
慶
長

・
元
和
期

に
お
け
る
政
治

と
民
衆

ー

「
か

ぶ

き
」

の
世

相

を

素

材

と

し

て
ー

鎌

田

道

隆

は

じ

め

に

幕
藩
体
制

の
成
立
段
階
に
、
二
つ
の
内
乱
が
あ

っ
た
こ
と
は
、
周

知
の
こ
と
で
あ
る
。

一
つ
は
慶
長
五
年
(
一
六
〇
〇
)
の
関

ヶ
原
合
戦

で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
慶
長
十
九
年

(
一
六

一
四
)
お
よ
び
同
二
十
年

の
大
坂

の
陣
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
内
乱

に
つ
い
て
は
、
関
ヶ
原
合

戦
で
事
実
上
の
徳
川
政
権
が
樹
立
さ
れ
た
が
、
反
徳
川
勢
力
が
な
お

残
存
し

た
た
め
、
そ
の
盟
主
と
さ
れ
た
大
坂
城
の
豊
臣
秀
頼
を
抹
殺

し
た
の
が
大
坂

の
陣
で
あ
る
と
い
っ
た
理
解
が
、
大
方
の
了
解
を
得

(
1
)

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
徳
川
政
権
は
、
関
ヶ
原
合
戦

で
成
立

し
、
大
坂
の
陣
で
確
立
さ
れ
た
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
し

か
し
、

こ
の

「
成
立
」
と

「
確
立
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
深
く
検
討

さ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
大
坂

の
陣
で
確
立
と
い
う
場
合
、
明
ら
か
な

敵
対
勢
力
を
軍
事
的
に

一
掃
し
た
と
い
う
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

大
坂
の
陣

の
軍
事
的
結
末
が
あ
ま
り
に
も
明
白
で
あ
る
た
め
、
軍

事
的
側
面
以
外

に
つ
い
て
は
、
そ
の
経
過
や
意
義
も
ほ
と
ん
ど
研
究

さ
れ
た
り
言
及
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
。
む
し
ろ
、
研
究
者
の
眼
は
、

軍
事
的
に
自
明
な
結
果
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
う
え
に
展
開
さ
れ
る

「武
家
諸
法
度
」
等
の
制
定
な
ど
元
和
以
降

へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る

(
2
)

と
い
え
よ
う
。

一
方
、
慶
長
期
が
世
相
史
的
に
特
異
な
注
目
さ
れ
る
時
代
だ
と
い

う
研
究
も
で
て
き
て
い
る
。
守
屋
毅
氏
は
、
慶
長
期
に
出
現
し

一
世

を
風
靡
す
る

「
か
ぶ
き
」
の
風
潮
に
着
目
し
、
慶
長
期
を

「
か
ぶ
き
」

(3

)

の
時
代
と
呼
び
た
い
と
提
唱
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、
守

屋
氏
は
東
京
国
立
博
物
館
蔵

の

「洛
中
洛
外
図
屏
風
」
(舟
木
本
)
を

一一21一



そ
の
象
徴
と
し
て
あ
げ
て
い
る
が
、
氏
は
こ
の
屏
風
は
、
左
隻
に
徳

川
氏

の
シ
ン
ボ
ル
ニ
条
城
、
右
隻
に
豊
臣
氏

の
シ
ン
ボ
ル
方
広
寺
大

仏
殿
を
対
峙
さ
せ
、
こ
の
両
隻
に
ま
た
が

っ
て
対
角
線
状
に
鴨
川
の

流
れ
を
配
し
、
町
並
み
も
画
面
に
傾
斜
し
て
描
い
て
お
り
、
名
所
や

旧
跡
の
か
わ
り

に
画
面
の
主
人
公
と
し
て
登
場
す
る
群
衆

の
動
き

(4

)

も
、
異
様
な
興
奮
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い
る
と
評
し
、

こ
の
屏
風
自
体

を

「
か
ぶ
き
」

の
所
産
と
み
て
い
る
。

か
ぶ
き
者
と

「
か
ぶ
き
」
の
世
相

に
つ
い
て
は
、
北
島
正
元
氏

の

(
5
)

「
か
ぶ
き
者
1
そ
の
行
動
と
論
理
」
と
守
屋
毅
氏

『「
か
ぶ
き
」
の
時

代
』
が

注
目
す
べ
き

研
究

で
あ
る
。

か
ぶ
き
者

の
評
価
に
つ
い
て

は
、
両

氏
と
も
単

な
る
愚
連
隊
暴
力
団
と
は
見
て
い
な
い
。
北
島
氏

は
、
か
ぶ
き
者
こ
そ
下
剋
上
の
論
理
を
楯
に
と

っ
て
変
革
主
体
と
し

て
の
民
衆
と
連
携
し
、
幕
藩
権
力
の
人
間
的
諸
権
利
剥
奪
に
抵
抗
す

る
役
割

を
に
な

っ
た
と
評
価
し
、
守
屋
氏
は
か
ぶ
き
者

の
行
動
論
理

の
深
層
に
は
戦
国
乱
世

へ
の
回
帰
願
望
が
あ

っ
た
が
、
現
実
に
は
喧

嘩
三
昧

に
命
を
か
け
る
乱
世
の
仮
構
の
な
か
で
、
反
時
代
的
で
あ
る

こ
と
に
よ
っ
て
逆
説
的
に
も

っ
と
も
よ
く
時
代
の
趨
勢
を
体
現
し
た

存
在
で
あ

っ
た
と
み
て
い
る
。

本
稿

の
ね
ら
い
の

一
つ
は
、
先
学
の
研
究
に
導
か
れ
な
が
ら
も
、

自
分
な
り
に
慶
長
期

の
か
ぶ
き
者
に
つ
い
て
の
歴
史
的
位
置
づ
け
を

試
み
る
こ
と
で
あ
る
が
、
も
う
ひ
と
つ
は

「
か
ぶ
き
」
た
る
世
相

の

背
景
と
し
て
、
大
坂
の
陣
を
頂
点
と
し
て
伏
線
的
に
立
ち
現
わ
れ
る

近
世
的
秩
序
形
成
の
政
治
状
況
を
、
垣
間
見

る
こ
と
で
あ
る
。
近
世

封
建
社
会
の
成
立
期
に
お
け
る
第
二
の
内
乱

と
し
て
仕
組
ま
れ
た
大

坂

の
陣
は
、
決
し
て
軍
事
的
意
味
だ
け
で
重
要
な
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
社
会
史
的

・
政
治
史
的
な
側
面
で
こ
そ
実
に
大
き
な
意
味
を
に

な

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
大
坂
の
陣
を
中
心
と
す
る
慶
長

・
元

和
期
に
焦
点
を
合
わ
せ
な
が
ら
、
民
衆
の
動
向
を
分
析
す
る
こ
と
に

よ

っ
て
、
政
治
状
況
の
方
向
を
推
定
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

一
、
か
ぶ
き
躍
と
か
ぶ
き
者

『
当
代
記
』
は
、
慶
長
年
間
の
政
治

・
社

会
に
か
か
わ
る
基
本
的

な
年
代
風
記
録
と
し
て
、
高

い
史
料
的
価
値

を
認
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の

『
当
代
記
』
の
慶
長
八
年
四
月
こ
ろ
の
記
事
に
、
左
の

一
文
が

(
6

)

見

え

る
。

お
ど
り

此
些

か
ふ
き
躍
と
云
事
有
。是
嫉

出
雲
国
神
子
女
紫

麺

仕
出
、
京
都
え
上
る
。
縦
は
、
異
風
な
る
男
の
ま
ね
を
し
て
、

刀
脇
指
衣
装
以
下
、
殊
異
相
。
彼
男
、
茶
屋
の
女
と
戯
る
体
有
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難

し
た
り
。

京
中
の
上
下
賞
翫
す
る
事
不
レ斜
、

伏
見
城
え
も

参
上
し
、

度
々
躍
る
。

其
後
、
学
レ之
か
ふ
き
の
座
い
く
ら
も

有

て
、
諸
国

へ
下

る
。

但
、
江
戸
右
大
将
秀
忠
公
は
、

終
不
昌

見
給
殉

京
都

で
は
、
か
ぶ
き
躍
が
大
好
評
を
博
し
て
、
お
国
か
ぶ
き
を
な

ら
い
真
似
す
る
座
が
相

つ
い
で
誕
生
し
、
各
地

へ
興
業
に
出
か
け
て

い
く
と
い
う
。
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
の
出
来
事
と
し
て
、
『徳
川
実
紀
』
は

出
雲

お
国
の
江
戸

へ
の
登
場
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
、
江
戸

の
街
の
繁
栄
と
徳
川
秀
忠

の
厳
格
な
資
質
の
賞
讃
に
力
点
が
お
か
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

一
応
引
用
し
て
み
よ
う
。

こ
の
頃
江
戸
弥
大
都
会
と
な
り

て
、
諸
国
の
人
輻
較
し
繁
昌
大

か
た
な
ら
ず
、
四
方
の
游
民
等
身

の
す
ぎ
は
ひ
を
も
と
め
て
、

雲

霞
の
如
く
あ
つ
ま
る
。
京
よ
り
国
と
い
ふ
女
く
だ
り
、
歌
舞

伎

と
い
ふ
戯
場
を
開
く
、
貴
賎
め
づ
ら
し
く
思
ひ
、
見
る
者
堵

の
ご
と
し
。
諸
大
名
家
々
こ
れ
を
め
し
よ
せ
、
其
歌
舞
を
も
て

は

や
す
事
風
習
に
な
り
け
る
に
、
大
納
言
殿
も
そ
の
事
聞
し
召

(7
)

た
れ
ど
、
一
度
も
め
さ
れ
ず
。
衆
人
、
其
厳
格
に
感
ぜ
し
と
そ
。

こ
れ
ら
の
記
録
は
、
か
ぶ
き
躍
の
大
流
行
と
、
お
国
か
ぶ
き
の
人

気
絶
調

と
を
伝
え
る
も
の
で
あ
り
、
徳
川
秀
忠
が
か
ぶ
き
を
見
な
か

っ
た
と
い
う
記
述
も
、
秀
忠
の
人
柄
を
示
す
物
語
と
い
う
よ
り
は
、

秀
忠
が
つ
い
に
こ
れ
を
見
物
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
話
題
に
な

る
ほ
ど
、
か
ぶ
き
躍
は
異
常
な
流
行
を
示
し
て
い
た
の
だ
と
、
解
釈

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

中
央
と
地
方
、
庶
民
と
貴
人
を
問
わ
ず
、
か
ぶ
き
躍
が
も
て
は
や

さ
れ
た
と
い
う
の
も
、
こ
の
流
行
の

一
特

色
で
あ
る
。
と
く
に
注
目

さ
れ
る
の
は
、
江
戸
で
は
諸
大
名
が
出
雲

お
国
を
屋
敷
に
よ
ん
で
か

ぶ
き
躍
を
見
物
す
る
風
習
が
広
ま
っ
た
、

と
す
る

『
徳
川
実
紀
』
の

記
述
で
、
か
ぶ
き
躍

の
熱
狂
に
諸
大
名
た
ち
が
少
な
か
ら
ぎ
る
役
割

を
演
じ
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

『
当
代
記
』
に
よ
れ
ば
、
慶
長
十
二
年
十
月
、
三
河
国
苅
屋
の
城
主

水
野
日
向
守
勝
成
が
出
来
島
と
称
す
る
か

ぶ
き
女
を
つ
れ
て
都
か
ら

下
向
し
、
翌
年
四
月
こ
ろ
彼
女
を
つ
れ
て
ま
た
上
洛
し
た
。
そ
の
金

に
糸
目
を
つ
け
ず
「衣
装
己
下
き
ら
び
や
か
に
し
て
か
ふ
き
け
る
」
風

姿
は
、
京
の
人
々
の
注
目
を
集
め
、
勧
進
法
楽

に
お
け
る
か
ぶ
き
に
は

(
8
)

