
平
秩
東
作
と
い
う
男

横
松
和
平
太

大
田
南
畝
と
い
う
狂
歌
や
戯
作
で
知
ら
れ
た
江
戸
時
代
の
文
人
が
い
る
。
少
し
興
味
が

あ
っ
た
の
で
、
或
る
日
新
宿
歴
史
博
物
館
の
企
画
展
「『
蜀
山
人
』
大
田
南
畝
と
江
戸
の
ま

ち
」
を
覗
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

会
場
で
図
録
を
記
念
に
求
め
た
の
だ
が
、
そ
の
中
に
彼
の
周
辺
に
い
た
仲
間
の
紹
介
が

あ
っ
た
。
著
名
な
狂
歌
師
の
朱
楽
菅
江
と
か
唐
衣
橘
洲
に
並
ん
で
平
秩
東
作(

へ
づ
つ
と
う

さ
く)

と
い
う
男
が
い
た
。

そ
の
紹
介
文
に
は
、
本
名
立
松
懐
之
、
通
称
稲
毛
屋
金
右
衛
門
。
戯
作
者
。
内
藤
新
宿

生
ま
れ
、
生
家
の
商
売
は
馬
宿
。
の
ち
煙
草
屋
を
開
業
し
、
そ
の
傍
ら
狂
歌
・
戯
作
を
好

み
、
そ
の
流
行
の
端
緒
を
開
い
た
ひ
と
り
と
し
て
知
ら
れ
る
。
と
、
凡
そ
の
説
明
が
あ
っ

た
。私

も
本
名
立
松
で
あ
る
が
、
こ
の
姓
は
尾
張
・
名
古
屋
で
も
決
し
て
多
く
は
な
く
、
た

ま
に
耳
に
す
る
程
度
で
し
か
な
い
。
今
住
ん
で
い
る
浦
安
は
も
と
よ
り
、
関
東
地
方
で
は

珍
し
い
姓
だ
と
思
う
。
作
家
に
立
松
和
平
が
い
た
が
、
栃
木
出
身
で
本
名
は
横
松
で
あ
る
。

思
え
ば
亡
き
父
と
、
立
松
と
い
う
姓
に
つ
い
て
語
り
合
っ
た
り
ル
ー
ツ
を
話
題
に
し
た



こ
と
も
な
か
っ
た
。
で
も
、
気
に
は
な
っ
て
い
た
。
平
秩
東
作
こ
と
立
松
懐
之
は
、
我
が

ル
ー
ツ
と
関
わ
り
が
有
る
の
か
無
い
の
か
？

ど
ん
な
人
で
、
ど
ん
な
生
き
方
を
し
た
の
か
？
こ
の
男
の
こ
と
が
気
に
な
り
始
め
、
も

っ
と
知
っ
て
み
よ
う
と
思
い
立
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
を
知
れ
る
資
料
は
と
て
も
少
な
く
、

真
偽
の
程
を
含
め
と
て
も
心
も
と
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
以
下
ほ
と
ん
ど
世
に
知
ら
れ
る

こ
と
の
な
い
、
こ
の
男
の
人
生
を
辿
っ
て
み
た
い
。

父
祖
は
尾
張
の
出

立
松
懐
之
は
父
・
太
郎
左
衛
門
道
佐
、
母
・
さ
ん
の
長
男
と
し
て
享
保
十
一
年(

一
七

二
六)

に
内
藤
新
宿
で
生
ま
れ
て
い
る
。
父
四
十
歳
、
母
二
十
六
歳
の
時
だ
っ
た
。
父
親
の

出
身
は
尾
張
の
国
弥
富
の
農
家
の
長
男
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
家
を
異
母
弟
に
譲
り
十
六
歳

の
時
江
戸
に
出
る
。
立
松
家
の
祖
は
津
島
の
社
家(

神
職
・
社
僧)

で
あ
っ
た
が
、
弥
富
に

平
島
新
田
を
開
発
し
、
富
を
増
や
し
た
家
だ
っ
た
と
い
う
。

立
松
と
い
う
姓
は
津
島
や
海
部
郡
の
中
南
部
、
名
古
屋
市
の
西
部
に
多
い
ら
し
い
。
私

の
家
は
名
古
屋
の
東
部
だ
っ
た
の
で
周
り
で
耳
に
す
る
こ
と
も
な
く
、
同
姓
の
人
が
高
校

に
進
学
し
た
時
、
他
に
二
人
も
い
て
驚
い
た
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
私
の
父
は
名
古
屋
市
北

区
の
出
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
言
え
ば
先
祖
は
津
島
か
ら
だ
と
、
人
伝
て
に
聞
い
た
こ
と
が

あ
っ
た
。
ど
こ
か
で
東
作
の
家
系
と
繋
が
っ
て
い
る
の
か
も
？



東
作
の
父
が
江
戸
に
出
る
時
頼
っ
た
の
は
、
尾
張
の
地
縁
・
血
縁
で
あ
っ
た
。
尾
張
藩
の

祖
・
徳
川
義
直
の
曽
孫
に
あ
た
る
美
濃
高
須
藩
主
松
平
義
孝
は
四
谷
に
屋
敷
が
あ
っ
た

が
、
そ
こ
に
働
く
故
郷
出
の
足
軽
た
ち
を
伝
手
に
し
た
ら
し
い
。
松
平
義
孝
の
母
が
角
筈

村(

今
の
新
宿
三
丁
目
付
近)
に
隠
棲
す
る
時
、
隠
居
付
き
小
役
人
と
な
り
永
ら
く
真
面
目

に
勤
め
上
げ
た
。
妻
は
ご
隠
居
の
腰
元
だ
っ
た
か
ら
謂
わ
ば
職
場
結
婚
、
で
も
晩
婚
だ
っ

た
。小

金
を
貯
め
、
退
職
後
に
内
藤
新
宿
の
馬
宿
屋
の
株
を
金
二
十
五
匁
で
買
い
求
め
る
。

馬
宿
は
屋
号
稲
毛
屋
、
通
称
金
右
衛
門
と
言
っ
た
が
そ
の
ま
ま
称
す
る
こ
と
に
し
た
。
要

は
居
抜
き
で
商
売
を
始
め
た
。

内
藤
新
宿
は
甲
州
街
道
の
最
初
の
宿
場
と
し
て
、
五
人
の
浅
草
商
人
が
幕
府
に
開
設
を

願
い
出
て
元
禄
十
年(

一
六
九
七)

開
設
。
幕
府
へ
は
金
五
千
六
百
両
上
納
し
た
と
い
う
。

旅
籠
屋
は
多
く
の
遊
女
を
抱
え
繁
盛
し
た
が
、
吉
原
を
脅
か
す
ほ
ど
に
乱
れ
、
将
軍
吉
宗

の
時
代
享
保
三
年(

一
七
一
八)

に
一
度
廃
宿
に
な
っ
て
い
る
。
宿
場
だ
か
ら
運
送
業
と
し

て
中
馬
・
馬
宿
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
に
武
州
・
稲
毛
村(

現
稲
城
市)

出
身
の
金
右
衛
門

が
営
む
店
が
甲
州
街
道
沿
い
に
あ
っ
た
。
古
地
図
に
よ
れ
ば
今
の
都
営
地
下
鉄
新
宿
三
丁

目
駅
附
近
に
あ
た
る
。



推
察
す
る
に
、
東
作
の
父
親
が
そ
の
馬
宿
業
の
権
利
を
屋
号
毎
買
い
取
っ
た
の
は
、
享

保
八
年(
一
七
二
三)

頃
ら
し
い
。
と
す
れ
ば
内
藤
新
宿
が
廃
宿
に
な
っ
て
い
た
時
代
だ
。

稲
毛
屋
は
先
に
見
切
り
を
つ
け
て
権
利
を
売
却
し
た
の
か
も
。

東
作
が
生
ま
れ
た
の
は
、
享
保
十
一
年(

一
七
二
六)

創
業
間
も
な
い
頃
で
あ
っ
た
。
妹

も
三
人
う
ま
れ
た
よ
う
だ
が
、
東
作
が
十
歳
の
享
保
二
十
年(

一
七
三
五)

