀
の
在
方
史
料
の
残
存
は
乏
し
い
。
そ
の
な
か
に
あ
っ

て
、
第
三
章
で
示
さ
れ
た
六
反
村
や
十
八
条
村
の
具
体
的
な
事
例
分

析
は
貴
重
で
あ
り
、
従
来
、
朝
尾
直
弘
氏
の
研
究
（『
近
世
封
建
社
会

の
基
礎
構
造
』、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
七
年
）
等
に
よ
っ
て
描
か
れ

て
い
た
近
世
初
期
畿
内
農
村
に
お
け
る
年
貢
納
入
や
村
段
階
で
の
年

貢
米
換
金
化
の
問
題
に
関
す
る
理
解
を
、
さ
ら
に
深
め
る
素
材
を
提

供
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
六
反
村
の
貢
租
賦
課
・
納
入
状

況
に
つ
い
て
は
、
本
書
の
も
と
と
も
な
っ
た
既
発
表
論
文
「
近
世
前

期
の
村
落
と
年
貢
収
納
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
○
五
号
、
一
九
八
四
年
）

に
お
い
て
、
よ
り
詳
細
な
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
本
書
の
第
三
の
意
義
と
し
て
、「
百
姓
成
立
」
の
議
論
を
近

世
徴
租
法
研
究
の
分
野
に
も
ち
こ
み
、
検
見
制
、
と
り
わ
け
畝
引
検

見
制
が
「
百
姓
成
立
」
に
果
た
す
役
割
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
点
を

あ
げ
て
お
き
た
い
。「
百
姓
成
立
」
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
適
合
的

な
徴
租
法
こ
そ
が
畝
引
検
見
制
で
あ
る
と
い
う
本
書
の
主
張
は
、
畝

引
検
見
制
を
不
安
定
な
小
農
経
営
か
ら
の
全
剰
余
労
働
搾
取
と
経
営

の
安
定
的
維
持
の
両
立
を
は
か
り
う
る
仕
法
と
捉
え
た
森
杉
夫
氏
の
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理
解
（『
近
世
徴
租
法
と
農
民
生
活
』、
柏
書
房
、
一
九
九
三
年
）
を
、
著

者
の
問
題
関
心
か
ら
捉
え
直
し
た
も
の
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、

単
な
る
仁
政
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
こ
え
て
、
具
体
的
な
施
策
と
し
て
検

証
し
う
る
領
主
に
よ
る
「
百
姓
成
立
」
の
議
論
が
、
い
わ
ゆ
る
小
農

自
立
・
小
農
維
持
政
策
と
し
て
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
諸
政

策
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
領
主
─
農
民
間
の
基
軸
的
な
関
係

で
あ
る
貢
租
制
度
、
当
面
、
徴
租
法
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
と
い

う
よ
り
も
、
お
い
て
こ
そ
議
論
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
本
書
の

指
摘
は
重
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
追
究
さ
れ
る
べ
き
論
点
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

四

つ
ぎ
に
、
本
書
の
問
題
点
あ
る
い
は
疑
問
点
の
検
討
に
移
ろ
う
。

百
姓
・
村
が
自
ら
創
出
し
維
持
し
て
き
た
組
編
成
に
よ
る
相
互
扶

助
構
造
こ
そ
が
「
百
姓
成
立
」
の
基
軸
的
な
条
件
と
説
く
本
書
の
意

義
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
研
究
史
的
に
み
て
も
重
要
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
新
し
い
主
張
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

な
お
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
、
説
明
す
べ
き
事
柄
が
残
っ
て
い
る
（
出

て
く
る
）
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
以
下
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、「
百
姓
成
立
」
の
構
造

と
条
件
と
い
う
本
書
の
主
題
に
か
か
わ
る
で
あ
ろ
う
問
題
点
を
い
く

つ
か
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
第
一
に
指
摘
し
た
い
の
は
、
村
内
に
存
在
す
る
組
編
成
（
組

織
）
の
理
解
に
関
し
て
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
五
人
組
に
代

表
さ
れ
る
領
主
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
た
組
と
、
牛
組
の
よ
う
に
そ
れ

以
前
か
ら
存
在
す
る
組
の
性
格
の
違
い
と
い
う
点
が
気
に
な
っ
た
。

五
人
組
が
、
た
と
え
牛
組
の
よ
う
な
百
姓
の
自
主
的
な
組
織
を
基
盤

に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
旦
領
主
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ

た
以
上
、
そ
こ
で
は
単
な
る
既
成
組
織
の
追
認
に
と
ど
ま
ら
な
い
何

ら
か
の
強
制
が
伴
う
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
領
主
に
よ
る
公

認
・
編
成
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
強
制
的
な
相
互
扶
助
組
織
と
し
て
の

性
格
が
新
た
に
付
与
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
性
格
を
持
つ

組
織
へ
と
転
換
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
も

し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
領
主
に
よ
る
組
編
成
以
降
の
時
期
に

あ
っ
て
は
、
構
成
員
に
大
差
が
な
く
、
表
面
的
に
類
似
の
相
互
扶
助

機
能
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
自
主
的
な
も
の
な
の
か
、

強
制
的
な
も
の
な
の
か
の
見
き
わ
め
は
難
し
い
。
と
り
わ
け
、
本
書

に
お
い
て
主
要
な
実
証
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
年
貢
納
入
に
関
し
て

の
相
互
扶
助
機
能
に
つ
い
て
は
、
年
貢
徴
収
が
領
主
の
も
っ
と
も
主

要
な
関
心
事
で
あ
る
だ
け
に
、
強
制
的
な
要
素
を
ま
ず
は
想
定
し
て



149

み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
五
人
組
が
寛
永

期
に
は
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
、
そ
の
主
目
的
が
治
安
維
持
と
な
ら

ん
で
年
貢
収
奪
の
確
保
・
円
滑
化
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
本
書
で
も
引

用
さ
れ
て
い
る
煎
本
増
夫
氏
の
研
究
（『
幕
藩
体
制
成
立
史
の
研
究
』、

雄
山
閣
、
一
九
七
九
年
）
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。さ

て
、
第
二
の
問
題
点
と
し
て
、「
百
姓
成
立
」
の
全
体
像
、
当
面
、

本
書
が
対
象
と
す
る
一
七
世
紀
の
全
体
像
理
解
に
か
か
わ
る
点
を
あ

げ
て
お
き
た
い
。
本
書
で
は
、
当
該
期
に
お
け
る
「
百
姓
成
立
」
の

構
造
、
条
件
と
し
て
、
①
領
主
権
力
に
よ
る
百
姓
「
保
護
」
構
造
と

②
村
内
に
存
在
す
る
自
主
的
な
組
編
成
が
果
た
す
相
互
扶
助
構
造
・

機
能
が
注
目
さ
れ
、
と
り
わ
け
後
者
が
基
軸
的
な
条
件
と
評
価
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、「
百
姓
成
立
」
の
全
体
的
な
構
造
を
考
え
る
と

き
、
果
た
し
て
そ
れ
で
十
分
な
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

本
書
で
は
「
百
姓
成
立
」
に
か
か
わ
る
村
の
役
割
に
つ
い
て
も
、
村

請
制
下
の
村
に
よ
る
村
民
扶
助
の
問
題
と
し
て
視
野
に
収
め
ら
れ
て

い
る
（
③
村
の
役
割
）。
ま
た
、
本
書
で
は
、
深
谷
克
己
氏
が
「
百
姓

成
立
」
の
条
件
と
し
て
説
く
余
業
・
諸
稼
ぎ
や
商
品
作
物
栽
培
等
の

い
わ
ば
百
姓
の
個
別
経
営
レ
ベ
ル
で
の
努
力
（
④
と
す
る
）
に
つ
い

て
も
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
近
世
前
期
の

「
百
姓
成
立
」＝
百
姓
の
再
生
産
の
全
体
的
な
構
造
を
描
く
に
は
、
①

②
以
外
に
も
、
少
な
く
と
も
③
④
の
要
素
を
組
み
込
む
必
要
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
当
該
期
の

百
姓
の
再
生
産
は
、
①
の
も
と
で
③
②
④
が
相
互
に
関
連
し
あ
う
形

で
実
現
し
、
維
持
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の

際
、
③
の
村
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
第
一
の
問
題
点
と
し
て

