
江
戸
の
ま
ち
　
（
小
学
6
年
生
）

－
都
市
を
通
し
て
学
ぶ
歴
史
学
習
－

一
　
は
じ
め
に

中
　
　
窪
　
　
寿
　
　
弥

（
一
）
　
都
市
を
通
し
て
学
ぶ
歴
史
学
習

私
は
、
歴
史
の
進
歩
を
子
ど
も
た
ち
に
わ
か
ら
せ
る
た
め
に
具
体
的
な
民
衆
の
生
産
と
生
活
の
視
点
か
ら
授
業
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
き
た
。
言

い
か
え
る
と
、
人
々
の
生
産
を
中
心
と
す
る
く
ら
し
が
時
代
と
と
も
に
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
中
に
時
代
の
進
歩
を
み
よ
う

と
い
う
主
張
で
あ
る
。
ま
た
小
学
生
で
は
、
例
え
ば
幕
府
の
仕
組
み
は
ど
う
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
領
主
を
通
じ
て
農
民
を
支
配
し
た
の
か
と
い
っ

た
　
「
人
と
人
と
の
関
係
」
　
や
幕
府
と
い
っ
た
構
造
に
せ
ま
る
よ
り
は
、
米
を
ど
の
よ
う
に
生
産
し
増
産
に
工
夫
し
た
の
か
と
い
う
よ
う
な
人
と
モ

ノ
と
の
関
係
に
重
点
を
置
く
ほ
う
が
、
そ
の
時
代
の
生
産
と
生
活
の
進
歩
に
よ
り
結
び
つ
い
た
授
業
が
構
成
で
き
る
と
考
え
た
。

し
か
し
、
近
世
以
降
の
実
践
を
見
通
し
た
時
、
民
衆
の
生
産
と
生
活
と
い
う
視
点
だ
け
で
は
時
代
が
と
ら
え
き
れ
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
。
資

本
主
義
が
本
格
的
に
始
動
す
る
明
治
期
以
前
に
は
商
品
作
物
の
生
産
が
伸
び
た
。
そ
の
中
で
、
農
民
層
の
分
化
を
生
み
な
が
ら
工
場
制
手
工
業
を

中
心
と
す
る
都
市
で
の
生
産
が
伸
び
、
大
都
市
へ
の
人
口
集
中
も
う
ん
で
い
っ
た
。
こ
う
し
て
、
生
産
力
の
向
上
は
、
人
々
の
く
ら
し
に
消
費
生

39



活
と
い
う
新
た
な
側
面
を
提
示
し
た
。
さ
ら
に
、
生
活
が
豊
か
に
な
る
に
つ
れ
て
余
暇
を
楽
し
む
と
い
う
く
ら
し
も
広
が
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
歴

史
の
流
れ
を
と
ら
え
る
と
、
近
世
以
降
は
消
費
や
文
化
と
い
っ
た
視
点
も
落
と
せ
な
い
の
で
は
と
考
え
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
は

村
よ
り
は
都
市
と
い
う
揚
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
　
江
戸
の
ま
ち

織
豊
・
徳
川
政
権
の
国
内
統
一
の
も
と
兵
農
分
離
が
進
め
ら
れ
、
武
士
層
は
城
下
町
に
集
め
ら
れ
た
。
そ
の
武
士
層
の
生
活
を
支
え
る
た
め
に

商
工
人
口
が
増
大
し
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
都
市
周
辺
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
交
通
網
の
発
達
に
よ
っ
て
、
各
地
に
特
産
物
の
生
産
を
興
隆
さ
せ

た
。
農
民
の
中
に
も
生
産
を
高
め
る
た
め
に
、
農
業
書
の
普
及
と
と
も
に
農
具
の
開
発
や
肥
料
の
多
用
化
に
注
目
し
多
肥
集
約
農
業
が
進
む
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
一
方
で
農
民
層
の
分
化
を
う
み
、
農
具
や
肥
料
を
買
っ
た
り
商
品
作
物
の
売
買
と
い
う
よ
う
な
貨
幣
経
済
の
波
が
農

村
に
も
押
し
寄
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
伴
い
農
村
で
没
落
し
た
小
百
姓
た
ち
の
一
部
が
江
戸
な
ど
の
大
都
市
へ
仕
事
を
求
め
て
流
れ
込
み
、

