
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

パ
ネ
ラ
ー

吉
田 
ゆ
り
子 

氏 

（
東
京
外
国
語
大
学
教
授
　
日
本
近
代
史
・
民
衆
史
）

三
宅

　 
理
一 
氏 
（
東
京
理
科
大
学
客
員
教
授
　
建
築
史
）

岡
田 

　保
良 
氏 
（
国
士
舘
大
学
名
誉
教
授
　
西
ア
ジ
ア
考
古
学
　
日
本
イ
コ
モ
ス
理
事
）

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー

母
利

　 

美
和 

氏 

（
京
都
女
子
大
学
教
授
）

稲
葉 

　信
子 

氏 

（
筑
波
大
学
名
誉
教
授
）

鈴
木

　 

地
平 

氏 

（
文
化
庁
　
文
化
遺
産
国
際
協
力
室
）

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

宗
田 

　好
史 

氏 

（
関
西
国
際
大
学
教
授
）

（
敬
称
略
）

令
和
４
年
７
月
３
日
　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム『
世
界
史
に
お
け
る
近
世
城
郭
の
意
義
』

宗
田　
そ
れ
で
は
先
生
方
に
登
壇
い
た
だ

き
ま
し
て
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

を
は
じ
め
ま
す
。
タ
イ
ト
ル
は
『
世
界
史

に
お
け
る
近
世
城
郭
の
意
義
』。
世
界
遺

産
に
登
録
し
よ
う
と
作
業
を
進
め
て
い
る

「
彦
根
城
」
が
、
世
界
史
の
中
で
、
ど
の
よ

う
な
意
味
を
も
つ
の
か
、
こ
の
課
題
に
つ

い
て
掘
り
下
げ
ま
す
。

世
界
遺
産
条
約
は
１
９
７
２
年
に
成
立

し
、
75
年
発
効
、
78
年
か
ら
登
録
開
始
と

い
う
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
動
き
だ
し
、
そ
の

成
立
か
ら
50
年
が
経
過
し
ま
し
た
。
日
本

政
府
が
世
界
遺
産
条
約
を
批
准
し
た
の
は

１
９
９
２
年
で
、
翌
93
年
に
姫
路
城
と
法

隆
寺
か
ら
日
本
の
世
界
遺
産
の
登
録
が
始

ま
り
ま
す
が
、
そ
れ
か
ら
は
30
年
が
経
過

し
ま
し
た
。

こ
の
世
界
遺
産
条
約
の
50
年
、
あ
る
い

は
、
92
年
か
ら
の
30
年
は
、
世
界
は
大
き

く
変
わ
っ
た
、
そ
の
間
に
世
界
史
の
大
き

な
転
換
点
が
あ
り
ま
し
た
。
現
在
、
国
際

連
合
、
ユ
ネ
ス
コ
も
そ
の
一
つ
の
機
関
で

す
が
、
１
９
４
５
年
以
降
に
形
作
ら
れ
て

き
た
国
際
連
合
の
体
制
が
、
ロ
シ
ア
の
ウ

ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に
よ
っ
て
変
化
し
て
き
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
70
年
代
は

冷
戦
が
顕
在
化
し
国
際
連
合
体
制
の
一
つ

の
転
機
と
な
り
、
90
年
代
は
ベ
ル
リ
ン
の

壁
の
崩
壊
、
ソ
連
の
崩
壊
を
含
め
、
こ
の

30
年
間
も
世
界
史
的
に
非
常
に
大
き
な
意

味
が
存
在
し
ま
し
た
。

そ
の
中
で
、
彦
根
城
の
「
世
界
史
的
な

価
値
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
、
先

ほ
ど
の
青
柳
先
生
の
ご
講
演
の
中
に
も
あ

り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
、
17
世
紀
か
ら
19

世
紀
の
世
界
の
歴
史
が
ど
の
よ
う
に
展
開

し
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
で
あ
り
、
今
、

そ
の
歴
史
を
振
り
返
る
こ
と
は
、
そ
の
過

去
に
、
そ
し
て
今
、
さ
ら
に
将
来
に
わ

た
っ
て
、
世
界
史
の
中
で
日
本
と
世
界
が

ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
き
た
の
か
、
そ
し

て
、
こ
の
世
界
と
日
本
の
動
き
に
、
彦
根

城
が
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
に
つ
い

て
考
え
る
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
パ
ネ

ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
そ
れ
を
考

え
つ
つ
、
議
論
を
繰
り
広
げ
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
30
年
間
、
彦
根
市
・
滋
賀

県
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
き
た
か
と
い
う 宗田　好史　氏
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こ
と
も
重
要
で
す
。
そ
も
そ
も
、
最
初
に

日
本
政
府
が
作
っ
た
暫
定
リ
ス
ト
に
、
な

ぜ
姫
路
城
と
彦
根
城
が
あ
っ
た
の
か
。
こ

れ
に
関
し
て
は
、
文
化
庁
の
建
造
物
課
が

推
し
た
の
が
姫
路
城
で
、
記
念
物
課
が
推

し
た
の
が
彦
根
城
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
の
原
点
、
そ
の
理
由
ま
で
振
り

返
る
こ
と
も
必
要
で
す
。
ま
た
、
彦
根
城

を
ど
の
よ
う
に
登
録
す
る
か
と
い
う
こ
と

で
は
、
他
の
国
宝
の
城
（
天
守
）
と
シ
リ

ア
ル
に
す
る
と
い
う
議
論
も
あ
り
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
本
丸
だ
け
、
あ
る
い
は
天

守
だ
け
と
い
う
議
論
も
あ
り
ま
し
た
。
当

然
、
城
下
町
全
部
を
外
堀
ま
で
含
め
よ
う

と
い
う
議
論
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
種
々
の
可
能
性
を
一
つ
ず
つ

点
検
す
る
と
同
時
に
、
こ
の
30
年
の
日
本

国
内
に
お
け
る
歴
史
研
究
の
進
展
に
つ
い

て
も
考
え
を
進
め
て
き
ま
し
た
。例
え
ば
、

日
本
史
で
は
「
預
治
思
想
」
と
い
う
こ
と

が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
幕
府
は
そ
れ
ぞ
れ
の
大
名
に

領
地
を
預
け
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
、
だ
か

ら
大
名
は
封
建
的
な
領
主
と
は
異
な
る
。

従
っ
て
、
江
戸
時
代
は
分
権
的
な
体
制
で

は
な
い
、
中
央
集
権
的
で
あ
る
と
も
理
解

で
き
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
同
時

に
、
大
名
は
権
限
的
に
も
税
的
に
も
独
立

し
て
存
在
し
て
い
る
以
上
、
当
然
、
地
方

分
権
的
で
も
あ
る
訳
で
す
。

こ
の
よ
う
に
江
戸
時
代
の
独
特
の
政
治

の
仕
組
み
を
議
論
し
つ
つ
、
例
え
ば
、「
平

和
・
安
定
」
と
い
う
視
点
か
ら
も
、
領
民

と
幕
府
の
関
係
を
整
理
し
て
き
ま
し
た
。

わ
れ
わ
れ
は
「
公
儀
」
と
い
う
呼
び
方
を

し
て
い
ま
す
。
今
日
の
母
利
先
生
の
お
話

に
も
「
公
儀
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま

し
た
が
、
そ
の
「
公
儀
」
と
は
何
だ
っ
た

の
か
。
今
、
我
々
の
時
代
で
は
、「
公
民

連
携
」
と
か
「
官
民
連
携
」
と
か
、
パ
ブ

リ
ッ
ク
と
い
う
意
味
を
持
た
せ
つ
つ
、
市

民
参
加
の
議
論
の
中
で
も
「
公
」
の
用
語

を
使
い
ま
す
。
で
は
、
江
戸
時
代
に
お
け

る
「
公
儀
」
と
は
何
な
の
か
。
公
地
公
民

制
は
古
代
に
成
立
し
ま
す
が
、
そ
の
公
地

公
民
の
時
代
の
「
公
」
は
天
皇
だ
っ
た
の

で
す
が
、
次
第
に
、
そ
れ
が
将
軍
に
代
わ

り
、
幕
府
に
代
わ
り
、
今
日
で
は
、「
我
々

市
民
」の
意
味
に
代
わ
っ
て
い
る
。そ
う
い

う
変
化
を
踏
ま
え
つ
つ
、
近
世
に
お
け
る

「
公
儀
」
を
考
え
れ
ば
、日
本
が
ど
の
よ
う

に
変
化
し
、
世
界
と
日
本
の
関
係
が
、
ど

の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
に
歴

史
の
転
換
点
を
形
作
っ
た
の
か
。
そ
う
し

た
視
点
か
ら
も
、
新
た
な
考
え
も
生
ま
れ

る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を

推
薦
書
委
員
会
で
色
々
議
論
し
な
が
ら
、

世
界
史
の
中
に
お
け
る
彦
根
城
の
意
味
を

考
え
て
き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
約
二
年
半
に
及
ぶ
議
論
が
、

あ
ま
り
に
も
面
白
か
っ
た
も
の
で
す
か

ら
、
ぜ
ひ
、
東
京
の
み
な
さ
ん
に
も
ご
披

露
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
り
ま
し

て
、
今
日
、
お
集
ま
り
い
た
だ
い
た
次
第

で
す
。

長
く
な
り
ま
し
た
が
、
こ
こ
か
ら
は
、

論
客
の
先
生
方
に
ご
参
加
い
た
だ
き
、
そ

れ
ぞ
れ
の
お
立
場
か
ら
、
彦
根
城
の
価
値

を
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
ず
は
、
東
京
外
大
の
吉
田
ゆ
り
子
先

生
で
す
。
先
生
は
、
文
化
庁
の
世
界
遺
産

の
文
化
審
議
会
の
委
員
を
長
く
務
め
ら
れ

た
日
本
史
の
先
生
で
す
。
吉
田
先
生
に
続

き
、
建
築
や
都
市
の
分
野
か
ら
、
三
宅
先

生
と
岡
田
先
生
に
、
お
話
を
伺
っ
て
ま
い

り
ま
す
。

先
生
方
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
基
調
講
演
と

講
演
を
お
聞
き
い
た
だ
い
て
、
ど
の
よ
う

な
印
象
を
お
持
ち
に
な
ら
れ
た
か
、ま
た
、

ご
自
身
の
研
究
テ
ー
マ
か
ら
、
彦
根
城
の

見
方
や
価
値
に
関
す
る
ご
意
見
を
い
た
だ

け
た
ら
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

で
は
、
吉
田
先
生
お
願
い
し
ま
す
。

吉
田　
吉
田
ゆ
り
子
で
す
。
私
は
彦
根
城

の
委
員
会
に
は
所
属
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

そ
の
立
場
で
、
お
話
を
伺
い
、
あ
る
い
は
、

資
料
を
拝
見
し
て
、
ど
の
よ
う
に
彦
根
城

を
考
え
て
お
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に

対
し
、他
の
「
お
城
」
の
こ
と
も
含
め
て
、

私
な
り
の
感
想
と
疑
問
点
を
お
話
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
を
用
意
い
た
し

ま
し
た
。

母
利
先
生
の
お
話
は
、
す
で
に
事
前
に

御
覧
い
た
だ
い
た
レ
ジ
ュ
メ
に
対
し
、
回

答
を
含
め
て
お
話
し
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。
母
利
先
生
の
お
話
し
に
私
も
納
得
で

き
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
す
が
、「
お
城
」吉田　ゆり子　氏
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と
い
う
も
の
を
「
隔
絶
し
た
存
在
」
と
と

ら
え
る
こ
と
に
対
し
て
、
若
干
疑
問
が
残

り
ま
す
。
そ
こ
で
、
本
日
は
、
地
域
の
視

点
か
ら
、
地
域
の
住
民
、
あ
る
い
は
、
現

在
の
地
域
社
会
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
た

ち
の
視
点
か
ら
、「
お
城
」
に
ど
の
よ
う
な

意
味
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
お
話
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
ず
、O

U
V

に
つ
い
て
。
す
で
に
説

明
が
あ
っ
た
の
で
必
要
な
い
と
思
い
ま
す

が
、
例
え
ば
、
３
、４
行
目
、「
人
類
史
上

の
一
つ
の
時
代
を
画
し
た
政
治
体
制
の
仕

組
み
」、あ
る
い
は
一
番
下
に
は
「
当
事
者

が
互
い
の
立
場
を
確
認
し
結
び
つ
き
を
強

め
る
儀
礼
の
場
で
体
制
維
持
が
さ
れ
た
」、

あ
る
い
は
「
合
議
体
制
が
取
ら
れ
た
」、さ

ら
に
、「
周
辺
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
特
別
な

空
間
と
し
て
演
出
さ
れ
た
」
と
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
疑
問
点
を
述
べ
ま

す
。ま

ず
一
つ
目
で
す
。
政
治
体
制
が
、
物

証
と
し
て
の
「
お
城
」
の
中
に
認
め
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の
統
治
体
制

に
関
す
る
他
の
表
現
で
は
、「
領
主
と
領
民

の
微
妙
な
均
衡
関
係
」
な
ど
と
、「
領
民
」

と
い
う
視
点
も
含
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
で

は
、
そ
の
部
分
、「
領
民
と
の
関
係
」
を
示

す
物
証
は
、「
お
城
」
の
ど
の
部
分
に
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
が
一
つ
目
の
疑
問

で
す
。

二
つ
目
は
、
な
ぜ
、
徳
川
幕
藩
体
制
に

人
類
史
上
の
価
値
が
存
在
す
る
か
と
い
う

こ
と
で
す
。「
価
値
は
存
在
し
な
い
。」
と

言
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
を

専
門
に
し
て
い
る
立
場
か
ら
、「
果
た
し
て

政
治
体
制
だ
け
で
、
社
会
の
安
定
が
成
し

遂
げ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。」と
疑
問
に
感

じ
ま
す
。
例
え
ば
、
幕
末
に
開
国
を
し
た

途
端
に
、
徳
川
幕
府
は
政
治
体
制
を
維
持

す
る
の
が
難
し
く
な
り
、
倒
壊
し
て
し
ま

い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
鎖
国
」、こ
れ
は
歴

史
上
、
東
ア
ジ
ア
共
通
の
「
海
禁
」
と
呼

ば
れ
る
体
制
・
政
策
で
す
が
、
幕
府
に
よ

る
対
外
関
係
の
掌
握
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス

ト
教
の
禁
止
な
ど
を
含
め
た
、「
海
を
閉
ざ

し
て
い
た
」と
い
う
大
枠
が
あ
っ
て
こ
そ
、

江
戸
時
代
の
社
会
の
秩
序
を
維
持
で
き
て

い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
ど
こ

か
で
触
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
う
え
で
「
社
会
の
安
定
」
に
は
、

さ
ら
に
複
数
の
要
因
が
あ
っ
た
と
考
え
ま

す
。政
治
体
制
だ
け
で
は
な
く
、い
わ
ゆ
る

兵
農
分
離
も
大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
母
利
先
生
の
お
話
の
中
に
も
あ
り

ま
し
た
が
、
兵
農
分
離
体
制
、
あ
る
い
は

江
戸
時
代
の
身
分
制
に
お
い
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
身
分
の
人
々
が
、
幕
府
や
藩
に
対

し
て
「
役
」
を
負
担
す
る
と
い
う
形
で
社

会
に
位
置
付
い
て
い
ま
し
た
。
こ
の
社
会

体
制
に
対
し
て
、
人
々
が
合
意
を
し
た
か

ら
こ
そ
安
定
し
た
社
会
に
な
っ
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。

さ
ら
に
、社
会
の
安
定
に
は
、非
常
に
卓

越
し
た
教
育
水
準
の
存
在
も
重
要
で
す
。

こ
れ
は
識
字
能
力
だ
け
で
は
な
く
、
地
方

郷
学
も
含
め
て
、
社
会
全
体
に
教
育
が
普

及
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
各

地
、
各
身
分
の
人
々
が
、
こ
の
よ
う
な
関

係
、
社
会
の
体
制
を
作
っ
て
い
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
種
々
の
要
因
が
総
合
的
に
働
い

た
結
果
、
社
会
が
安
定
し
、
藩
が
安
定
し

て
い
た
と
と
ら
え
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
考
え
る
と
、「
政
治
体
制
」
は
、
そ
の
ひ

と
つ
の
要
因
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か

と
い
う
疑
問
で
す
。

次
に
、
物
証
で
あ
る
「
お
城
」
に
目
を

転
じ
ま
す
。「
お
城
」
と
い
い
ま
す
と
、軍

事
の
た
め
と
言
わ
れ
、
あ
る
い
は
建
造
物

に
目
が
行
く
と
こ
ろ
で
す
が
、
今
回
、
主

張
さ
れ
て
い
る
「
平
和
な
時
代
の
城
」
と

い
う
と
こ
ろ
に
は
、
私
も
共
感
し
て
い
ま

す
。
た
だ
し
、
そ
れ
を
考
え
る
と
き
に
、

今
少
し
、
視
点
を
加
え
て
は
ど
う
か
と
い

う
問
題
提
起
で
す
。

す
な
わ
ち
、
藩
に
お
け
る
「
お
城
」
と

い
う
存
在
が
、
政
治
体
制
、
合
議
体
制
の

拠
点
、
す
な
わ
ち
、「
政
治
の
拠
点
」
で

あ
っ
た
と
い
う
説
明
だ
け
で
は
な
く
、
今

日
の
日
本
社
会
の
多
様
性
、
地
域
の
多
様

性
、
お
国
自
慢
と
い
う
表
現
も
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
よ
う
な
「
現
代
ま
で
続
く
地
域

的
な
特
色
」
を
日
本
社
会
に
も
た
ら
し
た

も
の
が
「
藩
」
で
あ
る
。
そ
う
い
う
視
点
、

意
味
を
含
め
ら
れ
な
い
か
。
そ
の
象
徴
と

し
て
の
「
お
城
」、「
天
守
」
が
あ
る
と
考

え
ま
す
。

明
治
に
入
っ
て
の
国
民
国
家
が
形
成
さ

れ
る
過
程
で
、
日
本
が
ひ
と
つ
に
統
一
さ

れ
て
い
き
ま
す
が
、
本
来
の
日
本
は
、
地

域
色
が
大
変
豊
か
で
あ
り
、
そ
れ
は
統
一

さ
れ
ず
に
、
今
日
も
「
地
域
色
」
と
し
て

残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
日
本
社
会
の
特

色
の
一
つ
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
江
戸

時
代
の
藩
の
個
性
、
あ
る
い
は
、
そ
こ
で

形
成
さ
れ
た
地
域
色
が
強
固
で
、今
日
も
、
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［彦根城］ 

  明治 4年廃藩置県前（「立藩中」）「城郭之体用ヲ廃棄、（金亀町）悉皆人民江授与致シ」 

  明治 5年「旧犬上県ニ於テ、明治五年同所分営渡部少佐江引合之上、境界合い定候」 

  明治 6年 1月 14日「存城ニ被差置候、就而ハ該金亀町其他城郭之部分ハ一般当省所轄」 

  同 6年 2月 14・15日「滋賀県へ達置候趣も有之」 

→明治 9年 12月 19日「該城一般当省所轄確定」と承知願いたい 

 陸軍卿山形有朋→内務卿大久保利通 ［以上、陸軍省大日記］ 

  ＊［区長ら天守閣一カ所続く建物とも払下げ願い］（区長→滋賀県）陸軍省へ照会願い 

   ☜「土地人民合一振起ナスヘキノ道」 

「将ニ我一居室モ壊タントスルノ際、今亦櫓門等ヲ被廃、果シテ再起ノ期ハナシト、 

愚民等一層落胆」 

「年ニ五ヶ日衆庶登閣、遙拝謝恩、猶土地繁栄、一家一身産業ノ保護ヲ祈リ、終ニ 

愛国心ヲ生ホサントスル、一毛ノ端緒ヲ開キ申度」 ［彦根市］ 

  明治 11 年 9月 7日 区長より［彦根市］ 

「今般彦根城本丸両天守櫓始、旧城主住居一般、及ヒ外郭櫓屋並同所大洞火薬庫

建物等、悉皆売却可相成ニ付、払受冀（希）望ノ者ハ、本月十日ヨリ同廿五日

迄ニ城内へ至り、現物熟覧ノ上、各所ニ附記セル番号ニ拠リ入札可致様、其筋

ヨリ申越候条、区内ヘ無洩通達可致（後略）」⇒天守 800円で入札 

  明治 11 年 10月 15日 「今般 思召有之、旧彦根城郭保存可致旨御沙汰候条、可然御 

処分相成度候、此段申達候也」 

    宮内卿徳大寺実則→右大臣（岩倉具視）   ［以下、公文録］ 

  同年 10 月 17日  宮内省より通知、「保存方ノ義」陸軍省・滋賀県、その他其筋へ申

進すように  右大臣→三条太政大臣 

  同日       その手続きはあらかじめ評議されている、御含みのほど通知 

        ・城郭管理は従前どおり陸軍省、保存方のみ滋賀県    

        ・保存のかかる経費は県令の見込み＋宮内省より幾許の金円下賜 

            （明治 12 年 12月 27日 見積 1624 円 31銭） 

        ・以上、大熊・井上両参議、大山陸軍少輔も承知のこと 

  同年 10 月 28日  陸軍省→滋賀県 「保存方担任」は滋賀県、所轄は従前どおり            

  同年 12 月 6日  陸軍卿山形有朋→右大臣岩倉具視 「彦根城之儀ニ付伺」 

     「滋賀県下彦根城郭ハ第四軍管内之存城ニシテ、他日要塞ノ一部分ニ被備置候處、

建物之儀ハ積年之星霜ヲ経過シテ、往々朽頽廃シ、当省ニ於テ是マテ保存修理

等致来候得共、空ク巨多ノ金員ヲ費ス而已ニシテ、更ニ其効無之、因テ之ヲ解

除シ、郭塁等ハ従前之儘ニ据置候見込ヲ以テ、既ニ事業着手中、今般特旨ヲ以、

保存之儀被仰出、保存方滋賀県ニ於テ担任候様御達相成候、就テハ自今該城郭

保存修理及ヒ之ニ関スル費用ハ、当省ニ於テ一切関係無之儀ト存候、尤該県ニ
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       なお、大手門は「御殿」建設後、表門に実質的に移動－佐和口御門 