、
父
親
が
四
十

九
歳
で
病
死
す
る
。
残
さ
れ
た
母
親
は
勢
州
・
菰
野
と
い
う
か
ら
今
の
三
重
県
出
身
の
男

を
む
か
え
る
が
、
こ
の
男
は
ケ
チ
で
働
き
も
悪
か
っ
た
ら
し
く
追
い
出
し
て
し
ま
い
、
幼

い
子
供
を
抱
え
自
ら
馬
宿
を
営
む
。
し
か
し
馬
宿
を
止
め
て
煙
草
屋
に
転
業
す
る
こ
と
に

な
る
。
元
文
四
年(

一
七
三
九)

、
東
作
十
四
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
苦
労
が
多
く
波
乱
の
幼

少
期
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

煙
草
屋
・
稲
毛
屋
金
右
衛
門

馬
宿
か
ら
煙
草
屋
に
転
業
し
た
頃
、
東
作
は
子
供
か
ら
大
人
と
な
り
稲
毛
屋
金
右
衛
門

と
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
母
親
が
決
断
し
た
煙
草
屋
へ
の
転
業
で
あ
っ
た

が
、
ど
う
し
て
こ
の
商
売
を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
？

こ
こ
で
当
時
の
煙
草
事
情
を
少

し
考
え
て
み
た
い
。

そ
も
そ
も
タ
バ
コ
の
文
化
と
歴
史
を
ひ
も
と
け
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
植
物
と
し
て

の
た
ば
こ
は
、
南
米
ア
ン
デ
ス
山
中
が
原
産
と
さ
れ
、
南
米
か
ら
中
南
米
に
か
け
て
広
く



吸
わ
れ
、
嗅
が
れ
、
噛
ま
れ
嗜
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
神
々
と
の
交
信
の
道
具
と
し
て
の
聖

な
る
植
物
と
し
て
儀
式
で
使
わ
れ
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
タ
バ
コ
文
化
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
十
五
世
紀
半
ば
の
大
航
海
時
代
の
こ
と
で
あ
っ
た
。ポ
ル
ト
ガ
ル
、

ス
ペ
イ
ン
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
へ
、
ア
ジ
ア
へ
と
伝
え
て
い
っ
た
。

我
が
国
へ
の
渡
来
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
鉄
砲
や
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
と
同
じ
く
南

蛮(

ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
ペ
イ
ン)

渡
来
の
品
々
の
一
つ
だ
。
十
六
世
紀
後
半
か
ら
南
蛮
船
が

こ
れ
を
伝
え
、
十
七
世
紀
初
頭
の
江
戸
幕
府
が
始
ま
る
頃
に
は
栽
培
も
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
よ
う
だ
。
煙
草
の
喫
煙
文
化
は
急
速
に
人
気
が
で
た
よ
う
だ
が
、
慶
長
十
年(

一
六

〇
五)

に
は
禁
令
が
出
た
と
の
記
録
も
あ
る
。
こ
れ
は
女
性
や
子
供
に
も
喫
煙
が
み
ら
れ
、

風
紀
の
乱
れ
や
失
火
を
理
由
と
さ
れ
た
よ
う
だ
。
ま
た
煙
草
の
耕
作
に
つ
い
て
も
、
米
や

麦
の
耕
作
の
妨
げ
に
な
る
た
め
、
度
々
禁
じ
ら
れ
た
。

し
か
し
、
度
重
な
る
禁
令
下
に
あ
っ
て
も
煙
草
は
流
行
し
て
い
っ
た
た
め
、
次
第
に
喫

煙
は
許
さ
れ
て
い
く
。
十
七
世
紀
半
ば
に
な
る
と
、
百
姓
の
喫
煙
を
戒
め
た
り
、
江
戸
城

下
馬
所
に
お
け
る
喫
煙
の
禁
令
が
出
た
り
し
て
い
る
こ
と
で
も
分
か
る
。

面
白
い
禁
令
と
し
て
は
、
江
戸
で
〝
歩
き
た
ば
こ
〟
の
禁
令
が
出
た
こ
と
か
。
元
禄
八

年(

一
六
九
五)

十
月
の
こ
と
で
あ
る
。
将
軍
綱
吉
の
時
代
だ
。
彼
は
将
軍
の
休
息
所
附
近

に
お
け
る
喫
煙
禁
止
令
も
出
し
て
い
る
。
タ
バ
コ
嫌
い
だ
っ
た
の
だ
。
煙
草
耕
作
の
禁
止

は
、た
ば
こ
の
流
行
に
つ
れ
耕
作
地
の
制
限
か
ら
耕
作
地
削
減
令
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。



逆
に
将
軍
吉
宗
の
時
代
に
は
商
品
作
物
の
一
つ
と
し
て
栽
培
が
更
に
広
ま
っ
た
よ
う
だ
。

稲
毛
屋
が
煙
草
屋
に
転
業
し
た
の
は
こ
の
時
代
で
あ
り
、
煙
草
の
生
産
地
も
広
が
り
、

刻
み
煙
草
を
キ
セ
ル
で
く
ゆ
ら
す
喫
煙
文
化
の
人
気
が
高
ま
っ
て
き
た
時
代
だ
。
東
作
の

母
親
は
こ
こ
に
着
目
し
て
先
行
き
の
成
長
が
見
込
め
る
商
売
と
し
て
商
売
替
え
を
決
断
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
甲
州
街
道
を
行
き
交
う
人
た
ち
に
馬
宿
を
改
装
し
た
店
先
で
旅
の
お
供

に
煙
草
を
勧
め
、
商
っ
た
の
か
。
煙
草
の
葉
は
薩
摩
の
国
分
産
が
最
高
の
ブ
ラ
ン
ド
品
で

あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
関
東
各
地
の
産
地
か
ら
問
屋
や
仲
買
い
か
ら
仕
入
れ
、
乾
燥
さ
せ
店

先
で
刻
ん
で
売
っ
た
。
当
時
の
煙
草
屋
に
は
夫
婦
で
商
う
小
店
か
ら
刻
み
の
職
人
を
多
く

抱
え
る
大
規
模
店
ま
で
あ
り
、
更
に
は
行
商
し
て
売
り
あ
る
か
れ
た
よ
う
だ
。
稲
毛
屋
の

店
構
え
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
？

元
は
馬
宿
だ
か
ら
間
口
は
広
い
店
だ
と
思
え
る
が
。
煙

草
と
い
え
ば
キ
セ
ル
と
か
煙
草
入
れ
な
ど
の
関
連
グ
ッ
ズ
が
あ
る
の
で
こ
れ
を
並
べ
扱
う

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
ど
う
も
そ
れ
は
無
か
っ
た
よ
う
だ
。
こ
れ
は
小
間
物
や
袋
物
屋
、

キ
セ
ル
屋
が
商
っ
た
。
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と
い
う
発
想
は
ま
だ
な
い
。
後

に
東
作
が
バ
リ
バ
リ
働
く
よ
う
に
な
っ
て
、
彼
が
ひ
と
か
ど
の
著
名
人
に
な
っ
て
か
ら
、

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
こ
れ
を
や
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
、
妄
想
し
て
み
た
い
。
戯
作
者
・
狂

歌
師
の
後
輩
に
あ
た
る
山
東
京
伝
は
、
御
煙
草
入
品
々
を
商
う
「
京
屋
」
と
い
う
店
を
出

し
て
い
る
し
、
自
ら
引
札
つ
ま
り
宣
伝
チ
ラ
シ
を
制
作
し
た
り
し
て
い
る
よ
う
に
。



文
藝
仲
間

母
親
が
仕
切
っ
て
い
た
煙
草
屋
の
後
継
ぎ
と
な
っ
た
東
作
は
、
母
親
を
助
け
て
家
業
に

励
ん
だ
。
母
子
家
庭
で
必
ず
し
も
裕
福
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
煙
草
屋
は
儲
か

っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
母
親
は
東
作
を
学
問
修
業
に
出
し
て
く
れ
た
の
だ
。