都
市
下
層
を
形
成
し
都
市
へ
の
人
口
集
中
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
江
戸
は
享
保
年
間
に
は
百
万
人
を
越
え
る
世
界
一
の
大
都
市
と
な
っ
た
。
井
原
西
鶴
が
『
世
間
胸
算
用
』
に
取
り
上
げ
た

「
船
町
の
魚
市
」
　
も
　
「
神
田
須
田
町
の
青
物
市
場
」
　
も
、
も
と
も
と
江
戸
城
御
用
の
市
場
と
し
て
設
け
ら
れ
た
が
、
問
屋
が
買
い
つ
け
た
魚
介
類

や
青
物
を
さ
ら
に
仲
買
が
買
い
、
仲
買
は
そ
れ
を
小
売
商
人
に
売
り
渡
し
た
。
小
売
商
人
は
見
世
　
（
店
）
　
を
持
っ
て
い
る
も
の
も
多
か
っ
た
が
、

多
く
は
　
「
降
り
売
り
」
　
「
棒
手
振
り
」
　
な
ど
と
呼
ば
れ
る
零
細
な
行
商
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
流
通
ル
ー
ト
に
支
え
な
が
ら
、
江
戸
は
大
消

費
地
で
も
あ
っ
た
。

よ
く
江
戸
の
文
化
は
庶
民
の
文
化
と
呼
ば
れ
る
が
、
庶
民
が
文
化
を
享
受
で
き
た
背
景
に
は
、
寺
子
屋
を
中
心
と
す
る
庶
民
教
育
の
普
及
に
よ
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り
識
字
率
が
向
上
し
同
時
に
大
衆
の
文
化
レ
ベ
ル
が
向
上
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
上
方
で
起
こ
っ
た
出
版
は
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
は
江
戸

独
自
の
出
版
物
（
江
戸
地
本
）
と
し
て
栄
え
た
。
そ
の
間
屋
の
一
人
に
蔦
屋
重
三
郎
が
い
る
。
彼
は
黄
表
紙
約
二
百
点
、
狂
歌
本
六
十
点
、
噺
本
・

洒
落
本
な
ど
合
わ
せ
て
約
四
百
数
十
点
に
の
ぼ
る
本
を
出
版
し
た
。
ま
た
写
楽
を
は
じ
め
と
す
る
絵
師
た
ち
の
浮
世
絵
を
三
百
数
十
点
は
ど
も
刊

行
し
て
い
る
。
さ
ら
に
地
本
間
屋
以
外
に
貸
本
屋
も
出
版
物
の
普
及
を
支
え
、
挿
絵
が
ふ
ん
だ
ん
に
入
っ
た
草
双
紙
や
読
本
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と

な
っ
て
、
庶
民
の
娯
楽
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
出
版
業
が
一
つ
の
生
業
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
で
あ

り
、
そ
う
い
っ
た
娯
楽
を
楽
し
む
庶
民
の
く
ら
し
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
文
化
の
成
熟
は
、
士
農
工
商
と
い
っ
た
身
分

秩
序
で
は
は
か
れ
な
い
新
し
い
可
能
性
も
生
む
こ
と
に
な
っ
た
。
狂
歌
と
随
筆
に
す
ぐ
れ
た
萄
山
人
は
幕
臣
の
大
田
直
次
郎
と
い
う
武
士
で
あ
る

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
を
中
心
と
す
る
狂
歌
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
を
調
べ
て
み
る
と
、
武
士
・
豪
商
・
旅
龍
や
遊
女
屋
の
亭
主
・

医
師
・
吉
原
の
遊
女
と
い
っ
た
多
彩
さ
で
あ
る
。

子
ど
も
の
理
解
を
豊
か
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、
本
実
践
で
は
『
江
戸
図
屏
風
』
や
浮
世
絵
と
い
っ
た
絵
画
教
材
を
随
所
に
使
う
こ
と
に
し
た
。

国
立
歴
史
民
族
博
物
館
蔵
『
江
戸
図
屏
風
』
の
右
隻
に
は
一
八
五
二
人
、
左
隻
三
一
三
一
人
、
合
計
四
九
八
三
人
も
の
人
物
が
描
か
れ
、
特
に
日