 3.城＋城下町（惣構の内側）が武士の統治のための装置として江戸時代を通じて存在した。 

  城が政治・儀礼空間であっても、それだけでは統治者である武士の生活は成り立たない。 

  城下町に、必要な職人・商人を移住させ、城の維持、武士の生活の必要物資を調達した。 

  あわせて、有事（軍事・普請等）に人足を徴発する対象。 

☞地域住民の意識形成へ。 

 

外堀＝惣構 城下町の惣囲い 

 外堀の内＝城内（本丸）－二之郭（重臣・藩主庶子）－三之郭（武士＋町人・年貢免除地）       

外堀の外＝外町（町人地・年貢負担地）  

   

4.琵琶湖に面した立地☞城下町内まで水運を利用した物資輸送 

 18世紀後期、藩主の参勤交代の帰路（『新修 彦根市史』通史編 205-209頁） 

米原湊→外船（そとふな）町→騎乗で切通口道→松之下→松並木を徒歩で佐和口御門 

→木俣邸→表御門 

  蔵米輸送＝松原御蔵、城内の御用米蔵、御用舟の船着き 

  物資輸送の拠点＝内船町や外船町  

  堀での魚釣り、水遊びの禁止（『同書』204頁） 

    ［江戸］ 江戸城外堀  物資輸送、魚釣り、水遊び場 

 

☞「平和な時代の城」は、地域の人々にとって日常生活に結びついた存在であった。 

   その存在は「権威の象徴」「威厳」というより日常に溶け込んだ景観 

   なくなると喪失感をもつような存在 

   事が起きると、人々の心を統合する装置になりうるもの 

 日本の城と城下町に書かせない要素としての「堀」 

   ヴェネチアのように水上での移動、輸送が日常的 

   都市には「堀」・水路があることが普通、水とともに生活することが普通 

→近代化の過程で、埋め立てられ暗渠となり、忘れられている 

☞彦根城は、都市の母体となった「平和な時代の城」と城下町を代表する存在 

 地域色豊かな日本を形成することになった藩の中心地である城と城下町を代表する存在 
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「「彦彦根根城城のの顕顕著著なな普普遍遍的的価価値値」」ををめめぐぐっってて 

2022.7.3 東京外国語大学 吉田ゆり子 

価値説明 

2 世紀半にわたる安定した社会秩序を形成した徳川幕藩体制の仕組みを反映 

徳川幕藩体制の仕組み＝幕府と藩、藩と領民の特異な均衡関係により成り立つ体制 

           人類史上の１つの時代を画した政治体制の仕組み 

これを示す物証－周囲から隔絶された一体的な空間構造と象徴的な形態をもつ 

☞城郭は政治体制の物証 

  城内＝「内側の郭」（大名の御殿）＋「外側の郭」（重臣たちの屋敷） 

     両者をあわせた空間が政治の中枢機能をもつ 

     統治者が互いの立場を確認し結びつきを強める儀礼の場☞体制維持 

     城下町や周辺の村から隔絶された特別な空間として演出される 

疑問点 

・藩と領民の関係を示す物証は何か 

・なぜ徳川幕藩体制が人類史上価値ある存在か 

   安定した社会秩序を形成したとするなら、それは政治体制がなしとげたことか。 

     「開国」をした途端、政治体制は維持できなくなった。この事実は、政治体制だ

けで２世紀半の安定した社会が維持されえないことを示す。彦根にとり逆説的。 

       いわゆる鎖国（幕府による一手掌握、キリスト教禁止） 

    むしろ鎖国体制の中で、安定した社会秩序を維持しえた複数の要因のうちのひと

つと考えた方がいいのではないか。 

他の要因は、兵農分離体制、身分制、社会体制に対する四民等の合意等 

 

「平和な時代の城」を考える時に必要な考え方 

（１） 藩という存在、その領域が、今日の日本社会の地域主義を生んでいること。 

その象徴として、城、とくに天守閣の存在があること。 

  城下町が今日も地方都市としての役割を有しており、地域の中心となる。 

藩という領域で、生活をしていた人々の意識が、城・殿様を中心に形成される。 

その歴史性を、現実に目にできる城（とくに天守閣・櫓）により体感する。 

天守を意匠性で評価するのではなく、城山と一体となった天守・櫓の姿が象徴。 

 

  ☜この意識が、江戸時代をとおした城下町や領民の意識にどのように現れていたか検

証すること。また、明治維新以降、城が破棄され、解体あるいは入札の危機に瀕する

と、旧藩士のみならず市民の拠り所が失われるかのように現象することを、明らかに

することで、地域の住民にとって「城」が持っていた意味を伝えることができる。 

   ＝地域で守り、伝えていきたい存在となっている。 

3 

 

於テ城郭修理等之節、地形ニ関スル部分ハ総テ当省へ経伺之上取計候様、兼テ

達置相成度、此段相伺候也」 ⇒伺いのとおり聞済、滋賀県へ達し 

［松本城］ ［公文録、太政類典］ 

  1872（明治 5）年 3月  筑摩県→陸軍省 松本城・飯田城半毀ゆえ「不体裁」 

                     至急処分願い 

          8月  再度願い☞地所・石垣そのまま、建物入札せよ 

               飯田城 門５カ所 金 130両 1分 

               松本城払い下げ代金  309両 1分 

                 天守閣 235両 1分、諸櫓門塀等 74両 

  同年 11月 27 日     市川量造建言書→筑摩県 

               博覧会興行願い、10年間借用願い 

                ☜陸軍省所轄ゆえ聞き届け難しい、寺院をさがせ 

  1873（明治 6)年 9月 20 日 市川量造請願書→筑摩県 

               適当な寺院ない、一字博覧会中のみの借用願い 

        10 月 10日 筑摩県→陸軍省 天守閣・本丸郭内借用状 

               筑摩県←博覧会社総代市川量造ら 借用願い 

  同年 11月 10 日～12月 9 日 博覧会開催 

［有賀義人『市川量造とその周辺』凌雲堂書店、1976 年］ 

  大正期 小林有也によるよびかけ 募金による修理 

                  

（２）なぜ彦根城か 

 1.城主が近世を通じて変わらない譜代藩、筆頭☞地域住民の意識形成に影響 

 2.内堀より内側の当初の城内の縄張り、遺構の遺存状況のよさ。 

    ☞城郭の空間構造の理解を確定しておく必要がある。その際、歴史的変遷を加味し

て、空間構造を表現すること。 

  (1)「木俣留」1668（寛文 8）年段階 『新修 彦根市史』史料編近世１(556 号) 

       城内の木の配置、高さ、木の剪定等、細かく指示 

      「御本丸」・「西之丸」・「三之丸」等の郭は内堀の内側＝城内 

  (2)1723（享保 8）年から「本丸」「二之郭」「三之郭」と表現される。（同上 560号） 

      「本丸」＝(1)の城内 

  (3)1881（明治 14）年 「彦根城内地所買収之儀ニ付伺」（公文録 陸軍省） 

      「其三ノ郭地ノ如キ純然私有地」これを買収したい 

      絵図あり ☞ 「三ノ郭地」＝(2)の「二之郭」＝内曲輪 

  ⇒江戸城に類似 

     当初の城内に加えて大名小路が実質的三の丸、大手門－常盤橋御門 

     当初の城内に加えて「二之郭」が実質的な三の丸、大手門－京橋口御門 

彦根城世界遺産登録推進シンポジウム
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そ
れ
が
残
っ
て
い
る
の
で
す
。

江
戸
が
東
京
に
な
っ
た
よ
う
に
、
地
方

都
市
の
場
合
も
、
城
下
町
が
現
在
の
県
庁

所
在
地
に
な
っ
た
と
こ
ろ
が
多
い
と
思
い

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
違
う
と
こ
ろ
も
あ
り

ま
す
が
、
今
も
変
わ
ら
ず
に
、
城
下
町
が

地
方
都
市
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い

ま
す
。
そ
う
し
た
城
下
町
に
起
原
が
あ
る

「
地
域
」
に
お
け
る
人
々
の
意
識
に
は
、

自
分
の
地
域
に
対
す
る
特
別
な
意
識
が
あ

り
、
そ
れ
は
「
お
城
」
が
残
る
と
こ
ろ
で

は
「
お
城
」、あ
る
い
は
「
お
殿
様
」
に
向

か
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
地
の
「
お
殿
様
」

を
「
○
○
公
」、井
伊
家
で
す
と
「
井
伊
直

孝
公
」
と
呼
ぶ
の
は
、
誰
か
が
強
要
し
た

の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
意
識
が
無
意
識

の
う
ち
に
生
ま
れ
て
き
た
結
果
で
す
。
そ

し
て
、
そ
う
し
た
歴
史
観
を
な
ぜ
身
に
付

け
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
や
は
り
「
お

城
」
と
い
う
存
在
が
大
き
い
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
し
か
も
、
そ
れ
は
天
守

と
い
う
単
体
の
建
造
物
を
意
識
し
た
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
城
山
と
い
う
山
の
中

で
天
守
だ
け
で
は
な
い
、そ
の
城
山
全
体
、

天
守
と
と
も
に
櫓
や
塀
、
石
垣
な
ど
が
景

観
と
し
て
一
体
と
な
っ
て
存
在
し
て
い
る

姿
こ
そ
が
、
地
域
の
人
々
の
意
識
を
、
長

い
年
月
の
中
で
規
定
し
て
い
る
と
考
え
て

み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
を
検
証
す
る
た
め
に
は
、
３
つ
の

視
点
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

一
つ
は
、
統
治
す
る
側
で
は
な
く
、
統

治
さ
れ
る
側
の
人
々
の
視
点
で
す
。
江
戸

時
代
の
平
和
な
時
代
に
お
い
て
、
そ
の
城

郭
全
体
、
櫓
、
天
守
、
門
な
ど
が
一
体
と

な
っ
た
景
観
が
、
領
民
の
目
に
ど
の
よ
う

に
映
っ
た
の
か
。
母
利
先
生
は
、「
荘
厳
な

演
出
」
と
お
話
し
さ
れ
ま
し
た
が
、私
は
、

「
荘
厳
な
演
出
」と
為
政
者
側
か
ら
と
ら
え

る
の
み
で
は
な
く
、
逆
に
、
地
域
の
人
々

が
、
そ
の
景
観
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め

て
い
た
の
か
を
さ
ら
に
検
証
し
、
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
、地
域
に
お
け
る
「
お
城
」

の
位
置
づ
け
を
証
明
す
る
た
め
に
は
必
要

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

二
番
目
は
来
訪
者
の
視
点
で
す
。
母
利

先
生
の
お
話
の
中
で
は
、
ケ
ン
ペ
ル
を
引

用
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
彦
根
市

の
小
林
室
長
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い
た
こ

と
で
す
が
、
朝
鮮
通
信
使
も
重
要
な
資
料

を
残
し
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
、
平
和
な
時

代
の
日
韓
関
係
の
象
徴
と
な
る
朝
鮮
通
信

使
が
、
彦
根
城
下
の
宗
安
寺
に
宿
泊
し
ま

す
。
そ
こ
で
残
し
た
記
録
を
見
る
と
、「
家

屋
や
人
民
、
あ
る
い
は
お
店
、
あ
る
い
は

遊
び
場
な
ど
が
、た
い
そ
う
盛
ん
で
あ
る
。

山
の
中
に
城
を
築
い
て
お
り
、「
ひ
め
が

き
」（
こ
れ
は
た
ぶ
ん
塀
の
こ
と
で
す
が
）、

櫓
な
ど
が
、
林
の
上
に
出
て
い
る
。
水
を

ひ
い
て
堀
と
し
て
い
る
が
、
深
く
、
か
つ
、

広
い
の
で
越
え
が
た
い
。
堀
の
周
り
に
並

ぶ
館
、
屋
の
美
し
い
こ
と
は
、
あ
た
か
も

画
中
の
景
の
ご
と
く
で
あ
る
。」
と
あ
り

ま
す
。
そ
こ
で
は
、「
お
城
」
は
城
下
町

を
含
め
た
景
観
と
し
て
一
体
化
さ
れ
て
お

り
、
そ
れ
を
印
象
と
し
て
書
き
残
し
て
い

る
こ
と
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

三
番
目
は
、
そ
の
「
お
城
」
に
対
す
る

意
識
、
地
域
の
意
識
は
、「
お
城
」
が
廃
棄

さ
れ
る
危
機
に
直
面
し
た
時
に
現
れ
る
事

実
で
す
。
日
ご
ろ
は
「
何
気
な
く
存
在
し

て
い
る
城
」
に
対
し
、
そ
れ
に
脅
威
を
覚

え
、あ
る
い
は
荘
厳
だ
と
感
じ
る
こ
と
は
、

人
々
の
日
常
の
意
識
の
中
に
は
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
明
治
維
新
以

降
に
、「
お
城
」
が
破
却
、
破
棄
、
解
体
、

競
売
な
ど
の
危
機
に
面
し
た
時
に
、
旧
藩

士
の
み
な
ら
ず
市
民
た
ち
が
、
自
ら
の
よ

り
ど
こ
ろ
が
失
わ
れ
る
か
の
よ
う
に
主
張

す
る
の
で
す
。
こ
の
事
実
が
、
地
域
住
民

に
と
っ
て
「
お
城
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味

を
持
っ
て
い
た
の
か
を
考
え
る
た
め
の
、

重
要
な
証
拠
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

幕
府
が
倒
壊
し
た
後
は
、
廃
藩
置
県
の

前
で
あ
っ
て
も
、「
お
城
」
を
破
棄
し
、
あ

る
い
は
修
理
も
し
な
い
。
城
内
を
開
墾
す

る
、「
お
城
」
の
部
品
、
つ
ま
り
、
門
や
櫓

を
撤
廃
・
売
却
す
る
こ
と
な
ど
が
禁
止
さ

れ
な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
全
国
で
進
行

し
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
廃
藩
置
県

を
経
て
後
、
兵
部
省
、
そ
し
て
陸
軍
省
へ

と
「
お
城
」
の
管
轄
が
移
り
、
そ
し
て
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
明
治
６
年
１
月
14
日

の
城
郭
の
存
廃
の
決
定
へ
と
つ
な
が
り
ま

す
。そ

の
時
の
滋
賀
県
下
で
は
、
大
津
に
鎮

台
が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
彦
根
城
は

存
城
と
い
う
こ
と
が
決
定
し
ま
す
。
し
か

し
、
残
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
陸
軍
省
の
史
料
に
よ
れ
ば
、

「
建
物
之
儀
ハ
積
年
之
星
霜
ヲ
経
過
シ
テ
、

往
々
腐
朽
頽
廃
シ
、当
省
ニ
於
テ
、是
マ
テ

保
存
修
理
等
致
来
候
得
共
、
空
ク
巨
多
ノ

金
員
ヲ
費
ス
而
已
ニ
シ
テ
、
更
ニ
其
効
無

之
」「
彦
根
城
の
儀
に
付
伺
」
J
A
C
A
R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）Ref.

C10072217300

、
明
治
11
年　

本
省
文
移

（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）。
つ
ま
り「
お
城
」
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の
建
物
に
対
し
て
、「
陸
軍
省
は
使
う
気
が

な
い
。
お
金
が
か
か
る
の
で
こ
れ
以
上
修

理
は
で
き
な
い
。」と
主
張
し
て
い
た
の
で

す
。
そ
う
い
う
経
緯
が
あ
っ
て
、
競
売
と

い
う
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
く
の
で
す
。

そ
し
て
、
実
際
に
競
売
が
決
ま
っ
た
時

と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
資
料
に
は
宛
先

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
滋
賀
県
に
対
し
、
彦

根
の
区
長
た
ち
が
陸
軍
省
を
紹
介
し
て
ほ

し
い
と
願
い
出
た
史
料
で
す
。
彦
根
市
か

ら
ご
提
供
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
廃
藩
後
、

年
ニ
衰
へ
、
日
ニ
貧
シ
、
心
気
地
ニ
落

チ
、
富
ミ
、
貧
ヲ
救
ス
ル
能
ハ
ス
ト
雖
ト

モ
、
貧
階
梯
ナ
ク
奮
起
ス
ル
ヲ
不
得
、
人

心
合
結
ナ
シ
難
ク
」、
つ
ま
り
、
廃
藩
置
県

後
、
年
々
彦
根
は
衰
微
し
貧
し
く
な
っ
て

い
き
、
意
気
も
消
沈
し
て
、
富
ん
だ
者
は

貧
し
い
者
を
助
け
る
と
い
う
こ
と
も
で
き

な
い
。
他
方
、
貧
し
い
者
は
這
い
上
が
る

道
筋
も
な
く
奮
起
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、

人
々
の
心
結
び
つ
け
る
こ
と
も
難
し
い
、

と
い
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
区
長
と
し

て
、
人
心
を
一
つ
に
す
る
道
が
な
い
。
も

し
、
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
行
い
た
い
と

思
っ
て
い
た
矢
先
、「
天
守
閣
」
を
は
じ

め
「
櫓
門
」
が
廃
棄
さ
れ
入
札
さ
れ
る
と

聞
い
た
。
今
こ
れ
が
廃
棄
さ
れ
た
な
ら
ば

再
起
の
道
は
な
く
、
人
々
は
い
っ
そ
う
落

胆
し
て
し
ま
う
と
し
、
こ
れ
を
自
分
達
に

安
い
価
格
で
払
い
下
げ
て
ほ
し
い
。
こ
れ

を
、
土
地
繁
栄
、
一
家
一
心
産
業
の
保
護

を
祈
り
、
そ
し
て
愛
国
心
を
産
む
よ
う
な

形
で
使
い
た
い
、と
願
い
出
た
の
で
し
た
。

こ
の
願
い
出
は
実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
そ
の
後
、
明
治
天
皇
が
巡
行
し
て
き

た
時
に
、
明
治
11
年
10
月
15
日
に
宮
内
省

か
ら
「
思
し
召
し
」
が
あ
り
、
彦
根
城
を

保
存
す
る
御
沙
汰
が
下
っ
た
の
で
す
。
そ

し
て
、
保
存
の
費
用
は
１
６
２
４
円
ほ
ど

必
要
に
な
る
が
、
そ
の
全
額
を
宮
内
省
が

出
す
こ
と
も
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し

た
経
緯
で
、
彦
根
城
の
天
守
や
櫓
は
残
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

私
の
知
っ
て
い
る
事
例
で
は
、
同
じ
よ

う
に
松
本
城
の
天
守
も
危
機
に
あ
っ
た
時

に
、
市
民
が
動
き
ま
す
。
現
在
の
松
本
城

は
、
天
守
の
ほ
か
、「
本
丸
」
と
「
二
の

丸
」、総
堀
の
一
部
が
残
っ
て
い
ま
す
。
本

来
は
、
本
丸
に
御
殿
が
あ
り
ま
し
た
が
、

こ
れ
は
享
保
12
年
の
火
災
後
に
二
の
丸
に

移
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
部
分
が
、
明
治

以
降
、
県
庁
あ
る
い
は
裁
判
所
に
な
り
、

姿
を
変
え
て
い
き
ま
す
。

こ
の
松
本
城
が
、
明
治
5
年
の
史
料
に

は
「
不
体
裁
之
姿
」
と
書
か
れ
て
お
り
、

す
で
に
半
毀
の
状
態
と
な
っ
た
建
物
を
、

当
時
の
筑
摩
県
は
「
見
苦
し
い
か
ら
処
分

を
し
て
欲
し
い
」
と
、
陸
軍
省
に
願
い
出

ま
す
。
そ
の
結
果
、
石
垣
は
そ
の
ま
ま
に

し
て
、
建
物
が
競
売
に
か
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
明
治
５
年
の
こ
と

で
す
か
ら
、
全
国
の
「
お
城
」
の
存
廃
が

決
ま
る
前
年
に
、
陸
軍
省
の
指
示
で
松
本

城
の
競
売
が
決
定
さ
れ
、
天
守
だ
け
で
も

２
３
５
両
と
い
う
金
額
で
落
札
さ
れ
た
の

で
す
。
こ
の
時
、
松
本
城
下
下
横
田
町
の

名
主
の
息
子
の
市
川
量
造
が
、
自
分
の
本

を
売
り
、
借
金
し
、
そ
し
て
仲
間
と
一
緒

に
天
守
を
買
い
戻
し
、
地
租
を
収
め
た
上

で
、
松
本
市
に
天
守
を
寄
付
し
ま
し
た
。

こ
う
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
陸
軍
省
が
天

守
を
残
す
こ
と
に
な
る
の
で
す
。し
か
し
、

そ
れ
で
も
、
陸
軍
省
は
天
守
を
使
い
、
保

守
し
て
く
れ
な
い
の
で
、
天
守
で
博
覧
会

を
開
く
こ
と
を
市
川
ら
は
提
案
し
、
要
望

し
ま
す
。
そ
の
後
、
県
令
が
動
き
、
天
守

で
の
博
覧
会
開
催
の
許
可
を
得
ま
す
。
そ

の
時
の
引
き
札
、
チ
ラ
シ
な
ど
も
残
っ
て

い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
経
緯
や
目
的
は
異
な
り

ま
す
が
、
彦
根
城
も
松
本
城
も
、
失
わ
れ

る
危
機
的
状
況
が
生
じ
た
時
に
、
地
域
の

住
民
、
市
民
が
、
保
存
へ
と
動
い
た
と
い

う
点
で
共
通
し
て
い
ま
す
。

彦
根
城
に
戻
り
ま
す
。
次
に
、
彦
根
城

のO
U
V

に
つ
い
て
疑
問
に
思
う
点
で
す

が
、
そ
も
そ
も
「
な
ぜ
彦
根
城
な
の
か
」

と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
母
利
先
生
が
非
常
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に
丁
寧
に
説
明
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た