示
し
た
と
同
質
の
問
題
（
こ
の
場
合
は
、
村
が
果
た
す
扶
助
機
能
を
、

領
主
に
よ
る
村
請
制
下
の
村
の
論
理
で
説
明
す
る
の
か
、
百
姓
共
同
体
と

し
て
の
村
の
論
理
で
説
明
す
る
の
か
、
と
い
う
問
に
な
ろ
う
）
が
残
さ
れ

て
い
る
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
④
に
関
し
て
い
え
ば
、

個
別
分
析
の
舞
台
と
な
っ
た
十
八
条
村
や
六
反
村
は
大
坂
市
中
に
近

接
し
て
お
り
、
近
世
前
期
か
ら
市
中
と
関
連
し
た
余
業
や
賃
稼
ぎ
の

機
会
は
十
分
に
あ
り
え
た
点
、
六
反
村
に
つ
い
て
は
、
寛
永
九
（
一

六
三
二
）
年
に
総
石
高
の
二
五
％
（
全
畑
高
に
ほ
ぼ
相
当
）
と
い
う
高

率
の
綿
作
率
が
確
認
で
き
る
事
実
（『
新
修
大
阪
市
史
』
第
三
巻
、
六
○

○
頁
）
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
少
な
く
と
も
六
反
村
で
は
、
す
で

に
一
七
世
紀
前
半
に
お
い
て
、
綿
作
と
い
う
商
品
作
物
栽
培
が
中
小

百
姓
経
営
に
あ
っ
て
も
広
汎
に
行
わ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

そ
し
て
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
構
図
で
「
百
姓
成
立
」
の
全
体
像
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を
考
え
る
と
き
、
改
め
て
留
意
し
た
い
の
は
、
領
主
権
力
に
と
っ
て

の
「
百
姓
成
立
」
と
は
、
年
貢
の
完
納
と
そ
の
持
続
こ
そ
が
眼
目
で

あ
り
、
そ
れ
に
必
要
な
限
り
に
お
い
て
百
姓
の
再
生
産
も
保
障
・
保

護
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
領
主
に
よ
る
「
百
姓
成

立
」
に
は
、
当
然
な
が
ら
領
主
側
の
都
合
・
利
害
に
基
づ
く
一
定
の

限
定
が
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
百
姓
・

組
・
村
に
よ
る
自
助
・
自
主
的
な
扶
助
が
必
要
と
さ
れ
、
必
然
化
さ

れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
う
し
た
中
小
百

姓
経
営
そ
れ
自
体
の
維
持
を
眼
目
と
し
た
い
わ
ば
百
姓
・
組
・
村
に

よ
る
「
百
姓
成
立
」
は
、
単
に
領
主
に
よ
る
「
百
姓
成
立
」
を
補
完

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
両
者
の
間
に
は
、
あ
つ
れ

き
や
矛
盾
が
生
じ
う
る
と
い
う
点
に
も
、
留
意
し
て
お
き
た
い
。
近

世
前
期
の
「
百
姓
成
立
」
を
全
体
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
前

述
し
た
①
～
④
等
の
諸
要
素
と
そ
の
相
互
関
連
の
あ
り
方
を
、
矛
盾

の
所
在
に
も
留
意
し
つ
つ
、
さ
ら
に
追
究
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
第
三
の
問
題
点
は
、
徴
租
法
に
関
し
て
で
あ
り
、
と
り
わ

け
「
百
姓
成
立
」
に
関
連
し
て
高
く
評
価
さ
れ
た
畝
引
検
見
制
の
位

置
づ
け
と
採
用
時
期
に
つ
い
て
、
今
少
し
丁
寧
な
説
明
が
必
要
と
思

わ
れ
る
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
著
者
は
、
本
書
の
も
と
と
も

な
っ
た
既
発
表
論
文
に
お
い
て
、
こ
の
点
に
関
し
て
二
つ
の
異
な
る

見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
「
幕
藩
制
的
徴
租
法
の

成
立
過
程
」（『
歴
史
評
論
』
三
六
九
号
、
一
九
八
一
年
）
で
は
、
二
公
一

民
制
、
土
免
制
、
色
取
検
見
制
等
の
徴
租
法
は
い
ず
れ
も
幕
藩
制
的

徴
租
法
た
る
畝
引
検
見
制
の
整
備
過
程
に
あ
る
徴
租
方
式
で
あ
り
、

畝
引
検
見
制
は
寛
永
期
に
は
一
般
的
に
施
行
さ
れ
る
と
す
る
。
一
方
、

前
掲
の
六
反
村
を
主
対
象
と
し
た
「
近
世
前
期
の
村
落
と
年
貢
収

納
」
で
は
、
同
村
で
は
色
取
検
見
制
が
一
七
世
紀
末
ま
で
採
用
さ
れ
、

畝
引
検
見
制
へ
の
転
換
は
元
禄
期
以
降
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
。
後
者
は
大
阪
歴
史
学
会
の
大
会
報
告
で
あ
る
が
、
報