亡
き
父
が
病
床
か
ら
東
作
の
手
を
と
っ
て
「
汝
幼
稚
ナ
ガ
ラ
衆
ニ
秀
ヅ
ベ
キ
相
ア
リ
。

ツ
ト
メ
テ
書
ヲ
ヨ
ム
ベ
シ
。
我
書
ヲ
ヨ
ム
イ
ト
マ
ナ
ク
シ
テ
素
思
ヲ
遂
ゲ
ズ
ト
遺
訓
シ
テ

果
テ
ヌ
」
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
十
歳
の
頃
よ
り
既
に
狂

歌
を
口
ず
さ
ん
だ
と
い
う
逸
話
も
あ
る
。
幼
い
頃
よ
り
の
学
問
好
き
の
子
供
の
為
に
塾
に

や
ら
せ
て
く
れ
た
母
親
を
き
っ
と
敬
愛
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。。

煙
草
屋
を
継
ぐ
前
か
ら
、
僧
侶
に
つ
い
て
儒
書
を
読
み
習
い
始
め
、
和
歌
は
坂
静
山
、

漢
学
は
岡
井
嵰
州
の
門
人
と
い
う
。
坂
静
山
の
弟
子
筋
に
牛
込
に
住
む
幕
臣
の
内
山
賀
邸

と
い
う
師
匠
が
い
て
東
作
も
出
入
り
し
て
い
た
。
賀
邸
先
生
は
近
隣
の
若
者
た
ち
に
和
歌

を
教
え
て
い
た
が
武
家
の
子
弟
が
多
く
、
後
に
狂
歌
ブ
ー
ム
を
生
む
サ
ー
ク
ル
の
主
だ
っ

た
。
自
分
で
も
狂
歌
を
作
っ
た
こ
の
先
生
は
、
出
世
に
は
役
立
た
な
い
和
歌
や
漢
文
学
よ

り
狂
歌
を
弟
子
た
ち
に
勧
め
た
よ
う
で
、
こ
の
一
門
か
ら
大
田
南
畝
、
朱
楽
菅
江
、
唐
衣

橘
洲
な
ど
の
武
士
が
出
た
。
御
徒
の
大
田
南
畝
は
東
作
よ
り
も
二
十
三
歳
も
年
若
だ
が
そ

の
才
能
を
認
め
、
や
が
て
生
涯
の
友
と
な
る
。
出
会
い
は
東
作
三
十
八
歳
、
南
畝
十
五
歳



の
時
で
あ
っ
た
。

東
作
の
学
問
仲
間
で
親
友
に
、同
じ
内
藤
新
宿
生
ま
れ
の
川
名
林
助
と
い
う
男
が
い
た
。

彼
は
放
浪
癖
も
あ
っ
た
と
い
う
が
、
東
作
の
家
に
居
候
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
彼
を
南
畝

に
紹
介
し
た
が
、
そ
の
知
り
合
い
の
平
賀
源
内
と
も
繋
が
り
が
で
き
て
い
く
。
友
達
の
輪

繋
が
り
だ
。

平
賀
源
内
は
讃
岐
の
志
度
浦
か
ら
、
も
て
余
る
才
能
と
野
心
を
携
え
て
江
戸
に
出
て
き

た
下
級
武
士
だ
っ
た
。
元
々
本
草
学
の
研
究
者
だ
が
戯
作
に
も
才
能
が
あ
っ
た
。
宝
暦
十

三
年(

一
七
六
三)

に
『
根
南
志
具
佐
』『
風
流
志
道
軒
伝
』
と
い
う
大
ヒ
ッ
ト
作
で
世
に
知

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
翌
年
に
東
作
は
『
水
濃
行
方
』
と
い
う
戯
作
を
書
く
が
、
そ
の
序

文
は
源
内
、
跋
文
を
林
助
が
書
い
て
い
る
。
南
畝
は
明
和
四
年(

一
七
六
四)
に
『
寝
惚
先

生
文
集
』
で
戯
作
デ
ビ
ユ
ー
す
る
が
、
そ
の
序
文
も
風
来
山
人
こ
と
源
内
で
あ
っ
た
。
東

作
が
恐
ら
く
そ
の
仲
立
ち
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
二
歳
の
年
下
に
は
な
る
が
源

内
は
東
作
の
人
生
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

学
問
仲
間
に
は
東
作
の
よ
う
な
町
人
と
南
畝
の
よ
う
な
武
士
と
の
交
流
が
み
ら
れ
る
の

だ
が
、
そ
の
中
に
は
篠
木
淳
房(

勘
定
組
頭)

石
谷
清
昌(

勘
定
奉
行)

の
よ
う
に
後
に
高
級

官
僚
と
な
る
武
家
も
い
た
り
す
る
が
、
そ
れ
も
含
め
後
の
段
落
で
別
途
触
れ
て
み
た
い
。

身
分
制
度
に
厳
し
い
封
建
社
会
と
は
い
え
、
田
沼
時
代
の
予
兆
の
よ
う
な
社
会
変
動
の
一



断
面
が
見
ら
れ
る
の
だ
。

天
明
の
狂
歌
師

近
世
の
狂
歌
に
は
二
つ
の
流
れ
が
あ
る
と
い
う
。
一
つ
は
京
都
を
中
心
と
す
る
貴
族
に

は
じ
ま
り
、
次
第
に
上
方
庶
民
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
浪
花
狂
歌
の
流
行
。
も
う
一
つ
が
江

戸
狂
歌
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
江
戸
の
武
士
の
間
に
起
こ

り
、
町
民
が
こ
れ
に
加
わ
り
全
国
的
に
流
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
天
明
年
間
に
大
ブ
ー
ム

と
な
っ
た
が
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
は
急
速
に
衰
え
、
今
日
で
は
影
も
な
い
。
俳
諧
は
俳

句
と
な
り
、
川
柳
は
今
な
お
人
気
が
あ
る
の
と
は
大
き
く
異
な
る
。

何
故
そ
う
か
は
、
比
較
的
分
か
り
易
い
。
先
づ
は
俳
句
が
十
七
字
に
対
し
和
歌
は
三
十

一
字
と
長
い
。
狂
歌
は
古
典
和
歌
の
パ
ロ
デ
ィ
が
そ
の
本
質
だ
と
思
う
が
、
本
と
な
る
和

歌
や
漢
籍
の
素
養
が
無
い
と
パ
ロ
デ
ィ
と
な
り
づ
ら
い
の
で
あ
る
。
和
歌
そ
の
も
の
に
百

人
一
首
程
度
の
知
識
し
か
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
我
々
に
は
と
て
も
無
理
な
の
で
あ
る
。

狂
歌
は
大
正
の
頃
に
廃
絶
し
た
と
い
う
。

そ
ん
な
簡
単
で
も
な
い
の
に
狂
歌
は
、特
に
江
戸
で
は
教
養
あ
る
武
士
の
間
で
流
行
し
、

そ
の
外
面
的
な
風
流
や
諧
謔
・
技
巧
を
模
倣
・
追
随
し
た
の
が
富
裕
な
町
人
・
大
衆
た
ち

で
あ
っ
た
。

八
代
将
軍
吉
宗
の
没
後
、
幕
府
は
再
び
停
滞
期
に
入
り
倹
約
令
や
イ
ン
フ
レ
で
慢
性
的



な
不
況
の
時
代
と
な
り
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
た
る
武
士
は
時
代
閉
塞
下
に
あ
っ
た
。
こ
の
抑
圧

へ
の
は
け
口
と
し
て
、
若
い
武
士
た
ち
の
間
に
、
一
種
の
文
芸
遊
戯
と
し
て
狂
歌
や
狂
詩

が
発
生
し
、
町
民
層
を
巻
き
込
ん
で
大
流
行
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
渦
中
に
わ
が
平
秩

東
作
も
い
た
の
で
あ
る
。

先
に
み
た
和
歌
の
内
山
賀
邸
先
生
の
年
長
の
弟
子
と
し
て
町
人
・
稲
毛
屋
金
右
衛
門
こ

と
東
作
が
い
た
。
賀
邸
先
生
は
牛
込
在
の
幕
臣
で
、
弟
子
筋
に
才
能
あ
る
若
き
武
士
達
が

そ
の
近
在
に
居
た
。
牛
込
に
は
四
方
赤
良(

大
田
南
畝)
、
朱
楽
漢
江
、
四
ッ
谷
の
唐
衣
橘

洲(

田
安
家
家
臣)