が
、
一
番
目
の
理
由
は
、
彦
根
藩
は
将
軍

に
近
い
、
幕
府
に
近
い
藩
で
あ
る
こ
と
で

す
。そ

し
て
、
二
番
目
の
理
由
は
、
内
堀
か

ら
内
側
、
当
初
の
「
城
内
」
と
「
内
廓
の

縄
張
り
」
が
よ
く
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
遺

構
の
遺
存
状
況
が
よ
い
、と
い
う
以
前
に
、

こ
の
「
お
城
」、「
城
内
」
と
い
う
範
囲
が

ど
こ
ま
で
な
の
か
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
の
彦
根

城
の
資
料
（
明
治
15
年
「
江
州
彦
根
城
全

図
」『
公
文
録
』
１
０
４
巻
所
収
・
国
立

公
文
書
館
所
蔵
）
で
す
が
、
真
ん
中
の
部

分
、
私
は
こ
こ
を
「
城
内
」
と
呼
び
、
こ

の
周
囲
に
広
が
る
範
囲
が
、
先
程
の
ご
説

明
で
は
「
二
之
廓
」、「
内
廓
」
と
説
明
さ

れ
ま
し
た
が
、
明
治
15
年
当
時
、
こ
こ
は

「
三
の
丸
」
と
表
現
し
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
「
郭
」
の
配
置
を
見
て
い
る
と
、

「
お
城
」
が
拡
大
す
る
過
程
で
、「
廓
」
が

内
堀
の
外
に
広
が
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。

整
理
す
る
と
、
本
来
の
「
お
城
」
つ
ま

り
「
城
内
」
は
、「
内
堀
の
内
側
」
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。図
の
赤
い
部
分
が
城
内
で
、

こ
れ
は
大
手
門
の
内
側
、
表
門
の
内
側
に

な
り
ま
す
。
そ
し
て
緑
色
の
部
分
が
重
臣

達
の
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
こ
は
、
享
保

8
年
以
降
は
「
二
之
廓
」
と
も
呼
ば
れ
ま

す
が
、
そ
れ
以
前
は
城
下
町
の
一
部
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
青
い

部
分
が
城
下
町
、
１
番
外
側
の
外
堀
が
総

構
で
、
城
下
町
全
体
の
囲
い
で
し
た
。
こ

の
よ
う
な
形
で
、
彦
根
城
は
広
が
っ
て
い

ま
す
。

こ
の
構
造
は
江
戸
城
も
同
様
で
す
。
実

は
江
戸
城
は
す
ご
く
小
さ
く
、
真
ん
中
の

部
分
、
大
手
門
よ
り
内
側
の
み
が
本
来
の

「
お
城
」、
つ
ま
り
「
城
内
」
で
、
常
盤
橋

御
門
よ
り
内
側
が
「
西
の
丸
下
」
あ
る
い

は
「
大
名
小
路
」
と
言
わ
れ
る
重
臣
達
の

配
置
さ
れ
る
部
分
に
な
り
、
そ
の
外
側
の

「
浅
草
御
門
」
か
ら
内
側
が
、
城
下
町
、
外

堀
が
城
下
町
の
総
構
に
あ
た
り
ま
す
。
寛

永
13
（
１
６
３
６
）
年
に
総
構
え
が
確
立

し
て
、「
浅
草
御
門
」
か
ら
「
牛
込
御
門
」、

「
四
谷
御
門
」、「
虎
ノ
門
」（
虎
之
御
門
）、

そ
し
て
下
方
の
海
ま
で
延
び
て
行
く
。
幕

末
近
く
、
ま
さ
に
日
米
修
好
通
商
条
約
を

結
ん
だ
安
政
5
年
段
階
の
絵
図
を
見
て
も

同
じ
で
す
。ま
た
、一
般
に
売
ら
れ
た
江
戸

図
を
見
て
も
、
真
ん
中
の
と
こ
ろ
に
「
城

内
」
と
い
う
空
白
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の

空
白
部
分
が
「
お
城
」、「
城
内
」
と
い
う

認
識
で
、
常
盤
橋
御
門
よ
り
内
側
の
「
西

の
丸
下
」
と
か
「
大
名
小
路
」
な
ど
の
重

臣
達
の
屋
敷
地
は
、
空
白
で
は
な
く
明
確

に
描
か
れ
て
い
て
、「
三
の
丸
の
外　

城
下

町
の
一
部
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。
実
際
に
は
、
城
下
町
は
寛
永

13
年
に
築
か
れ
た
総
構
の
外
に
も
広
が
り

ま
す
が
、「
城
内
」
の
考
え
方
と
し
て
は
変

わ
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
切
り
絵

図
で
す
が
、
や
は
り
「
大
手
門
」
の
内
側

を
「
城
内
」
と
す
る
江
戸
城
の
認
識
は
変

わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
、
本
来
の
「
お
城
」
は
非

常
に
限
ら
れ
た
範
囲
で
あ
り
、
大
手
門
の

内
側
を
「
お
城
」、「
城
内
」
と
言
い
、
家

臣
達
の
い
る
と
こ
ろ
は
「
城
下
町
」
の
一

部
、
そ
し
て
、
さ
ら
に
外
側
の
町
人
も
含

ん
だ
と
こ
ろ
が
「
総
構
」
の
内
側
で
、
こ

れ
が
「
城
下
町
」
全
体
に
な
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
整
理
す
る
と
、「
お
城
」
と
城
下

町
を
セ
ッ
ト
と
し
て
考
え
、こ
れ
こ
そ
が
、

武
士
が
統
治
の
た
め
の
「
装
置
」
と
し
て

作
り
上
げ
た
も
の
と
考
え
る
方
が
、
城
下

町
に
暮
ら
し
た
人
々
、
地
域
の
住
民
達
を

巻
き
込
む
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、「
お
城
」

の
意
味
を
歴
史
的
に
も
説
明
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

彦
根
の
城
下
町
は
、
必
要
な
職
人
、
商

人
を
佐
和
山
城
下
か
ら
呼
ん
で
い
ま
す
。

江
戸
城
の
場
合
も
、
小
田
原
城
下
か
ら
呼

ん
で
く
る
。
こ
の
よ
う
に
城
下
町
が
作
ら

れ
て
い
く
過
程
で
、
地
域
住
民
の
意
識
も

城
下
町
の
中
で
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
の
よ

う
に
思
い
ま
し
た
。

さ
て
、
そ
の
「
お
城
」
と
地
域
と
の
関

係
で
す
が
、「
お
城
」
は
決
し
て
「
隔
絶
し

て
い
な
い
」と
思
い
ま
す
。
２
、３
の
事
例

を
あ
げ
ま
す
。

１
つ
目
は
、「
見
え
方
」
で
す
。
江
戸
城

で
は
、「
お
城
」
と
「
富
士
山
」
と
「
日
本

橋
」、
こ
れ
が
常
に
セ
ッ
ト
で
名
所
図
絵

に
描
か
れ
ま
す
。
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
も
、

「
お
城
」
と
「
富
士
山
」
と
「
日
本
橋
」。

こ
れ
は
美
術
史
の
大
久
保
純
一
さ
ん
が
書

い
て
お
ら
れ
ま
す
が
（『
広
重
と
浮
世
絵

風
景
画
』
東
京
大
学
出
版
会
、
２
０
０
７

年
）、「
お
城
」
と
「
富
士
山
」
と
「
日
本

橋
」
が
セ
ッ
ト
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る

の
で
す
。「
お
城
」と
言
っ
て
も
江
戸
城
は

１
６
５
７
年
明
暦
の
大
火
で
天
守
が
焼
け
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て
い
る
の
で
、
単
な
る
櫓
と
森
で
す
が
、

そ
れ
ら
が
一
つ
の
象
徴
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
た
の
で
す
。

２
点
目
は「
水
」で
す
。
彦
根
城
は
琵
琶

湖
と
松
原
内
湖
に
も
面
し
て
い
る
こ
と
も

重
要
な
特
徴
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の

理
由
の
一
つ
は
参
勤
交
代
。
こ
れ
は
、
母

利
先
生
も
説
明
さ
れ
た「
外
船
町
」。
参
勤

交
代
の
時
に
は
、
こ
こ
に
藩
主
の
乗
っ
た

船
が
入
っ
て
く
る
。
あ
る
い
は
、内
船
町
、

こ
ち
ら
は
商
人
の
船
が
入
る
。
魚
屋
町
や

職
人
町
の
方
も
こ
こ
を
上
っ
て
く
る
。
さ

ら
に
、琵
琶
湖
岸
に
波
戸
が
で
き
て
い
て
、

波
除
け
も
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
御
蔵
米
が

大
津
と
出
入
り
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

水
と
の
関
係
は
、
日
本
の
城
下
町
の
特
徴

で
、
城
下
町
は
水
と
切
り
離
せ
な
い
も
の

だ
と
思
い
ま
す
。

ま
た
江
戸
の
話
に
な
っ
て
恐
縮
で
す

が
、「
浅
草
御
門
」
か
ら
「
水
道
橋
」、「
牛

込
御
門
」
付
近
を
描
い
た
浮
世
絵
を
紹
介

し
ま
す
。
今
も
「
お
茶
の
水
」、「
水
道
橋
」

と
呼
ば
れ
る
地
域
で
す
が
、
こ
の
浮
世
絵

で
は
、
外
堀
を
多
く
の
船
が
荷
物
を
運
ん

で
い
ま
す
。こ
こ
か
ら
上
が
っ
て
い
く
と
、

「
牛
込
御
門
」
に
荷
揚
げ
場
が
あ
っ
て
、こ

こ
で
は
町
人
の
生
活
物
資
を
降
ろ
し
、
あ

る
い
は
尾
張
藩
邸
の
河
岸
場
も
あ
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
内
陸
に
荷
物
を
運
ぶ
の

に
、
堀
を
使
い
船
で
運
ん
で
い
た
。
あ
る

い
は
次
の
絵
で
は
、
船
も
奥
に
描
か
れ
て

い
ま
す
が
、
手
前
で
は
堀
で
水
遊
び
、
魚

釣
り
を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
風
景
の

中
で
、
水
と
親
し
ん
で
い
る
人
た
ち
が
い

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
あ
る
い
は
「
牛

込
御
門
」で
御
門
の
中
に
入
っ
て
い
く
姿
、

あ
る
い
は
手
前
の
「
神
楽
坂
」
で
す
が
、

や
は
り
多
く
の
人
々
が
行
き
来
し
て
い
ま

す
。
堀
を
利
用
し
て
物
資
が
行
き
来
す
る

だ
け
で
は
な
く
、
人
も
御
門
を
出
入
り
す

る
。
こ
れ
が
実
態
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
「
水
道
橋
」
の
堀
端
の

絵
で
す
が
、
普
通
の
人
は
何
と
も
思
わ
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
土
手
の
上
に
松

を
植
え
て
い
る
。
寛
永
13
年
に
堀
が
で
き

た
時
に
植
え
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
今
回

は
、手
前
の
柵
に
も
注
目
し
ま
す
。軍
事
的

に
は
、
堀
端
に
は
木
を
植
え
ず
、
柵
も
設

け
る
必
要
は
な
い
の
で
す
が
、
平
和
な
時

代
な
の
で
、
日
常
生
活
の
な
か
で
、
人
や

物
資
が
堀
端
を
行
き
来
し
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
人
が
活
動
す
る
場
所
で
は
柵
が
作
ら

れ
ま
す
。
長
野
県
の
飯
田
城
で
は
、
大
手

門
の
左
右
に
堀
が
あ
り
ま
す
。
本
来
、
堀

端
に
は
木
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
酔
っ

払
い
が
落
ち
る
の
で
、
藩
士
が
藩
に
願
い

出
て
、
カ
ラ
タ
チ
（
枳
殻
）、
棘
が
あ
る
樹

木
で
す
が
、
こ
れ
を
植
え
て
落
ち
な
い
よ

う
に
し
て
い
ま
し
た
。
大
坂
城
で
も
宝
暦

年
間
の
絵
図
で
は
、
堀
端
に
柵
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。
実
は
、
彦
根
城
に
も
柵
が
あ

り
ま
す
。
表
門
の
堀
の
脇
に
柵
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。
堀
端
の
柵
は
軍
事
的
に
は
あ

り
得
な
い
こ
と
で
す
が
、
平
和
な
時
代
の

柵
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
平
和
の
時
代
の「
お
城
」と

は
、
地
域
の
人
々
に
と
っ
て
日
常
生
活
に

結
び
着
い
た
存
在
で
、
権
威
の
象
徴
、
荘

厳
、
威
厳
と
い
う
よ
り
も
、
日
常
に
溶
け

込
ん
だ
景
観
と
し
て
人
々
に
無
意
識
の
う

ち
に
意
識
化
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
失

わ
れ
る
と
喪
失
感
を
も
っ
て
し
ま
う
よ
う

な
存
在
で
あ
り
、
廃
棄
と
い
う
こ
と
に
な

る
と
、
一
転
し
て
人
々
の
心
を
結
合
す
る

装
置
に
な
り
得
る
存
在
で
あ
っ
た
、
と
い

え
る
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、日
本
の
「
お
城
」
と
「
城
下
町
」

に
欠
か
せ
な
い
要
素
と
し
て
の
堀
、
水
で

す
。
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
に
行
く
と
タ
ク
シ
ー
が

船
で
す
が
、
か
つ
て
の
日
本
に
お
い
て
も

水
上
で
の
移
動
、輸
送
が
日
常
的
で
あ
り
、

都
市
に
は
堀
・
水
路
が
あ
る
こ
と
が
普
通

の
生
活
の
姿
で
し
た
。
し
か
し
、
近
代
化

の
過
程
で
堀
は
埋
め
立
て
ら
れ
、
暗
渠
と

な
り
、
今
の
私
た
ち
は
、
そ
の
こ
と
を
忘

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

平
和
な
時
代
の
「
お
城
」
を
考
え
る
の

で
あ
れ
ば
、
平
和
な
時
代
の
「
お
城
」
と

「
城
下
町
」
を
一
体
と
し
た
も
の
と
考
え
、

そ
の
代
表
と
し
て
彦
根
城
を
位
置
付
け
ら

れ
な
い
か
、
ま
た
、
地
域
色
豊
か
な
日
本

を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
藩
の
中
心
が

城
郭
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、「
お
城
」
と

「
城
下
町
」
を
一
体
と
考
え
、そ
れ
を
彦
根

が
代
表
す
る
と
位
置
付
け
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
か
と
考
え
ま
し
た
。
長
く
な
り
失

礼
い
た
し
ま
し
た
。

宗
田　
吉
田
先
生
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

彦
根
城
の
暫
定
リ
ス
ト
入
り
か
ら
30
年

の
間
に
、
例
え
ば
法
政
大
学
の
陣
内
秀
信

先
生
に
も
彦
根
に
来
て
頂
き
、
ま
た
、
滋

賀
県
県
立
大
学
の
西
川
幸
治
先
生
に
も
現

地
に
お
い
て
、
城
下
町
や
水
と
の
関
係
に

つ
い
て
の
お
話
を
度
々
聞
い
た
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。
私
も
城
下
町
に
つ
い
て
、
先
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生
の
述
べ
ら
れ
た
通
り
だ
と
強
く
思
い
、

城
下
町
の
範
囲
ま
で
を
登
録
で
き
な
い
か

と
い
う
議
論
も
随
分
行
い
ま
し
た
。
ま

た
、
海
外
の
専
門
家
に
も
見
て
も
ら
い
ま

し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
城
下
町
を
入

れ
る
こ
と
は
難
し
い
と
の
決
断
に
い
た
り

ま
し
た
。
こ
う
し
た
過
程
が
あ
っ
た
こ
と

を
、し
み
じ
み
と
思
い
だ
し
て
い
ま
し
た
。

今
、
先
生
の
お
力
を
お
借
り
し
て
、
城

下
町
を
含
む
形
で
登
録
が
で
き
れ
ば
良
い

と
思
い
ま
す
し
、
ま
た
、
江
戸
の
町
と
の

関
係
も
整
理
で
き
る
と
、
非
常
に
豊
か
な

推
薦
に
な
る
の
で
は
と
、
今
日
ま
で
の
取

り
組
み
を
し
み
じ
み
と
思
い
出
し
て
お
り

ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

で
は
、
続
き
ま
し
て
三
宅
先
生
お
願
い

し
ま
す
。

三
宅　
三
宅
で
す
。
先
程
の
稲
葉
先
生
の

お
話
で
は
、
中
国
や
韓
国
と
は
関
係
な

い
と
い
う
お
話
し
を
さ
れ
た
の
で
す
が
、

「
城
」と
い
う
漢
字
が
東
ア
ジ
ア
の
中
国
を

中
心
と
す
る
漢
字
文
化
圏
で
共
通
で
あ
り

な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
内
容
を
示

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
現
在
東
ア
ジ

ア
の
「
城
」
と
い
う
文
化
資
産
を
め
ぐ
っ

て
中
国
、
韓
国
の
専
門
家
の
方
々
と
一
緒

に
そ
の
比
較
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。
イ

コ
モ
ス
の
中
にICO

FO
RT

と
い
う
国
際

委
員
会
が
あ
り
「
城
郭
」、「
お
城
」、
硬
く

言
う
と
「
軍
事
建
築
」
を
扱
っ
て
い
ま
す

が
、
日
本
イ
コ
モ
ス
内
のICO

FO
RT

国

内
委
員
会
に
作
業
部
会
を
つ
く
っ
て
そ
の

あ
た
り
を
幅
広
く
検
討
し
て
い
ま
す
。
特

に
16
世
紀
か
ら
17
世
紀
に
か
け
て
、
中
国

で
は
明
清
時
代
、
日
本
で
は
戦
国
か
ら
江

戸
時
代
に
移
る
時
代
で
す
が
、
新
し
い
築

城
概
念
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
大
規
模
に
実

現
さ
れ
て
い
く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る

の
で
、
そ
の
現
象
を
ど
う
解
釈
し
、
日
本

の
城
郭
を
東
ア
ジ
ア
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に

ど
う
の
せ
る
か
に
つ
い
て
考
え
を
巡
ら
せ

て
い
ま
す
。

そ
の
立
場
か
ら
、最
初
に
、母
利
先
生
の

お
話
に
対
す
る
簡
単
な
コ
メ
ン
ト
で
す
。

母
利
先
生
の
最
初
の
論
点
は
、
江
戸
時

代
の
幕
藩
体
制
は
き
わ
め
て
安
定
的
な
統

治
を
生
み
出
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

よ
く
言
わ
れ
る
「
パ
ク
ス
・
ト
ク
ガ
ワ
ー

ナ
」、こ
れ
を
藩
に
落
と
し
て
言
う
と
「
藩

主
の
井
伊
家
の
体
制
」、「
パ
ク
ス
・
イ
イ
ー

ナ
」
を
作
り
上
げ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
し
ょ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
江
戸

と
地
方
と
の
間
で
微
妙
な
関
係
を
保
っ
た

「
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
・
ハ
ン
ズ
・
オ
ブ
・
ジ
ャ

パ
ン
」
み
た
い
な
も
の
が
で
き
、
そ
れ
が

日
本
の
独
自
の
政
治
体
制
で
あ
り
、「
お

城
」
は
そ
の
統
治
の
象
徴
で
あ
っ
た
と
い

う
お
話
で
し
た
。

次
は
、
城
郭
と
い
う
の
は
、
空
間
と
し

て
ど
こ
ま
で
の
範
囲
か
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
こ
れ
は
吉
田
先
生
も
言
わ
れ
る
よ
う

に
大
変
難
し
い
問
題
で
す
。
見
た
目
に
は

ど
の
城
下
町
も
似
た
よ
う
な
構
造
を
持
っ

て
い
ま
す
。す
な
わ
ち
、「
お
城
」が
真
ん
中

に
あ
り
、
時
代
に
よ
っ
て
も
地
域
に
よ
っ

て
、
こ
の
「
お
城
」
が
ど
の
範
囲
を
指
す

の
か
と
い
う
こ
と
は
色
々
あ
る
よ
う
で
す

が
、
と
も
か
く
、
真
ん
中
に
「
お
城
」
と

呼
ば
れ
る
部
分
が
あ
っ
て
、
そ
の
外
側
に

重
臣
達
が
い
る
と
い
う
構
造
が
ベ
ー
シ
ッ

ク
で
あ
り
、
そ
れ
は
多
く
の
「
お
城
」
で

変
わ
ら
な
い
。
そ
の
エ
リ
ア
を
確
定
す
る

に
あ
た
っ
て
堀
と
い
う
防
衛
×
水
運
装
置

が
重
要
な
役
割
を
示
し
て
い
る
。
中
国
で

あ
れ
ば
そ
の
役
割
は
壁
に
な
る
の
で
し
ょ

う
が
、
日
本
の
方
が
や
わ
ら
か
い
。

ま
た
、
天
守
の
役
割
に
つ
い
て
も
お
話

が
あ
り
ま
し
た
。そ
こ
で
は
、天
守
を
シ
ン

ボ
リ
ズ
ム
と
い
う
よ
う
な
形
で
総
括
さ
れ

ま
し
た
。
天
守
の
役
割
は
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム

と
景
観
で
あ
る
と
さ
れ
ま
し
た
。
中
国
や

朝
鮮
に
は
中
心
部
の
宮
殿
に
こ
う
し
た
シ

ン
ボ
リ
ッ
ク
な
タ
ワ
ー
は
あ
り
ま
せ
ん
。

む
し
ろ
城
門
こ
そ
が
周
囲
を
睥
睨
す
る
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
認
識
さ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
大
変
重
要
な
指
摘
だ
と
思
っ

た
の
が
「
公
儀
」
の
考
え
方
で
す
。
こ
の

「
公
儀
」
が
上
に
あ
っ
て
、
領
民
が
、「
公

儀
」
の
た
め
に
色
々
と
尽
く
し
て
い
た
。

漢
字
文
化
圏
の
人
た
ち
と
一
緒
に
仕
事
を

し
て
議
論
し
て
い
る
と
、
そ
う
し
た
も
の

は
、
あ
る
種
の
朱
子
学
的
な
思
想
に
近
い

と
思
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
別

に
見
方
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
統

治
の
在
り
方
と
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
や

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
世
界
と
は
違
う
、
独
自

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
持
っ
て
い
る
国
と
し 三宅　理一　氏
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て
、
東
ア
ジ
ア
を
含
め
て
、
も
う
少
し
深