「
見
物
貴
賎
成
レ市
」
し
た
と
い
う
。
こ
の
水
野
勝
成
の
か
ぶ
き
女
随

伴
下
向
事
件
を
、
『徳
川
実
紀
』
は
駿
府

へ
の
こ
と
と
し
て
お
り
、
そ

の
駿
府

に
お
け
る
異
常
な
人
気
ぶ
り
を

「男
女
群
聚
し
て
、
国
中
を

(
9

)

か

た

ぶ

く
」

と
記

し

て

い
る
。

い
ず

れ

に

し

て
も

、

か

ぶ
き

躍

の
地
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方

へ
の
波

及

に
、

大

名

た

ち

の
力

に
負

う

と

こ
ろ

が
少

く

な

か

っ
た

こ
と

を

、

こ

の

一
事

は
物

語

っ
て

い
る
。

そ

れ

は

ま

た
、

か

ぶ

き
躍

が
庶

民

か

ら

大

名

た

ち

ま

で

を

も

魅

了

す

る
要

素

を

持

っ
て

い

た

こ

と

の
証

左

で
も

あ

る
。

か

ぶ

き

躍

の
主

役

た

ち

が

、

い

か

に
美

し
く

世

人

を

魅

惑

し

て

い

た

か
、

し
ば

ら

く

『
慶

長

見
聞

集

』

の
語

る

と

こ

ろ
を

聞

い

て

み

よ

う
。

掬

、

中

橋

に

て
幾

嶋

丹

後

守

か

ぶ

き
有

と
高

札

を

立

れ
ば

、

人

集

り

て
貴

賎

ぐ

ん

じ

ゅ
を

な

し

け

る

を

、

お
そ

し

と
待

所

に
、

お
し

や
う

先

立

て

ま

く
打

上
、
は

し

が

＼
り

に
出

る

を

見

れ

ば
、

い

と
花

や

か

な

る
出

立

に
て

、

こ
が

ね

づ

く

り

の
刀

わ

き
ざ

し

を

さ

し
、

火
打

袋

、

ひ

よ

う

た
ん

な

ど

腰

に

さ
げ

、

猿

若

を
伴

に

つ
れ

、
そ

ゴ

う

に
立

う

か

れ

た

る

そ

の
姿
、
女

と

も

見

え

ず

、

ロ
バ
ま

め
男

な

り

け

り

。

い

に

し

へ
い

ん

や

う

の

神

と

い

は

れ

し

、

な

り

ひ

ら

の
面

影

そ

や
。

し

ば

居

さ

じ

き

の
人

々

は
、

首

を

の

べ
、

頭

を

た

た

い
て

、

我

を

忘

れ

て
ど

う

よ

う

す

る
。

ぶ

た

ひ

に
出

れ
ば

、

い

と

ゴ
猶

近

ま

さ

り

す

る
顔

ば

せ

は
、

誠

に

や
う

き

ひ

一
度

え

め
ば

、

六
宮

に
顔

色

な

し

と

い

へ
る

が

ご

と

し

。

ふ

よ
う

の

ま

な

じ

り
、

た

ん

く

わ

の
く

ち

び

る
、

花

か
ざ

り

た

る

か

た

ち
、

是

を

見

て

は
、

い
か

な

る
と

ふ

の
さ

わ

に
引

籠
り
念
仏
三
昧
の
か
ぶ
ろ
上
人
、
天
台
四
明
の
ほ
う
に

一
心
三

観
を
宗
と
し
玉
ふ
南
光
坊
な
り
と
も
、

こ
～
う
ま
よ
は
で
候
は

じ
。

(中
略
)
か
～
る
い
つ
く
し
き
立
姿
に
、
見
ほ
れ
ま
よ
は

(10
)

ぬ
人

は
、

た

ゴ
鬼

神

よ

り

猶

お
そ

ろ

し

や
。

こ
う

し

て
、

あ

で
や

か

に
、

き

ら

び

や

か

に
遊

芸

化

さ

れ

る

こ

と

に

よ

っ
て
、

「
か

ぶ

き
」
の
世

界

は

い
よ

い
よ
深

く

広

く

人

々

の
心

を

と

ら

え

て

い

っ
た

の
で

あ

る

が
、

か

ぶ

き
躍

が

好

評

を
博

し

た

と

い

う

こ
と

と

、

「
か

ぶ
く

」
こ
と

が
好

感

を
も

っ
て
迎

え
ら

れ

て

い

た
世

相

と

は
、

や

は

り

一
線

を

画

さ

な

け

れ
ば

な
ら

な

い

で

あ

ろ
う

。

な

ぜ

な

ら
、
か

ぶ
き

躍

の
流

行

は
、

一
方

に
あ

く

ま

で

も
娯

楽

と

し

て
、

遊
興

と

し

て

の

「
か

ぶ
き
」

精

神

の
遊

芸

化

が

あ

る

か
ら

で

あ

る
。

と

い
う

の
は

ほ
か

で

も

な

い
、
間

も

な

く

娯
楽

と

し

て
芸

能

と

し

て
、

歌

舞

伎

は

一
人

歩

き

を
始

め

て

い
く

。

た

だ
、

慶

長

と

い
う

時

期

に

は
、

か

ぶ
き

躍

は
ま

だ

「
か

ぶ

き

」

の
精

神

に
共

鳴

し
理

解

さ
れ

る

人

々

に
よ

っ
て
支

持

さ

れ

た

遊
興

で

あ

っ
た
、

と

い

え

る

の

で

は
な

い
だ

ろ

う

か
。

か

ぶ
き

躍

は
、

「
異

風

な

る
男

の

ま

ね

」
す

な
わ

ち

か

ぶ

き
者

の

風

姿

と
所

作

を
演

ず

る
芸

能

だ

と

い

っ
て

も
過

言

で

は

あ

る

ま

い
。

か

ぶ
き

躍

の
誕

生

と
流

行

は
、

か

ぶ
き
者

の
社

会

的

世

相

的

意

味

づ
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け
な
し

に
は
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
ぶ
き
躍
の
モ
デ
ル
こ
そ
、

慶
長
期

の
か
ぶ
き
者
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
か
ぶ
き
躍
で
は
、
衣

装

や
髪

型
は
も
と
よ
り
刀
脇
指
の
推
え
ま
で
異
様
を
好
み
、
茶
屋
や

湯
屋
の
女
た
ち
と
戯
れ
、
喧
嘩
を
仕
事
と
す
る
よ
う
な
か
ぶ
き
者
た

ち
の
姿

が
演
じ
ら
れ
た
が
、
か
ぶ
き
者
た
ち
の
実
相
は
ど
う
で
あ
っ

た
か
、

い
く
つ
か
の
事
例
を
あ
げ
な
が
ら
分
析
し
て
い
く
こ
と
と
し

よ
う
。

二
、
か
ぶ
き
者
の
行
動

慶
長

十

一
年
六
月
の
こ
と
と
い
う
。
場
所
は
京
都

の
北
野
、
賀
茂

辺
あ
る

い
は
祇
園
と
も
い
う
。
京
の
富
商
と
し
て
名
高

い
後
藤
家
お

よ
び
茶
屋
家
の
妻
女
た
ち
が
迫
遙
の
途
次
、
「
か
ぶ
き
」
衆
に
出
会

っ

(11

)

て
、
さ
ん
ざ
ん
に
い
た
ぶ
ら
れ
る
事
件
が
あ

っ
た
。
そ
の
暴
行
の
模

様
は
、

「
ゆ
く
り
な
く
そ
の
婦
女
を
お
さ
え
、
し
い
て
酒
騨
に
い
ざ
な

ひ
酒
を

の
ま
し
め
、
従
者
を
ば
そ
の
あ
た
り
の
樹
木
に
縛
り
付
、
刀

を
ぬ
き
、
若
声
立
ば
伐
て
す
て
ん
と
お
び
や
か
し
、
黄
昏
に
皆
逃
去

(12

)

り
た
り
」
と

『徳
川
実
紀
』
が
伝
え
る
。

こ
の
事
件
が
大
御
所
徳
川
家
康

の
耳
に
達
す
る
と
、
家
康
は
激
怒

し
て
、

そ
の
か
ぶ
き
者
た
ち
の
探
索
と
真
相

の
究
明
に
の
り
だ
し
、

結
果
新
参
で
は
あ
る
が
徳
川
家
の
家
臣
十
人
が
、
翌
年
末
に
い
た
り

改
易
等
の
処
分
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
北
島
正
元
氏
は
、
こ
の
十
人

に
つ
い
て
分
析
し
、
そ
の
う
ち
経
歴
の
判
明
す
る
五
人
が
い
ず
れ
も

豊
臣
家
の
恩
顧
を
受
け
た
者
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
か
れ
ら

は
い
ま
こ
そ
徳
川
氏
の
家
臣
で
あ
る
が
、
三
河
譜
代
を
草
分
け
と
す

る
徳
川
譜
代
層
の
中

で
は
最
新
参
で
あ
り
、
織
豊
二
氏
と
の
縁
故
の

方
が
む
し
ろ
深
い
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
が
京
童
と
同
様
、
徳
川
氏

一

辺
倒
の
後
藤

・
茶
屋
な
ど
の
京
都

の
豪
商
を

不
快
視
し
て

い
た
た

め
、
た
ま
た
ま
出
会

っ
た
そ
の
家
族
た
ち
に

い
や
が
ら
せ
を
し
た
と

(
13
)

見
ら
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
」
と
、
そ
の
狼
籍
の
理
由
を
推
論
し
て
い
る
。

理
由
は
と
も
か
く
、
京
中
に
お
け
る
無
頼

の
横

行
に
は
、
目
に
余

る
も
の
が
あ

っ
た
の
は
た
し
か
な
よ
う
で
あ
る
。
京
都

の
治
安
に
も

問
題
は
あ

っ
た
。
た
と
え
ば
、
関

ヶ
原
合
戦
直
後
の
慶
長
五
年
九
月

か
ら
翌
年
二
月
ま
で
、
奥
平
美
作
守
信
昌
が
戦
後
処
理
の
た
め
在
京

し
て
京
都

の
鎮
撫
に
あ
た

っ
て
い
た
が
、
そ

の
奥
平
信
昌
が
領
国
の

美
濃

へ
下

っ
て
し
ま
う
と
、
し
ば
ら
く
京
都

の
支
配
者
が
い
な
く
な

っ
て
、
「京
童
吐
二放
言
↓
又
盗
賊
俳
徊
不
レ
可
二勝
計

一」
状
態
で
あ

っ

(
14
)

た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
慶
長
八
年
、
徳
川
家
康
が
征
夷
大
将
軍
に

就
任
し
た
の
ち
も
、
「京

・
伏
見
其
外
辺
土

に
盗
賊
令
二乱
行
一」
、
こ
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の
た
め
に
京
都
町
人
に
十
人
組
を
結
成
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ

(15
)

た
と
も
伝
え
て
い
る
。

し
か
し
、
単
に
乱
暴

・
狼
籍
者

の
出
没

・
横
行
と
い
う
だ
け
な
ら
、

十
七
世
紀
初
頭
す
な
わ
ち
慶
長

・
元
和
期
の
特
有
な
事
象
と
み
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

こ
の
時
期
に
お
け
る
乱
暴

・
狼
籍
に
よ
る
諸
事
件

が
注
目

さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
徒
党
を
組
ん
で
行
な
わ
れ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
も
う
す
こ
し
正
確
に
い
え
ば
、
個
々
の
事
件
は
単
独

い
た
ず
ら

あ
る
い
は
二
、
三
人
が
当
事
者
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、
そ
の
徒
者
た
ち

が
背
後

で
党
類
を
結
び
、
堅
い
精
神
的
つ
な
が
り
を
も

っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
京
都
で
そ
う
し
た
党
類
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な

い
ば
ら

か
わ
ば
か
ま

る
の
は
、
荊
組
と
皮
袴
組
の

一
件
で
あ
る
。

此
比
(慶
長
十
四
年
)、
荊
組
・皮
袴
組
と
て
、
徒
者
京
都
充
満
。

(世
力
)

五
月
、
搦
二取
之
↓
七
十
余
被
レ行
二籠
舎

一令
一一糺
明
ゆ
此
者
廿
人

に

普
喧
嘩
を
懸
、

後
被
レ改
レ之
。

組
頭
を
四
、

五
人
成
敗
あ

り
、

残
者
共
非
二指
科
↓

只

一
組
之
知
音
ま
て
之
儀
た
る
間
、

被

レ寛
レ之
。
組
頭
の
名
は
、
左
門
と
云
者
也
。
荊
組
と
は
人
に

喧
嘩
を
か
く
る
に
依
て
也
。
皮
袴
組
と
は
、
荊
に
も
劣
さ
る
と

の
儀
也
難

欝

誌
盤
艦

ザ
楚

嘩
.)