達
で
あ
る
。
明
和
六
年(

一
七
六
九)

の
こ
ろ
唐
衣
橘
洲
の
も
と
で
は
じ

め
て
狂
歌
の
会
が
開
か
れ
、
狂
歌
好
き
達
が
集
ま
っ
た
。
東
作
も
顔
を
出
し
、
文
学
好
き

の
町
人
と
し
て
辻
番
請
負
の
大
根
太
木(

飯
田
町)

、
京
橋
の
湯
屋
を
営
む
元
木
網
、
知
恵

内
子
夫
妻
も
参
加
し
て
少
数
な
が
ら
江
戸
狂
歌
が
始
ま
り
、
翌
明
和
七
年(

一
七
七
〇)
に

始
め
て
狂
歌
合
せ
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る(

「
明
和
十
五
番
狂
歌
合
せ
」)

。
こ
の
時
、

東
作
す
で
に
四
十
五
歳
、
ま
だ
二
十
代
だ
っ
た
南
畝
達
か
ら
み
た
ら
親
父
の
よ
う
な
年
恰

好
の
先
輩
だ
っ
た
が
、
紛
れ
も
な
く
狂
歌
ブ
ー
ム
の
先
駆
け
の
一
人
、
江
戸
戯
作
の
草
分

け
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
引
き
続
き
狂
歌
会
を
催
し
た
だ
け
で
な
く
、
洒
落
本
の
戯
作
を
し

た
り
し
た
。
浜
辺
黒
人
は
狂
歌
書
を
出
版
し
、
点
料
を
と
っ
た
り
も
し
た
と
い
う
。
東
作

は
滑
稽
本
『
狂
歌
師
細
見
』(

天
明
三
年
刊)

の
編
者
と
な
っ
て
い
る
。
蔦
屋
重
三
郎(

蔦
唐



丸)
が
版
元
だ
か
ら
『
吉
原
細
見
』
に
続
く
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
シ
リ
ー
ズ
も
の
か
。

大
流
行
し
た
天
明
期
に
は
狂
歌
の
グ
ル
ー
プ
が
い
く
つ
も
で
き
た
。
武
士
が
中
心
の
連

に
は
、
赤
良
が
リ
ー
ダ
ー
の
山
手
連
、
漢
江
は
朱
楽
連
、
橘
洲
は
四
ッ
谷
連
、
等
が
あ
り
、

町
人
達
は
落
栗
連
、
芝
連
、
伯
楽
連
、
ス
キ
ヤ
連
等
に
集
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
に
集
ま
っ
た

人
の
中
に
は
洒
落
本
作
者
の
朋
誠
堂
喜
三
二
、
恋
川
春
町
。
山
東
京
伝
、
画
家
に
酒
井
抱

一
、
喜
多
川
歌
麿
、
出
版
の
蔦
屋
重
三
郎
、
江
戸
落
語
の
創
始
者
で
も
あ
る
立
川
焉
馬
、

歌
舞
伎
役
者
の
市
川
団
十
郎
、
妓
楼
の
亭
主
達
も
加
わ
り
、
江
戸
文
化
の
武
士
と
町
人
達

の
交
歓
の
場
、
共
通
の
嗜
み
と
な
っ
た
感
が
あ
っ
た
。

狂
歌
師
は
皆
狂
号
を
名
乗
っ
て
い
る
。
宿
屋
飯
盛
、
山
手
白
人
、
地
口
有
武
、
大
屋
裏

住
、
手
柄
岡
持
、
酒
上
不
埒
、
筆
綾
丸
な
ど
な
ど
だ
。
洒
落
や
遊
び
感
覚
に
溢
れ
た
も
の

が
多
い
し
、
人
と
業
を
伺
わ
せ
、
ウ
イ
ッ
ト
に
富
み
面
白
い
も
の
が
あ
る
。

だ
が
一
方
平
秩
東
作
と
い
う
狂
号
は
堅
苦
し
い
イ
メ
ー
ジ
が
す
る
し
、
す
ん
な
り
と
は

読
め
な
い
。
漢
籍
の
中
に
あ
る
「
東
作
ヲ
平
秩(

ベ
ン
チ
ツ)

セ
ヨ
︙
」
か
ら
引
い
た
と
い

う
が
。
平
秩
は
順
序
立
て
る
、
東
作
は
春
の
作
業
、
農
事
を
い
う
と
あ
る
。
平
秩
の
読
み

は
正
し
く
は
ベ
ン
チ
ツ
、
俗
音
に
し
て
も
ヘ
イ
チ
ツ
ら
し
い
の
だ
が
、
彼
は
〝
へ
づ
つ
〟

と
名
乗
り
書
い
て
い
る
。
親
友
の
平
賀
源
内
が
『
放
屁
論
』
な
る
書
を
書
い
て
い
る
が
、

平
秩
の
読
み
に
関
係
が
あ
る
の
か
？
屁
っ
ぴ
り
儒
者
だ
と
己
れ
を
戯
れ
に
自
虐
し
た
も

の
か
。先
祖
が
尾
張
の
百
姓
で
屋
号
が
稲
毛
屋
だ
か
ら
稲
作
に
因
ん
だ
の
か
も
知
れ
な
い
。



狂
歌
は
和
歌
の
古
典
か
ら
本
歌
取
り
を
す
る
。
取
る
は
盗
る
で
も
盗
作
だ
か
ら
東
作
と
し

た
の
か
。

鴫
ハ
見
え
ね
ど
西
行
の
歌
ゆ
へ
に
目
に
た
つ
沢
の
秋
の
夕
く
れ

事
業
家
・
稲
毛
屋
金
右
衛
門

平
秩
東
作
こ
と
稲
毛
屋
金
右
衛
門
は
狂
歌
師
・
戯
作
者
と
し
て
活
躍
し
た
が
、
実
生
活

で
は
波
乱
続
き
で
あ
っ
た
。
明
和
元
年(

一
七
六
四)

に
は
火
災
で
家
を
焼
か
れ
書
物
も
類

焼
し
再
建
に
多
額
の
損
失
を
出
し
た
よ
う
だ
。
そ
ん
な
こ
と
か
ら
熱
心
な
浄
土
真
宗
の
門

徒
と
な
り
、
邪
宗
御
蔵
門
徒
事
件(

明
和
四
年)

を
幕
府
に
訴
人
し
褒
美
銀
三
枚
を
頂
戴
し

た
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
「
邪
宗
ヲ
砕
キ
シ
事
、
仏
法
王
法
ニ
対
シ
、
懐
之
ガ
生
涯
ノ
勤

労
コ
レ
ニ
ア
リ
︙
︙
」
と
亡
く
な
る
間
際
に
遺
言
し
誇
り
に
し
て
い
た
。

同
年
は
、
あ
の
田
沼
意
次
が
側
用
人
に
起
用
さ
れ
た
年
で
、
五
年
後
の
安
永
元
年(

一
七



七
二)

に
彼
は
老
中
に
ま
で
出
世
し
、
い
わ
ゆ
る
田
沼
時
代
へ
と
時
代
が
動
き
始
め
た
時
で

あ
っ
た
。
東
作
は
こ
の
年
、
内
藤
新
宿
の
町
内
上
納
方
と
な
っ
て
い
る
。
享
保
三
年(

一
七

一
八)

以
来
五
十
一
年
間
廃
宿
と
な
っ
て
い
た
が
、
幕
府
へ
の
運
動
の
甲
斐
あ
っ
て
再
び
甲

州
街
道
の
公
認
宿
場
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
東
作
の
学
問
仲
間
、
狂
歌
師
繋
が
り
の
幕
府

勘
定
方
役
人
・
篠
木
淳
房
、
石
谷
清
昌
な
ど
の
人
脈
が
生
き
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

稲
毛
屋
金
右
衛
門
は
単
な
る
煙
草
屋
で
良
し
と
せ
ず
、
安
永
二
年(

一
七
七
三)