く
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
か
な
と
思
っ
た

次
第
で
す
。

さ
て
、
私
が
問
題
点
と
し
て
一
番
引
っ

か
か
っ
た
点
が
、
先
ほ
ど
も
ご
指
摘
が
あ

り
ま
し
た
が
、「
徳
川
の
平
和
の
時
代
」
と

い
う
も
の
は
、
ど
こ
ま
で
世
界
に
対
し
て

自
慢
・
主
張
で
き
る
も
の
な
の
か
と
い
う

こ
と
で
す
。
世
界
遺
産
と
な
っ
た
長
崎
五

島
列
島
の
例
を
引
く
ま
で
も
な
く
、「
キ

リ
ス
ト
教
の
禁
制
」
は
か
な
り
厳
し
い
も

の
で
、
そ
の
実
態
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、

そ
の
よ
う
な
「
厳
し
い
禁
制
」
を
出
し
た

時
代
を
、
た
と
え
物
語
で
あ
っ
た
と
し
て

も
「
安
定
的
な
社
会
」
と
し
て
前
面
に
出

し
て
良
い
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
し
た
。

極
端
な
比
較
で
す
が
、
今
日
、
ヒ
ュ
ー
マ

ン
・
ト
ラ
フ
ィ
ッ
キ
ン
グ
（
人
身
売
買
）

で
世
界
の
ワ
ー
ス
ト
に
位
置
し
て
い
る
日

本
の
実
態
を
国
内
で
は
見
て
見
ぬ
ふ
り
を

し
て
、
美
し
い
国
日
本
を
謳
っ
て
い
る
の

と
同
じ
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
、
私
の
個

人
的
な
感
想
で
す
。

他
方
、「
お
城
」の
も
つ
軍
事
的
な
意
味

に
つ
い
て
は
た
と
え
江
戸
時
代
で
あ
っ
て

も
き
わ
め
て
重
要
で
す
。
私
も
陸
軍
関
係

の
史
資
料
の
分
析
を
行
い
、
さ
ら
に
実
際

の
「
お
城
」
の
保
存
計
画
等
に
も
携
わ
っ

て
い
る
の
で
す
が
、「
お
城
」
の
成
立
根

拠
と
し
て
軍
事
に
関
す
る
視
点
は
ど
う
し

て
も
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま

す
。幕

藩
体
制
が
確
立
す
る
17
世
紀
前
半
を

見
る
と
、関
ヶ
原
合
戦
が
あ
り
、大
坂
の
陣

が
あ
っ
て
、
最
後
は
島
原
の
乱
と
、
か
な

り
激
し
い
戦
争
が
あ
っ
た
時
代
と
思
い
ま

す
。
確
か
に
、
そ
の
後
１
５
０
年
く
ら
い

は
、
戦
争
ら
し
い
戦
争
は
な
く
、
19
世
紀

の
前
半
を
迎
え
て
情
勢
が
き
な
臭
く
な
っ

て
く
る
の
で
す
が
、
戊
辰
戦
争
に
到
る
短

い
時
期
に
幕
府
や
各
藩
が
軍
備
の
再
整
備

に
注
力
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。例
え
ば
、

反
射
炉
を
作
っ
て
大
砲
な
ど
の
武
器
を
製

造
し
た
り
、
火
薬
を
大
量
に
作
っ
た
り
、

兵
器
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
含
め
て
軍
備

の
増
強
を
行
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

特
に
、
明
治
２
年
に
版
籍
奉
還
が
あ
り

ま
す
が
、そ
の
後
、各
地
に
鎮
台
を
つ
く
っ

て
陸
軍
が
名
実
と
も
に
成
立
す
る
ま
で
の

数
年
間
、
大
半
の
藩
が
常
備
兵
を
持
つ
こ

と
を
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。そ
の
基
準
が
、

一
万
石
あ
た
り
60
人
、
そ
の
基
準
で
大
半

の
藩
が
そ
れ
ま
で
の
侍
組
織
を
解
体
し
、

近
代
的
な
フ
ラ
ン
ス
式
兵
制
に
の
っ
と
っ

て
常
備
軍
を
編
制
す
る
わ
け
で
す
。
各
藩

の
ミ
ニ
陸
軍
は
「
お
城
」
を
拠
点
と
し
ま

す
が
、
大
砲
な
ど
は
傾
斜
地
と
な
っ
た
平

山
城
の
城
郭
で
は
移
動
が
大
変
で
、
機
動

性
を
担
保
す
る
た
め
に
も
市
中
の
さ
ま
ざ

ま
な
施
設
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
っ
て
江

戸
期
よ
り
も
は
る
か
に
広
域
の
規
模
で
防

衛
体
制
と
空
間
を
構
築
す
る
。
こ
の
間
の

非
常
に
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
動
き
を
追
っ

て
い
く
と
、そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
「
お
城
」

の
物
語
と
し
て
は
、
大
河
ド
ラ
マ
的
な
凄

さ
が
あ
り
、
少
な
く
と
も
、
軍
事
と
言
う

側
面
は
無
視
で
き
な
い
も
の
と
し
て
浮
か

び
上
が
り
ま
す
。

彦
根
城
に
つ
い
て
は
詳
し
く
わ
か
り
ま

せ
ん
、
戊
辰
戦
争
前
後
の
「
お
城
」
を
め

ぐ
っ
て
軍
備
の
こ
と
を
考
え
る
場
合
、
ひ

と
つ
は
火
力
の
あ
る
武
器
、
す
な
わ
ち
大

砲
と
砲
兵
、
も
う
ひ
と
つ
は
「
ロ
ジ
・
兵

站
」が
非
常
に
重
要
な
課
題
と
な
り
ま
す
。

幕
末
に
日
本
に
派
遣
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
軍

事
顧
問
団
の
影
響
が
き
わ
め
て
大
き
い
わ

け
で
す
。

例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
軍
人
の
教
官
を
得

た
松
江
藩
で
は
、
彼
ら
が
来
て
以
降
、
軍

制
を
完
全
に
変
え
ま
す
。
ま
ず
、
火
薬
の

増
産
体
制
が
あ
り
、
城
内
よ
り
は
城
外
の

山
中
に
火
薬
製
造
所
、
加
工
場
、
銃
弾
を

作
る
場
所
を
作
る
。
ま
た
、
長
崎
な
ど
に

買
い
付
け
に
行
っ
て
、武
器
類
と
と
も
に
、

そ
う
い
う
施
設
の
建
設
・
運
営
に
必
要
な

も
の
を
整
え
る
。
そ
れ
ら
を
動
か
す
動
力

は
、
従
来
の
人
・
畜
力
で
は
な
く
、
水
力
・

水
車
を
使
い
大
規
模
化
す
る
。
こ
の
よ
う

な
小
さ
な
軍
需
工
場
の
よ
う
な
も
の
が
、

各
地
の
多
く
の
藩
で
造
ら
れ
る
。
フ
ラ
ン

ス
の
青
銅
製
の
山
砲
が
コ
ピ
ー
さ
れ
、
同

じ
も
の
が
自
前
で
製
造
で
き
る
よ
う
に
な

る
。
し
か
も
、
非
常
に
短
い
期
間
で
、
松

江
藩
で
は
わ
ず
か
２
年
間
で
す
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
藩
が
「
陸
軍
」
の
改
革
を
行
い
、

そ
の
間
に
強
力
な
軍
備
を
整
え
て
、「
お

城
」
の
近
代
化
が
達
成
さ
れ
る
。
そ
の
狙

い
は
端
的
に
言
っ
て
「
お
城
」
を
軍
事
要

塞
そ
の
も
の
と
な
す
こ
と
で
す
。
こ
の
時

点
で
は
「
お
城
」
は
藩
知
事
が
差
配
し
ま

す
が
、
そ
の
後
の
廃
藩
置
県
で
「
お
城
」

は
国
に
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

冒
頭
、母
利
先
生
の
お
話
に
、「
お
城
」は

頂
い
た
も
の
で
あ
る
と
あ
り
ま
し
た
が
、

今
度
は
「
お
城
」
を
お
返
し
ま
す
。
こ
の
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「
お
城
」
お
返
し
す
る
時
に
、使
え
る
「
お

城
」、有
用
な
「
お
城
」
に
つ
い
て
は
陸
軍

省
が
引
き
取
る
こ
と
に
な
る
訳
で
す
。
そ

の
た
め
に
、
陸
軍
省
は
調
査
を
実
施
し
ま

す
。
フ
ラ
ン
ス
の
軍
事
顧
問
と
一
緒
に
調

査
を
行
い
ま
す
が
、
そ
の
結
果
、
国
内
に

57
箇
所
の
新
し
い
軍
事
拠
点
を
作
る
の
で

す
が
、
そ
の
う
ち
43
ヶ
所
ま
で
が
江
戸
時

代
以
来
の
「
お
城
」
を
利
用
す
る
こ
と
に

決
ま
る
の
で
す
。
そ
の
考
え
方
は
、「
お

城
」
が
綺
麗
だ
か
ら
残
す
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、「
お
城
」
は
「
要
塞
」、「
城
塞
」

で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
基
本
で
す
。
こ

れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
軍
の
思
想
に
よ
る

考
え
方
で
す
。
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
軍
人

の
レ
ポ
ー
ト
見
て
み
る
と
、「
お
城
」
の
こ

と
は
「
シ
ャ
ト
フ
ォ
ー
ル
」
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
ロ
ワ
ー
ル
の
美
し
い
城
館
等
に

用
い
る
「
シ
ャ
ト
ー
」
の
語
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。「
シ
ャ
ト
ー
」と
い
う
用
語
を
日
本

で
は
何
に
使
っ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
御

殿
な
ど
の
「
綺
麗
な
建
物
」
で
す
。
こ
れ

に
対
し
、「
シ
ャ
ト
フ
ォ
ー
ル
」
は
、
明
ら

か
な
「
軍
事
的
な
要
塞
」
の
意
味
で
使
い

ま
す
。
こ
の
用
語
の
違
い
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
、「
お
城
」
は
「
軍
事
要
塞
」
と
し

て
残
さ
れ
、
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
す
。

す
な
わ
ち
、
天
守
が
建
っ
て
い
る
場

所
、
山
が
こ
ん
も
り
し
て
い
て
堀
に
囲
わ

れ
て
い
る
場
所
を
、
大
砲
を
使
っ
た
砲
撃

戦
を
想
定
し
て
、
ど
の
よ
う
に
近
代
的
な

「
シ
ャ
ト
フ
ォ
ー
ル
」
に
変
え
る
か
が
喫

緊
の
課
題
に
な
り
、
そ
し
て
、
こ
れ
が
可

能
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
43
か
所
の
城
郭

が
、
そ
の
対
象
に
な
っ
た
の
で
す
。
た
だ

し
、
高
等
教
育
を
受
け
た
フ
ラ
ン
ス
人
で

す
か
ら
、
彼
ら
の
美
意
識
も
相
当
な
も
の

で
、
し
か
も
本
国
で
は
ヴ
ィ
オ
レ
＝
ル
＝

デ
ュ
ク
の
よ
う
な
中
世
主
義
の
建
築
家
た

ち
が
活
発
な
議
論
を
行
っ
て
い
る
時
代
で

も
あ
り
、
日
本
の
城
郭
に
対
し
て
も
ロ
マ

ン
主
義
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
の

で
し
ょ
う
。「
日
本
の
シ
ャ
ト
フ
ォ
ー
ル
は

美
し
い
」、「
保
存
す
べ
き
で
あ
る
」と
い
っ

た
文
言
を
随
所
に
伺
う
こ
と
が
で
き
、
逆

に
役
に
た
た
な
い
と
判
断
さ
れ
た「
お
城
」

を
壊
し
て
い
る
状
況
に
対
し
て
、
嘆
か
わ

し
い
と
記
し
て
い
ま
す
。

明
治
６
年
の
地
租
改
正
に
際
し
て
「
お

城
」
は
、
地
所
名
称
（
地
籍
）
と
し
て
は

官
庁
地
第
三
種
に
分
類
さ
れ
、
基
本
は
税

金
が
か
か
ら
な
い
土
地
に
な
り
ま
す
。
そ

れ
を
決
め
る
の
は
大
蔵
省
、
後
に
は
、
そ

れ
が
地
方
（
県
）
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の

判
断
は
、
そ
の
「
お
城
」
が
軍
事
施
設
と

し
て
有
効
な
も
の
か
否
か
、具
体
的
に
は
、

陸
軍
が
そ
の
「
お
城
」
を
使
う
か
使
わ
な

い
か
と
い
う
判
断
が
前
提
に
な
り
ま
す
。

従
っ
て
、
陸
軍
か
ら
の
判
断
を
待
た
な
け

れ
ば
結
論
が
出
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
に

は
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
そ
の
間
は
、「
お

城
」
の
所
有
は
国
に
あ
り
な
が
ら
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
は
県
で
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
す
。
そ
れ
で
、
ど
こ
の
県
で
も
膨
大

な
出
費
に
悲
鳴
を
あ
げ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
城
郭
の
維
持
は
大
変
だ
か
ら
、
そ
の

た
め
の
お
金
が
な
い
か
ら
、
な
ん
と
か
城

郭
を
壊
さ
せ
て
く
れ
と
。

史
料
を
見
る
限
り
、
最
初
に
こ
れ
を
願

い
出
た
の
が
宇
和
島
城
で
、
明
治
７
年
に

宇
和
島
県
は「
城
を
全
部
壊
さ
せ
て
く
れ
」

と
陸
軍
省
に
願
い
出
ま
す
。
し
か
し
、
陸

軍
省
は
壊
す
理
由
は
特
に
見
当
た
ら
な
い

か
ら
待
て
と
言
う
。
何
と
も
の
ら
り
く
ら

り
と
し
た
結
果
、
城
は
残
り
、
そ
の
結
果
、

今
日
で
は
重
要
文
化
財
と
し
て
宇
和
島
城

（
天
守
）
が
残
っ
て
い
る
の
で
す
。

明
治
７
年
に
陸
軍
施
設
の
建
設
や
維
持

を
行
う
実
施
部
隊
と
し
て
「
工
兵
方
面
」

と
い
う
組
織
が
全
国
に
で
き
ま
す
。
か
つ

て
の
防
衛
施
設
庁
の
よ
う
な
も
の
で
す

ね
。「
お
城
」の
処
分
も
こ
の
工
兵
方
面
が

担
当
し
ま
す
。
松
江
城
に
関
し
て
は
、
明

治
８
年
に
、
広
島
の
工
兵
第
五
方
面
か
ら

人
を
派
遣
し
て
、「
お
城
」
の
処
分
を
行

い
ま
す
。
斎
藤
直
演
と
い
う
工
兵
大
尉
が

松
江
に
来
て
、
彼
一
人
が
仕
切
っ
て
、
陸

軍
省
の
所
管
に
な
っ
て
い
た
城
郭
や
郊
外

の
火
薬
庫
な
ど
も
「
軍
事
に
関
わ
る
」
も

の
す
べ
て
の
処
分
、
す
な
わ
ち
、
払
い
下

げ
を
行
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
旧
藩

士
や
地
元
の
商
人
た
ち
が
せ
め
て
天
守
を

壊
す
の
だ
け
は
待
っ
て
く
れ
、
経
費
は
な

ん
と
か
工
面
す
る
と
申
し
出
る
。
斎
藤
大

尉
は
、
そ
れ
を
持
ち
帰
っ
て
、
広
島
鎮
台

で
諮
っ
た
後
、
中
央
の
陸
軍
省
第
４
局
に

よ
っ
て
、「
保
存
し
て
も
よ
ろ
し
い
」
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
斎
藤
大
尉
は
別

件
で
軍
法
会
議
に
か
け
ら
れ
軍
籍
を
離
れ

ま
す
が
、
彼
の
背
後
に
あ
っ
た
の
が
広
島

の
工
兵
第
五
方
面
だ
っ
た
こ
と
は
重
要
で

す
。広

島
に
お
い
て
「
お
城
」
の
保
存
の
中

心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
第
五
方

面
の
ト
ッ
プ
た
る
中
村
重
遠
工
兵
中
佐
で
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す
。
彼
は
明
治
10
年
を
過
ぎ
て
か
ら
、
姫

路
城
や
名
古
屋
城
の
保
存
を
提
案
す
る
人

物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
以

前
、
広
島
に
い
た
時
に
も
、「
お
城
」
の
保

存
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
よ
う
で

す
。
今
、
見
て
み
る
と
「
お
城
」
で
現
存

す
る
も
の
は
（
戦
災
で
失
わ
れ
た
も
の
を

含
む
）、中
国
四
国
地
方
に
多
く
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
に
は
、
土
佐
藩
出
身
で
あ
っ

た
中
村
中
佐
の
存
在
や
土
佐
閥
の
工
兵
た

ち
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
と
、
個
人
的
に

思
っ
て
い
ま
す
。

彦
根
城
や
松
本
城
は
、
民
衆
の
意
見
で

残
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
が
、
陸
軍
の

中
で
「
名
城
」
を
志
向
す
る
一
部
の
将
官

の
働
き
が
そ
の
保
存
に
大
き
く
寄
与
し
た

こ
と
は
無
視
で
き
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
事

実
も
、「
お
城
」
の
本
来
の
性
格
、
軍
事
性

を
考
え
る
う
え
で
、
重
要
な
事
実
に
な
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら

の
色
々
な
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
が
、
明

治
に
な
っ
て
、
頂
い
た
「
お
城
」
を
お
返

し
し
て
以
降
、
明
治
20
年
頃
に
は
、
そ
れ

を
民
間
に
払
い
下
げ
る
方
向
に
進
む
の
で

す
が
、
こ
の
間
の
「
お
城
」
と
陸
軍
と
の

関
係
、
た
と
え
彦
根
城
で
は
、
こ
れ
が
希

薄
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
全
国
的
な
プ
ロ

セ
ス
の
中
で
「
お
城
」
が
残
っ
た
過
程
を

「
軍
隊
の
係
わ
り
」を
含
め
て
し
っ
か
り
と

評
価
し
な
い
限
り
、
彦
根
城
を
今
残
っ
て

い
る
「
お
城
」
の
代
表
と
み
な
す
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

徳
川
時
代
の
「
パ
ク
ス
・
ト
ク
ガ
ワ
ー

ナ
」
だ
け
で
は
、今
残
っ
て
い
る
「
お
城
」

を
語
り
つ
く
せ
な
い
よ
う
な
気
が
致
し
ま

し
た
。
そ
れ
が
私
の
印
象
で
す
。

宗
田　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。今
、

考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、「
お
城
」
は

「
頂
い
た
」
も
の
で
は
な
く
、「
預
か
っ
て

い
た
」
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら

こ
そ
、「
返
す
」
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

確
か
に
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、

西
日
本
と
東
日
本
、
特
、
東
北
と
で
は
、

も
ち
ろ
ん
明
治
維
新
の
経
緯
が
全
然
違
う

の
で
す
が
、
お
城
の
残
り
方
が
随
分
違
う

こ
と
も
確
か
で
す
。

ま
た
、
先
生
が
冒
頭
で
仰
っ
て
い
た
、

「
公
儀
」
に
関
し
て
、
儒
教
・
朱
子
学
と

い
う
お
話
も
あ
り
ま
し
た
が
、
我
々
も
そ

れ
に
つ
い
て
議
論
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
時
に
は
、
京
大
名
誉
教
授
の
藤

井
讓
治
先
生
か
ら
、
一
言
の
元
に
否
定
さ

れ
、「
儒
教
で
は
な
い
」
と
言
わ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
が
大
き
く
記
憶
に
残
っ
て
い
ま

す
。
確
か
に
、
藩
に
よ
っ
て
は
、
朱
子
学

を
採
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
も
ち

ろ
ん
幕
府
も
そ
う
で
す
が
、
荻
生
徂
徠
を

信
奉
す
る
藩
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ

れ
ら
は
儒
学
的
で
は
あ
っ
て
も
、
厳
密
な

意
味
で
の
儒
学
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
極
め

て
日
本
的
・
日
本
化
し
た
「
考
え
方
・
思

想
」で
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、そ
こ
は
議
論

が
別
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。
我
々

も
「
公
儀
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
随
分

と
議
論
を
し
て
き
た
こ
と
を
お
伝
え
し
ま

す
。な

お
、
中
国
大
陸
に
お
け
る
状
況
つ
い

て
は
、
後
で
、
専
門
の
先
生
に
も
ご
意
見

を
お
聞
き
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

続
い
て
、岡
田
先
生
お
願
い
致
し
ま
す
。

岡
田　
岡
田
で
ご
ざ
い
ま
す
。私
は
、元
々

は
西
ア
ジ
ア
の
古
代
史
を
専
門
に
し
て
お

り
ま
し
て
、
そ
れ
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の

十
数
年
は
、
世
界
遺
産
の
問
題
に
関
わ
る

こ
と
が
多
く
な
り
、
特
に
、
日
本
各
地
の

世
界
遺
産
の
推
薦
の
お
手
伝
い
を
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
新
た
な
自
分
自
身
の

勉
強
の
テ
ー
マ
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
な

の
で
す
が
、
今
日
は
、
こ
う
し
た
立
場
か

ら
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
と
理
解
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
私
は
何
を
喋
れ
ば
い
い
か
を

問
い
直
し
て
み
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
私
の

経
験
を
通
じ
て
お
話
で
き
る
こ
と
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
世
界
遺
産
登
録
を
目
指
し
て

い
く
う
え
で
、「
必
ず
や
り
遂
げ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。」
に
な
る
か
と
思
い
ま

す
。
世
界
遺
産
で
や
り
と
げ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
、
こ
れ
は
、
推
薦
書
を
完
全