こ
の
荊
組
も
皮
袴
組
も
い
わ
ゆ
る
無
頼
の
集
団
で
あ
り
、
市
中
に

お
け
る
徒
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
荊
と
皮
袴
の
関
係
に
も
示
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
相
互
に
い
が
み
あ
う
対
立
集
団
と
し
て
の
性
格
も
も

っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
無
頼
集
団
の
結

成
は
、
京
都
だ
け
で
な
く
、

か
ぶ
き
者
が
闊
歩
す
る
全
国
各
地
で
も
見

ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

慶
長
十
七
年
の
江
戸
に
お
け
る
大
鳥
居

い
つ
兵
衛
捕
縛
事
件
を
紹
介

し
な
が
ら
、
無
頼
と
集
団

の
関
係
を
考
え
て
み
よ
う
。

こ
れ
は
、
『当
代
記
』

『慶
長
見
聞
集
』

『徳
川
実
紀
』
等
に
記
さ

(17

)

れ
て
い
る
著
名
な
事
件
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
記
録
に
よ

っ
て
、
人

名

の
表
記
や
事
件
の
細
部
に
つ
い
て
は
異
同
が
あ
る
が
、
適
宜
勘
酌

し
な
が
ら
概
要
を
説
明
し
よ
う
。

(18

)

幕
府
大
番
組
頭
芝
山
権
左
衛
門
正
次
は
、
自
分
の
奉
公
人
の
小
者

が
か
ぶ
き
者
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
か
ぶ
き
者
の
仲
間
か
ら
抜
け
る

よ
う
に
求
め
た
が
小
者
が
闘
き
入
れ
な
か

っ
た
の
で
、
こ
れ
を
手
討

ち
に
し
て
殺
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
小
者
の
仲
間
た
ち
は
、
か
ね

て
か
ら

一
命
に
か
か
わ
る
こ
と
が
あ
れ
ば

お
互
い
に
助
勢
す
る
こ
と

を
申
し
合
わ
せ
て
お
り
、
そ
の
約
束
ど
お
り
芝
山
を
さ
し
殺
し
て
逐

電
し
て
し
ま

っ
た
。
や
が
て
、
犯
人
の

一
人
石
井
猪
助
と
い
う
小
者

を
捕
え
て
糾
問
し
て

み
る
と
、

彼
ら
の
仲
間
は
江
戸
だ
け
で
三
百

人
、
全
国
で
は
三
千
人
ほ
ど
も
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
猪
助

の
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自
白
に
よ

っ
て
実
際
江
戸

に
お
い
て
九
十
人
ば
か
り
が
捕
縛
さ
れ
、

ま
た
京
都

・
大
坂

・
堺

の
諸
都
市
を
は
じ
め
全
国
各
地
に
も
厳
命
が

下
さ
れ
て
、
追
捕
は
か
な
り
徹
底
的
に
行
な
わ
れ
た
と
い
う
。

こ
の

一
団
の
首
長
格
と
し
て
は
大
鳥
居
い
つ
兵
衛
、
大
風
嵐
之
助
、
大
橋

す
り
の
介
、
風
吹
は
ち
り
右
衛
門
、
天
狗
郷
右
衛
門
な
ど
の
醜
名
を

名
乗
る
者
が
い
た
が
、

こ
の
と
き
囚
わ
れ
た
リ
ー
ダ
ー
の
な
か
で
も

っ
と
も
有
名
な
の
が
、
大
鳥
居
い
つ
兵
衛
で
あ
る
。

(19

)

大
鳥
居
い
っ
兵
衛
は
、
『慶
長
年
録
』
に
よ
れ
ば
、
は
じ
め
本
多
信

勝

の
小
者
、
の
ち
大
久
保
長
安
の
被
官
と
な
っ
て
侍
分
に
と
り
た
て

ら
れ
た
こ
と
も
あ

っ
た
と
い
う
が
、
そ
の
身
分
を
捨
て
牢
人
と
な
る

や
、
も

っ
と
も
頼
も
し
い
男
と
し
て
、
無
頼
集
団
の
長
に
ま
つ
り
あ
げ

ら
れ
る
に
い
た

っ
た
。
「士
農
工
商

の
家
に
も
た
つ
さ
は
ら
ず
、
当
世

異
様
を

こ
の
む
若
党
と
伴
ひ
、
男
の
け
な
げ
だ
て
、
た
の
も
し
ご
と

の
み
か
た
り
、

つ
ね
に
あ
や
う
き
こ
と
を
好
ん
で
、
町
人
に
も

つ
か

(20

)

ず
、
侍

に
も
あ
ら
ず
、

へ
ん
ふ
く
の
人
也
」
と
分
析
さ
れ
る
大
鳥
居

い
つ
兵
衛
の
生
き
方
は
、
多
く
の
男
た
ち
の
心
を
と
ら
え
て
い

っ
た

と
い
う
。

た
と

え
ば
、

「
若
き
も
の
ど
も

是
を
聞

て
、

一
兵
衛
と
い
ふ
も
の

は
、
人
頼
む
な
ら
ば
命
の
用
に
も
立
べ
し
と
い
ふ
。
世
に
頼
敷
人
こ

そ

あ

れ

と

い

ふ

て
、

ま

ね

か
ざ

る

に
来

り
、

期

せ
ざ

る

に
集

り

、

筒

樽

を
持

寄

て
知

る

人

に
な

る
。

こ

の

一
兵

衛

知

ざ

る
人

を
ば

、

男

の

内

へ
入

る

べ
か

ら
ず

と

、

居

た

る
跡

を

ほ

こ
り

を
払

て
な

を

り

、

同

(
21
)

坐

す

れ

ば

立

し
り

ぞ

く

」

と

い

っ
た
具

合

で
、

若

者

た
ち

を

中

心

に

徒

党

集

団

は

し
だ

い

に
大

き

く

な

っ
て

い

っ
た
。

ま

た
、

「
若

き

と

の
ば

ら

達

は
、

一
兵

衛

を

ま

ね

き

よ

せ
、

も

の
語

せ

よ
と

あ

ら

ば

、

馬

と
云

は

ゴ
蛇

に
綱

を
付

て
も

乗

る

べ
し

、

す

も

ふ
な

ら

ば

、

鬼

と

も

く

ま

ん

、

兵

法

な
ら

ば

、

し
ら

刃

に

て
太

刀

打

せ
ん

な

ど

と

利

口

(
22

)

を

い

へ
ば

、

ひ
き

で
も

の

を

と
ら

せ
、

明

く

れ

伴

ひ
玉

ふ
」

と

い

っ

た
、

い

つ
兵

衛

の
気

慨

に
共

感

し

て
贔

負

と

す

る
大

名

や
旗

本

た

ち

も

あ

っ
た
ら

し

い
。

捕

え
ら

れ

た
大

鳥

居

い

つ
兵

衛

は
、
あ

ら

ゆ

る
拷

問

に
も

た

え

て
、

「
に

っ
こ
と

打

笑

ひ
、

愚

な

る
人

々

か

な
、

か
ら

だ

を

せ
め

て
、

な

(23

)

ど
心
を
ば
せ
め
ぬ
ぞ
」
と
い
う
名
言
を
残
し
、
同
類
の
名
を
明
か
さ

ず
、
江
戸
市
中
引
廻
し
の
う
え
礫
と
な
っ
て
、

一
層
そ
の
名
を
高
め

た
と
い
う
。
男
伊
達
の
生
き
方
が
、
小
者

た
ち
だ
け
で
な
く
、
慶
長

期
の
若
者
た
ち
の
心
を
い
か
に
深
く
と
ら
え
て
い
た
か
は
、
い
つ
兵

衛
の
取
調

べ
に
あ
た

っ
た
町
奉
行

の
息
子

が
、
実
は
い
つ
兵
衛
組
の

同
類
で
あ

っ
た
と
い
う
話
、
歴
と
し
た
旗
本

や
大
名
の
子
弟
た
ち
の
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な
か
に
も
、

い
つ
兵
衛
と
親
交
を
結
ん
で
い
た
も
の
も
少
く
な
か

っ

た
と
い

っ
た
話
に
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
大
鳥
居
い
つ
兵
衛

の
物
語
に
は
、
多
く
の
潤
色

が
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
察
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
か
ぶ

き
者

た
ち
が
、
こ
の
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
件
に
深
く
か
か
わ

っ
て

お
り
、

ま
た
同
時
代
人
の
注
目
を
あ
つ
め
、
あ
る
種
の
好
感
を
も
た

れ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
た
と
え
、
彼
ら
の
行
動
が
、
喧

嘩

・
口
論
を
は
じ
め
、
女
性
や
弱
者
に
対
す
る
い
た
ず
ら
、
ま
た
は

主
君
や
長
上
に
対
す
る
反
抗
な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
非
道
徳
的
、
反
社

会
的
な
傾
向
を
も

っ
て
い
た
と
し
て
も
、
な
お
か
ぶ
き
者
の
存
在
自

体
が
、社

会
的
に
完
全
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
、

か
ぶ
き
躍
が
遊
女
と
の
戯
れ
の
光
景
を
演
じ
た
り
、
屏
風
絵
な
ど
の

画
題
に
好
ん
で
か
ぶ
き
者
同
士
の
喧
嘩
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
「か
ぶ
き
」
の
思
想

「
か

ぶ
き

」

と

は
、

「
傾

き
」

で

あ

っ
て
、

「
か

た

ぶ

く
」

こ
と

す

な

わ

ち

現

代

風

に

い
え

ば

「
斜

に

か
ま

え

る
」

と

い

う

こ

と

に

で
も

な

る

の

で

あ

ろ

う
。

『
当

代

記

』

は
、

慶

長

十

一
年

六
月

の

か

ぶ

き

者
た
ち
に
よ
る
乱
妨
狼
籍
事
件
の
と
こ
ろ
で
、
「
か
ぶ
き
」
に
つ
い
て

(
24

)

「当
世
異
相
を
此
云
」
う
と
注
記
し
た
が
、

な
る
ほ
ど
異
端
の
風
姿
、

異
風
を
好
む
風
潮
と
い
え
ば
、
「
か
ぶ
き
」
を
明
快
に
説
明
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
そ