、
四
十

八
歳
に
し
て
新
事
業
に
乗
り
出
す
。
幕
府
直
轄
領
・
伊
豆
天
城
の
山
中
で
の
官
専
用
の
炭

焼
で
あ
る
。
事
業
を
始
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
幕
府
に
申
請
し
資
金
を
借
り
て
い
る
。
こ

こ
で
も
幕
府(

後
に
勘
定
奉
行)

石
谷
清
昌
の
コ
ネ
と
口
添
え
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
田
沼
人

脈
に
つ
な
が
る
石
谷
清
昌
と
は
古
く
か
ら
縁
が
あ
り
、
彼
の
息
子
の
学
問
を
見
た
こ
と
も

あ
り
、
家
来
同
様
に
出
入
り
し
て
い
た
と
い
う
。

炭
焼
き
の
技
術
は
紀
州
・
熊
野
出
身
の
名
人
山
本
文
之
右
衛
門
を
招
い
た
と
い
う
。
し

か
し
事
業
は
失
敗
し
巨
額
の
焦
付
き
を
出
す
。
何
故
に
伊
豆
で
炭
焼
事
業
か
と
い
え
ば
、

二
才
年
下
の
親
友
平
賀
源
内
の
存
在
が
大
き
い
よ
う
に
思
え
る
。
源
内
は
本
草
の
鉱
石
探

し
で
天
城
山
中
に
出
向
い
た
こ
と
が
あ
り
、
伊
豆
・
天
城
に
目
を
つ
け
て
い
た
の
だ
。
源

内
の
コ
ネ
も
活
か
し
彼
に
先
ん
じ
炭
焼
き
を
始
め
た
。

畸
人
・
平
賀
源
内
は
江
戸
に
出
て
き
て
以
来
、
そ
の
活
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
は
凄
ま
じ
い



も
の
が
あ
っ
た
。
戯
作
者
と
し
て
も
浄
瑠
璃
『
神
霊
矢
口
渡
』
の
台
本
作
者
で
も
あ
り
、

本
草
家
で
あ
り
、
博
物
学
者
で
も
あ
る
。
長
崎
に
遊
学
経
験
も
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
西
洋

技
術
を
取
り
入
れ
寒
暖
計
や
エ
レ
キ
テ
ル
を
自
作
し
、
陶
芸
家
と
し
て
源
内
焼
を
指
導
し

た
り
し
た
。

洋
画
の
先
駆
者
で
も
あ
り
司
馬
江
漢
や
秋
田
蘭
画
の
小
田
野
直
武
も
弟
子
筋
だ
。
さ
ら

に
本
草
学
の
延
長
上
に
鉱
山
開
発
の
技
術
者
と
し
て
乗
り
出
し
て
い
る
。
秩
父
で
金
山
の

開
発
に
失
敗
し
て
も
懲
り
ず
に
、
鉄
鉱
山
の
開
発
を
本
格
的
に
手
が
け
た
。
精
錬
に
必
要

な
木
炭
の
製
造
、
さ
ら
に
は
荒
川
へ
の
通
船
に
よ
る
江
戸
へ
の
積
出
し
ま
で
構
想
し
て
い

る
。
秋
田
藩
か
ら
招
か
れ
、
院
内
銀
山
、
阿
仁
銅
山
の
鉱
山
開
発
指
導
を
し
た
り
し
て
い

る
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
彼
は
山
師
と
呼
ば
れ
た
り
し
た
。

源
内
と
戯
作
を
通
じ
て
の
親
交
が
あ
っ
た
東
作
は
、
源
内
か
ら
大
い
に
刺
激
を
受
け
学

ぶ
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？

鉱
山
で
の
精
錬
に
は
燃
料
に
炭
が
欠
か
せ

な
か
っ
た
。
源
内
が
秩
父
で
炭
焼
き
を
構
想
し
始
め
た
安
永
四
年(

一
七
七
五)

、
東
作
は

煙
草
屋
の
家
業
は
十
四
歳
と
な
っ
た
長
男
八
右
衛
門
に
譲
り
、
自
身
は
本
所
相
生
町
で
材

木
問
屋
を
始
め
る
。
源
内
・
秩
父
繋
が
り
の
よ
う
だ
が
こ
れ
も
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
と

み
え
、
一
時
上
総
に
隠
れ
た
と
い
う
。
翌
々
年
に
鉄
砲
洲
船
松
町
で
、
今
度
は
炭
屋
を
開

業
し
て
い
る
。

平
賀
源
内
は
源
内
櫛
と
か
金
唐
革
紙
製
の
煙
草
入
れ
や
財
布
等
の
新
商
品
の
開
発
で
名



を
挙
げ
稼
ぎ
借
財
の
穴
埋
め
を
目
論
ん
だ
。。
し
か
し
余
り
儲
け
に
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。。
本
人
的
に
は
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
決
し
て
満
足
が
い
か
ず
、
い
つ
も
そ
の
才
能
が

世
に
充
分
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
思
い
が
強
か
っ
た
男
で
あ
る
。
鬱
屈
し
た
思

い
の
中
で
、
ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
殺
人
を
犯
し
て
捉
え
ら
れ
獄
中
で
病
死
す
る
。
彼
の
遺

体
を
東
作
が
公
儀
に
目
を
つ
け
ら
れ
る
危
険
を
犯
し
、
引
き
取
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
く

ら
い
深
い
付
き
合
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

源
内
は
も
と
よ
り
事
業
家
と
し
て
は
半
端
者
だ
が
、
東
作
に
は
端
な
る
煙
草
屋
で
終
わ

り
た
く
な
い
と
い
う
野
心
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
先
駆
者
と
し
て
河
村
瑞
賢
や
田
中
丘
隅
が

念
頭
に
あ
っ
た
と
い
う
。

河
村
瑞
賢
は
一
七
世
紀
に
活
躍
し
た
伊
勢
出
身
の
事
業
家
だ
。
十
三
歳
で
江
戸
に
出
て

苦
労
し
、
材
木
商
や
回
漕
業
者
と
し
て
業
績
を
挙
げ
、
淀
川
周
辺
の
治
水
土
木
事
業
、
奥

州
や
伊
豆
で
の
鉱
山
開
発
が
認
め
ら
れ
晩
年
に
は
旗
本
に
取
り
立
て
ら
れ
た
と
い
う
立
志

伝
中
の
人
物
で
あ
る
。
田
中
丘
隅
も
八
王
子
の
絹
行
商
人
か
ら
身
を
起
こ
し
、
後
に
荒
川

・
多
摩
川
な
ど
の
治
水
事
業
で
名
を
あ
げ
た
。
晩
年
に
は
幕
臣
に
取
り
立
て
ら
れ
た
と
い

う
人
物
で
あ
る
。
日
本
橋
・
茅
場
町
近
く
に
河
村
瑞
賢
屋
敷
跡
の
碑
が
今
に
残
る
。
東
作

は
瑞
賢
を
目
標
に
、
事
業
家
と
し
て
成
功
し
幕
臣
へ
の
出
世
を
夢
み
て
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
結
果
は
源
内
に
も
及
ば
な
い
半
端
者
と
な
る
。



松
前
・
江
戸
湊
・
鉄
砲
洲

本
所
相
生
町
の
次
は
鉄
砲
洲
で
炭
屋
を
は
じ
め
た
。
本
所
の
時
と
同
じ
よ
う
に
、
源
内

と
の
繋
が
り
で
秩
父
で
焼
い
た
炭
を
江
戸
で
売
る
こ
と
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
炭
屋
を
開

い
た
鉄
砲
洲
は
海
沿
い
で
、
一
帯
は
江
戸
湊
に
近
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
佃
島
や
霊
岸
島
も

近
か
っ
た
。
海
路
上
方
や
遠
く
蝦
夷
地
へ
も
繋
が
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
辺
り
に
は
薪
問