な
形
で
作
り
上
げ
、
ユ
ネ
ス
コ
に
提
出
す

る
こ
と
に
尽
き
る
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ

ち
、
推
薦
書
を
、
ど
れ
だ
け
多
く
の
人
々 岡田　保良　氏

彦根城世界遺産登録推進シンポジウム

パネルディスカッション

41



に
納
得
し
て
い
た
だ
け
る
内
容
と
す
る
の

か
、
特
に
、
海
外
の
ユ
ネ
ス
コ
、
イ
コ
モ

ス
の
専
門
家
の
人
た
ち
に
対
し
て
、
ど
れ

だ
け
納
得
し
て
も
ら
え
る
文
章
を
作
る
の

か
、
そ
れ
に
は
、
ど
の
よ
う
な
事
に
気
を

つ
け
れ
ば
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
常
々
考

え
て
い
ま
す
の
で
、
今
日
は
、
そ
の
立
場
、

経
験
で
お
話
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま

す
。皆

さ
ん
の
お
手
元
に
は
、
顕
著
な
普
遍

的
価
値
や
評
価
基
準
を
ま
と
め
た
資
料
が

あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
と
と
も

に
、
本
日
、
母
利
先
生
、
吉
田
先
生
の
お

話
を
伺
っ
て
、
彦
根
城
、
な
い
し
は
彦
根

城
下
町
に
関
し
て
、
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
で

顕
著
な
価
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
改

め
て
勉
強
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
を
、
世
界
遺
産
で
い
う

「
顕
著
な
普
遍
的
価
値
」
と
し
て
文
章
化

す
る
作
業
を
行
う
場
合
、
長
々
と
歴
史
的

な
記
述
を
す
れ
ば
そ
れ
な
り
に
了
解
は
得

ら
れ
る
も
の
と
な
る
の
で
す
が
、
多
く
の

世
界
遺
産
の
関
係
者
の
人
た
ち
は
、
今
、

皆
さ
ん
の
手
元
に
あ
る
程
度
の
文
章
で
、

こ
の
価
値
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で

す
。
そ
う
な
れ
ば
、
つ
い
つ
い
言
葉
が
省

略
さ
れ
て
い
た
り
、
抽
象
化
さ
れ
て
い
た

り
、
概
念
化
さ
れ
て
い
た
り
、
と
い
う
こ

と
で
、
そ
の
文
章
の
中
身
が
充
分
に
伝
わ

ら
な
く
な
る
と
い
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

先
程
、
稲
葉
先
生
か
ら
、
デ
ィ
テ
ィ
ー

ル
に
こ
だ
わ
っ
て
し
ま
う
と
、「
読
み
手
、

な
い
し
は
、
審
査
の
人
た
ち
を
、
逆
に
困

ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。」と
お
話
し
が
あ
り

ま
し
た
が
、「
顕
著
な
普
遍
的
価
値
」
を

文
章
化
す
る
時
の
テ
ク
ニ
カ
ル
な
話
で
す

が
、
重
要
な
視
点
に
な
っ
て
く
る
と
思
っ

て
い
ま
す
。

具
体
的
に
言
わ
せ
て
頂
き
ま
す
。
例
え

ば
、「
藩
に
よ
る
統
治
拠
点
」
も
一
つ
の

キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す

が
、
ま
ず
、
そ
の
「
藩
」
と
い
う
存
在
を

理
解
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
る
。ま
た
、

最
初
に
「
統
治
拠
点
」
と
い
う
言
葉
を
拝

見
し
た
時
に
は
、
こ
れ
は
日
本
国
全
体
の

幕
藩
体
制
に
よ
る
統
治
と
思
っ
た
の
で
す

が
、
文
章
を
詳
し
く
読
み
進
み
ま
す
と
、

そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
地
方
の
統
治
の

拠
点
」
と
し
て
の
「
藩
」
で
あ
り
、
そ
の

「
城
郭
」
で
あ
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
に

気
が
付
き
ま
し
た
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て

も
、
も
う
少
し
、
明
確
に
、
理
解
で
き
る

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま

し
た
。

さ
ら
に
、「
立
体
的
な
空
間
」
や
、「
象

徴
的
な
形
態
」
に
つ
い
て
も
、
つ
い
つ

い
、
そ
う
い
う
言
葉
に
頼
っ
て
文
章
化
し

て
し
ま
う
も
の
で
す
が
、
そ
の
具
体
的
な

イ
メ
ー
ジ
が
伝
わ
る
よ
う
な
、
し
か
も
、

手
短
な
表
現
を
ど
う
や
っ
て
見
つ
け
る
か

と
い
う
こ
と
が
、「
顕
著
な
普
遍
的
価
値
」

を
説
明
す
る
時
に
、
大
変
重
要
に
な
っ
て

く
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。

こ
の
「
顕
著
な
普
遍
的
価
値
」
を
組
み

立
て
る
時
に
、
大
き
な
手
か
が
り
と
な
る

の
が
「
評
価
基
準
」
で
あ
り
、「
完
全
性
」

で
す
。
彦
根
城
で
は
評
価
基
準
の
Ⅲ
と
Ⅳ

を
採
用
し
て
、「
顕
著
な
普
遍
的
価
値
」
を

組
み
立
て
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
ま

す
。評

価
基
準
Ⅲ
は
、
キ
ー
ワ
ー
ド
で
い
う

と
「
文
化
的
な
伝
統
の
顕
著
な
証
拠
」
で

す
。
そ
の
「
文
化
的
伝
統
」
と
い
う
言
葉

が
、
先
ほ
ど
の
「
藩
に
よ
る
統
治
拠
点
」、

な
い
し
は
、「
そ
の
城
郭
の
象
徴
性
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す

が
、そ
の
部
分
を
、も
う
少
し
噛
み
砕
い
た

言
葉
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

評
価
基
準
Ⅲ
は
、「
文
化
的
伝
統
」
と
い

う
こ
と
で
、
つ
い
つ
い
表
現
が
抽
象
的
に

な
り
が
ち
で
す
が
、
出
来
る
だ
け
、
ア
ト

リ
ビ
ュ
ー
ト
と
い
い
ま
す
か
、
そ
の
「
も

の
」
に
即
し
た
価
値
の
説
明
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

ま
た
、基
準
Ⅳ
で
す
が
、こ
こ
で
の
キ
ー

ワ
ー
ド
は
、「
景
観
」
や
「
建
築
の
類
型
」

と
な
り
ま
す
。
先
ほ
ど
宗
田
先
生
が
少
し

お
話
さ
れ
ま
し
た
が
、
彦
根
城
が
世
界
遺

産
の
暫
定
リ
ス
ト
に
記
載
さ
れ
た
時
、
建

築
の
分
野
か
ら
姫
路
城
、
遺
跡
・
史
跡
の

分
野
方
か
ら
彦
根
城
を
推
し
た
の
で
は
な

い
か
と
あ
り
ま
し
た
。
私
は
、
そ
の
時
の

経
緯
は
承
知
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、後
で
、

文
化
庁
の
鈴
木
地
平
さ
ん
に
確
か
め
て
頂

け
た
ら
と
思
い
ま
す
が
、
彦
根
城
に
つ
い

て
、「
何
」
を
世
界
遺
産
に
す
る
か
と
い
う

時
に
、
こ
の
暫
定
リ
ス
ト
記
載
の
経
緯
か

ら
も
「
お
城
と
い
う
建
築
」
で
は
な
い
と

言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

さ
て
、
プ
ロ
パ
テ
ィ
あ
る
い
は
コ
ア
と

い
う
言
い
方
も
し
ま
す
が
、
彦
根
城
で

「
何
」
を
世
界
遺
産
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
に
す

る
か
と
言
え
ば
、
こ
れ
は
、
城
郭
の
範
囲
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の
中
に
ど
の
よ
う
な
建
物
が
あ
る
の
か
と

い
う
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な
い
の
で
す

が
、
現
在
の
推
薦
案
で
は
「
中
堀
」
ま
で

の
範
囲
、
こ
れ
を
「
内
曲
輪
」
と
言
う
の

で
し
ょ
う
か
、
そ
の
「
中
堀
」
ま
で
の
範

囲
と
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
母
利
先
生
の
お
話
で
も
、
ま

た
、
吉
田
先
生
の
お
話
で
も
、「
城
郭
」
と

い
う
時
に
は
、
そ
の
外
側
ま
で
を
含
め
て

「
城
郭
」
と
い
う
理
解
を
示
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
う
す
る
と
、「
城
郭
」
と
し
て
の
類

型
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
良
い
の
か
、

そ
の
定
義
を
明
確
に
す
る
こ
と
も
、
一
つ

の
課
題
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
に
関
係
し
て
は
、
完
全
性
の
証
明

を
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
、
言
い
換
え
れ

ば
、
何
を
も
っ
て
彦
根
城
は
世
界
遺
産
と

し
て
の
完
全
性
を
満
た
し
て
い
る
の
か
と

い
う
説
明
を
行
う
時
に
も
重
要
に
な
り
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
本
文
で
は
外
堀
ま
で
を

「
城
郭
」
だ
と
説
明
を
し
な
が
ら
、推
薦
資

産
は
「
中
堀
」
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
こ

の
矛
盾
、
齟
齬
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る

の
か
と
い
う
の
は
、
完
全
性
の
と
こ
ろ
で

大
き
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

私
は
推
薦
書
委
員
会
の
議
論
に
参
加
し

て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
も
し
か
す
れ
ば
、

既
に
そ
う
い
う
議
論
は
尽
く
さ
れ
て
い
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
日
の
お
話
を

伺
っ
て
気
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
完
全
性

に
関
す
る
問
題
点
で
す
。世
界
遺
産
で
は
、

通
常
、
完
全
性
と
い
う
条
件
や
概
念
は
、

自
然
遺
産
に
対
し
て
よ
り
重
要
だ
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
彦
根
城
に
関
し

て
は
、
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
ー
・
真
実

性
の
問
題
よ
り
も
、
こ
の
完
全
性
を
ど
の

よ
う
に
説
明
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
大

切
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
し
た
。

真
実
性
に
関
し
て
は
、
最
近
の
傾
向
で

は
、
世
界
遺
産
の
推
薦
で
は
保
存
管
理
あ

る
い
は
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
プ
ラ
ン
が
確
実

に
立
案
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
も
、

O
U
V

が
満
た
さ
れ
る
か
を
判
断
す
る
観

点
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
私
よ
り
も

み
な
さ
ん
の
方
が
ご
存
知
か
と
思
い
ま
す

が
、
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
範
囲
を
中
堀
ま
で
に

限
っ
た
と
す
れ
ば
、そ
の
内
側
に
は
、真
実

性
か
ら
疑
問
視
さ
れ
る
も
の
が
含
ま
れ
て

い
る
の
か
、
含
ま
れ
て
い
な
い
の
か
。
も

し
、
含
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

将
来
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
あ
る
い
は
保
存

管
理
計
画
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
ら
れ
、
そ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
部
分
を
排

除
す
る
計
画
が
、
し
っ
か
り
と
立
案
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

比
較
研
究
も
な
さ
れ
て
い
る
か
と
思
い

ま
す
が
、
稲
葉
先
生
か
ら
は
、
地
域
の
話

が
出
て
い
ま
し
た
。
こ
の
「
地
域
を
代
表

す
れ
ば
良
い
。」
と
い
う
場
合
の
地
域
は
、

東
ア
ジ
ア
、
あ
る
い
は
、
ア
ジ
ア
に
な
る

と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
場
合
に
お
い

て
も
、
比
較
す
る
対
象
は
ど
こ
で
あ
れ
ば

充
分
な
の
か
と
い
う
こ
と
も
、
し
っ
か
り

と
理
論
的
に
説
明
で
き
る
よ
う
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

断
片
的
な
コ
メ
ン
ト
で
し
た
が
、
私
か

ら
は
、
世
界
遺
産
の
推
薦
書
の
作
り
方
と

い
う
視
点
か
ら
コ
メ
ン
ト
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
。

宗
田　
岡
田
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

世
界
の
人
々
に
ど
の
よ
う
に
語
る
の
か

と
い
う
こ
と
、
同
時
に
、
日
本
の
皆
さ
ん

に
ど
の
よ
う
に
お
伝
え
す
る
の
か
と
い
う

こ
と
も
、
大
変
に
難
し
い
問
題
で
す
。
推

薦
書
を
書
く
時
は
、
当
然
、
英
語
で
書
く
、

フ
ラ
ン
ス
語
で
書
く
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
の
で
、
そ
の
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言

語
の
ロ
ジ
ッ
ク
で
、
価
値
を
ど
の
よ
う
に

伝
え
る
か
と
い
う
こ
と
も
大
き
な
課
題
と

し
て
あ
る
と
思
い
ま
す
。

稲
葉
先
生
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
と

お
り
、
こ
の
世
界
遺
産
の
50
年
の
歴
史
の

中
で
、
随
分
と
議
論
も
進
み
、
専
門
家
同

士
の
議
論
も
進
ん
で
き
ま
し
た
。
こ
の
世

界
遺
産
の
議
論
の
中
で
、「
ユ
ニ
バ
ー
サ

ル
」
と
い
う
言
葉
が
、今
日
の
よ
う
に
、強

く
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
西
暦

２
０
０
０
年
以
降
の
こ
と
で
、
特
に
、
こ

こ
10
数
年
の
こ
と
で
す
。
そ
の
前
提
の
下

で
、
今
も
岡
田
先
生
が
お
話
く
だ
さ
っ
た

よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
や
地
域
で
個
別

に
捉
え
ら
れ
て
い
た
歴
史
、
個
別
の
問
題

と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
歴
史
が
、
そ
の
個

別
性
か
ら
未
来
に
向
け
て
開
か
れ
て
い
く

こ
と
で
、人
類
全
体
の
未
来
に
と
っ
て
、そ

れ
ぞ
れ
の
歴
史
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
歴

史
が
、
ど
の
よ
う
に
役
立
つ
か
と
い
う
よ

う
な
パ
ズ
ル
を
、
パ
ズ
ル
の
話
も
で
て
き

て
い
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
未
来
に
向
け

て
、
我
々
が
彦
根
城
を
ど
の
よ
う
に
語
る

の
か
と
い
う
議
論
に
な
っ
て
く
る
と
思
っ

て
い
ま
す
。
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そ
こ
で
、
稲
葉
先
生
か
ら
「
天
空
の
城

ラ
ピ
ュ
タ
」
と
い
う
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド

が
出
さ
れ
た
わ
け
で
す
け
が
、
そ
れ
は
も

う
少
し
後
で
議
論
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

文
化
庁
の
鈴
木
地
平
調
査
官
が
お
越
し

で
す
の
で
、
今
ま
で
の
議
論
を
聞
い
て
頂

い
て
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
か
、

ご
自
由
に
発
言
下
さ
い
。
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

鈴
木　
先
生
方
、
貴
重
な
ご
意
見
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

私
か
ら
も
、
今
の
岡
田
先
生
の
お
話
、

あ
る
い
は
稲
葉
先
生
の
お
話
を
受
け
て
、

も
う
一
度
、
世
界
遺
産
に
お
け
る
価
値
に

関
し
て
整
理
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

世
界
遺
産
に
な
る
た
め
に
は
、「
顕
著
な

普
遍
的
価
値
（O

U
V

）」
と
い
う
も
の
が

必
要
に
な
り
ま
す
が
、
正
確
に
い
う
と
、

O
U
V

は
２
つ
の
柱
か
ら
成
り
立
っ
て
い

ま
す
。
一
つ
は
バ
リ
ュ
ー
、
価
値
の
部
分

と
、
も
う
一
つ
は
、
そ
の
保
護
措
置
、
そ

の
価
値
が
守
ら
れ
て
い
る
、
保
護
措
置
が

整
っ
て
い
る
と
い
う
部
分
と
が
あ
る
の
で

す
が
、
今
日
は
前
者
、
価
値
の
方
に
寄
せ

て
お
話
が
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ん
ご
存
知
の
通
り
、
彦
根
城
は

「
お
城
」
の
部
分
が
特
別
史
跡
、国
の
文
化

財
保
護
法
に
よ
っ
て
特
別
史
跡
に
な
っ
て

お
り
、
天
守
が
国
宝
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
文
化
財
保
護
法
に
照
ら
し
て
み
る

と
、
ど
の
よ
う
な
価
値
に
な
っ
て
い
る
か

と
い
う
と
、「
我
が
国
に
と
っ
て
歴
史
上
、

ま
た
は
学
術
上
価
値
が
高
い
も
の
」
と
い

う
の
が
「
国
史
跡
」
に
な
り
ま
し
て
、
そ

の
史
跡
の
な
か
で
も
「
学
術
上
価
値
が
特

に
高
く
、
わ
が
国
の
文
化
の
象
徴
た
る
も

の
が
特
別
史
跡
に
な
る
」
と
な
っ
て
い
ま

す
。
あ
る
い
は
、「
我
が
国
に
と
っ
て
歴
史

上
ま
た
は
芸
術
上
価
値
が
高
い
も
の
」
が

重
要
文
化
財
に
な
り
、
そ
の
重
要
文
化
財

の
な
か
で
も
「
極
め
て
優
秀
で
、
か
つ
、

文
化
史
的
意
義
の
特
に
深
い
も
の
」
が
国

宝
に
な
る
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
す
な

わ
ち
、
国
の
文
化
財
な
の
で
、「
我
が
国
に

と
っ
て
ど
う
な
の
か
」
と
い
う
と
こ
ろ
が

問
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
世
界
遺
産
条
約
の
場

合
で
す
が
、
文
化
及
び
自
然
遺
産
に
特
別

な
価
値
を
有
し
て
い
る
の
で
す
が
、「
全
人

類
の
た
め
世
界
遺
産
の
一
部
と
し
て
保
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
世
界
遺
産
で
す
の
で
、「
全
人
類

の
た
め
の
価
値
」
と
い
う
観
点
が
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
先
に
稲
葉
先
生
か
ら
も
お

話
を
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
日
本
と
し
て
価
値

が
あ
る
」
も
の
が
、
世
界
と
し
て
ど
う
な

の
か
と
い
う
時
に
、
こ
れ
が
一
致
し
て
い

れ
ば
非
常
に
あ
り
が
た
い
の
で
す
が
、
し

ば
し
ば
、
一
致
し
な
い
と
ま
で
は
言
い
ま

せ
ん
が
、
国
内
的
価
値
を
逸
脱
し
な
が
ら

説
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
場
合
が
、
ま

ま
発
生
し
て
く
る
の
で
す
。

例
え
ば
、
す
で
に
世
界
遺
産
に
な
っ
て

い
る
姫
路
城
、
姫
路
城
で
も
天
守
が
国
宝

に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
姫
路
城
天
守

の
国
宝
と
し
て
価
値
を
見
て
み
ま
す
と
、

「
我
が
国
城
郭
建
築
最
盛
期
を
代
表
す
る

も
の
と
し
て
重
要
で
あ
り
、
白
漆
喰
塗
り

の
城
壁
の
美
し
さ
か
ら
白
鷺
城
の
名
で
呼

ば
れ
て
い
る
。」
こ
の
文
章
は
、
国
宝
の

指
定
文
章
、
価
値
説
明
で
書
か
れ
て
い
る

も
の
で
す
。
一
方
、
世
界
遺
産
の
推
薦
書

に
は
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
か
と
い

う
と
、「
姫
路
城
は
城
郭
建
築
の
最
盛
期

の
遺
産
で
あ
り
、
17
世
紀
初
頭
…
」
と
い

う
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ

ち
、
両
者
に
大
き
な
差
異
は
な
く
、
こ
の

頃
は
、「
日
本
の
も
の
と
し
て
素
晴
ら
し
い

か
ら
、
世
界
で
も
素
晴
ら
し
い
で
し
ょ
。」

と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
で
も
世
界
で
十
分
に
通

用
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
最
近
世
界
遺
産
に
な
っ
た
も

の
を
見
ま
す
と
、
こ
れ
も
先
程
稲
葉
先
生

か
ら
お
話
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、例
え
ば
、

「
神
宿
る
島
」
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産

群
。こ
れ
は
２
０
１
７
年
の
登
録
で
す
が
、

資
産
は
「
史
跡
宗
像
神
社
境
内
」
と
し
て

文
化
財
保
護
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い

る
の
で
す
が
、
そ
の
指
定
書
に
は
、「
宗
像

神
社
は
古
事
記
、
日
本
書
紀
な
ど
に
お
い

て
、
広
く
神
格
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
現

境
内
も
、
な
お
よ
く
古
来
の
基
本
を
踏
襲

し
て
い
る
。」
す
な
わ
ち
、
日
本
の
歴
史

上
、
あ
る
い
は
学
術
上
の
価
値
を
も
っ
て

い
る
か
ら
、
宗
像
神
社
境
内
は
国
の
史
跡 鈴木　地平　氏

『世界史における近世城郭の意義』

パネルディスカッション

44



に
指
定
さ
れ
た
の
で
す
。
他
方
、
世
界
遺

産
の
推
薦
書
に
は
ど
の
よ
う
に
書
い
た
か

と
言
い
ま
す
と
、「
神
宿
る
島
、
沖
ノ
島
を

崇
拝
す
る
文
化
的
伝
統
が
古
代
東
ア
ジ
ア

に
お
け
る
活
発
な
対
外
交
流
が
進
ん
だ
時

期
に
発
展
し
、
海
上
の
安
全
を
願
う
生
き

た
伝
統
と
明
白
に
関
連
し
、
今
日
ま
で
継

承
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
物
語
る
稀
有
な
物

証
で
あ
る
。」
こ
の
文
章
は
、も
ち
ろ
ん
歴

史
性
も
、
学
術
性
も
、
当
然
、
意
識
を
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ス
ケ
ー
ル
と
し
て

「
日
本
」が
ひ
と
つ
も
出
て
こ
な
い
。
少
な

く
と
も
、「
古
代
東
ア
ジ
ア
」
と
い
う
ス

ケ
ー
ル
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
ス
ク
リ
ー
ン
の
２
行
目
付
近
に

書
い
て
い
る
こ
と
に
関
連
す
る
の
で
す

が
、
沖
ノ
島
を
世
界
遺
産
に
推
薦
す
る
時

に
説
明
し
て
い
た
の
は
、「
お
よ
そ
地
球
上

の
陸
地
は
３
割
で
、７
割
が
海
で
あ
る
。特

に
、
日
本
の
よ
う
な
海
に
囲
ま
れ
た
土
地

で
人
間
が
暮
ら
し
て
い
く
場
合
、
海
と
付

き
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
日
本
も
そ
う
で

す
し
、
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
も
、
カ
リ
ブ

の
島
々
も
そ
う
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に

海
と
関
わ
っ
て
生
活
せ
ざ
る
を
得
な
い
人

類
が
、
ど
の
よ
う
に
海
と
付
き
合
っ
て
き

た
の
か
、
そ
れ
は
精
神
的
な
も
の
も
、
物

質
的
な
も
の
も
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、

そ
う
し
た
海
と
関
わ
る
生
活
の
一
例
を
表

す
も
の
と
し
て
、
沖
ノ
島
は
人
類
共
通
の

価
値
が
あ
る
。」
と
説
明
し
ま
し
た
。

で
は
、
彦
根
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
詳
し
く
申
し
上
げ
ま
せ
ん
が
、
特
別
史