の
異
端

・
異
風

・
異
相

の
中
味
を
、
歴
史
的
な
視
点
か
ら
の
ぞ
い
て

み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

異
相
と
い
う
の
は
、
か
な
ら
ず
し
も
外
見
上
の
こ
と
ば
か
り
を
意

味
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、内
面
か
ら
噴
き
出
し
て
く
る
も
の
、

精
神
的
な
も
の
に
裏
打
ち
さ
れ
て
あ
ら
わ
れ
出
て
く
る
外
見
、
い
い

か
え
れ
ば
装

い
や
行
動
、
生
き
方
、
美
意
識
等
の
総
合
的
表
現
だ
と

い
っ
て
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

た
と
え
ば
、

「
ヒ
ツ
ミ
(歪
)」
や

「
ヘ
ウ
ゲ

(劉
軽
)」
と
評
さ
れ

る
い
び
つ
な
茶
碗
の
製
作
で
有
名
な
古
田
織
部
の
生
き
方
は
、
利
休

七
哲

の

一
人
に
か
ぞ
え
ら
れ
な
が
ら
、
正
統
派
か
ら
逸
脱
し
た
異
風

そ
の
も
の
で
あ

っ
た
。
古
田
織
部
に
は
、
実
際

「
か
ぶ
き
の
宗
匠
」

と
い
う
評
価
も
あ

っ
た
と
い
わ
れ
、
内
面
的

な
そ
の

「
か
ぶ
き
」
の

精
神
が
、
あ
の
よ
う
な
特
異
な
茶
碗
の
製
作

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の

(
25
)

だ

と

み

る

こ

と
が

で
き

る
よ

う

で

あ

る
。

「
か

ぶ
き

」

の
精

神

と

は
、

あ

る
意

味

で
世

間

の
常

識

や
世

相

、

秩

序

、
権

力

な

ど

へ
の
反

発
、
反

骨

だ

と
理

解

し

て
も

よ

い
。

ま

た
、
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人
間
と

し
て
自
分
に
忠
実
に
生
き
る
こ
と
だ
と
い

っ
て
も
よ
い
か
も

し
れ
な

い
。
任
侠

・
男
伊
達
な
ど
の
言
葉
に
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た

意
味
が

こ
め
ら
れ
て
い
る
。

『昔

々
物
語
』
が
伝
え
る
奴
の
生
き
方
も
、
さ
き
に
見
た
大
鳥
い

つ
兵
衛

と
通
じ
あ
う
も
の
が
あ
る
。

昔

は
や

っ
こ
と
云
事
有
て
、
大
身
小
身
歴
々
に
も
や
っ
こ
有
、

下

々
に
も
中
小
生
徒
若
党
中
間
に
ま
で
や

っ
こ
有
、
下
々
の
や

っ
こ
と
云
は
奉
公
も
よ
く
、
勤
の
大
義
成
事
を
大
儀
と
い
わ
ず
、

或

は
寒
中
に
も
袷
斗
に
て
寒
き
つ
ら
を
せ
す
、

一
日
食
事
を
喰

ぬ
と
て
ひ
だ
る
き
躰
を
せ
す
、
供
先

に
て
う
そ
に
も
用
に
立

へ

き
命

を
捨
て
働
か
ん
杯
と
広
言
し
、
掬
亦
歴
々
の
や

っ
こ
衆
は

身

持
食
事
ふ
や
け
た
る
な
ま
や
わ
ら
か
な
る
て
い
な
し
。
好
色

の
事
に
な
つ
み
て
も
く
つ
た
く
の
気
味
な
く
、
刀
脇
差
や
き
刃

の
つ
よ
き
を
好
み
、
侍
道
の
勇
気

に
専
と
し
、
人
に
頼
ま
れ
亦

は
人
の
為
に
は
命
を
露
と
も
云
す
、
支
配
を
う
や
ま
い
親
方
老

人

を
念
比
に
し
、
律
義
な
る
人
を
は
い
ん
き
ん
に
結
構

に
あ
し

(
26
)

ら

い
、
我

身

に
替

り

て
も

人

を

す

く

ひ
、
徳

に
貧

ら

す

(後

略

)

か

ぶ

き
者

た

ち

が
、

生

き

方

に

つ

い

て

の

ひ

と

つ

の
美

意
識

を

も

っ
て

い

た

こ

と

は
、

注

目

し

て

お

く

必

要

が

あ

る
。

こ

れ

は
、

し

だ

い
に
か
ぶ
き
者
た
ち
の
風
俗
と
し
て
流
行
す
る
こ
と
に
も
な
る
が
、

か
れ
ら
は
所
持
す
る
刀
に

「
い
き
す
ぎ
た
り

や
」
と
か

「
生
過
」
な

ど
の
文
字
を
印
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
守
屋
氏
の
指
適
に
よ
れ
ば

徳
川
黎
明
会
蔵

「豊
国
大
明
神
臨
時
祭
礼
図
屏
風
」
の
右
隻
六
扇

の

左
上
方
に
描
か
れ
た
広
場
に
お
け
る
牢
人
の
喧
嘩
の
場
面
で
は
、
牢

人
の
朱
鞘
に

「
い
き
す
き
た
り
や
廿
三
、
八
ま
ん
、
ひ
け
は
と
る
ま

い
」
の
金
文
字
が
見
え
る
と
い
う
。
ま
た
、
大
鳥
居
い
つ
兵
衛
の
愛

用
し
て
い
た

刀
に
も
、
「此
刀
と
申
は
、
わ
れ
し
た
は
ら

鍛
冶
を
頼

み
、
三
尺
八
寸
の
い
か
物
作
り
に
う
た
せ
、
廿
五
迄
い
き
過
た
り
や
、

(27
)

一
兵
衛

の
名
を
切
付
」
け
て
い
た
と
い
わ
れ

る
。

二
十
代
前
半

に
し
て
、
す
で
に
生
き
過
ぎ
だ
と
い
う
人
生
観
を
も

つ
こ
と
は
、
や
は
り
異
端
で
あ
る
。

こ
の

「
い
き
す
ぎ
た
り
や
」
の

解
釈

・
評
価
に
つ
い
て
は
、
か
れ
ら
暴
れ
者
た
ち
が
下
剋
上
の
戦
国

の
世

に
遅
れ
て
生
れ
育

っ
た
、
す
な
わ
ち
自
分
た
ち
の
生
き
る
べ
き

時
代
は
も

っ
と
早
か
っ
た
の
だ
と
い
う
時
代
感
覚
を
か
れ
ら
が
も

っ

(
28
)

て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
の
説
を
、
守
屋
氏
が
主
張
し
て
い
る
。
し

か
し
、
か
ぶ
き
者
た
ち
の
時
代
こ
そ
が
、
ま

さ
に
慶
長

・
元
和
期
な

の
で
あ
る
。

「
い
き
す
ぎ
た
り
や
」
の
文
字

は
、
そ
う
し
た
悲
観
的

人
生
観
と
み
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
自
分
の
生
命
を
惜
し
ま
な
い
気
概
、
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常

に
死
を
意
識
し
た
生
き
方
、
い
わ
ゆ
る
死
に
方

の
美
学
を
表
現
し

た
も
の
と
理
解
す
る
方
が
妥
当
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

こ
う

し
た
生
き
方
の
美
意
識
は
、
権
力
者
に
対
す
る
反
感
、
命
令

や
秩
序

に
対
す
る
反
発
、
常
識
や
世
間
体
な
ど
の
否
定
と
い
っ
た
思

想
や
行
動
と
の
深
い
つ
な
が
り
を
示
す
こ
と
が
多

い
。
そ
し
て
、
外

見
的
に
も
何
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
生
き
方
を
標
榜
す
る
装

い
や

身
な
り

と
な

っ
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

「
い
き
す
ぎ
た
り
や
」
の
文
字
を
刻
ん
だ
刀
は
、
お
ど
ろ
く
ほ
ど

の

「大

刀
長
柄
」
で
、
し
か
も
目
に
あ
ざ
や
か
な
朱
鞘

・
大
鍾

で
あ

っ
た
し
、
か
ぶ
き
者
た
ち
の
容
貌
は
、
髪
髪
を
切
り
下
げ
、
「
大
ひ
げ

を
ね
ぢ
あ
げ
」
、
狂
紋
を
染
め
た
り
、
毛
皮
を
着
込
ん
だ
り
、
と
も
か

(
29
)

く
人
目
を
ひ
く
格
好
を
し
て
い
た
。
か
ぶ
き
者

た
ち
に
と
っ
て
、
耳

目
を
お
ど
ろ
か
す
よ
う
な
風
流
で
き
ら
び
や
か
で
高
価
な
衣
裳
と
、

「馬

の
皮

の
ふ
と
帯
」
「
く
ま
の
皮

の
長
は
ふ
り
」
と
い
っ
た

「身

の

気
も
よ
だ

つ
ば
か
り
」
の
装

い
と
が
、

ほ
と
ん
ど
等
質
の
意
味
を
も

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
ま
じ
め
で
律
気
で
い
ん

ぎ
ん
な
態
度
や
心
根
と
、
人
を
泣
か
せ
傷

つ
け
て
も
平
気
な
狂
暴
な

性
格
と
が
同
居
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

外
見
的
に
つ
っ
ぱ

っ
た
風
貌
や
行
動
は
、
ひ
と
つ
の
美
意
識
の
表

明
で
あ
る
と
と
も
に
、
内
面
的
な
心
の
弱
さ
を
か
く
す
煙
幕
で
も
あ

る
。
個
人
的
な
内
面
の
弱
さ
を
克
服
す
る
手
だ
て
の

一
つ
と
し
て
、

お
互
い
に
仲
間
を
つ
く
り
助
け
合
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
は
、
約
束
を
違
え
ぬ
こ
と
、
信
義
を
重
ん
じ
る
こ
と
が
も

っ
と
も

重
視
さ
れ
る
。

芝
山
権
左
衛
門
殺
害
事
件
で
捕
え
ら
れ
、
大
鳥
居
い
つ
兵
衛
捕
縛

の
き

っ
か
け
と
な
っ
た
小
者
の
石
井
猪
助
は
、
取
調

べ
に
対
し
て
、

芝
山
権
左
衛
門
は
か
ぶ
き
者
の
党
に
入

っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
何

の
罪
も
な
い
小
者
を
手
討
ち
に
し
た
が
、
わ
れ
わ
れ
は
か
ね
て
か
ら

「
た
が
ひ
に
命

の
用
に
立
べ
し
と
兼
約
せ
し
故
」、
そ
の
約
束
ど
お
り

(
30
)

復
醗
し
た
の
だ
と
答
え
た
と
い
う
。

仲
間
の
結
束
を
固
め
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
儀
式
が
と
り
お
こ
な

わ
れ
た
。
京
都

の
荊
組
、皮
袴
組
の

一
件
で
は
、
「
右
之
徒
者
も
た
は

こ
よ
り
組
に
な
り
と
云
々
」
と
記
さ
れ
、
血
盟
を
結
ぶ
た
め
に
た
ば

こ
を
ま
わ
し
の
み
に
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。
こ
の
時
期
に
お
い

て
は
、
た
ば
こ
は
伝
来
し
て
ま
だ
間
も
な
い
舶
来
品
で
あ
り
、
「
薬
と

も
毒
と
も
知
が
た
し
」
と
い
わ
れ
、
そ
の
効
用
は
不
明
で
あ
っ
た
も

の
の
、
た
だ
爆
発
的
に
流
行
し
、
「当
世
は
や
り
物
な
れ
ば
、
我
も
是

(
31
)