屋
、
炭
問
屋
が
多
か
っ
た
と
い
う
。

こ
の
界
隈
に
は
蝦
夷
地
と
の
交
易
を
稼
業
と
す
る
有
力
な
問
屋
が
あ
っ
た
。
紀
州
出
身

の
栖
原
屋
は
材
木
薪
炭
問
屋
の
他
蝦
夷
地
松
前
で
物
産
交
易
商
を
営
む
。
日
本
橋
の
出
版

業
須
原
屋
の
本
家
筋
に
あ
た
る
。須
原
屋
は
東
作
・
源
内
・
南
畝
達
の
本
を
出
し
て
い
る
。

東
作
の
長
男
は
家
を
継
ぐ
ま
で
こ
こ
で
奉
公
し
て
い
る
が
、
東
作
の
コ
ネ
だ
ろ
う
。

飛
騨
屋
は
下
呂
の
出
、
下
北
半
島
か
ら
松
前
に
渡
り
手
広
く
材
木
請
負
を
商
う
。
松
前

藩
の
場
所
経
営
の
請
負
で
巨
額
の
財
を
な
し
た
。
蝦
夷
地
の
豊
富
な
天
然
資
源
の
煎
り
海

鼠
、
昆
布
、
鰊
粕
な
ど
は
松
前
俵
物
と
し
て
長
崎
か
ら
清
国
向
け
に
輸
出
さ
れ
て
い
た
し

か
し
蝦
夷
地
で
オ
ロ
シ
ャ
と
の
抜
荷(

密
貿
易)

に
関
わ
っ
て
い
る
と
の
噂
が
絶
え
な
か
っ

た
ら
し
い
。
新
宮
屋
も
材
木
商
に
し
て
蝦
夷
地
交
易
商
で
、
飛
騨
屋
と
蝦
夷
檜
の
伐
採
権

を
め
ぐ
り
争
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
店
だ
。
堺
屋
は
幕
府
の
廻
船
御
用
達
苫
屋
の
手
先
。
後

に
幕
府
に
よ
る
天
明
の
蝦
夷
地
探
検
の
際
に
、
造
船
や
出
帆
の
手
配
・
案
内
な
ど
を
引
受

け
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。



蝦
夷
地
を
所
領
と
し
て
い
た
松
前
藩
は
米
が
取
れ
ず
、
各
地
を
い
く
つ
か
の
場
所
に
分

け
ア
イ
ヌ
先
住
民
と
の
交
易
権
を
藩
士
の
俸
禄
と
す
る
商
場
知
行
制
度
に
よ
っ
て
い
た
。

こ
の
制
度
は
次
第
に
本
州
の
交
易
商
人
に
交
易
を
請
負
わ
せ
一
定
の
運
上
金
を
納
付
さ
せ

る
場
所
請
負
制
に
方
式
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

松
前
藩
の
江
戸
屋
敷
は
浅
草
近
辺
に
あ
っ
た
が
、
江
戸
湊
は
霊
岸
島
に
蔵
屋
敷
的
な
江

戸
会
所
が
あ
っ
た
と
も
い
う
。
そ
こ
に
は
藩
士
の
み
な
ら
ず
藩
御
用
達
の
商
人
達
も
出
入

り
し
た
で
あ
ろ
う
。

東
作
に
は
商
売
柄
な
の
か
松
前
藩
や
蝦
夷
地
に
繋
が
る
人
脈
が
で
き
て
い
く
。
一
人
は

江
差
の
代
官
に
し
て
交
易
商
の
村
上
弥
惣
兵
衛
、
交
際
が
密
で
莫
逆
の
友
だ
と
い
う
。
彼

と
の
縁
か
、
も
う
一
人
は
前
の
松
前
藩
勘
定
奉
行
の
湊
源
左
衛
門
で
あ
っ
た
。
飛
騨
屋
と

新
宮
屋
の
利
権
争
い
に
絡
ん
で
藩
を
追
放
さ
れ
江
戸
に
滞
在
中
で
あ
っ
た
。
彼
ら
か
ら
松

前
藩
の
抜
荷
問
題
と
か
赤
蝦
夷
・
ロ
シ
ア
の
南
下
接
近
な
ど
蝦
夷
地
情
報
が
耳
に
入
っ
て

き
た
。
鉄
砲
洲
の
側
の
築
地
に
は
中
津
藩
中
屋
敷
が
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
い
た
蘭
医
桂
川

甫
筑
は
狂
号
竹
杖
為
軽
と
名
乗
っ
た
源
内
の
弟
子
で
あ
り
こ
こ
に
も
出
入
り
し
た
よ
う

だ
。
甫
筑
の
も
と
に
は
、
後
に
東
作
の
蝦
夷
地
行
に
同
行
す
る
長
崎
通
詞
格
・
荒
井
庄
十

郎
が
寄
宿
し
て
い
た
よ
う
だ
。

江
戸
鉄
砲
洲
の
地
に
住
ん
だ
こ
と
で
、
松
前
藩
に
縁
が
生
ま
れ
遥
か
北
方
の
蝦
夷
地
へ



と
東
作
は
や
が
て
誘
わ
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
安
永
八
年(

一
七
七
九)

五
十
四

歳
に
し
て
頭
を
剃
り
法
体
と
な
る
。
嘉
穂
庵
東
作
と
名
乗
っ
た
。
別
に
宗
教
的
な
意
味
は

あ
ま
り
な
く
一
種
の
フ
ア
ッ
シ
ョ
ン
、
隠
居
し
て
の
気
分
転
換
の
為
で
は
な
か
ろ
う
か
？

そ
の
頃
の
事
を
、
掛
詞
を
駆
使
し
て
彼
は
歌
に
残
し
て
い
る
︙
︙
。

〈
黒
髪
を
お
ろ
し
大
根
の
り
の
み
ち
ほ
と
け
の
そ
は
や
ち
か
つ
き
な
ら
ん
〉

お
ろ
し
は
髪
と
大
根
に
、
の
り
は
海
苔
と
法
、
そ
は
は
蕎
麦
と
側
と
巧
み
だ
。

そ
の
後
の
生
き
方
を
示
唆
す
る
よ
う
に
、
こ
ん
な
歌
も
詠
ん
で
い
る
。

〈
糸
き
れ
て
閑
に
な
り
た
る
て
こ
の
坊
此
の
た
の
し
み
も
天
か
ら
天
か
ら
〉

て
こ
の
坊
は
デ
ク
の
坊
の
こ
と
、
自
虐
し
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。

蝦
夷
地
渡
海



時
は
老
中
田
沼
意
次
の
時
代
で
あ
っ
た
。
従
来
の
米
本
位
制
の
経
済
が
揺
ら
ぎ
、
災
害

の
多
発
か
ら
幕
府
や
諸
藩
は
財
政
再
建
が
急
務
と
な
っ
て
い
た
。
田
沼
は
た
ん
な
る
倹
約

や
節
制
策
か
ら
商
人
的
な
発
想
に
よ
る
経
済
政
策
に
乗
り
出
し
て
い
た
。
貨
幣
の
改
鋳
、

鉱
山
開
発
、
印
旛
沼
の
干
拓
に
よ
る
新
田
開
発
な
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
北
方
の
ロ
シ
ア
か

ら
の
交
易
要
求
も
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
時
代
の
流
れ
の
中
で
、
田
沼

が
着
目
し
た
の
が
仙
台
藩
の
医
師
蘭
学
者
・
工
藤
平
助
の
意
見
書
『
赤
蝦
夷
風
説
考
』(

天

明
元
年
脱
稿)

で
あ
っ
た
。
田
沼
は
配
下
の
勘
定
奉
行
・
松
本
秀
持
、
そ
の
組
頭
・
土
山
宗

次
郎
に
調
査
と
政
策
の
検
討
を
指
示
し
た
。

工
藤
平
助
は
蝦
夷
地
情
報
を
、
先
の
湊
源
三
郎
な
ど
松
前
藩
の
関
係
者
や
蘭
学
修
行
を

し
た
長
崎
方
面
か
ら
耳
に
し
て
い
た
。
ロ
シ
ア
の
蝦
夷
地
へ
の
接
近
の
脅
威
を
指
摘
し
、

松
前
藩
に
よ
る
抜
荷
の
横
行
を
防
ぎ
ロ
シ
ア
交
易
と
蝦
夷
地
の
開
発
と
を
説
く
意
見
で
あ

っ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
松
本
・
土
山
の
ラ
イ
ン
は
蝦
夷
地
の
実
態
調
査
、
金
銀
銅
山
の
開
発
、