跡
と
し
て
の
価
値
づ
け
と
、
今
、
滋
賀
県

と
彦
根
市
で
お
考
え
に
な
っ
て
い
る
世
界

遺
産
と
し
て
の
位
置
付
け
は
、
や
は
り
異

な
っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
世
界
遺
産
と
し
て
主
張
す
る

価
値
は
、
必
ず
し
も
日
本
に
お
け
る
価
値

と
一
緒
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
先
ほ
ど

の
話
で
も
あ
り
ま
し
た
、
国
境
を
越
え
る

と
か
、
視
点
を
海
外
に
向
け
る
と
い
う
こ

と
で
言
え
ば
、
こ
れ
ま
で
の
評
価
軸
か
ら

少
し
逸
脱
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
事
実
に
反
し
て
は

い
け
ま
せ
ん
し
、
あ
ま
り
に
珍
奇
な
説
明

も
あ
っ
て
も
困
る
わ
け
で
す
。

最
近
の
世
界
遺
産
の
事
例
を
見
て
い
ま

す
と
、
先
程
は
沖
ノ
島
の
話
を
し
ま
し
た

が
、
縄
文
遺
跡
群
の
場
合
で
は
、
例
え

ば
、
私
が
小
学
校
、
中
学
校
の
頃
、
歴
史

を
習
っ
た
時
で
は
、
縄
文
時
代
は
ま
だ
農

耕
も
始
ま
っ
て
い
な
い
、
狩
猟
、
採
集
の
、

あ
る
種
、
野
蛮
な
未
発
達
な
時
代
だ
っ
た

と
い
う
論
調
の
教
科
書
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
日
本
の
縄
文
時
代
史
、
縄

文
の
歴
史
の
研
究
に
お
い
て
、
特
に
、
こ

の
20
年
く
ら
い
で
、
遅
れ
て
い
た
と
か
発

達
し
て
い
た
と
か
と
い
う
よ
う
な
直
線
的

な
発
達
論
で
は
な
く
、
人
類
が
登
場
し
て

約
10
万
年
と
言
わ
れ
る
歴
史
の
大
部
分
の

中
で
、
90
％
近
く
を
占
め
て
い
た
、
非
農

耕
時
代
の
人
類
の
あ
り
方
を
示
す
と
い
う

意
味
に
お
い
て
、
縄
文
時
代
は
極
め
て
重

要
な
事
例
で
あ
る
。
と
い
う
論
調
に
変
化

し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
新
し
い
時
代
観
と

申
し
ま
し
ょ
う
か
、
歴
史
観
と
申
し
ま

し
ょ
う
か
、
そ
の
転
換
、
新
し
い
歴
史
観

に
よ
っ
て
、
縄
文
遺
跡
群
の
推
薦
も
勝
負

し
た
と
記
憶
し
て
お
り
ま
す
。

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
は
、

彦
根
城
、
あ
る
い
は
日
本
の
城
郭
、
さ
ら

に
は
幕
藩
体
制
に
対
し
て
、新
し
い
観
点
、

新
し
い
評
価
軸
を
提
示
さ
れ
た
と
思
い
ま

す
。
先
程
、
司
会
の
方
か
ら
あ
り
ま
し
た

よ
う
に
、
お
手
元
に
ア
ン
ケ
ー
ト
が
あ
る

と
思
い
ま
す
の
で
、
今
日
の
試
み
が
成
功

し
た
の
か
、
失
敗
し
た
の
か
、
あ
る
い
は

後
日Y

ouT
ube

を
ご
覧
の
方
も
、
ど
し

ど
し
と
、
そ
ん
な
危
な
い
議
論
は
許
せ
な

い
と
か
、
確
か
に
そ
の
よ
う
な
見
方
も
あ

る
よ
ね
と
か
、
色
々
な
ご
意
見
、
ご
批
判

を
頂
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

以
上
で
す
。

宗
田　
大
変
勇
気
の
あ
る
ご
発
言
を
頂
い

た
よ
う
に
感
じ
る
の
で
す
が
、
縄
文
の
話

は
、大
変
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。
で
は
、そ

の
前
の
百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
は
ど
の
よ

う
な
価
値
基
準
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
も
そ
も
文
化
財
で
な
い
陵
墓
を
世
界
遺

産
に
登
録
し
て
い
ま
す
。
陵
墓
と
し
て
独

自
の
事
情
や
理
由
も
当
然
あ
る
と
思
い
ま

す
が
、
そ
れ
と
、
史
跡
の
価
値
、
世
界
遺

産
の
価
値
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
る

の
で
し
ょ
う
か
。

鈴
木　
史
跡
で
あ
る
と
か
、
陵
墓
で
あ
る

と
い
う
の
は
、
管
理
状
況
や
学
術
的
な
評

価
の
歴
史
に
関
係
す
る
と
思
い
ま
す
が
、

そ
れ
に
加
え
、陵
墓
の
場
合
で
す
と
、そ
の

被
葬
者
は
誰
だ
と
か
、
あ
る
い
は
、
古
墳

の
中
に
誰
が
埋
ま
っ
て
い
る
か
な
ど
の
興

味
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
別
と
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し
て
、
世
界
遺
産
に
お
い
て
は
、
５
世
紀

に
作
ら
れ
た
土
木
構
造
物
と
し
て
、
こ
の

古
墳
群
に
は
、
ど
の
よ
う
な
ア
イ
コ
ニ
ッ

ク
な
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う
観
点
で
勝

負
を
し
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

宗
田　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

今
、
鈴
木
調
査
官
が
説
明
さ
れ
た
こ
と

は
、「
文
化
財
も
進
化
す
べ
き
で
あ
る
。」

と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
先

ほ
ど
の
稲
葉
先
生
の
ス
ラ
イ
ド
に
は
、「
顕

著
な
普
遍
的
価
値
は
、
他
の
全
て
の
価
値

と
同
様
に
、
人
に
よ
り
、
人
の
理
解
を
通

じ
て
付
与
さ
れ
る
。」「
顕
著
な
普
遍
的
価

値
は
、
時
代
の
要
請
、
人
の
理
解
の
変
化

に
応
じ
て
進
化
、
発
展
し
て
い
く
も
の
で

あ
る
。」
つ
ま
り
、「
エ
ボ
ル
ビ
ン
グ
」
と

い
う
こ
と
を
お
話
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ

の
進
化
の
一
つ
が
彦
根
城
で
あ
り
、
そ
の

前
の
縄
文
遺
跡
群
で
あ
り
、
そ
の
前
の
、

と
い
う
よ
う
に
繋
が
っ
て
い
く
も
の
と
理

解
で
き
ま
す
。

こ
う
よ
う
に
、
世
界
遺
産
登
録
の
機
会

を
通
じ
て
、
我
々
の
文
化
遺
産
に
対
す
る

考
え
方
、
あ
る
い
は
歴
史
に
対
す
る
我
々

の
向
き
合
い
方
が
変
化
す
る
こ
と
こ
そ
が

文
化
財
の
発
展
、
文
化
遺
産
の
発
展
で

あ
っ
て
、
文
化
庁
と
し
て
は
、
そ
れ
を
国

民
の
皆
さ
ん
に
問
い
か
け
る
の
で
、
是
非

そ
の
新
し
い
文
化
財
の
見
方
に
対
す
る
ご

意
見
を
承
り
た
い
と
い
う
こ
と
を
、
最
後

に
お
話
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ぜ
ひ

皆
さ
ん
、
文
化
庁
の
方
か
ら
そ
う
し
た
大

き
な
問
い
か
け
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
是

非
、
ご
意
見
を
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

で
は
、
引
き
続
き
、
母
利
先
生
に
お
話

を
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
程
の
議
論

の
な
か
で
「
領
民
」
に
関
す
る
ご
指
摘
を

頂
き
ま
し
た
。
領
民
の
関
与
は
と
て
も
大

事
な
こ
と
で
、
公
儀
そ
の
も
の
が
、
将
軍

と
藩
主
の
だ
け
で
は
な
く
、
当
然
そ
こ
に

領
民
が
い
た
訳
で
す
か
ら
、
そ
こ
を
ど
の

よ
う
に
見
る
か
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
、

こ
の
議
論
に
お
答
え
頂
け
る
部
分
が
あ
る

か
と
思
い
ま
す
。

お
願
い
し
ま
す
。

母
利　
吉
田
先
生
か
ら
ご
指
摘
頂
い
た
だ

い
た
、「
統
治
さ
れ
る
側
の
視
点
も
大
事

だ
」
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
当
然
の
事
だ

と
思
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
領
民
と
領
主

層
の
関
係
、
支
配
、
非
支
配
と
言
わ
れ
る

の
で
す
が
、最
近
の
近
世
史
の
研
究
で
は
、

領
主
層
は
、
た
だ
支
配
す
る
だ
け
で
は
支

配
は
安
定
し
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
、
飢
饉
な
ど
色
々
な
場
面
で
、
領
民

が
生
活
で
き
な
く
な
れ
ば
、
領
主
も
生
活

で
き
な
く
な
る
。
そ
う
し
た
こ
と
が
、
現

実
の
問
題
と
し
て
領
主
層
に
突
き
つ
け
ら

れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
例
え
ば
、
飢
饉
に

な
っ
た
時
に
、領
民
救
済
を
し
な
け
れ
ば
、

後
に
耕
作
者
が
い
な
く
な
る
。
そ
の
た
め

に
、
安
定
的
な
支
配
を
持
続
し
よ
う
と
思

え
ば
、
領
民
の
生
存
と
生
活
を
保
障
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
最
近
で
は
、
こ
れ
は

領
民
と
領
主
と
の
間
の
契
約
関
係
だ
と
主

張
す
る
研
究
も
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
前
提
の
も
と
で
、
平
和
な

徳
川
社
会
を
作
る
こ
と
が
領
主
の
理
念
に

な
っ
た
。
そ
の
理
念
は
徳
川
の
理
念
で
も

あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
理
念
を
諸
大
名

も
、
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぐ
べ
き
だ
と
い
う

こ
と
が
、
17
世
紀
の
後
半
あ
た
り
に
出
来

上
が
っ
て
く
る
。
そ
う
い
う
関
係
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。

宗
田　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

吉
田
先
生
の
ご
指
摘
は
、
決
し
て
こ
れ

で
終
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
今
後
、
我
々

も
議
論
す
る
べ
き
課
題
だ
と
思
う
の
で
す

が
、
領
民
が
あ
っ
て
こ
そ
の
領
主
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
私
が
関
心
あ
る
こ
と
な
の
で
す

が
、
そ
も
そ
も
、
領
民
と
接
す
る
こ
と
の

な
か
っ
た
重
臣
た
ち
が
、
公
儀
性
を
も
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
で
も
裁
判
官
に

な
る
と
、
官
舎
と
地
方
裁
判
所
の
間
を
、

紫
色
の
ふ
ろ
し
き
で
包
ん
だ
書
類
持
っ
て

往
復
す
る
だ
け
で
、
決
し
て
街
に
行
っ
て

お
酒
を
飲
ま
な
い
と
か
、
奥
さ
ん
と
一
緒

に
デ
パ
ー
ト
に
買
い
物
に
行
く
な
ん
て
と

ん
で
も
な
い
と
い
う
生
活
を
し
て
い
る
人

た
ち
が
お
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
官
僚
と

い
う
独
特
の
世
界
の
中
で
も
裁
判
官
は
、

公
正
性
を
担
保
す
る
意
味
か
ら
も
、
そ
の

社
会
の
中
で
の
み
完
結
す
る
こ
と
を
意
識

す
る
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
か
ア
メ
リ
カ
で
は
、

そ
う
し
た
人
は
滅
多
に
見
な
い
し
、
そ
こ

母利　美和　氏
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ま
で
や
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
の
考
え
も

正
論
で
す
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
の
重
臣

は
、
ま
さ
に
、
そ
う
し
た
暮
ら
し
ぶ
り
を

し
て
い
た
と
理
解
で
き
ま
し
た
。
稲
葉
先

生
が
示
さ
れ
た
「
天
空
の
城
ラ
ピ
ュ
タ
」

は
、
ま
さ
に
、
そ
う
い
う
こ
と
を
イ
メ
ー

ジ
し
て
い
る
の
か
と
も
思
い
ま
し
た
。「
天

空
の
城
ラ
ピ
ュ
タ
」
を
思
い
出
し
て
い
た

だ
く
と
分
か
り
ま
す
が
、
巨
大
な
ロ
ボ
ッ

ト
が
出
て
き
て
、兵
隊
と
し
て
戦
う
一
方
、

園
庭
を
庭
師
の
よ
う
に
守
る
、
ロ
ボ
ッ
ト

が
２
つ
役
割
を
は
た
し
て
い
ま
す
が
、
お

そ
ら
く
江
戸
時
代
の
彦
根
城
の
二
の
丸
の

中
に
も
、
そ
の
よ
う
な
不
気
味
な
侍
た
ち

が
歩
い
て
い
る
世
界
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。「
隔
絶
さ
れ
た
」
と
い
う
表
現
は

そ
こ
か
ら
来
た
の
で
す
が
、
さ
ら
に
そ
の

仕
組
み
を
掘
り
下
げ
れ
ば
、
彼
ら
が
守
ろ

う
と
し
て
い
た
の
は
「
公
儀
」
と
い
う
も

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
朱
子
学
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
母
利
先
生
が
お
話
さ
れ

た
よ
う
な
、
領
主
と
領
民
の
関
係
で
あ
っ

て
、
そ
の
関
係
を
さ
ら
に
よ
り
良
い
も
の

に
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
使
命

感
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
し
た
。

そ
う
し
た
こ
と
を
、
区
切
り
で
あ
る
中

堀
の
深
さ
か
ら
も
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る

の
で
す
が
、
も
う
ち
ょ
っ
と
重
臣
た
ち
の

暮
ら
し
ぶ
り
に
つ
い
て
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

紹
介
し
て
く
だ
さ
い
。
母
利
先
生
お
願
い

し
ま
す
。

母
利　
重
臣
た
ち
の
暮
ら
し
ぶ
り
に
つ
い

て
で
す
が
、
大
名
家
は
殿
様
が
い
て
そ
の

下
に
重
臣
層
、
さ
ら
に
、
中
級
、
下
級
家

臣
層
が
続
く
の
で
す
が
、
重
臣
達
も
内
部

構
造
は
大
名
と
同
じ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
重

臣
に
は
各
種
の
家
臣
が
付
随
し
て
い
ま
し

た
。
そ
し
て
、大
名
に
倣
っ
て
、種
々
の
儀

礼
な
ど
を
実
施
す
る
の
で
す
。
そ
の
重
臣

層
の
内
部
構
造
は
、
例
え
ば
、
用
人
と
呼

ば
れ
る
家
老
層
が
お
り
、
そ
の
下
に
種
々

の
役
職
、
何
々
奉
行
が
い
て
、
さ
ら
に
、

足
軽
も
い
る
。
と
い
う
構
造
で
す
。
こ
の

構
造
は
、
中
級
・
下
級
の
家
臣
に
は
あ
り

得
な
い
も
の
で
す
。

そ
の
う
え
で
、
彼
ら
重
臣
は
藩
政
を
担

う
立
場
に
あ
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の

中
に
お
い
て
も
、
今
日
は
大
名
が
持
っ
て

い
る
「
御
家
風
」
と
い
う
話
を
し
ま
し
た

が
、
同
じ
よ
う
な
理
念
を
、
家
老
の
家
が

引
き
継
い
で
い
く
、
も
ち
ろ
ん
自
分
達
の

家
臣
に
も
こ
の
「
御
家
風
」
を
徹
底
さ
せ

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

生
活
ぶ
り
と
は
少
し
違
う
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
そ
う
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
た

と
思
い
ま
す
。

宗
田　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
、「
ラ
ピ
ュ
タ
」
を
思
い
つ
か

れ
た
の
が
稲
葉
先
生
で
す
が
、
11
年
前
の

彦
根
で
の
イ
コ
モ
ス
理
事
会
に
は
、
私
も

参
加
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、そ
の
後
、

実
際
に
推
薦
書
の
作
成
に
関
わ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
、
こ
の
「
ラ
ピ
ュ
タ
」
と
思

わ
れ
た
理
由
、
も
う
少
し
ご
説
明
を
お
願

い
し
ま
す
。

稲
葉　
彦
根
城
を
ど
の
よ
う
に
料
理
し

て
、
ど
の
よ
う
に
海
外
に
出
し
て
い
く
の

か
と
い
う
問
題
は
、
30
年
間
、
彦
根
城
が

暫
定
リ
ス
ト
に
記
載
さ
れ
た
時
か
ら
考
え

て
き
た
こ
と
で
す
。
私
が
関
わ
っ
て
い
な

い
段
階
で
、
城
下
町
全
体
と
い
う
議
論
が

な
さ
れ
た
こ
と
も
知
っ
て
お
り
ま
す
が
、

そ
れ
が
可
能
で
あ
れ
ば
良
か
っ
た
の
で
す

が
、
そ
れ
は
出
来
な
い
と
い
う
結
論
に

至
っ
た
と
お
伺
い
し
て
い
ま
す
。
そ
の
理

由
は
、
世
界
遺
産
と
し
て
の
保
全
上
の
問

題
か
ら
で
す
。
私
が
関
わ
っ
て
か
ら
は
、

城
下
町
は
資
産
に
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う

こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
特
別

史
跡
の
範
囲
内
で
登
録
を
目
指
す
た
め
に

は
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
良
い
の
か
と
い

う
戦
略
を
練
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
う
え
で
、
先
ほ
ど
も
母
利
先
生
に

ま
と
め
て
頂
い
た
よ
う
な
歴
史
な
ど
、
地

元
の
専
門
家
か
ら
も
意
見
を
聞
い
て
い
る

中
で
、
彦
根
城
の
価
値
の
所
在
は
、
当
時

の
幕
藩
体
制
、
い
わ
ゆ
る
、
パ
ク
ス
・
ト

ク
ガ
ワ
ー
ナ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
世
界
に

売
れ
る
と
思
っ
た
次
第
で
す
。
海
外
に
対

し
て
、
日
本
の
江
戸
時
代
は
売
れ
る
。
言

葉
は
悪
い
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
「
売
れ

る
」
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
こ
れ

だ
け
が
、
最
初
に
わ
か
っ
て
い
た
こ
と
で

す
。日

本
の
江
戸
時
代
は
売
れ
る
と
確
信
が 稲葉　信子　氏
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持
て
た
時
に
、
例
え
ば
鎌
倉
の
時
も
、「
現

代
の
日
本
を
用
意
し
た
」
と
説
明
し
ま
し

た
。
し
か
し
、「
現
代
の
日
本
」
の
一
番

の
大
事
な
部
分
は
ほ
ぼ
す
べ
て
が
江
戸
時

代
に
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
緒
言
が

鎌
倉
時
代
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

日
本
の
独
特
な
と
こ
ろ
は
全
て
江
戸
時
代

に
戻
っ
て
き
ま
す
。
徳
川
幕
府
、
ト
ク
ガ

ワ
ー
ナ
に
戻
っ
て
く
る
。
そ
れ
で
は
、
ど

の
よ
う
に
「
徳
川
」
を
説
明
す
る
か
を
考

え
れ
ば
、
彦
根
城
の
在
り
方
は
、
ま
さ
に

ド
ン
ピ
シ
ャ
で
、
そ
の
中
核
に
入
る
わ
け

で
す
。

そ
う
な
る
と
、
１
５
０
の
全
て
の
城
郭

か
、1
つ
だ
け
か
、そ
の
中
間
は
、す
な
わ

ち
、
資
産
を
ど
の
よ
う
に
選
び
出
す
か
と

い
う
時
に
、暫
定
リ
ス
ト
に
載
っ
て
い
る
、

ま
た
、
そ
れ
は
特
別
史
跡
で
あ
り
国
宝
の

天
守
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
も
大
切
で

す
が
、
そ
の
う
え
で
、
航
空
写
真
、
私
の

話
に
お
い
て
も
お
示
し
し
ま
し
た
が
、
あ

の
航
空
写
真
が
示
す
ボ
リ
ュ
ー
ム
感
、
あ

の
ボ
リ
ュ
ー
ム
の
迫
力
し
か
な
い
と
感
じ

た
と
こ
ろ
で
す
。多
分
こ
こ
か
ら
で
す
ね
、

「
天
空
の
城
ラ
ピ
ュ
タ
」と
い
う
イ
メ
ー
ジ

が
出
て
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
、議
論
の
過
程
に
お
い
て
、「
藩
」