を
用

る
」

と

い

っ
た
状

況

に

あ

っ
た
。

か

ぶ
き
者

た

ち

が
、

新

来

の
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喫
煙
を
も

っ
て
血
盟

の
儀
式
と
し
た
こ
と
は
、
風
俗
と
し
て
の
流
行

の
最
先
端
を
ゆ
く
、
か
れ
ら
の
価
値
観
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
も

考

え
ら

れ
る
。

た
ば

こ
の
場
合
は
多
人
数

の
血
盟
儀
式
と
な

っ
た
が
、
若
衆
道
も

男
と
男

の
契
り
と
し
て
、

こ
の
時
代
に
は
流
行
し
た
。

「
む
か
し
若

衆
道
と

い
ふ
事
あ
り
、
拾
四
五
六
七
八
の
男
子
、
生
れ
付
能
き
は
勿

論
、
大
躰
の
生
れ
付
に
て
も
、
思
ひ
も
の
と
云
物
も
た
ぬ
若
衆
は

一

人
も
な

し
。
是
を
兄
弟
契
約
と
云
し
、
男
色
と
も
云
。
此
事
に
は
、

や
～
も
す
れ
ば
大
出
入
出
来
、
親
類
と
て
も
打
果
し
杯
、
大
喧
嘩
出

(
32

)

来
、
人
亡
ふ
事
数
度
あ
り
」
と
、
若
衆
道
に
よ
る
兄
弟
契
約
が
親
類

な
ど
の
家
族

・
血
縁
の
結
び

つ
き
よ
り
重
ん
じ
ら
れ
た
こ
と
が
あ

っ

た
と
、
『
昔
々
物
語
』
に
見
え
る
。

同
じ
よ
う
な
こ
と
が
、
大
鳥
居
い
つ
兵
衛
組
に
関
し
て
も
指
適
さ

れ
て
い
る
。

「大
鳥
井
逸
兵
衛
と
申
か
ふ
き
者
あ
り
て
、
め
し
と
ら

る
～
。
是

ハ
ニ
、
三
以
年
来
、
江
戸
中
之
若
き
衆
井
ひ
ち
を
振
る
下

々
迄
、
皆

一
味
同
心
し
て
逸
兵
衛
組
と
号
し
、
一
同
の
思
ひ
を
な
し
、

互
に
血
判
之
起
請
文
を
書
。
其
趣

ハ
、
此
組
中
何
様
之
事
有
之
と
も
、

互
に
身
命
を
す
て
、
見
つ
き
可
申
候
。
た
と
ひ
親
類
父
主
に
も
思
ひ

(
33
)

か
へ
、
兄
弟
よ
り
頼
母
敷
可
有
之
と
申
合
」
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る

か
ら
、
ま
さ
に
契
約
的
意
識
的
な
結
党
で
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
こ
の
盟
約
に
つ
い
て
そ
の
特
質
を
確
認
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
親
分
と
子
分
と
い
う
よ
う
な

縦
の
契
約
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

主
君
と
家
臣
、
親
と
子

と
い
う
よ
う
な
上
下

の
関
係
で
は
な
く
、
か
ぶ
き
衆

の
結
党

・
血
盟

の
あ
り
方
は
、
対
等

の
条
件

・
立
場
の
う
え
に
成
立
し
て
い
る
。
こ

れ
は
、
も
う

一
度
あ
ら
た
め
て
の
ち
に
検
討

す
る
こ
と
に
な
る
が
、

封
建
的
諸
関
係
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
利
益
が
上
位
者
に
帰
結
し
て
い

く

ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
的
な
構
造
や
、
ま
た
無
言
の
う
ち
に
成
立
し
て
い

る
血
縁
の
関
係
と
も
、
そ
れ
は
大
き
く
異
な

っ
て
い
る
。

四
、
法

的

規

制

徒
党
を
組

み
、
無
頼
を
は
た
ら
き
な
が
ら
、
思
想
的

に
は
生
き
方

に
美
意
識
や
主
体
性
を
求
め
よ
う
と
し
た
か

ぶ
き
者

た
ち
、

い
っ
た

い
か
れ
ら
は
社
会
的
に
は
ど
の
よ
う
な
階
層

の
人
々
で
あ

っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

す
で
に
、
京
都
で
の
か
ぶ
き
衆
事
件
や
荊
組

・
皮
袴
組
事
件
、
江

戸
で
の
大
鳥
居

い
つ
兵
衛
組

一
件
で
も
触
れ
て
お
い
た
よ
う
に
、
か

ぶ
き
者

の
集
団
に
は
歴
と
し
た
旗
本

・
御
家
人
と
と
も
に
、
武
家
奉
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公
人
で
あ
る
中
間

・
小
者
ら
の
多
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

な
か
で
も
、
「軽
き
奉
公
人
」
と
い
わ
れ
る
中
間

・
小
者
ら
が
そ
の
中

心
で
あ
り
、
下
級
武
士
層
を
多
く
包
摂

し
て
い
た
こ
と
は
、
先
学
の

指
適
ど
お
り
で
あ
る
。

(
34
)

た
と
え
ば
、
寛
永
元
年
八
月
十

一
日
の

「諸
隊
番
士
法
度
」
に
よ

る
と
、
「
同
僚
等
万
事
不
良
の
筋
に
男
道
を
た
て
、党
を
結
ぶ
べ
か
ら

す
、
も

し
背
く
も
の
は
罪
せ
ら
る
べ
し
」
と
男
道
に
よ
る
結
党
が
禁

止
さ
れ
て
お
り
、
ま
た

「
各
宅
に
て
少
年
の
輩
集
会
す
る
と
も
、
不

良
の
さ
ま
あ
ら
ば
同
座
す
べ
か
ら
ず
、
違
犯
せ
ば
と
が
め
ら
る
べ
し
」

「少
童

に
押
れ
耽
楽
す
べ
か
ら
ず
、
も
し
違
犯
せ
ば
改
易

せ
ら
れ
、

そ
の
媒

せ
し
も
の
も
と
が
め
ら
る
べ
し
」
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
か

ぶ
き
」

た
る
素
行

へ
の
警
告
と
徴
罰
が
令
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た

禁
令
が
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
時
期
に
い
ま
だ
番
士
級
の

武
士
の
間
に
相
当
数
徒
党
無
頼
の
衆
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

さ
ら

に
時
代
は
下
る
が
、

『正
宝
事
録
』
に
収
め
ら
れ
た
正
保
五

　
あ
　

年

二
月

二
十
二
日
付
の

「町
中
惣
連
印
請
書
」
か
ら
、
「長
刀
井
大
脇

差
を
指
、
奉
公
人
の
真
似
を
仕
、
か
ふ
き
た
る
体
を
い
た
し
、
か
さ

つ
成
儀
井
不
作
法
」
な
る
こ
と
を
す
る
よ
う
な
者
を
、
町
人
の
間
か

ら
は
決
し
て
出
さ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
町

の
人
々
が
誓
約
さ
せ
ら

れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
史
料
は
、
ま
ず
第

一
に
、
武
家
奉
公

人
の
な
か
に
は
か
ぶ
き
者
が
結
構
混
在
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
、
そ

う
し
た

「
か
ぶ
き
」
の
風
潮
に
共
感
し
、
奉
公
人
同
様
に
か
ぶ
い
て

い
く
者
が

町
人
の
間
に
も

少
な
か
ら
ず

あ

っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ

る
。か

ぶ
き
者
の
逮
捕

・
処
罰
が
、
慶
長
期
か
ら
し
き
り
に
行
な
わ
れ

て
き
た
こ
と
は
、
諸
事
件
の
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
か
ぶ
き
た
る
風

俗
に
対
す
る
規
制
も
早
く
か
ら
み
ら
れ
た
。

た
ば
こ
の
異
常
な
流
行

に
対
し
て
、
こ
れ
が
徒
党
血
盟
の
儀
式
の
具

と
も
な
る
と
い
う
こ
と

で
、
慶
長
十
四
年
に
禁
止
さ
れ
た
と
い
う
の
は

『
当
代
記
』
の
説
く

と
こ
ろ
で
あ
る
。

慶
長
十
七
年
に
は
、

「
た
は
こ
吸
事
被
禁
断
畢
、

然
上
は
売
買
之
者
迄
も
於
見
付
輩
は
、
隻
方
之
家
財
を
可
被
下
也
、

若
又
於
路
次
見
付
に
付
て
ハ
、
た
は
こ
井
売
主
を
所
に
押
置
、
可
言

(36

)

上
、
則
付
た
る
馬
荷
物
以
下
、
改
出
す
も
の
に
可
被
下
事
」
と
、
た

ば
こ
禁
令

は
喫
煙
者
だ
け
で
な
く
、
運
搬
者

や
商
売
人
に
対
す
る
取

　　
　

締
り

へ
と
進
ん
で
い
る
が
、
さ
ら
に
元
和
二
年
令
で
は
、
た
は
こ
の

生
産
者
に
つ
い
て
、
町
人
は
五
十
日
、
百
姓
は
三
十
日
の
自
兵
糧
牢

舎
を
申
し
付
け
る
と
罰
則
を
明
ら
か
に
し
て
、
徹
底
し
た
生
産
禁
止
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に
ま
で
発
展

し
て
い
る
。

か
ぶ
き
者
の
象
徴
で
あ
っ
た

「大
額
大
な
で
付
、
大
剃
さ
げ
、
又

は
下
髪

、
井
大
刀
、
大
脇
差
、
朱
鞘
、
大
鍾
、
大
角
鍾
」
な
ど
が
停

禁
さ
れ
、
違
反
者
お
よ
び
そ
の
主
人
に
対
す
る
処
罰
が
令
さ
れ
た
こ

(38

)

と
も

『
徳
川
実
紀
』
元
和
九
年
四
月
二
十
六
日
条

に
見
え
る
。

か
ぶ
き
者

に
対
す
る
取
締
り
は
、
当
然
な
が
ら
か
ぶ
き
者

の
出
身

階
層
で
あ
り
、
温
床
と
見
な
さ
れ
た
奉
公
人
層
に
対
す
る
規
制
と
な

っ
て
も

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
奉
公
と
い
う
言
葉
は
、
本
来
主
君
と
家

臣
の
間

に
お
け
る
封
建
的
関
係
、
す
な
わ
ち
上
位
者
か
ら
下
位
者

へ

の
御
恩

に
対
す
る
下
位
者
か
ら
上
位
者

へ
の
奉
公
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
い
う
奉
公
人
と
は
、
い
わ
ゆ
る

「軽
き
武
家
奉

公
人
」

で
あ

っ
て
、
準
士
分
で
は
あ

っ
て
も
正
規
の
武
士
で
は
な
い

中
間

・
小
者
等
を
さ
す
。

主
君

と
家
臣
の
関
係
は
、
原
則
と
し
て
人
格
的
な

つ
な
が
り
を
御

恩
と
奉
公
の
か
た
ち
で
ま
と
め
た
相
互
の
信
頼
関
係
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
奉
公
人
の
場
合
は
雇
用
契
約
で
あ

っ
て
、
主
君
と
家
臣
と
の

関
係
で
は

存
在
し
な
か

っ
た
保
証
人
と

い
う
も

の
が

介
在
し
て
く

　　
　