さ
ら
に
は
新
田
開
発
、
そ
れ
に
従
事
す
る
労
働
力
と
し
て
の
非
人
移
住
政
策
な
ど
を
大
胆

に
構
想
し
た
。
実
際
に
天
明
五
年(

一
七
八
五)

に
調
査
団
が
派
遣
さ
れ
蝦
夷
地
本
島
か
ら

カ
ラ
フ
ト
、
ク
ナ
シ
リ
、
エ
ト
ロ
フ
ま
で
探
検
し
、
翌
年
報
告
書
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
調
査
団
の
一
員
に
は
、
あ
の
最
上
徳
内
も
従
者
と
し
て
参
加
し
、
彼
の
探
検
家
と
し
て

の
第
一
歩
と
な
っ
て
い
る
。



こ
の
田
沼
政
権
に
よ
る
大
規
模
開
発
構
想
は
、
資
金
・
技
術
・
労
働
力
各
面
に
具
体
性

に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
り
中
止
と
さ
れ
、
政
権
の
崩
壊
で
挫
折
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
こ

の
発
想
は
こ
れ
以
降
も
幕
府
の
政
策
と
し
て
、
或
い
は
明
治
新
政
府
へ
と
そ
の
底
流
と
し

て
生
き
続
け
た
と
も
い
え
る
。

こ
の
蝦
夷
地
開
発
事
業
に
、
野
心
も
少
し
あ
り
山
師
的
な
こ
と
も
好
き
な
東
作
も
些
か

の
関
わ
り
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。煙
草
屋
の
本
業
は
息
子
に
任
せ
頭
を
丸
め
隠
居
し
て
も
、

い
わ
ゆ
る
閑
人
で
お
さ
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
東
作
で
は
な
か
っ
た
。
平
賀
源
内
が
は
ず
み

か
ら
犯
し
た
殺
人
で
獄
中
で
病
死
し
、
妻
を
亡
く
し
て
か
ら
は
狂
歌
師
仲
間
や
幕
府
役
人

達
、
松
前
藩
関
係
者
と
の
交
遊
に
益
々
の
め
り
込
む
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

東
作
は
、
田
沼
政
権
の
キ
ー
マ
ン
の
一
人
勘
定
組
頭
・
土
山
宗
次
郎
に
繋
が
り
が
あ
っ

た
。
土
山
は
狂
歌
の
号
を
軽
少
納
言
と
名
乗
っ
た
狂
歌
仲
間
で
懇
意
の
仲
で
あ
っ
た
。

大
田
南
畝
の
『
三
春
行
楽
記
』
に
よ
れ
ば
、
天
明
二
年
の
春
に
、
土
山
と
南
畝
達
狂
歌

師
が
盛
に
遊
興
を
重
ね
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
ら
し
い
。
羽
振
り
の
い
い
高
級
官
僚
が

文
人
達
を
取
り
巻
き
に
し
て
遊
里
へ
引
き
連
れ
て
飲
み
歩
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
行

の
中
に
、
先
輩
狂
歌
師
で
ご
隠
居
の
嘉
穂
庵
・
平
秩
東
作
も
い
た
の
で
あ
る
。

土
山
は
、
蝦
夷
地
の
抜
荷
の
実
態
を
知
る
蝦
夷
地
の
利
権
争
い
に
会
い
江
戸
で
謹
慎
中



の
前
勘
定
奉
行
の
湊
源
三
郎
と
懇
意
に
な
っ
て
い
た
。
公
式
の
蝦
夷
地
調
査
に
先
立
つ
私

的
な
調
査
を
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
東
作
は
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
の
臭

い
を
嗅
ぎ
つ
け
た
よ
う
だ
。
土
山
は
東
作
に
蝦
夷
地
へ
の
調
査
行
を
示
唆
し
、
湊
源
三
郎

か
ら
入
手
し
た
松
前
図
と
資
金
も
渡
し
た
。

蝦
夷
地
で
の
逗
留
先
と
し
て
、
か
ね
て
昵
懇
の
松
前
藩
の
檜
山
番
所
下
役
村
上
弥
惣
兵

衛
を
頼
る
こ
と
に
し
た
。

蝦
夷
地
行
き
の
前
年
、
天
明
二
年(

一
七
八
二)
四
月
、
何
故
か
木
曽
路
を
経
て
尾
張
・

京
・
大
阪
・
伊
勢
・
遠
江
・
駿
河
・
伊
豆
と
旅
し
て
い
る
が
目
的
は
一
体
何
だ
っ
た
の

か
？

父
祖
の
地
へ
の
墓
参
な
ら
、
ま
だ
十
七
の
時
近
所
の
人
達
と
伊
勢
参
り
の
経
験
が
あ
り
、

二
度
目
の
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
に
し
て
で
も
だ
。
商
売
を
通
じ
て
の
縁
者
へ
の
挨
拶
か
暇

乞
い
か
？

ど
う
も
蝦
夷
地
へ
行
く
た
め
の
目
く
ら
ま
し
と
北
辺
事
情
調
査
の
た
め
の
予

備
調
査
で
は
な
か
っ
た
か
？
こ
の
旅
か
ら
江
戸
へ
戻
っ
た
翌
年
八
月
に
、
家
族
の
止
め
る

の
を
振
り
切
っ
て
歌
枕
の
地
・
松
島
詣
で
を
口
実
に
蝦
夷
地
へ
と
旅
立
っ
た
。

時
に
五
十
八
歳
に
な
っ
て
い
た
。

ど
う
も
密
偵
の
よ
う
な
動
き
方
で
あ
る
が
、
本
人
は
「
公
儀
へ
冥
加
の
た
め
蝦
夷
に
い
た

り
実
情
相
糺
し
、
公
儀
の
お
為
に
な
る
よ
う
は
か
り
な
は
、
莫
大
の
御
奉
公
た
る
へ
し
」

と
、
土
山
様
か
ら
言
わ
れ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
つ
ぎ
の
歌
を
旅
立
ち
の
時
詠
ん
だ
が
、
あ



ま
り
面
白
く
な
い
。

〈

紙
子
着
て
あ
ふ
く
ま
川
に
は
ま
る
と
も
亭
主
の
す
き
は
い
か
か
仙
台

〉

同
行
者
は
、
津
軽
弘
前
の
商
人
八
右
衛
門
、
長
崎
通
詞
格
の
荒
井
庄
十
郎
、
下
人
伊
助

の
合
わ
せ
て
四
人
。
旅
の
途
中
で
は
、
折
か
ら
の
東
北
地
方
は
大
飢
饉
の
最
中
で
、
南
部

津
軽
に
餓
死
す
る
者
数
万
人
と
い
う
惨
状
に
出
会
っ
て
い
る
。
蝦
夷
地
の
松
前
に
渡
り
、

さ
ら
に
江
差
に
向
か
い
村
上
弥
惣
兵
衛
邸
に
約
半
年
越
冬
滞
在
す
る
。
滞
在
中
は
村
上
邸

を
根
拠
地
に
各
地
に
出
歩
き
、
彼
の
地
の
実
状
調
査
に
努
め
た
。
江
差
か
ら
越
後
経
由
で

翌
年
五
月
江
戸
に
戻
り
彼
の
地
の
地
理
・
人
情
・
産
業
・
風
俗
な
ど
を
調
査
報
告
を
兼
ね

た
紀
行
文
と
し
て
纏
め
『
東
遊
記
』
と
題
し
、
公
儀
へ
差
し
出
し
た
。
さ
す
が
に
商
人
に

し
て
物
書
き
だ
け
あ
っ
て
観
察
が
行
き
届
い
て
い
る
と
い
う
が
、
た
だ
ア
イ
ヌ
の
暮
ら
し

ぶ
り
や
和
人
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
伝
聞
の
範
囲
で
あ
り
、
実
態
を
深
く