が
何
か
面
白
い
ぞ
と
。「
藩
」が
市
民
社
会

と
中
央
・
江
戸
と
の
間
の
取
り
持
っ
て
い

た
面
白
い
存
在
で
あ
る
と
気
が
付
き
ま
し

た
。そ
の
面
白
い
存
在
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

市
民
社
会
も
栄
え
た
し
、
同
時
に
、「
日

本
」
と
し
て
の
全
国
の
統
一
も
維
持
さ
れ

た
。「
藩
」の
重
要
性
に
気
付
く
過
程
に
お

い
て
、
こ
の
「
藩
」
と
い
う
も
の
を
、「
徳

川
」
を
出
さ
ず
に
「
藩
」
だ
け
を
表
に
打

ち
出
す
に
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
の

か
と
い
う
こ
と
も
戦
略
の
う
ち
に
あ
り
ま

し
た
。そ
の
時
の
イ
メ
ー
ジ
戦
略
と
し
て
、

「
天
空
の
城
ラ
ピ
ュ
タ
」と
い
う
言
葉
が
出

て
き
ま
し
た
。

宗
田　
こ
こ
で
、
城
下
町
全
体
を
資
産
に

す
る
と
い
う
議
論
の
経
緯
を
申
し
上
げ
ま

す
。海

外
で
は
１
９
７
０
年
代
の
終
わ
り
か

ら
80
年
代
に
、
イ
タ
リ
ア
政
府
が
多
く
の

世
界
遺
産
を
登
録
し
ま
し
た
が
、
そ
の
時

は
、
ヒ
ス
ト
リ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
、
チ
ェ
ン

ト
リ
ス
ト
リ
コ
と
呼
ぶ
都
市
城
壁
の
内
側

の
全
部
を
資
産
に
す
る
と
い
う
発
想
で
し

た
。
そ
れ
は
、
当
時
の
イ
タ
リ
ア
で
盛
ん

だ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た
ア
ナ
ー
ル

学
派
と
い
う
社
会
構
成
史
・
庶
民
の
歴
史

を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
考
え
の
下
で
、

街
並
み
保
存
や
マ
イ
ナ
ー
な
建
築
も
保
存

し
よ
う
と
い
う
こ
と
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ

れ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
り
ま
す
。
我
々
を

含
め
、
多
く
の
国
が
そ
れ
に
学
び
、
世
界

遺
産
も
そ
の
よ
う
な
面
的
な
保
存
を
行

う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、

２
０
０
０
年
頃
に
は
、
バ
ッ
フ
ァ
ゾ
ー
ン

に
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
ま
で
含
め
て
、
農

村
風
景
ま
で
全
て
を
含
む
範
囲
を
登
録
す

る
と
い
う
方
法
が
広
が
っ
て
い
き
ま
し

た
。そ

う
し
た
経
緯
が
あ
っ
た
の
で
、
彦
根

城
も
で
き
れ
ば
広
い
範
囲
で
と
言
う
話
が

あ
り
、
彦
根
に
は
、
街
並
み
保
存
地
区
も

あ
り
、
ま
た
、
下
級
武
屋
敷
が
ま
と
ま
っ

て
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
街
づ
く

り
と
し
て
将
来
に
向
け
て
の
方
向
性
も
定

ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
ほ
ど
紹
介
し

て
い
た
だ
い
た
松
本
城
で
も
、
埋
め
て
し

ま
っ
た
堀
を
再
び
掘
り
戻
す
と
い
う
取
り

組
み
を
し
て
い
ま
す
が
、
彦
根
で
は
、
歴

史
ま
ち
づ
く
り
法
に
基
づ
く
計
画
も
出
来

て
、
そ
れ
に
基
づ
く
都
市
保
全
の
方
向
も

固
ま
っ
て
い
ま
す
。し
か
し
、そ
れ
と
世
界

遺
産
登
録
は
別
の
プ
ロ
セ
ス
が
あ
っ
て
、

世
界
遺
産
で
は
、
相
応
の
保
全
措
置
が
と

ら
れ
て
い
る
の
か
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う

な
条
例
が
あ
っ
て
、
高
さ
規
制
と
か
細
か

な
内
容
ま
で
も
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
現

在
も
機
能
す
る
都
市
に
、
世
界
遺
産
と
し

て
の
規
制
が
適
切
か
、
難
し
い
問
題
だ
と

思
い
ま
す
。

ま
た
、
城
下
町
を
含
み
た
い
と
考
え
た

時
に
、
何
人
か
の
海
外
の
専
門
家
に
見
て

い
た
だ
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
城
下
町
を
世
界
遺
産
の
資
産
と
す
る

の
は
難
し
い
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し

た
経
緯
を
経
た
う
え
で
、
彦
根
城
の
世
界

遺
産
、
そ
の
資
産
範
囲
を
ど
の
よ
う
に
考

え
る
の
か
の
検
討
を
続
け
て
き
た
結
果
と

し
て
、
江
戸
時
代
の
統
治
拠
点
で
あ
る
現

在
の
範
囲
に
絞
っ
た
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
中
で
、「
天
空
の
城
ラ
ピ
ュ
タ
」
と
い

う
話
が
出
て
き
て
い
る
の
で
す
が
、
い
ず

れ
に
し
ろ
、
日
本
の
世
界
遺
産
登
録
の
中

で
、
江
戸
時
代
を
中
心
に
扱
う
こ
と
は
、

ほ
と
ん
ど
初
め
て
に
近
い
も
の
と
な
っ
て

お
り
、ど
の
よ
う
に
世
界
に
発
信
す
る
か
、

本
当
に
む
ず
か
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

も
う
一
つ
言
い
ま
す
と
、
明
治
維
新
か

ら
約
１
５
０
年
経
過
し
て
い
ま
す
が
、
前

半
の
敗
戦
ま
で
の
75
年
間
と
敗
戦
後
の
75
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年
を
見
比
べ
た
時
に
、
こ
の
日
本
の
平
和

が
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
来
た
の
か
。
ま

た
、
１
５
０
年
以
前
、
江
戸
時
代
ま
で
と

比
べ
で
ど
う
な
の
か
。
と
い
う
議
論
も
重

要
な
視
点
に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
文
化
庁
の
京
都
移
転
と
い
う

地
方
分
権
の
大
き
な
う
ね
り
も
起
こ
り
始

め
て
い
る
。そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、吉
田
先

生
が
先
ほ
ど
述
べ
ら
れ
た
こ
と
で
す
が
、

地
方
の
人
た
ち
が
幕
藩
体
制
の
城
下
町
を

ど
う
見
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
。
そ
の

よ
う
な
、
種
々
の
思
い
が
こ
こ
、
彦
根
城

の
世
界
遺
産
の
現
状
に
結
実
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

吉
田
先
生
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

吉
田　
今
、
お
話
を
お
聞
き
し
て
、
多

く
の
経
緯
・
検
討
が
あ
っ
た
と
分
か
り
ま

し
た
。
た
だ
し
、
も
う
一
度
考
え
る
と
、

な
ぜ
彦
根
な
の
か
、
彦
根
一
つ
で
代
表
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
が
残

り
ま
す
。
幕
藩
体
制
は
、
や
は
り
藩
だ
け

で
は
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
く
、
当
然
の

事
で
す
が
、
や
は
り
江
戸
・
江
戸
城
と
結

び
つ
い
て
こ
そ
、
全
国
の
藩
が
位
置
付
け

ら
れ
て
い
る
。
江
戸
城
自
体
は
、
現
在
、

皇
居
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
を
構
成

資
産
と
す
る
こ
と
は
厳
し
い
こ
と
は
分
か

る
の
で
す
が
、
江
戸
城
の
濠
の
部
分
、
皇

居
の
外
の
部
分
は
特
別
史
跡
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
こ
れ
に
江
戸
城
外
濠
を
加
え
て

「
江
戸
城
」
と
し
、
こ
の
江
戸
時
代
の
政

治
体
制
、
あ
る
い
は
社
会
体
制
と
い
う
意

味
で
の
幕
藩
体
制
を
象
徴
す
る
物
証
と
し

て
、
よ
り
相
応
し
く
、
ま
た
、
全
国
の
城
、

現
在
も
保
存
さ
れ
て
い
る
多
く
の
城
も
活

き
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
そ
う
い

う
発
想
は
如
何
で
し
ょ
う
か
。

宗
田　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

続
い
て
、
三
宅
先
生
お
願
い
し
ま
す
。

三
宅　
彦
根
は
、非
常
に
き
れ
い
な
町
で
、

ま
た
、
琵
琶
湖
に
接
し
て
い
る
と
い
う
立

地
も
極
め
て
特
徴
的
で
す
。
世
界
遺
産
に

と
っ
て
、
こ
の
景
観
は
非
常
に
重
要
な
こ

と
で
、
ま
た
、
母
利
先
生
が
提
示
さ
れ
た

よ
う
に
市
民
た
ち
が
力
を
合
わ
せ
一
所
懸

命
に
こ
の
景
観
を
み
ん
な
で
作
っ
て
き
た

と
い
う
側
面
も
、
非
常
に
強
く
訴
え
か
け

る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。

そ
の
中
で
、
や
は
り
ご
公
儀
に
関
わ
る

「
統
治
機
構
」
と
い
う
の
は
、ま
だ
少
し
疑

問
に
思
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
、
松
江
城
で

は
ダ
メ
な
の
か
。
松
本
城
で
も
ダ
メ
な
の

か
。松

江
城
の
こ
と
を
色
々
と
調
べ
て
き
た

の
で
す
が
、松
江
も
陸
軍
時
代
が
あ
っ
て
、

そ
の
後
市
民
た
ち
の
献
身
的
な
努
力
が
あ

り
ま
す
。
市
民
の
存
在
と
い
う
意
味
で
は

彦
根
城
と
あ
ま
り
変
わ
り
ま
せ
ん
し
、
そ

の
前
の
明
治
維
新
前
後
の
歴
史
が
重
層
的

で
な
か
な
か
面
白
い
。
日
本
の
そ
れ
ぞ
れ

の
町
の
歴
史
で
明
治
か
ら
昭
和
に
到
る
市

民
の
歴
史
は
広
く
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
彦
根
が
そ
れ
を
独
占
で
き
る
か
に

つ
い
て
は
よ
く
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

宗
田　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

三
宅
先
生
が
、
松
江
城
を
中
心
と
し
て

お
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
が
、
明
治

以
降
に
、「
お
城
」
が
ど
の
よ
う
に
残
っ
て

き
た
か
と
い
う
事
、
多
く
の
「
お
城
」
に

は
、
明
治
時
代
の
鎮
台
（
軍
隊
）
が
置
か

れ
た
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
、
市
民
が
、

地
元
の
人
た
ち
が
、ど
の
よ
う
に
「
お
城
」

の
保
存
に
関
わ
っ
て
、
こ
れ
を
守
っ
て
き

た
か
と
い
う
事
に
つ
い
て
も
、
今
後
検
証

す
る
べ
き
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
れ

ら
の
検
証
の
う
え
で
、未
来
に
向
け
て「
お

城
」
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す

る
価
値
も
、
よ
り
明
確
に
な
る
と
思
い
ま

す
。
今
後
、
そ
う
し
た
研
究
も
進
め
て
い

け
ば
と
思
い
ま
す
。

続
い
て
、
岡
田
先
生
お
願
い
し
ま
す
。

岡
田　
僕
か
ら
は
、
先
ほ
ど
の
続
き
に
な

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、O

U
V

の
キ
ー

ワ
ー
ド
に
な
る「
幕
藩
体
制
の
統
治
機
構
」

と
は
、
私
自
身
が
不
勉
強
な
こ
と
も
あ
り

ま
す
が
、
や
っ
ぱ
り
、
分
か
り
づ
ら
い
。

例
え
ば
、
彦
根
藩
と
い
う
存
在
で
す
。

そ
れ
は
30
万
石
の
領
地
が
あ
り
、
彦
根
城

を
中
心
に
一
つ
の
エ
リ
ア
と
し
て
表
示
で

き
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
エ
リ

ア
の
彦
根
城
に
、井
伊
家
が
入
っ
て
来
る
。

井
伊
家
は
元
々
、
浜
松
地
方
の
領
主
だ
っ

た
の
で
、井
伊
家
の
領
民
と
言
う
場
合
と
、

彦
根
藩
の
領
民
と
い
う
場
合
は
必
ず
し
も

イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
の
か
と
思
っ
て
し
ま

い
ま
す
。

こ
れ
は
私
だ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

幕
藩
体
制
の
統
治
機
構
と
い
う
の
は
、
そ

う
し
た
大
名
が
、
そ
の
藩
の
領
地
を
治
め

る
こ
と
な
の
か
、そ
の
出
自
や
、そ
の
家
が

持
っ
て
い
た
領
民
達
も
並
行
し
て
統
治
す

る
の
か
。
こ
の
推
薦
書
を
最
初
に
見
た
人
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に
は
わ
か
ら
な
い
。
今
日
、
母
利
先
生
な

ど
の
お
話
を
聞
い
て
も
、
ま
だ
、
混
乱
し

て
し
ま
い
そ
う
な
内
容
だ
と
思
い
ま
す
。

推
薦
書
で
は
、
そ
れ
を
簡
潔
に
、
そ
し

て
、
明
確
に
記
述
し
て
、
初
見
に
お
人
に

も
正
し
く
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
や
は
り
、

そ
こ
が
課
題
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

宗
田　
私
の
理
解
で
言
う
と
、
そ
も
そ
も

封
建
領
主
は
領
地
も
領
民
も
所
有
し
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
江
戸
時
代
の
大
名
は
そ
う

で
は
な
く
、
そ
の
封
建
的
な
と
こ
ろ
が
全

て
断
ち
切
ら
れ
て
、
単
に
幕
府
か
ら
、
領

地
を
預
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
な
る
。
そ

こ
が
中
央
集
権
的
で
あ
っ
て
、
一
方
、
当

然
、
地
方
分
権
的
な
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、

そ
う
し
た
バ
ラ
ン
ス
は
近
代
的
だ
と
い
う

理
解
で
す
、
ど
う
で
す
か
。
母
利
先
生
お

願
い
し
ま
す
。

母
利　
い
つ
領
地
替
え
を
さ
れ
る
か
わ
か

ら
な
い
と
言
う
状
況
は
、
彦
根
藩
・
井
伊

家
で
も
、
３
回
も
現
実
問
題
と
し
て
突
き

つ
け
ら
れ
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
結
果
と

し
て
領
地
替
え
、
転
封
し
な
か
っ
た
だ
け

な
の
で
す
。

ま
た
、例
え
ば
井
伊
家
の
場
合
、殿
様
が

井
伊
と
い
う「
井
戸
の
井
」と
い
う
字
が
使

わ
れ
て
い
る
の
で
、
井
伊
家
が
殿
様
で
あ

る
限
り
は
、
そ
の
領
地
・
彦
根
藩
の
領
民

は
「
井
」
と
い
う
字
を
使
え
な
い
。
そ
れ

で
、
苗
字
を
変
え
る
の
で
す
。
も
し
、
苗

字
帯
刀
が
許
さ
れ
た
と
し
て
も
同
様
で
、

当
然
、
家
臣
も
同
じ
で
す
。
多
分
、
領
主

が
変
わ
っ
た
ら
領
民
た
ち
は
元
の
「
井
」

に
戻
す
と
思
い
ま
す
。

こ
の
逸
話
だ
け
で
も
、
大
名
に
と
っ
て

は
、
領
民
も
お
城
も
あ
く
ま
で
預
か
り
物

で
あ
り
、
領
民
の
側
も
そ
の
範
囲
で
対
応

し
て
い
る
。
そ
う
言
う
関
係
が
わ
か
り
ま

す
。ま

た
、
領
地
は
一
つ
に
括
れ
る
エ
リ
ア

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
き
く
見
れ
ば
、
井

伊
家
に
お
い
て
も
、
江
戸
の
世
田
谷
、
群

馬
の
佐
野
に
も
領
地
が
あ
り
、
近
江
の
領

地
も
、
い
く
つ
か
に
細
か
く
分
断
さ
れ
て

い
ま
す
。
結
果
と
し
て
、
関
東
地
方
に
約

２
万
石
、近
江
28
万
石
に
な
っ
て
い
ま
す
。

宗
田　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
時
間
は
４

時
半
ま
で
な
の
で
す
が
、
会
場
に
お
集
ま

り
の
皆
さ
ん
方
に
は
大
変
申
し
訳
な
い
の

で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
時
間
を
延
長
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
会
場
に
は
推
薦
書
委
員

会
の
二
人
の
先
生
方
が
お
越
し
で
す
の

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
立
場
か
ら
一
言
頂
き

ま
す
。

ま
ず
、
東
京
大
学
の
杉
山
先
生
、
東
ア

ジ
ア
史
の
専
門
家
で
す
。
東
ア
ジ
ア
に
お

け
る
視
点
か
ら
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、

次
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
東
ア
ジ
ア

の
視
点
か
ら
、
あ
る
い
は
、
次
に
ご
発
言

い
た
だ
く
古
谷
先
生
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
視
点
か
ら
も
テ
ー
マ
に
な
る
と
思
っ
て

い
ま
す
。

突
然
、指
名
し
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。

杉
山
先
生
お
願
い
し
ま
す
。

杉
山　
東
京
大
学
の
杉
山
で
ご
ざ
い
ま

す
。
非
常
に
充
実
し
た
お
話
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
は
満
洲
人
が
建
国
し

た
清
の
歴
史
を
研
究
し
て
い
ま
す
。
三
宅

先
生
は
瀋
陽
故
宮
の
研
究
を
な
さ
っ
て
お

ら
れ
ま
す
が
、
私
は
ま
さ
に
そ
れ
を
建
て

た
ヌ
ル
ハ
チ
・
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
時
代
が
専

門
で
す
。
東
ア
ジ
ア
史
を
専
門
と
す
る
立

場
か
ら
、
彦
根
城
の
議
論
に
加
わ
っ
て
い

ま
す
。

彦
根
城
に
な
ぜ
世
界
史
的
な
意
義
が
あ

り
、
ど
の
よ
う
な
価
値
が
あ
る
の
か
が
本

日
の
議
論
の
中
心
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

先
ほ
ど
も
、「
藩
」
と
い
う
存
在
が
焦
点
に

な
る
と
い
う
内
容
が
あ
り
ま
し
た
。
私
ど

も
は
、
学
術
会
議
で
の
議
論
を
通
じ
て
馴

染
ん
で
い
る
の
で
、「
藩
」
に
つ
い
て
理
解

し
て
い
る
つ
も
り
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で

す
が
、
改
め
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り

そ
う
で
す
。

世
界
的
に
見
て
、
統
治
方
法
に
は
領
主

制
と
官
僚
制
と
い
う
大
き
く
２
つ
の
パ

タ
ー
ン
が
存
在
し
ま
す
。
そ
の
中
で
、
中

国
、
韓
国
（
朝
鮮
半
島
）
は
官
僚
制
の
社

会
に
該
当
し
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
官
僚
制

な
の
で
地
方
長
官
の
任
地
は
転
々
と
変
わ

る
の
が
普
通
で
、「
領
地
は
預
か
り
も
の
」

と
い
う
感
覚
に
近
い
と
い
え
ま
す
。
し
か 杉山　清彦　氏

（東京大学大学院教授 東洋史）
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し
、
官
僚
制
に
は
、
自
分
の
任
期
中
だ
け

良
け
れ
ば
そ
れ
で
よ
く
、「
後
は
野
と
な
れ

山
と
な
れ
」
的
に
な
り
や
す
い
側
面
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
問
題
点
が
近
代
に
噴
き
出

す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
領
主
制
の
場
合
で
す
と
、
領

地
・
領
民
は
自
分
の
も
の
な
の
で
、
今
日

も「
百
姓
成
り
立
ち
」の
話
が
あ
っ
た
よ
う

に
、
領
主
が
無
茶
な
統
治
を
す
れ
ば
、
結

局
自
分
に
不
利
益
と
し
て
跳
ね
返
っ
て
き

ま
す
。
む
し
ろ
、
自
分
の
領
地
で
「
富
国

強
兵
」に
励
む
こ
と
が
得
策
と
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
そ
う
す
る
と
、
今
度
は
中
央
の

権
力
に
と
っ
て
は
、
手
が
出
せ
な
い
半
独

立
王
国
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ

は
そ
れ
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
の
歴
史
に

お
い
て
問
題
と
な
っ
た
事
例
が
多
々
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
日
本
の
場
合
は
、
領
民
を
保

護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、「
百
姓
成
り
立

ち
」
を
重
ん
じ
る
領
主
制
で
し
た
。
つ
ま

り
、
領
主
が
領
民
の
生
活
に
責
任
を
持
つ

と
い
う
性
格
が
強
く
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、

何
か
問
題
が
発
生
す
れ
ば
、
幕
府
か
ら
い

つ
転
封
さ
れ
た
り
改
易
さ
れ
た
り
す
る
か

も
し
れ
な
い
と
い
う
現
実
も
あ
っ
た
。
つ

ま
り
、
領
主
と
謂
え
ど
も
、
実
は
そ
の
土

地
、
領
地
に
対
す
る
固
有
の
権
利
は
有
し

て
い
な
か
っ
た
と
理
解
で
き
る
の
で
す
。

こ
う
し
た
官
僚
的
な
側
面
と
領
主
的
な

側
面
、
さ
ら
に
種
々
の
要
因
が
非
常
に
う

ま
く
噛
み
合
っ
て
い
た
の
が
江
戸
時
代
の

体
制
で
す
。そ
の
結
果
、２
０
０
年
以
上
の

安
定
が
生
ま
れ
、
さ
ら
に
近
代
社
会
に
向

け
て
の
基
盤
も
形
づ
く
ら
れ
た
の
で
す
。

こ
の
意
味
で
、世
界
史
的
に
見
た
と
き
、日

本
の
江
戸
時
代
は
東
ア
ジ
ア
共
通
の
特
徴

と
し
て
括
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
制
度
と
比
べ
て
も
、
ピ
ッ
タ
リ

一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
両
者
を
ミ
ッ

ク
ス
し
た
よ
う
な
形
で
成
り
立
っ
て
い
た

体
制
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
の
両
者
の
特
徴
が
見
事
に
噛
み
合
っ
て

機
能
し
た
と
こ
ろ
が
世
界
史
的
な
意
義
で

あ
り
、
前
半
の
お
話
に
あ
っ
た
よ
う
に
、

そ
の
よ
う
な
江
戸
時
代
の
体
制
の
機
能
や

特
徴
・
形
態
が
、「
城
郭
の
仕
組
み
」
の
中

に
見
事
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
う
い
う
視
点
で
考
え
れ
ば
、
江
戸
時

代
の
体
制
は
世
界
史
的
に
見
て
非
常
に
意

義
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
中
央
だ
け
を
見
る

よ
り
も
、
む
し
ろ
各
藩
・
大
名
を
見
る
方

が
特
色
が
明
確
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の

一
番
の
モ
デ
ル
で
あ
り
、
城
郭
の
セ
ッ
ト

と
し
て
今
日
も
残
っ
て
い
る
の
が
彦
根
城

で
あ
り
、
彦
根
城
に
は
大
き
な
歴
史
的
意

義
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

世
界
史
的
観
点
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
に

言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
う
少
し
補
足
す
る
と
、
こ
の
近
世
と