る
。
武

家
の
下
級
労
働
力
を
提
供
す
る
奉
公
人
は
、
主
君
と
家
臣

の

信
頼
関
係
を
補
完
す
る
う
え
か
ら
も
、
安
定
的
な
労
働
力
で
あ
る
こ

と
が
望
ま
し
く
、
譜
代
奉
公
人
の
方
が
よ
い
。
し
か
し
、
す
で
に
十

七
世
紀
初
頭

の
武
家
奉
公
人
で
も
、
町
人
の
世
界
に
お
け
る
奉
公
人

に
近
い
存
在
で
あ
る
年
季
奉
公
人
、
出
替
り
奉
公
人
が
少
く
な
か

っ

た
よ
う
で
あ
る
。

一
年
期
奉
公
お
よ
び
出
替
り
奉
公
の
禁
止

は
、
『徳
川
実
紀
』
を
追

う
だ
け
で
慶
長
十
五
年
四
月
、
同
十
七
年
八
月
、
同
十
八
年
三
月
、

元
和
二
年
十
月
、
同
五
年
二
月
と
い
う
よ
う
に
、
繰
り
返
し
発
令
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
寛
永

・
正
保

・
慶
安
と
年
号
が
改
ま

っ
て
も
続

出
し
て
い
る
。

一
年
期
奉
公

・
出
替
り
奉
公
が
禁
じ
ら
れ
た
背
景
に
は
、
こ
れ
ら

奉
公
人
の
勤
務

の
あ
り
方
が
武
家
体
制

の
確

立
に
不
都
合
を
き
た
す

諸
問
題
が
発
生
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
武
家
の
奉
公
人

が
短
期
間
の
う
ち
に
つ
ぎ
つ
ぎ
に
交
替
し
て
い
く
こ
と
、
そ
の
た
め

役
務
遂
行
に
支
障
が
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
慶
長
十
五
年
四
月

二
日
の

「
定
」
の
第
三
条
は
、
コ

、御
普
請
、
御
陣
、
御
上
洛
之
御

供
、
又

ハ
御
使
之
沙
汰
有
之
時
、
暇
を
乞
之
儀
、
可
為
曲
事
之
旨
被

(40
"

特
別
な
任
務

へ
の
従
事
に
あ
た

っ
て
、
奉
公
人
た

仰
出
」
と
あ
り

ち
が
中
途
で
仕
事
を
放
棄
し
て
し
ま
う
こ
と
を
戒
め
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
奉
公
人
た
ち
は
主
人
に
出
陣
や
上
洛
供
奉

の
命
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が
下
る
と
暇
を
と

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
は
、
出
陣

や
上
洛

を
は
じ
め
と
す
る
い
わ
ゆ
る
軍
役
の
問
題
が
か
ら
ん
で
い
る

(41

)

よ
う
で
あ
る
。
慶
長
五
年
七
月
の

「
関
原
御
陣
中
条
目
」
や
同
二
十

(42

)

年
四
月

の

「
大
坂
御
陣
中
条
目
」
に
は
、
帯
陣
中
の
喧
嘩
口
論
は
理

非
を
論

ぜ
ず
詠
伐
す
る
こ
と
、
奉
行
の
指
示
に
は
絶
対
服
従

の
こ
と

(43
)

が
規
定

さ
れ
て
い
る
し
、
元
和
九
年
五
月
の

「在
京
中
法
度
」
を
見

れ
ば
、
「
争
論
は
た
と
ひ
そ
の
理
あ
り
と
も
、発
言
せ
し
者
曲
事
た
る

べ
し
」

と
あ
る
。

軍
役

の
遂
行
に
あ
た

っ
て
は
、
理
非
曲
直
よ
り
も
上
か
ら
の
命
令

に
対
す

る
絶
対
的
服
従
が
強
要
さ
れ
、
上
下
の
身
分

・
序
列
が
厳
格

に
組
み
た
て
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
奉
公

人
と
い
え
ど
も
、
雇
主
と
の
自
由
契
約
的
な
関
係
は
認
容
さ
れ
ず
、

一
た
ん
軍
役
に
従
う
と
武
士
社
会
の
縦
型
原
理
が
適
用
さ
れ
る
。
か

ぶ
き
た

る
者
た
ち
の
気
随
な
生
き
方
は
、
と
り
わ
け
軍
役
体
制
の
な

か
で
は
許
さ
れ
ざ
る
こ
と
で
あ

っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
こ
し
時
代
は
下
る
が
、
明
暦
二
年
四
月
朔
日
付

の

「
二
条
在
番
中

(
44
)

条
目
」

に
、
「
二
条
御
番
に
被
召
列
候
者
共

・
於
当
地
悉
被
致
愈
義
、

可
被
罷
登
候
、
少
成
共
か
ふ
き
候
様
に
相
見

へ
候
者
、
壱
人
も
被
召

列
間
敷
候
」
と
、
若
干
で
も

「
か
ぶ
く
」
傾
向
の
あ
る
者
を
随
伴
し

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
条
項
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

軍
役
に
は
、
こ
の
よ
う
に
特
殊
な
秩
序
、
身
分
的
序
列
化

の
思
想

が
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
純
然
た
る
武
士
層
だ
け
で
は
な
く
、
こ

れ
に
随
伴
す
る
武
家
奉
公
人
層
を
も
、
全
人
的
な
縦
型
社
会
の
原
則

の
な
か
に
、
否
応
な
く
組
み
こ
ん
で
し
ま
う
構
造
を
も

っ
て
い
る
。

幕
藩
体
制
の
支
配
者
的
論
理
に
た
て
ば
、
軍
役
の
賦
課
を
通
じ
て
、

身
分
的
序
列
化
を
徹
底
し
、
幕
藩
制
的
秩
序
を
整
備

・
確
立
し
て
い

く
ね
ら
い
が
あ
る
。
体
制

へ
の
反
発
の
傾
向

の
あ
る
か
ぶ
き
者
、
現

実
に
は
武
家
社
会
の
下
級
労
働
力
の
圧
倒
的
な
に
な
い
手
で
あ
り
な

が
ら
武
家
社
会
の
秩
序
か
ら
離
脱
し
か
ね
な

い
奉
公
人
た
ち
、
こ
れ

ら
の
人
々
に
対
し
て
、
軍
役

の
実
践
は
幕
藩
体
制
確
立
の
た
め
に
、

身
分
的
序
列
的
統
制
を
浸
透
さ
せ
る
格
好
の
機
会
で
あ

っ
た
と
い
え

よ
う
。

支
配
組
織
の
整
備
と
社
会
秩
序
の
形
成
が
優
先
さ
れ
、
対
等
な
人

間
関
係
や
個
性
や
自
由
が
圧
殺
さ
れ
て
い
く
。
そ
う
し
た
封
建
的
縦

型
社
会
の
到
来
を
、
も

っ
と
も
身
近
か
に
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
て
い
た

の
が
、
支
配
機
構
の
末
端
に
つ
ら
ね
ら
れ
よ
う
と
す
る
奉
公
人
た
ち

で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
か
。
秩
序
と
安
定
の
裏
に
し
の
び
よ
る
影
に

向

っ
て
、
精
い
つ
ば
い
自
由
と
臼
我
を
主
張

し
、
時
の
流
れ
に
樟
さ
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そ

う

と

す

る
姿

が
、

か

。

「
か
ぶ
き
」
の
構
図
だ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

五
、
内
乱
の
な
か
の
民
衆

近
世
的
な
秩
序

の
な
か
に
組
み
こ
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、

奉
公
人

た
ち
だ
け
で
は
な
か

っ
た
。

一
般
の
町
人
も
、
町
の
機
構
も
、

慶
長

.
元
和
と
い
う
時
期
に
幕
藩
制
的
社
会
秩
序
の
に
な
い
手
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。

慶
長
八
年
の
か
ぶ
き
躍

の
出
現
を
伝
え
る

『
当
代
記
』
は
、
同
年

の
こ
と
と
し
て

も
う

一
つ
重
要
な
政
治
的
で
き
ご
と
を

記
し
て
い

る
。
よ
く
知
ら
れ
た
記
事
で
あ
る
が
、
引
用
し
て
み
よ
う
。

此
年
、
京
都
町
人
を
十
人
組
と
云
事
あ
り
、
依
二将
軍
仰

一也
。

洛

中
上
下
迷
惑
す
。
十
人
之
中

一
人
犯
二悪
事
一は
、
九
人
の
者

可
レ与
二同
罪
一由
也
。
是
は
、
京
伏
見
其
外
辺
土
に
、
盗
賊
令
二

乱

行
一之
間
、
為
二政
道
一如
レ此
。
然
共
福
人
は
貧
人
に
組
事
を

愁
、

財
宝
を
他
所
江
令
二運
送
一置
レ之
。

此
政
於
二洛
中
一先
代

(45
)

不
レ聞
之
由
云
々
。

京
都

近
辺
の
治
安
が
よ
く
な
い
の
で
、
防
犯
の
た
め
に
将
軍

の
命

で
十
人
組
を
町
人
に
結
成
さ
せ
た
が
、
こ
の
十
人
組
は
組
員
の
犯
罪

に
は
連
帯
責
任
を
負
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
京
都
の
人
々
と

り
わ
け
裕
福
な
町
人
は
お
お
い
に
迷
惑
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

『
当
代
記
』
の
記
す
と
お
り
、
慶
長
八
年
に
十
人
組
が
京
都
で
実

(46
)

施
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
『
諏
訪
家
文
書
』
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
十
人
組
が
、

の
ち
に
全
国

の
都
市
や
農
村
で
普
く
結

成
さ
れ
る
五
人
組
と
系
譜
的
に
つ
な
が
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
、
早

く
大
正
年
間
に
中
田
董
氏
が
指
摘
し
て
い
る
。
中
田
氏
は
、
十
人
組

か
ら
五
人
組

へ
の
移
行
を
寛
永
六
年
十

一
月

か
ら
同
二
十

一
年
四
月

(47

)

ま
で
の
間
と
推
定
し
た
。

つ
い
で
秋
山
国
三
氏
が
そ
の
期
間
を
法
令

の
分
析
に
よ

っ
て
寛
永
十
二
年
か
ら
同
二
十
年
三
月
ま
で
の
間
と
短

(48
)

縮
し
、
さ
ら
に
仲
村
研
氏
は
十
人
組
か
ら

五
人
組

へ
一
斉
に
切
り
か

え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
す
く
な
く
と
も
寛
永
四
年
か
ら
同
十
年
ま

で
は
十
人
組
と
五
人
組
が
並
存
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
間
の

五
人
組
は
特
定
の
町
で

試
験
的
に
実
施
さ
れ
た

も
の
で
は
な
い
か

(
49
)

と
、
推
論
を
加
え
て
い
る
。

こ
の
十
人
組
か
ら
五
人
組

へ
の
移
行
を
論
じ
た
先
学
た
ち
は
、
寛

永
年
間
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
弾
圧
の
た
め
に
比
隣
検
察
の
徹
底
を
期
し

て
十
人
組
が
細
分
化
さ
れ
五
人
組
と
な

っ
た
と
い
う
共
通
の
認
識
を

も

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
十
人
と
五
人

と
い
う
人
数
の
差
に
質
的
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な
相
違

を
見
よ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
次
の
史
料
は
そ
う
し
た
十
人
か
五
人
か
と
い
っ
た
人
数

が
問
題

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。

覚

一
拾
人
組
之
事
、
其
町

二
て
心
を
存
互

二
内
え
も
出
入
在
之
様

成
者
と
組
申
し
、
拾
人

二
て
も
八
人
五
人

二
て
も
、
為
以
来

候
間
、
其
如
く
可
申
付
候
事
。

一
町
代
申
付
候
と
て
、
無
理
押
組
申
儀
無
用
之
事

=

町

二
組
候
事
成
間
敷
と
申
者
在
之
者
、
家
為
売
他
町
え
越

(
50
)

可
申
候
、

一
町

二
壱
人
者
か

へ
が
た
く
候
事
、

(後
略
)