知
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

天
明
と
い
う
こ
の
時
代
何
故
か
蝦
夷
地
へ
渡
り
紀
行
文
を
著
し
た
人
物
が
目
立
つ
。
幕

府
の
巡
検
使
だ
っ
た
古
河
古
松
軒
の
『
東
遊
雑
記
』(

天
明
八
年
刊)

、
謎
の
本
草
学
者
に

し
て
民
俗
学
者
菅
江
真
澄
も
天
明
か
ら
寛
政
期
に
か
け
て
蝦
夷
地
に
渡
り
『
え
ぞ
の
て
ぶ

り
』
等
を
書
き
残
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
特
色
が
あ
る
が
、
こ
の
時
代
北
辺
に
大
い
に



関
心
の
目
が
向
け
ら
れ
て
い
た
証
拠
だ
ろ
う
。

い
づ
れ
に
し
ろ
東
作
の
報
告
書
は
、
土
山
・
松
本
に
よ
る
田
沼
へ
の
「
蝦
夷
地
申
聞
意

見
書
」
提
出
に
間
に
合
っ
た
。
天
明
五
年(

一
七
八
四)

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
村
上
弥
惣
兵

衛
は
当
地
の
実
力
者
で
あ
り
、
東
作
と
の
間
で
は
蝦
夷
地
大
開
発
計
画
が
進
ん
だ
時
に
は

奥
尻
島
の
利
権
を
︙
︙
と
い
う
バ
ブ
リ
ー
な
約
束
が
あ
っ
た
と
か
。
し
か
し
村
上
は
同
年

八
月
病
死
し
、
田
沼
政
権
も
崩
壊
し
、
見
果
て
ぬ
夢
と
な
る
。

時
代
の
終
焉

蝦
夷
地
か
ら
戻
っ
て
か
ら
は
普
通
の
生
活
に
戻
り
、
漢
学
の
教
養
を
活
か
し
て
湯
島
・

本
郷
辺
り
に
住
み
、
時
に
は
論
語
の
講
釈
を
し
た
り
し
た
と
い
う
。
大
流
行
と
な
っ
た
狂

歌
壇
の
先
輩
と
し
て
幾
つ
か
の
狂
歌
本
に
作
品
が
残
っ
て
い
る
。
天
明
六
年(

一
七
八
六)

に
は
還
暦
の
祝
宴
を
家
族
で
祝
っ
て
い
る
。

田
沼
政
権
に
よ
る
蝦
夷
地
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
が
、
公
式
の
調
査
隊
の
派
遣
に

続
き
、
幕
府
自
ら
に
よ
る
実
見
的
な
御
試
交
易
の
実
施
と
進
ん
だ
。
し
か
し
将
軍
家
治
の

逝
去
を
切
っ
掛
け
に
幕
府
内
の
反
田
沼
勢
力
に
よ
り
蝦
夷
地
一
件
差
止
め
と
な
り
、
田
沼

以
下
は
失
脚
し
て
し
ま
う
。



土
山
宗
次
郎
は
派
手
で
遊
び
好
き
、
脇
が
甘
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
田
沼
意
次
失
脚
後

に
公
金
横
領
が
発
覚
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
追
求
を
逃
れ
逐
電
す
る
が
逮
捕
さ
れ
翌
年

斬
首
さ
れ
て
い
る
。
東
作
も
こ
の
逃
亡
事
件
を
幇
助
し
た
か
ど
に
よ
り
連
座
し
「
︙
不
埒

に
付
、
急
度
叱
置
候
」
の
処
分
と
な
っ
て
い
る
。

田
沼
失
脚
は
狂
歌
ブ
ー
ム
に
水
を
さ
し
た
。
土
山
と
遊
ん
だ
南
畝
も
筆
を
折
り
狂
歌
壇

を
去
る
こ
と
に
な
っ
た
。

東
作
に
も
自
省
の
言
が
あ
る
が
、
天
明
八
年(
一
七
八
八)

の
秋
か
ら
病
の
床
に
つ
く
よ

う
に
な
り
、
翌
寛
政
元
年(

一
七
八
九)

三
月
に
逝
去
。
享
年
六
十
四
歳
で
あ
っ
た
。
病
床

で
「
猶
談
笑
シ
テ
終
ヲ
ト
ル
」
と
い
う
大
往
生
だ
っ
た
ら
し
い
が
、
辞
世
の
狂
歌
を
求
め

ら
れ
放
屁
し
て
狂
詠
す
、
と
あ
る
が
、
本
当
か
な
。

〈
南
無
阿
弥
陀
仏
ブ
ッ
と
出
た
る
法
名
ハ
是
や
最
後
の
へ
ヅ
ツ
東
作

〉

大
田
南
畝
は
東
作
の
遺
稿
を
世
に
出
し
て
い
る
が
、「
筆
ヲ
下
セ
バ
則
チ
千
言
立
チ
ド
コ

ロ
ニ
就
ク
」
と
、
評
価
し
て
い
る
。
確
か
に
江
戸
町
人
に
よ
る
文
筆
活
動
の
草
分
け
で
、

狂
歌
師
・
戯
作
者
と
し
て
ほ
ぼ
一
流
だ
っ
た
。
し
か
し
事
業
家
と
し
て
は
平
賀
源
内
の
よ

う
な
破
天
荒
な
ス
ケ
ー
ル
も
無
く
、
土
山
宗
次
郎
達
と
の
交
流
に
み
る
政
治
的
な
動
き
も

山
師
と
い
わ
れ
る
程
の
こ
と
は
無
い
。
中
途
半
端
が
い
か
に
も
目
立
つ
の
だ
。
ま
し
て
河



村
瑞
賢
の
よ
う
な
業
績
を
残
し
た
訳
で
も
無
い
。

蝦
夷
地
で
江
戸
町
民
と
し
て
は
じ
め
て
越
冬
し
た
と
い
う
が
、
探
険
家
と
し
て
な
ら
ば

最
上
徳
内
、
間
宮
林
蔵
の
よ
う
な
足
跡
も
残
し
て
い
な
い
。
民
俗
学
的
な
紀
行
文
と
し
て

は
菅
江
真
澄
に
及
ば
ず
、
ま
し
て
後
年
の
松
浦
武
四
郎
の
よ
う
に
ア
イ
ヌ
民
族
の
置
か
れ

た
苦
境
と
悪
ど
い
和
人
達
の
所
業
へ
の
鋭
い
観
察
が
あ
っ
た
訳
で
も
無
い
。

酒
好
き
で
大
根
お
ろ
し
と
蕎
麦
が
好
き
、
本
の
挿
画
に
描
か
れ
た
姿
で
は
老
眼
鏡
を
か

け
、
懐
に
子
猫
を
入
れ
て
い
る
。
大
し
た
野
心
家
で
は
無
く
晩
年
は
性
格
的
に
は
穏
や
か

な
好
人
物
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
残
さ
れ
た
家
族
は
長
男
八
右
衛
門
の
他
、
次
男
八

十
郎
、
長
女
鳰
、
次
女
銀
の
四
人
で
あ
る
。

弟
子
が
い
た
の
か
ど
う
か
？

二
代
目
平
秩
東
作
と
い
う
名
が
資
料
に
あ
っ
た
が
、
こ

の
人
は
通
称
鈴
木
光
村
。
飛
鳥
山
の
麓
に
住
ん
だ
王
子
権
現
の
神
官
と
あ
る
。
文
政
八
年

(

一
八
二
五)

に
六
十
八
歳
で
没
し
た
と
あ
る
か
ら
初
代
よ
り
三
十
歳
程
の
歳
下
と
な
る
。

生
前
に
交
流
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
が
、
初
代
の
没
後
に
遺
族
の
了
解
を
得

て
名
乗
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
東
作
を
慕
っ
て
の
こ
と
と
思
え
ば
、
他
人
事
な
が
ら
何
だ
か

う
れ
し
い
。

と
も
あ
れ
、
松
平
定
信
に
よ
る
寛
政
の
改
革
の
嵐
を
前
に
し
た
静
か
な
サ
ヨ
ナ
ラ
大
往

生
の
人
生
だ
っ
た
。(

了)
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