本
橋
付
近
で
は
大
店
が
軒
を
つ
ら
ね
、
船
な
ど
で
物
資
が
集
ま
る
様
子
や
様
々
な
身
分
の
人
が
行
き
交
う
様
子
、
天
秤
を
担
い
で
行
商
に
ま
わ
る

小
売
商
、
魚
河
岸
に
集
ま
る
魚
と
人
々
、
山
ほ
ど
に
積
ま
れ
た
材
木
や
俵
な
ど
と
い
う
生
き
生
き
と
し
た
人
々
の
く
ら
し
が
か
い
ま
み
れ
る
。

江
戸
の
ま
ち
が
人
口
百
万
を
越
え
た
の
は
、
享
保
年
間
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
多
色
刷
り
版
画
に
よ
る
カ
レ
ン
ダ
ー
の
競
争
か
ら
始
ま
っ

た
大
量
生
産
の
よ
る
浮
世
絵
が
流
行
し
始
め
た
の
は
鈴
木
春
信
の
多
色
刷
り
が
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
以
降
の
こ
と
で

あ
る
。
と
言
う
こ
と
は
、
本
題
材
で
扱
う
「
江
戸
の
ま
ち
」
　
「
人
口
百
万
人
の
大
都
市
江
戸
」
　
「
浮
世
絵
を
楽
し
む
町
民
」
　
で
は
、
厳
密
に
み
れ
ば

時
代
差
が
あ
る
。
し
か
し
、
小
学
生
に
は
、
そ
の
時
代
差
の
意
識
よ
り
江
戸
と
い
う
ま
ち
の
仕
組
み
や
そ
こ
に
住
む
人
々
の
く
ら
し
を
ト
ー
タ
ル
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で
つ
か
み
、
「
江
戸
の
ま
ち
」
　
と
い
う
1
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
教
え
た
方
が
よ
り
鮮
明
に
わ
か
る
の
で
は
と
考
え
こ
の
題
材
を
開
発
し
た
。

（
三
）
　
現
代
の
子
ど
も
た
ち

浮
世
絵
の
題
材
に
な
っ
た
も
の
は
歌
舞
伎
の
俳
優
で
あ
っ
た
り
人
気
力
士
で
あ
っ
た
り
と
今
で
い
う
当
時
の
ア
イ
ド
ル
で
あ
っ
た
し
、
部
屋
の

壁
な
ど
に
は
る
と
い
う
点
で
も
今
の
ポ
ス
タ
ー
と
同
じ
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
。
し
か
も
浮
世
絵
は
分
業
に
よ
り
大
量
生
産
も
可
能
に
な
り
、
単

価
が
安
く
か
け
そ
ば
一
杯
と
同
じ
く
ら
い
の
値
段
で
手
に
入
る
。
普
段
は
ち
ょ
っ
と
お
目
に
か
か
れ
な
い
噂
の
ア
イ
ド
ル
で
も
、
少
し
の
お
金
が

あ
れ
ば
身
近
な
と
こ
ろ
に
飾
れ
る
、
そ
ん
な
共
通
点
が
感
じ
ら
れ
る
し
、
そ
ん
な
く
ら
し
が
江
戸
に
住
む
人
々
の
間
に
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
は
、

子
ど
も
に
と
っ
て
以
外
な
親
近
感
を
生
む
と
思
っ
た
。
消
費
や
文
化
と
い
う
軸
を
授
業
の
中
に
位
置
づ
け
る
か
ら
、
生
産
や
村
と
い
っ
た
こ
と
を

教
え
な
く
て
も
い
い
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
前
近
代
社
会
に
お
い
て
も
民
衆
の
最
も
一
般
的
な
生
活
の
場
は
農
村
で
あ
る
し
、
生
産
力
の
向
上
が

歴
史
を
動
か
し
た
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
近
世
ま
で
の
生
産
を
中
心
と
し
た
生
活
と
重
な
り
な
が
ら
も
、
新
た
な
時
代
を
と
ら
え
る

視
点
を
つ
く
り
な
が
ら
鮮
や
か
に
歴
史
の
進
歩
を
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
は
と
考
え
た
。
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二
　
指
導
計
画
（
全
3
時
間
）