こ
れ
は
、
元
和
元
年
十
月
七
日
付

の
板
倉
伊
賀
守
勝
重
の
触
状
で

あ
る
。
十
人
組
と
い
い
な
が
ら
、
実
際
に
は
八
人
の
組
、
五
人
の
組

な
ど
が
あ

っ
た
こ
と
は
、
『長
刀
鉾
町
文
書
』
な
ど
で
も
知
ら
れ
て
い

る
。
町
代
に
申
し
付
け
ら
れ
た
か
ら
と
い

っ
て
、
無
理
押
し
し
て
組

ん
で
は
な
ら
な
い
と
し
な
が
ら
、
組

に
入
る
こ
と
を
拒
否
す
る
者
は

そ
の
町

の
構
成
員
た
る
資
格
を
奪
え
と
令
し
て
い
る
こ
と
は
、
十
人

組
は
町
内
の
組
で
あ
り
な
が
ら
町
と
い
う
組
織
と
同
等
に
近
い
役
割

を
、
大
坂
夏

の
陣
終
了
後

の
こ
の
時
期
に
は
も
た
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
示
す
。

治
安

の
維
持
を
目
的
と
し
な
が
ら
、
民
間

に
比
隣
検
察
的
組
織
と

し
て
の
十
人
組
が
結
成
さ
れ
て
い
く
と
い
う

こ
と
は
、
支
配
の
網
の

目
が
民
衆
の
う
え
に
大
き
く
か
ぶ
せ
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
自
治
的
な
伝
統
を
も
つ
町
共

同
体
が
支
配
の
末
端
機
構
と
し
て
未
成
熟
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
自
治
的
な
町
の
組
織
と
競
合
さ

せ
な
が
ら
、
ま

っ
た
く

一
方
的
に
民
衆
統
制

の
新
た
な
機
構
と
し
て

設
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
十
人
組
の
歴
史

な
位
置
を
み
る
こ
と
も

で
き
る
。

十
人
組
の
実
施
と
と
も
に
、
町
の
組
織
も
そ
の
自
治
的
な
機
能
を

利
用
さ
れ
な
が
ら
、
近
世
的
秩
序
の
な
か
に
ひ
き
ず
り
こ
ま
れ
て
い

く
。
統

一
国
家

の
形
成
に
と
も
な
う
治
安
の
回
復
と
引
き
か
え
の
か

た
ち
で
、
都
市
内
部
の
町
の
組
織
も
支
配
の
末
端
機
構
と
し
て
く
み

こ
ま
れ
て
い
く
。
慶
長
と
い
う
時
代
は
、
ま

さ
に
そ
の
よ
う
な
時
代

で
あ

っ
た
。
と
り
わ
け
、
大
坂

の
陣
前
後
に
は
、
露
骨
な
か
た
ち
で

そ
れ
が
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

慶
長
十
九
年
十
月
、
京
都
所
司
代
板
倉
勝
重
は
、
大
坂
冬

の
陣
に

際
し
て

「
洛
中
町
々
ノ
門
、
夜
中

二
不
可
通
、
但
シ
板
倉
伊
州
者
ト
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(
51
)

名
乗
候
者
可
通
」
と
、
非
常
事
態
と
い
う
特
別
な
情
況
を
利
用
し
な

が
ら
、

町
々
の
木
戸
門
開
閉
に
つ
い
て
統

一
的
な
指
令
を
発
し
た
。

さ
ら
に

翌
年
の
夏
の
陣
に

際
し
て
は
、
「今
度
御
陣
中
京
都
夜
番
之

儀
、
一
町
之
内
よ
り
家
主
拾
人
ツ
・
罷
出
、
両
方
之
門

二
火
を
た
き
、

よ
ひ
の
六

ッ
過
其
く
ゴ
り
を
さ
し
、

一
切
人
の
出
入
在
間
敷
候
。
公

儀
御
用

之
使
を
は
、
い
つ
れ
の
所
え
成
共
お
ち
つ
き
申
所
え
、
其
町

(
52
)

よ
り
先

々
え
送
届
ケ
可
申
候
事
」
と
、
具
体
的
な
木
戸
門
管
理
と
徳

川
方

へ
の
協
力
を
指
示
す
る
に
い
た

っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
同
年

五
月
に
は
、

「今
度
大
坂

へ
ん
し
ん

二
付
て
、

大
坂
ひ
い
き
を
致
し

種
々
さ
う
セ
つ
申
、
町
中
を
さ
わ
が
し
申
者
」

の
探
索
を
各
町
ご
と

(
53
)

に
行
な
わ
せ
た
り
、
「今
度
大
坂
え
籠
城
致
し
候
者
奉
公
人
町
人
共

二
、
親

兄
弟
妻
子
在
之
候
共
、
書
付
之
上
可
申
、
若
於
隠
置
者

一
町

曲
事

二
可
申
付
候
間
、
町
切

二
隠
置
間
敷
と
、
誓
紙
を
立
い
た
さ
せ

可
申
」
な
ど
と
、
懲
罰
を
ち
ら
つ
か
せ
な
が
ら
、

一
町
切
に
誓
紙
を

(54

)

差
し
出
す
よ
う
要
求
し
て
い
る
。

内
乱
状
況
下
に
お
け
る
軍
事
優
先
の
論
理
を
民
政
面
に
ま
で
拡
大

し
て
い
く
こ
と
で
、
町
組
織

の
格

一
的
統

一
的
運
営
を
促
し
、
そ
の

格

一
化

の
基
準
と
価
値
観
さ
え
、
軍
政
の
延
長
上
に
お
い
て
提
示
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

こ
う
し
た
方
向
は
、
大
坂
夏
の
陣
終
了
後

も
大
坂
方
残
党
探
索
の
名
目
の
も
と
に
、
さ
ら
に
厳
し
く
民
衆
に
要

求
さ
れ
て
い
く
。

元
来
、
町
の
組
織
は
自
然
発
生
的
に
住
民
相
互
の
利
益
の

た
め

に
、
構
成
員
の
対
等
な
関
係
を
前
提
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の

で
あ
る
。
十
六
世
紀
の
戦
乱
の
な
か
で
、
治
安

の
乱
れ
に
対
処
し
て

自
衛
の
た
め
の
組
織
と
し
て
の
性
格
を
前
面
に
押
し
出
し
て
き
た
町

は
、
十
七
世
紀
に
入
る
と
、
統

一
国
家
の
形
成
に
伴
う
治
安

の
回
復

の
先
兵
と
し
て
利
用
さ
れ
、
近
世
的
秩
序

の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
く
こ
と
に
な
る
。
支
配
の
末
端
機
構

と
し
て
組
み
こ
ま
れ
て
い

く
こ
と
で
、
町
の
構
造
も
構
成
員
の
対
等

な
関
係
を
後
退
さ
せ
な
が

ら
、
命
令
伝
達
の
経
路
を
通
じ
て
上
下
の
要
素
が
し
だ
い
に
拡
大
さ

れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
町
の
性
格
も
純
然

た
る
構
成
員
の
利
益
の
た

め
の
町
で
は
な
く
な

っ
て
、
支
配
者

の
た
め
の
町

へ
と
い
う
雰
囲
気

を
強
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

慶
長

・
元
和
期

の
内
乱
状
況
の
な
か
で
、
武
士
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
下
級
労
働
力
を
に
な
う
奉
公
人
た
ち
も
、
ま
た

一
般
の
民
衆
ま

で
も
、
幕
藩
体
制
の
論
理
と
支
配
の
秩
序

の
な
か
に
、
否
応
な
く
整

序
さ
れ
て
い
く
姿
を
、
こ
こ
に
う
か
が
う

こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し

た
時
代
背
景
を
描
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
か
ぶ
き
者
の
横
行
や

「
か
ぶ
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き
」
の
肚
相

の
蔓
延
、
か
ぶ
き
躍
の
熱
狂
的
な
隆
盛
の
あ
り
さ
ま
も
、

は
じ
め
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〔
註

〕
(
1
)

た
と
え
ば
、
昭
和
五
十
七
年

三
月
発
行

の
山
川
出
版
社

の

『
詳
説

日

本
史
』

【
五
九
頁
で
は
、

「家

康
は
こ
れ
を

(石
田
三
成
ら
)

一
六
〇
〇

(慶
長

五
)
年
、
美
濃

の
関

ケ
原
の
戦

い
で
や
ぶ
り
、
反
対

の
諸
大
名

に

き
び

し
い
処
分
を
加
え
、
豊
臣
氏
に
か
わ

っ
て
政
権
を

に
ぎ

っ
た
。

一

六
〇
三
(慶
長
八
)
年

に
征
夷
大
将
軍
に
任

ぜ
ら

れ
て
江
戸
幕
府
を
ひ
ら

き
、
徳
川
氏

は
こ
れ
よ
り

二
六
〇
年

余
に
わ
た

っ
て
全
国
を
支
配
す
る

よ
う
に
な

っ
た
。

こ
の
時
代
を
江
戸
時
代

と

い
う
。
政
権
を

に
ぎ

っ
た

家
康

は
い
ち

は
や
く
交
通
制
度

や
貨
幣
制
度

な
ど

の
整
備

に
つ
と
め
、

全
国
統

一
の
政
策

を
す
す
め

た
。
し
か
し
、
当
時

は
ま
だ
大
坂

に
豊
臣

秀
頼
が

い
た
の
で
、
家
康

は
こ
れ
を
挑
発

し
て
戦

い
を
し
か
け
、

一
六

一
四
～

一
五
(慶
長

一
九
～
元
和

一
)
年
の
大
坂

の
役

(大
坂
冬

の
陣

・

夏

の
陣
)
で
豊
臣
氏

を
攻

め
ほ
ろ

ぽ
し
た
。

こ
の
の
ち
徳
川
氏

に
反
抗

す
る
大
名

は
ま

っ
た
く
な
く

な
り
、
江
戸

幕
府

の
基
礎

は
す

っ
か
り
か

た
ま

っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。

そ
の
ほ
か

の
高
校

日
本
史

の
教
科
書
も

ほ
ぼ
同
様

の
記
述
と
な

っ
て

い
る
。

(
2
)

最
近

の
研
究
で
、
大
坂

の
陣
を
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
論

及
し
た
も

の

は
管
見

の
か
ぎ
り
で
は
な
い
。

一
九

七
五
年
刊

の

『
岩
波
講
座
日
本
歴

史
近
世

1
』
の
高
木
昭
作
氏

「
江
戸
幕
府

の
成
立
」
で
は
、
大
坂

の
陣

と

「
武
家
諸
法
度

」
と
い
う
項
が
設
け
ら
れ
て
は

い
る
が
、
大
坂

の
陣

に

つ
い
て
は
、
そ

の
原
因
と
な

っ
た
方
広
寺
大
仏
殿

鐘
銘

事
件

は
家
康

の
国
主
と
し
て
の
権
威

に
か
か
わ
る
質
を
も

っ
て

い
た
こ
と
、
大
坂

の

陣

で
は
じ
め
て
将
軍
権
力

の
も

と
に
全
国

の
大
名

が

一
つ
の
戦
場

で
指

揮

・
統

轄
さ
れ
、
全
大
名

の
家
康

へ
の
臣
従

が
検
証
さ
れ
た
と
こ
ろ
に

意

味
が
あ
る
こ
と
を
、
数
行

で
指
摘
し
て

い
る
だ
け
で
あ

る
。

(
3
)
守

屋
毅
氏

『
「か

ぶ
き
」
の
時
代
』

(昭
和

五
十

一
年
、
角
川
書
店
刊
)

七
頁
。

(
4
)