告
後
の
質
疑
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
色
取
検
見
制
が
元
禄
期
ま
で
存

続
す
る
六
反
村
の
事
例
は
例
外
的
で
は
な
く
、
畿
内
幕
領
を
含
む
広

汎
な
地
域
で
あ
り
う
る
事
態
と
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。

本
書
で
展
開
さ
れ
た
論
旨
か
ら
い
え
ば
、
領
主
に
よ
る
百
姓
「
保

護
」
政
策
が
お
お
む
ね
完
成
す
る
寛
永
期
に
、
畝
引
検
見
制
の
導
入

が
は
か
ら
れ
た
と
み
る
方
が
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
六
反
村
は
本
書
の
重
要
な

個
別
事
例
分
析
対
象
村
で
あ
り
、
第
二
章
ま
で
の
政
策
（
法
令
）
分

析
に
よ
る
領
主
側
か
ら
み
た
「
百
姓
成
立
」
論
と
、
第
三
章
以
下
で

展
開
す
る
村
・
百
姓
自
身
に
よ
る
「
百
姓
成
立
」
の
分
析
を
つ
な
ぐ
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意
味
で
も
、
し
か
る
べ
き
説
明
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

六
反
村
の
事
例
の
よ
う
に
一
七
世
紀
末
ま
で
色
取
検
見
制
が
ず
れ
こ

む
の
が
畿
内
幕
領
で
は
一
般
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
ま

た
別
の
説
明
が
必
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
森
杉
夫
氏

は
、
元
和
・
寛
永
期
頃
に
は
色
取
検
見
制
が
採
用
さ
れ
る
が
、
こ
の

仕
法
は
当
時
の
脆
弱
な
農
民
経
営
の
弾
力
性
を
奪
い
、
寛
永
後
期
の

大
飢
饉
の
一
大
要
因
と
な
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
か
わ
っ
て
登
場
す
る

の
が
畝
引
検
見
制
で
あ
る
と
の
見
通
し
を
示
さ
れ
て
い
る
（『
日
本

歴
史
大
系
』
第
三
巻
の
第
五
章
〔
補
説

〕、
山
川
出
版
社
、
一
九
八
八

１０

年
）。
検
見
制
一
般
で
は
な
く
、
畝
引
検
見
制
を
「
百
姓
成
立
」
に
最

も
適
合
的
な
徴
租
法
と
み
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
書
で
も
登
場
し
て
い

る
豊
臣
政
権
期
の
相
対
立
毛
検
見
・
二
公
一
民
制
以
降
の
他
の
徴
租

法
を
も
含
め
た
形
で
の
近
世
前
期
に
お
け
る
徴
租
法
変
化
と
、
そ
の

中
で
の
畝
引
検
見
制
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
説
明
が
、
渡
邊
説
と
し

て
は
、
な
お
十
分
に
は
果
た
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
課
題
は
す
で
に
本
書
の
主
題
を
こ
え
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
評
者
と
し
て
は
、
近
世
徴
租
法
あ
る
い
は

年
貢
制
度
を
主
題
と
し
た
渡
邊
氏
の
新
著
に
お
い
て
、
よ
り
明
快
な

解
答
が
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
強
く
期
待
し
た
い
。

以
上
、
不
十
分
な
も
の
で
は
あ
る
が
書
評
を
試
み
た
。
評
者
の
浅

学
か
ら
的
外
れ
な
点
、
著
者
の
意
に
満
た
な
い
点
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
危
惧
す
る
。
著
者
な
ら
び
に
読
者
諸
賢
の
御
寛
恕
を
乞
う

次
第
で
あ
る
。

渡
邊
忠
司
著
『
近
世
社
会
と
百
姓
成
立
─
構
造
論
的
研
究
─
』（
佛
教

大
学
研
究
叢
書
１
、
佛
教
大
学
、
二
○
○
七
年
三
月
刊
、
Ａ
５
判
、
三

一
○
頁
、
本
体
価
格
六
、
五
○
○
円
）

（
ほ
ん
じ
ょ
う

ま
さ
の
り
・
元
奈
良
教
育
大
学
教
授
）