○
第
一
次
　
将
軍
が
つ
く
っ
た
大
都
市
　
江
戸
　
（
1
時
間
）

○
第
二
次
　
町
人
た
ち
の
く
ら
し
を
の
ぞ
い
て
み
よ
う
　
（
2
時
間
）

・
大
消
費
地
　
江
戸

・
浮
世
絵
を
楽
し
む
町
人



三
　
取
日
ソ
組
み
の
経
過

（
一
）
　
第
一
次
　
将
軍
が
つ
く
っ
た
大
都
市
　
江
戸
　
（
そ
の
1
）

ね
ら
い

○
将
軍
を
頂
点
と
し
た
武
士
の
た
め
に
大
都
市
江
戸
が
つ
く
ら
れ
た
こ
と
を
わ
か
ら
せ
る
。

教
材
に
つ
い
て

家
康
が
江
戸
に
入
城
し
た
の
は
天
正
十
八
年
で
、
当
時
の
江
戸
は
茅
葺
き
の
町
家
が
百
軒
ば
か
り
あ
る
だ
け
の
寂
し
い
汐
入
り
芦
原
で
あ
っ
た
。

太
田
道
港
が
一
四
五
七
年
に
築
城
し
た
江
戸
城
は
、
そ
の
頃
石
垣
は
一
ヶ
所
も
な
く
、
屋
根
は
板
葺
き
・
茅
葺
き
で
雨
漏
り
も
す
る
と
い
う
粗
末

な
も
の
で
あ
っ
た
。
慶
長
八
年
家
康
は
諸
大
名
に
石
高
千
石
に
つ
き
一
人
と
い
う
人
夫
を
動
員
す
る
御
手
伝
い
普
請
を
命
じ
た
。
ま
ず
今
の
l
R

お
茶
の
水
駅
付
近
に
あ
っ
た
神
田
山
を
切
り
崩
し
て
そ
の
土
で
日
比
谷
入
り
江
を
埋
め
立
て
る
大
工
事
が
行
わ
れ
、
日
本
橋
以
南
か
ら
京
橋
・
銀

座
な
ど
の
広
大
な
町
地
が
で
き
た
。
天
守
閣
の
築
城
に
は
莫
大
な
石
材
と
材
木
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
資
材
を
直
接
建
設
地
ま
で
運
ぶ
た
め
、

あ
る
い
は
防
備
や
商
船
の
行
き
来
の
た
め
に
水
堀
が
必
要
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
河
川
を
整
理
し
て
流
れ
を
変
え
た
り
、
船
が
通
れ
る
水
路
を
築

い
た
り
し
て
、
江
戸
湾
か
ら
直
接
に
資
材
を
船
で
運
べ
る
よ
う
に
し
た
。
内
堀
内
に
は
御
三
家
な
ど
の
重
臣
の
屋
敷
を
配
し
、
多
数
の
家
臣
の
居

宅
に
は
麹
町
台
地
を
あ
て
、
家
光
の
頃
に
は
参
勤
交
代
の
制
度
が
確
立
し
武
家
屋
敷
も
立
ち
並
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
家
康
の
頃
に
手
が

つ
け
ら
れ
た
町
づ
く
り
も
家
光
の
頃
の
寛
永
年
間
に
ほ
ぼ
で
き
あ
が
っ
た
。
そ
れ
は
、
城
西
か
ら
城
北
地
区
に
か
け
て
の
山
の
手
に
は
武
士
が
移

住
す
る
武
家
地
を
、
水
運
の
便
を
は
か
っ
た
下
町
の
埋
め
立
て
造
成
地
か
ら
な
る
城
東
地
区
に
商
人
・
職
人
が
住
む
町
地
を
配
し
、
そ
の
周
り
に
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寺
社
を
配
置
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
当
時
の
京
都
に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
人
口
四
十
万
人
は
ど
の
大
都
市
江
戸
が
計
画
的
に

造
ら
れ
た
。

大
都
市
江
戸
の
空
間
は
大
き
く
武
家
地
、
寺
社
地
、
町
地
の
三
つ
に
分
か
れ
る
が
、
面
積
比
で
は
、
武
家
地
…
七
十
％
、
町
人
地
…
十
四
％
、

寺
社
地
…
十
六
％
で
、
人
数
で
い
う
と
武
士
約
四
十
五
万
人
に
対
し
て
町
人
約
五
十
五
万
人
で
あ
っ
た
。
武
士
の
生
活
に
必
要
な
も
の
を
す
べ
て