守
屋
毅
氏

『
「か

ぶ
き
」
の
時
代
』
九
〇
～
九

一
頁
。

(
5
)
昭

和
四
十
七
年
三
月
刊
の
東
京
都
立
大
学

『
人
文
学
報
』
八
九
号

に

発
表
さ
れ
、

そ
の
後
昭
和
五
十

二
年
吉
川
弘
文
館
発
行

の

『
近
世
史

の

群
像

』
に
再
録

さ
れ

て
い
る
。
本
稿

で
は

『近
世
史

の
群
像

』
に
収
録

さ
れ
た
も

の
に
よ

っ
た
。

ノへし 　

1110
))

　 　 ノヘ ノへ

9876
))))

『
史
籍
雑

纂
』
第

二
巻
八

一
頁
。

『
徳
川
実
紀
』

(『
国
史
大
系
』
本
)
第

一
篇

八
〇
頁
。

『
当
代
記
』
(
『史
籍
雑
纂
』
第

二
巻
)
一
一
五
頁
。

『
徳
川
実
紀

』
第

一
篇

四
五
八
～
四
五
九
頁
。

『
慶
長
見
聞
集
』
(
『日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
八
巻
)
五
五
三
頁

『
当
代
記
』
(史
籍
雑
纂
第

二
巻
)
九
五
頁
に
は
、

こ
の
事
件
の
経
過

と
結
末
を
次
の
よ
う

に
記
し
て

い
る
。

六
月
、

此
比
、

京
町
人
北
野

・
賀
茂
辺
え
出

行
之

瑚
は
、

か
ぶ
き

鑓

嘱

衆
出
合
た
は
ふ
れ
、
為
レ之
悩
さ
る
。
其
上
耽
二女
負

覚

外
之
儀
多
之
、
大
御
所
之
を
聞
給
、
以
外
逆
鱗
也
。

此
事
於
二
虚
号
身

者
、

罷
出
可
一一申
分

一之
旨
日
処
、
分
明

の
不
レ
及
一一争
論

一之
間
、
則

改
易
也
。
謂
津
田
長
門
守
、
稲
葉
甲
斐
守
、
天
野
周
防
守
、
沢
半

左

衛

門
、
苑
田
久
六
等
也
。
此
後
又
大
島
雲

八
、
阿
部
右
京
、
矢
部
善
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七
郎
、
野
間
猪
助
、
浮
田
才
寿
改
易
也
。
未
同
類
甚
在
レ
之
と
云
共
、

重
而
不
レ
及
二沙
汰

一

(
12
)

『徳
川
実
紀
』
第

一
篇
四
五
〇
頁
。

(
13
)
北
島

正
元
氏

「
か
ぶ
き
者
i
そ

の
行
動

と

論

理
」

(『
近
世
史

の
群

像

』
)

一
一
六
～
七
頁
。

(
14
)

『当
代
記

』
(『
史
籍
雑
纂
』
第

二
巻

)
七
四
頁
。

(
15
)

『
当
代
記
』

(『
史
籍
雑
纂
』
第

二
巻

)
八
二
頁
。

(
16
)

『
当
代
記
』

(『
史
籍
雑
纂
』
第

二
巻

)

一
五
〇
頁
。

(
17
)

『
当
代
記
』

(『
史
籍
雑
纂
』
第

二
巻
)

一
八

一
～

一
八
二
頁

、
『駿
府

記
』

(『
史
籍
雑
纂
』
第

二
巻
)

二
三
五
頁
。

『
慶
長
見

聞
集

』
(『
日
本

庶
民
生
活
史
料

集
成
』
第

八
巻
)
五
六

一
～
五
六
三
頁
、
『
徳
川
実
紀
』

第

一
篇
五
九
〇
頁
な
ど
。

(
18
)

『当

代
記
』
で
は
柴
山
孫
作
、

『
慶
長
見
聞
集
』

で
は

北
河
権
兵
衛

と

い
う
名
前

に
な

っ
て
い
る
が
、

『
徳
川
実
紀

』
が

大
番
組
頭
芝
山
権

左
衛
門

正
次
と
し
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
は

『徳
川
実
紀
』

に
従
う
。

(
19
)

こ
の
人
名

に

つ
い
て
も
、
大
鳥
居

い
つ
兵
衛

の
ほ
か
、
大
鳥

一
兵
衛
、

大
鳥

居
逸
平

な
ど
と
も
記
さ
れ
て

い
る
が
、

い
わ

ゆ
る
醜
名

で
あ
り
本

名

で
は
な

い
。

(
20
)
.
(
21
)
.
(
22
)

『
慶
長
見
聞
集
』
(
『
日
本
庶

民
生
活
史
料
集
成
』
第

八

巻
)

五
六

一
頁
。

(
23
)

『
慶
長
見
聞
集
』
(『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第

八
巻
)

五
六

二

頁
。

(
24
)

注

(
11
)
参
照
。

(
25
)

守
屋
毅
氏
は

『
「
か
ぶ
き
」

の
時
代
』
九
五
頁

に

お
い
て
、

「
「か
ぶ

き
」
の
風
潮
と
興
味
深

い
ア
ナ

ロ
ジ
イ
を
呈
す

る
の
が
、
古
田
織

部
の

茶
風

で
あ

っ
た
」
と
い
う
書
き
出
し
で
、
古
田
織
部

の

「
か
ぶ
き
」
ぶ

り
を

み
ご
と
に
論

述
し
て
い
る
。

(
26
)

『
昔
々
物

語
』
(『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第

八
巻
)
四
〇
四
頁
。

(
27
)

『
慶
長
見
聞
集
』

(『
日
本
庶
氏
生
活
史
料
集
成
』
第
八
巻
)
五
六

二

頁
。

(
28
)

『
「か
ぶ
き
」
の
時
代

』

=
一=

頁
。

(
29
)

こ
う
し
た
か
ぶ
き
者

た
ち
の
風
貌

は
、

「豊
国
大
明
神

臨
時
祭
礼
図

屏
風
」
や

「
四
条
河
原
図
屏
風
」
を
は
じ
め
、
こ
の
時
期

に
製
作
さ
れ

た
多
く
の
絵
画
類

な
ど

で
も
確
認
さ
れ
る
。

(
30
)

『慶
長
見
聞
集
』

(『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成

』
第
八
巻
)
五
六

一

,頁
。

(
31
)

『慶
長
見
聞
集
』

(『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
八
巻
)
四
七
九

頁
。

(
32
)

『昔

々
物
語

』
(『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第

八
巻
)
四
〇
五
頁
。

(
33
)

『慶
長
年
録
』

(『
大
日
本
史
料
』
第
十

二
編
之
九
、
九
〇

二
頁
)。

(
34
)

『徳

川
実
紀

』
第

二
篇
三
二
八
頁
。

(
35
)

『
正
宝
事
録
』
第

一
巻

一
頁
。

(
36
)

『御
当
家
令
条
』

(『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
二
)

二
〇
六
頁
。

(
37
)

『御
当
家
令
条
』

(『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
二
)

一
一一二
一
頁
。

(
38
)

『徳
川
実
紀
』
第

二
篇

二
四
九
頁
。

(
39
)

た
と
え
ば
元
和
五
年
十
二
月

二
十

二
日
付

の

「
条

々
」
(
『御
当
家
令

条
』
三
七
五
号
)
に
は
、

一
御
陣
御
上
洛
御
普
請
之
瑚
、
令
欠
落
者
、

別
て
曲
事
也
。
然
上

は
、
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請
人
よ
り
尋
出

し
、
主

人
之
方

へ
可
相
渡
之
、
若
於
不
叶

は
、
請
人

よ
り
為

過
料
、
右
約
束
之
切
米

一
倍
主

人
之
方

へ
可
出
之
、
於
不
出

は
籠
舎
之
上
、
主

人
次
第
事

と

い
う
請

人
す

な
わ
ち
保
証
人

の
責
任
を
明
記
し
た
条
項
が
あ
り
、
さ

ら
に

「
請

人
な
く
し

て
人
を
拘
候
事
、
越
度

た
る
故

」
と

い
う
文
言
も

あ
る

(
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』

二
の
二
〇
八
頁

)。

(
40
)

『御
当
家
令
条
』

(『
近
世
法
制
史
料
叢
書

二
)

二
〇
六
頁
。

(
41
)
・
(
42
)

『
武
家
厳
制
録
』
(
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
三
)
一
二
～
三
頁
。

(
43
)

『徳
川
実
紀
』
第

二
篇

二
五

二
頁
。

(
44
)

『
御
当
家
令
条
』

(『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』

二
)

一
七

二
頁
。

(
45
)

『
当
代
記
』

(『
史
籍
雑
纂
』
第

二
)

八
二
頁
。

(
46
)

『
史
料
京
都

の
歴
史
』
第

三
巻

四
二
八
～
九

頁

参
照
。

『諏

訪
家
文

書

』
(京
都
市
歴
史
資
料
館
収
集

マ
イ
ク

ロ

フ
ィ
ル
ム
)
の

「
中

立
売

町
式
目
」

に
よ
れ
ば
、
慶
長

八
年

九
月
十
日
付
で
十
人
組
結
成

の
届
書

が
、

「御
奉
行
様

」
宛

に
出

さ
れ
て
い
る
。

(
47
)

中
田
董
氏
は

「京
都

五
人
組
編
成

の
年
代
」

(『法
制

史
論
集

』
第
三

巻
上
所
収
)

に
お

い
て
、

余
部
村
関
係
史
料
を
分
析
し
て
、
十

人
組
下

限

と
五
人
組
上
限
を
も
と
め
る
方
法

で
、
年
代
推
定

を
し
た
。

(
48
)

秋
山
国

三
氏

は

『
公
同
沿
革
史
』

の
な
か
で
、

三
条
衣
棚
町
文
書

と

「
上
下

京
古
書
明
細
記
」
を
用

い
て
、
中
田
氏
と
同
様

の
方
法
論

を
も
ち

い
て
分

析
し
た
。

(
49
)

仲
村
研
氏
は

『京
都

「
町
」

の
研
究
』

の
な
か
で

『下
本
能
寺
前
町

文
書
』
を
紹
介

し
な
が
ら
、
中

田

・
秋
山
両
氏
の
研
究

に
依
拠
し
、

や

や
視
点

を
か
え
た
実
験
的

五
人
組
実
施
説
を
提
起

し
た
。

な
お
、

「十

人
組

」
「
五
人
組
」
に

つ
い
て
は
、
近
く
拙
稿

を
別

に
予

定
し
て
い
る
。

(
50
)

『
三
条
町
文
書
』
(京
都
市
歴
史
資
料
館
収
集

マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
)

の
う
ち

の

「
大
坂
御
陣
御
触
書
写
」
の
簿
冊

に
よ
る
。
な
お
、

こ
の
写

本

は
の
ち

に
ま
と
め
ら

れ
た
も

の
で
あ
る
た
め
、
当
初

の
触
状

に
は
な

か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
元
和

の
年
号
が
す

べ
て
に
付

さ
れ
て
い
る
。

(
51
)

『
言
緒
卿
記
』
慶
長
十
九
年
十
月

八
日
条
。

(
52
)

『
三
条
町
文
書
』

「大
坂
御
陣
御
触
書
写
」
、

こ
の
写
本

で
は
元
和

元

年
四
月
晦
日
付

と
な

っ
て
い
る
。
同
触

は
、
『冷
泉
町
記
録
』
で
は
慶
長

二
十
年
五
月
と
な

っ
て
お
り
、
文
言
も
わ
ず
か
に
異

っ
て
い
る
。

(
53
)

『
三
条

町
文
書
』

「大
坂
御
陣
御
触
書
写
」
、
元
和
元
年
五
月
十

四
日

付
触
状
。

(
54
)

『
三
条

町
文
書
』
「
大
坂
御
陣
御
触
書
写
」
、
元
和
元
年
五
月
触
状
。

一40一