い
う
時
代
は
、
世
界
中
で
世
俗
化
が
進
ん

だ
時
代
で
す
。
世
界
の
多
く
の
地
域
で
、

宗
教
勢
力
は
前
面
に
出
づ
ら
く
な
っ
て
い

き
ま
す
。
日
本
の
場
合
も
、
一
向
一
揆
の

時
代
と
違
っ
て
武
士
身
分
が
専
ら
統
治
に

携
わ
り
、
城
内
に
は
寺
院
な
ど
宗
教
施
設

が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
く
な
る
。
こ
れ
も

世
界
史
的
に
見
た
特
徴
で
す
。

同
じ
く
火
器
の
話
も
あ
り
ま
し
た
が
、

火
器
が
導
入
さ
れ
た
時
も
、
日
本
史
だ
け

見
て
い
る
と
日
本
は
そ
の
導
入
に
出
遅
れ

て
い
る
よ
う
な
印
象
を
持
ち
が
ち
で
す

が
、
実
は
火
器
の
時
代
に
も
し
っ
か
り
と

対
応
し
て
い
ま
す
。
煙
硝
蔵
な
ど
が
「
お

城
」
の
中
に
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
堀
の
話

が
最
後
に
出
て
き
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ

も
中
世
の
堀
か
ら
は
大
き
く
変
化
し
て
い

ま
す
。
水
堀
が
一
般
化
し
、
堀
幅
が
広
く

な
り
、
火
器
の
射
程
距
離
に
対
応
し
て
い

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
点
で
、
世
界
の
近
世

の
社
会
の
動
き
に
も
対
応
し
て
い
る
の
で

す
。空

間
軸
と
時
間
軸
か
ら
他
地
域
と
比
較

す
る
よ
う
な
話
が
途
中
で
出
て
参
り
ま
し

た
が
、
そ
う
い
う
視
点
か
ら
見
て
も
、
近

世
城
郭
が
代
表
す
る
政
治
体
制
と
い
う
も

の
、
こ
れ
は
広
い
意
味
で
の
政
治
体
制
を

指
し
ま
す
が
、
支
配
層
な
ど
上
の
方
だ
け

で
は
な
い
包
括
的
な
意
味
で
の
江
戸
時
代

の
日
本
の
体
制
、
そ
れ
を
城
郭
が
象
徴
し

て
い
る
と
理
解
し
て
お
り
ま
す
。
以
上
で

す
。

宗
田　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

杉
山
先
生
の
お
話
は
、
本
質
を
つ
い
て

貴
重
な
内
容
だ
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
、

私
が
下
手
に
要
約
し
て
し
ま
い
ま
し
た

が
、
ま
さ
に
本
物
の
話
を
聞
い
て
頂
き
ま

し
た
。

続
い
て
、
古
谷
先
生
お
願
い
し
ま
す
。

今
度
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
ご
専
門
の
先
生

で
す
。

古
谷　
み
な
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
大
阪
大

学
の
古
谷
と
申
し
ま
す
。
僕
は
彦
根
城
の

彦根城世界遺産登録推進シンポジウム
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学
術
会
議
で
は
、
近
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史

研
究
の
知
見
か
ら
、
比
較
を
中
心
に
お
話

を
提
供
す
る
と
い
う
こ
と
で
参
加
し
て
お

り
ま
す
。

今
日
の
お
話
に
つ
い
て
、
感
想
を
述
べ

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
鈴
木
地
平
調
査

官
か
ら
価
値
に
つ
い
て
、
日
本
の
文
化
財

の
考
え
方
と
世
界
遺
産
の
考
え
方
が
、
一

致
す
る
部
分
と
ず
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る

と
い
う
お
話
し
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、

そ
の
価
値
を
は
か
る
た
め
、
比
較
す
る
た

め
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
稲
葉
先
生
が
お

話
し
さ
れ
ま
し
た
。そ
れ
ら
の
お
話
か
ら
、

価
値
と
は
「
エ
ボ
ル
ビ
ン
グ
」
す
る
も
の
、

歴
史
認
識
や
そ
れ
に
関
す
る
文
化
財
に
対

す
る
認
識
は
、「
更
新
さ
れ
」、
あ
る
い
は
、

「
進
化
す
る
も
の
」
と
思
い
ま
し
た
。

ま
た
、
最
初
に
は
青
柳
先
生
が

「
２
０
２
２
年
２
月
24
日
」の
お
話
を
さ
れ

て
、「
安
定
と
調
和
の
象
徴
」
と
い
う
言
葉

を
お
使
い
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
お
話

を
考
え
あ
わ
せ
た
時
に
、
今
ま
さ
に
、
文

化
財
の
価
値
や
歴
史
認
識
を
「
エ
ボ
ル
ビ

ン
グ
」
す
る
べ
き
新
し
い
ス
テ
ッ
プ
に
あ

り
、「
安
定
と
調
和
の
象
徴
」
と
い
う
課
題

を
考
え
る
べ
き
、
そ
う
い
う
時
期
、
段
階

に
な
っ
た
の
で
は
と
思
っ
た
次
第
で
す
。

本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
中
で
は
、
吉

田
ゆ
り
子
先
生
と
三
宅
理
一
先
生
か
ら
、

非
常
に
鋭
い
ご
批
判
を
頂
き
ま
し
た
。
杉

山
先
生
や
僕
は
、
そ
れ
ぞ
れ
東
洋
史
、
西

洋
史
の
見
知
か
ら
、
例
え
ば
16
世
紀
か
ら

17
世
紀
の
、
い
わ
ゆ
る
コ
ロ
ン
ブ
ス
以
降

の
東
西
半
球
、
両
半
球
が
一
体
化
し
た
こ

と
に
震
源
が
あ
る
「
世
界
の
変
化
」
に
対

し
、
地
域
の
人
々
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し

た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。

僕
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
専
門
な
の
で
、

三
宅
先
生
が
お
話
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
で

は
、
ベ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
と
い
う
存
在
が
、

世
界
中
の
だ
れ
も
が
納
得
す
る
も
の
と
し

て
世
界
に
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
は
、

「
16
世
紀
・
17
世
紀
の
世
界
史
的
な
課
題
」

に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
対
応
、
こ
れ
は
絶

対
王
政
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
う
し
た
体

制
を
作
り
上
げ
た
こ
と
を
抽
象
化
し
た
も

の
と
し
て
ベ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
が
理
解
で
き

ま
す
。

僕
が
個
人
的
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
の

は
、
今
は
ベ
ラ
ル
ー
シ
で
す
が
、
歴
史
的

に
見
れ
ば
か
つ
て
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
含
ま

れ
て
い
た
ネ
ス
ヴ
ィ
ジ
と
い
う
場
所
に
あ

る
、「
ラ
ジ
ヴ
ィ
ウ
家
の
建
築
的
、
住
宅

的
、
文
化
的
複
合
体
」
と
い
う
世
界
遺
産

で
す
。
こ
れ
は
「
16
世
紀
・
17
世
紀
の
世

界
史
的
な
課
題
」に
対
す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
、

リ
ト
ア
ニ
ア
地
域
の
対
応
の
結
果
生
み
出

さ
れ
た
も
の
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
共

和
国
と
い
う
形
で
、
さ
き
ほ
ど
の
フ
ラ
ン

ス
の
絶
対
王
政
と
は
、
ま
た
異
な
る
体
制

を
抽
象
化
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
今
日
は
青
柳
先
生
が
お
ら
れ
る

の
で
、
こ
う
い
う
言
葉
を
使
う
と
怒
ら
れ

て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
例
え
ば

古
代
ロ
ー
マ
以
来
の「
レ
ス
プ
ブ
リ
カ
」と

い
う
概
念
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
簡
単
に

言
え
ば
、「
み
ん
な
に
と
っ
て
の
幸
せ
」
と

い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
の
言

葉
・
概
念
を
、
例
え
ば
16
・
17
世
紀
の
世

界
の
文
脈
に
当
て
は
め
て
考
え
た
場
合
、

日
本
だ
っ
た
ら
ど
の
よ
う
な
対
応
が
あ
っ

た
の
か
、
先
ほ
ど
の
稲
葉
先
生
が
「
エ
ボ

ル
ビ
ン
グ
」
と
い
う
話
を
さ
れ
た
の
で
す

が
、
ま
さ
に
、
そ
の
結
果
と
し
て
、「
安
定

と
調
和
の
象
徴
」
と
し
て
の
彦
根
城
の
価

値
が
、
世
界
の
多
く
の
事
例
と
横
並
び
と

な
り
、
比
較
で
き
る
も
の
に
な
っ
て
く
る

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

た
だ
し
、
今
、
こ
の
よ
う
な
お
話
さ
せ

て
も
ら
っ
た
の
は
、
や
は
り
課
題
が
残
る

か
ら
で
す
。
岡
田
先
生
が
最
後
に
お
話
さ

れ
た
こ
と
、
本
当
に
核
心
を
突
く
課
題
だ

と
思
い
て
い
ま
す
。OU

V

の
キ
ー
ワ
ー
ド

に
な
る
言
葉
を
、
僕
た
ち
は
、「
シ
ン
プ
リ

フ
ァ
イ
」
と
い
う
か
、「
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
」

と
い
う
か
は
と
も
か
く
、「
だ
れ
も
が
分

か
る
も
の
」
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ

て
い
ま
す
。
僕
た
ち
は
、
ど
う
し
て
も
、

知
っ
た
つ
も
り
に
な
っ
て
議
論
を
進
め
て

い
る
の
で
、
客
観
的
な
ご
指
摘
は
大
き
く

響
き
ま
し
た
。

今
日
は
、
改
め
て
適
切
な
課
題
、
質
問

を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
と
感
謝
し
て

お
り
ま
す
。

宗
田
先
生
お
返
し
し
ま
す
。

古谷　大輔　氏
（大阪大学大学院教授 西洋史）
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宗
田　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。「
レ

ス
プ
ブ
リ
カ
」
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う

に
考
え
る
か
。
大
変
重
要
な
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。

最
後
に
青
柳
先
生
に
お
言
葉
頂
き
ま
す

が
、
先
ほ
ど
の
青
柳
先
生
の
お
話
の
中
に

も
あ
り
ま
し
た
が
、毎
年
、と
言
っ
て
も
コ

ロ
ナ
前
に
な
る
の
で
す
が
、
世
界
で
14
億

人
の
観
光
客
が
海
外
に
出
て
い
ま
す
。
そ

の
一
方
で
、
２
億
８
０
０
０
万
人
も
の

人
々
が
移
民
と
し
て
動
い
て
い
ま
す
、
さ

ら
に
８
０
０
０
万
人
が
難
民
と
し
て
世
界

を
移
動
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
今
ま
で
も
国
際
移
動
は
ビ

ジ
ネ
ス
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
が
今

で
は
14
億
人
ま
で
観
光
客
が
増
え
て
い

る
。
そ
れ
は
と
て
も
良
い
こ
と
で
は
あ
り

ま
す
が
、一
方
で
、自
分
の
国
を
捨
て
、海

外
へ
出
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
人
た
ち
、

も
ち
ろ
ん
戦
争
難
民
や
、
自
然
災
害
の
難

民
も
あ
り
ま
す
が
、
公
正
な
社
会
的
利
益

が
得
ら
れ
な
い
、
経
済
的
な
発
展
が
望
め

な
い
こ
と
か
ら
、
自
分
の
国
を
捨
て
、
地

中
海
を
渡
た
り
、
メ
キ
シ
コ
の
国
境
を
超

え
る
、
そ
う
し
た
人
々
が
多
く
お
ら
れ
る

訳
で
す
。

な
ぜ
、
発
展
が
で
き
な
い
国
が
こ
ん
な

に
多
く
残
っ
て
い
る
か
、
国
際
連
合
の
80

年
弱
の
歴
史
を
振
り
返
っ
た
時
に
、
地
域

開
発
は
本
当
に
こ
れ
で
よ
か
っ
た
の
か
、

誤
解
を
恐
れ
ず
極
端
に
言
っ
て
し
ま
え

ば
、
本
当
に
独
立
国
と
し
て
よ
か
っ
た
の

か
、
多
く
の
問
題
・
課
題
、
想
い
が
出
て

き
ま
す
。

ま
た
、そ
う
し
た
移
民
が
、例
え
ば
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
国
内
で
種
々
の
問
題
・
課
題
を
発

生
さ
せ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
は
、
多
文
化

共
生
と
言
っ
た
け
れ
ど
も
、
今
で
は
、
イ

ギ
リ
ス
や
イ
タ
リ
ア
で
は
、「
移
民
か
ら
市

民
へ
」
と
言
っ
て
、
同
化
政
策
、
こ
の
言

葉
は
悪
い
意
味
が
あ
り
、
誤
解
を
受
け
れ

ば
よ
く
な
い
の
で
、
積
極
的
に
は
使
い
ま

せ
ん
が
、
市
民
に
な
っ
て
も
ら
お
う
、
一

緒
に
「
レ
ス
プ
ブ
リ
カ
」
を
考
え
よ
う
と

い
う
政
治
的
な
動
き
が
強
く
出
て
き
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
コ
ロ
ナ
の
前
後

で
も
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

そ
の
意
味
で
冒
頭
、
文
化
の
意
義
に
関

し
て
青
柳
先
生
に
お
話
し
い
た
だ
い
た
の

で
す
が
、
先
生
、
改
め
て
、
古
代
ロ
ー
マ

史
の
研
究
者
と
し
て
、
一
言
頂
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。

青
柳　
今
お
聞
き
し
て
、
勉
強
に
な
る
こ

と
ば
か
り
で
す
。

ロ
ー
マ
と
の
関
係
で
は
、
日
本
の
城
郭

と
い
う
も
の
は
、
非
常
に
「
か
わ
い
い
」。

当
時
の
ミ
リ
タ
リ
ー
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

の
立
場
か
ら
見
た
ら
、
非
常
に
中
途
半
端

な
、
小
さ
な
、
だ
け
ど
も
、
大
変
美
し
い

も
の
と
思
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

例
え
ば
、「
ク
ラ
ッ
ク
・
デ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
リ

エ
」
と
比
べ
れ
ば
、
そ
う
い
う
印
象
に
な

る
と
思
い
ま
す
。
防
御
を
真
剣
に
考
え
た

本
格
的
な
世
界
の
城
郭
と
比
べ
れ
ば
、
日

本
の
「
お
城
」
は
、
だ
れ
で
も
潰
す
こ
と

が
で
き
る
と
思
え
る
、
小
さ
な
も
の
に
す

ぎ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
日
本
の
「
お
城
」
は
象
徴
的

な
も
の
と
共
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権

力
・
権
威
を
示
す
存
在
と
な
り
、
そ
し
て
、

統
治
の
安
定
化
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
、
こ

の
こ
と
が
重
要
で
す
。
今
よ
く
「
ブ
ー
カ

の
時
代
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

「V
olatility

：
変
動
性
」「U

ncertainty

：

不
確
実
性
」「Com

plexity

：
複
雑
性
」

「A
m
biguity

：
曖
昧
性
」
の
頭
文
字
を

と
っ
た
言
葉
で
す
が
、
2
・
24
が
始
ま
っ

た
の
で
、
僕
は
こ
れ
に
、「
Ｂ
」、
Ａ
・
Ｂ
・

Ｃ
の
「
Ｂ
」
で
す
が
、
こ
れ
を
付
け
加
え

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
Ｂ
」
す
な
わ
ち
「Backtrack

：
引
き
返

す
」
の
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
僕
は
、
２
・

24
か
ら
の
「
ブ
カ
ー
ブ
（V

U
CA

B

）」
の

時
代
に
入
っ
た
と
い
う
風
に
言
い
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
時
代
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
協
議
会
で
書
い
て
お

ら
れ
る
よ
う
に
、「
安
定
と
調
和
を
も
た
ら

し
た
城
郭
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
は
中
々

面
白
い
、
重
要
な
意
味
の
あ
る
も
の
に
な

る
と
思
い
ま
す
。

先
ほ
ど
話
題
に
あ
っ
た
中
国
や
朝
鮮
の

都
城
や
都
市
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
城

壁
に
囲
ま
れ
た
都
市
な
ど
と
、
日
本
の
城

壁
の
な
い
都
市
と
の
比
較
、
そ
の
差
異
は

な
ぜ
、
生
み
出
さ
れ
た
の
か
。
世
界
的
な

課
題
に
な
り
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
す
が
、

産
業
革
命
前
の
１
７
５
０
年
頃
の
イ
ギ
リ 青柳　正規　氏
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ス
の
統
計
で
は
、
陸
の
運
送
と
水
上
の
運

送
と
川
の
運
送
は
、
１
：
12
：
28
の
比
率

と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
比
べ
て
彦
根

城
の
場
合
は
、
湖
は
海
と
川
の
両
方
の
意

味
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
12
よ
り
も
も
う

ち
ょ
っ
と
高
い
、
20
く
ら
い
の
効
率
が

あ
っ
た
と
想
定
で
き
ま
す
が
、
こ
の
高
い

比
率
も
一
つ
の
「
安
定
」
の
表
れ
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
幕
末
に
２
６
０
藩
く
ら
い

あ
っ
た
藩
の
中
で
、
特
に
親
藩
の
ほ
と
ん

ど
は
借
金
過
多
で
倒
産
寸
前
の
状
態
だ
っ

た
。
そ
の
な
か
で
会
津
と
彦
根
が
比
較
的

健
全
な
藩
財
政
を
持
ち
安
定
を
維
持
し
て

い
た
、
そ
れ
で
貧
乏
く
じ
を
引
く
こ
と
に

な
り
、一
つ
は
京
都
所
司
代
、も
う
一
つ
は

大
老
の
役
を
引
き
受
け
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。こ

の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
を
前
提
に

「
パ
ッ
ク
ス
・
ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ
」
を
、
も
う

少
し
大
き
な
枠
組
み
の
中
で
位
置
付
け
る

研
究
を
、
是
非
、
こ
の
彦
根
城
が
世
界
遺

産
に
な
る
と
い
う
動
き
の
中
で
、
彦
根
城

が
中
核
に
な
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
で
の
、
あ

る
い
は
世
界
全
体
で
の
「
パ
ッ
ク
ス
・
ト

ク
ガ
ワ
ー
ナ
」
の
意
義
を
考
え
て
頂
き
た

い
と
念
じ
て
い
ま
す
。

今
、世
界
お
い
て
、ど
の
よ
う
な
国
際
会

議
に
参
加
し
て
も
、
す
ぐ
話
題
に
出
る
の

が
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
の
「
グ
ロ
ー
バ
ル

コ
モ
ン
ズ
」
と
「
ロ
ー
カ
ル
コ
モ
ン
ズ
」、

こ
の
両
者
を
ど
の
よ
う
に
調
和
さ
せ
る
か

と
い
う
こ
と
で
す
。
今
ま
で
は
、「
ロ
ー

カ
ル
コ
モ
ン
ズ
」
を
集
め
れ
ば
「
グ
ロ
ー

バ
ル
コ
モ
ン
ズ
」
に
な
る
と
い
う
錯
覚
を

持
っ
て
い
ま
し
た
が
、
も
は
や
、
そ
う
で

無
く
な
っ
た
、そ
う
は
な
ら
な
い
こ
と
が
、

明
確
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、「
ロ
ー
カ
ル
コ
モ
ン
ズ
」

と
い
う
も
の
を
相
対
化
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
ま
さ
に
そ
の
意
味

で
、
彦
根
城
の
世
界
遺
産
登
録
は
、
彦
根

を
中
核
と
し
た
「
パ
ッ
ク
ス
・
ト
ク
ガ

ワ
ー
ナ
」
を
世
界
の
歴
史
の
中
で
相
対
化

す
る
良
い
契
機
、
き
っ
か
け
に
な
る
と
信

じ
て
い
ま
す
。
そ
う
意
味
で
も
、
是
非
、

是
非
、
彦
根
城
に
は
世
界
遺
産
に
な
っ
て

欲
し
い
、
や
り
遂
げ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

宗
田　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

我
々
が
、「
パ
ッ
ク
ス
・
ト
ク
ガ
ワ
ー

ナ
」で
学
ん
だ「
コ
モ
ン
ズ
」と
い
う
も
の

を
、
も
う
一
度
正
し
く
言
語
化
し
て
、
さ

ら
に
、
こ
れ
を
掘
り
下
げ
た
上
で
、
世
界

の
皆
さ
ん
に
説
明
で
き
る
よ
う
な
推
薦
書

の
書
き
あ
げ
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

我
々
自
身
も
、
ま
だ
よ
く
分
か
っ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
、
理
解
し
て
い
な
か
っ
た

こ
と
が
沢
山
あ
り
ま
す
。
平
和
の
意
味
、

徳
川
体
制
の
意
味
を
、
も
う
一
度
考
え
直

し
、
追
求
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

青
柳
先
生
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。さ

て
、
皆
様
、
本
日
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

『
世
界
史
に
お
け
る
近
世
城
郭
の
意
味
』に

ご
参
加
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

今
、
申
し
あ
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
発
展

途
上
に
あ
る
推
薦
書
で
は
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
世
界
に
訴
え
て
い
く

の
か
、
さ
ら
に
検
討
を
加
え
、
日
本
か
ら

の
よ
り
良
い
文
化
発
信
と
し
て
、
彦
根
城

の
世
界
文
化
遺
産
の
登
録
を
目
指
し
、
や

り
遂
げ
た
い
と
思
い
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

か
ら
も
、
是
非
、
見
守
っ
て
頂
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

ま
た
、
次
回
は
、
杉
山
先
生
、
古
谷
先

生
に
出
演
し
て
い
た
だ
き
、
さ
ら
に
一
歩

進
ん
だ
、「
世
界
史
の
中
に
お
け
る
彦
根
城

の
意
味
」
と
い
う
課
題
、「
パ
ッ
ク
ス
・
ト

ク
ガ
ワ
ー
ナ
」
の
意
味
を
掘
り
下
げ
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
次
回
も
お
越
し
頂
く

こ
と
を
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、
ま
た
、「
世

界
遺
産
の
意
義
」
に
関
し
て
も
、
先
ほ
ど

鈴
木
調
査
官
か
ら
の
問
い
か
け
も
あ
り
ま

し
た
が
、
こ
れ
か
ら
の
文
化
行
政
、
文
化

政
策
の
在
り
方
を
見
据
え
て
い
け
れ
ば
と

思
い
つ
つ
、
終
了
と
い
た
し
ま
す
。

先
生
方
、
本
日
は
大
変
熱
い
議
論
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

進
行
が
不
手
際
で
時
間
オ
ー
バ
ー
致
し

ま
し
た
が
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
会
場
の
皆
さ
ん
お
疲
れ
様
で
し

た
。あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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