確
保
で
き
る
よ
う
に
と
い
う
思
惑
に
基
づ
い
て
い
る
。

授
業
展
開

①
江
戸
の
ま
ち
か
ら
連
想
す
る
こ
と
を
発
表
す
る
。

C
　
「
大
阪
城
み
た
い
な
大
き
な
城
」
　
「
城
の
ま
わ
り
に
町
が
あ
る
」
　
「
商
売
屋
さ
ん
が
多
い
」
　
「
火

事
」
　
「
お
城
の
ま
わ
り
に
松
が
植
え
て
あ
る
」
　
「
日
本
橋
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
た
い
こ
橋
み

た
い
な
橋
が
か
か
っ
て
あ
っ
て
、
侍
や
ら
商
売
人
が
い
っ
ぱ
い
い
て
る
」
等
。

②
家
康
が
来
た
こ
ろ
の
江
戸
の
様
子
を
見
て
み
よ
う
。
（
資
料
①
〉

「
田
舎
で
、
田
ん
ぼ
だ
ら
け
」
　
と
い
う
声
が
聞
こ
え
る
。
草
が
た
く
さ
ん
は
え
て
い
て
、
川
や

湖
を
ま
ず
見
つ
け
る
。
次
に
農
家
み
た
い
な
家
が
少
し
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
教
師
の
方
か
ら
、

江
戸
湾
や
集
落
の
位
置
を
確
認
し
て
い
く
。

③
新
し
く
つ
く
ら
れ
た
江
戸
の
町
の
都
市
計
画
を
想
像
す
る
。

T
　
「
こ
ん
な
所
に
家
康
は
江
戸
の
ま
ち
を
つ
く
っ
た
ん
だ
け
ど
、
そ
こ
に
は
だ
れ
が
住
ん
だ
の
か

な
」
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C
　
「
商
人
」
　
「
武
士
」
　
「
職
人
」
　
「
金
持
ち
」
　
（
お
金
持
ち
な
商
人
と
の
こ
と
）
　
「
お
坊
さ
ん
」
　
「
将
軍
」
　
「
旅
人
」

（
商
人
と
職
人
を
合
わ
せ
て
町
人
と
呼
ん
だ
こ
と
を
教
え
、
そ
れ
ぞ
れ
が
住
ん
だ
家
を
考
え
た
。
町
人
は
お
店
と
長
屋
、
将
軍
は
お
城
、
お
坊

さ
ん
は
お
寺
、
武
士
は
屋
敷
と
ま
と
ま
っ
た
。
）

T
　
「
君
た
ち
が
将
軍
な
ら
こ
ん
な
建
物
や
道
路
な
ん
か
を
ど
の
よ
う
に
並
べ
て
江
戸
の
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す
か
。
各
班
で
相
談
し
て
み
よ
う
。
」

1
班
…
湖
や
海
を
埋
め
立
て
、
町
人
や
武
士
の
住
む
所
に
し
、
江
戸
の
ま
ち
の
真
ん
中
に
城
を
建
て
ま
ち
を
監
視
す
る
。
城
の
周
り
に
ま
ち
を
つ

く
り
、
近
い
所
に
武
士
を
住
ま
わ
せ
遠
く
な
る
に
つ
れ
て
身
分
が
低
く
な
る
。

2
班
…
（
そ
の
1
）
　
真
ん
中
に
城
を
つ
く
り
北
に
偉
い
武
士
、
下
は
普
通
の
武
士
、
は
し
に
町
人
や
農
民
が
、
残
っ
た
所
が
寺
。

（
そ
の
2
）
真
ん
中
に
城
、
周
り
に
橋
を
か
け
武
士
を
住
ま
わ
せ
、
そ
の
周
り
に
町
人
。
南
は
何
も
な
い
の
で
、
見
張
り
用
の
と
り
で
を

つ
く
る
。

3
班
…
お
城
は
山
に
造
り
そ
の
周
り
に
武
士
を
お
い
て
、
川
の
近
く
に
町
民
を
お
い
て
商
業
を
す
る
。
道
を
広
げ
る
。

5
班
…
城
の
周
り
に
堀
な
ん
か
を
造
り
、
高
い
と
こ
ろ
　
（
天
守
閣
）
　
を
造
っ
た
。

④
実
際
に
江
戸
の
ま
ち
を
見
て
み
よ
う
。

江
戸
図
屏
風
の
カ
ラ
ー
コ
ピ
ー
を
広
げ
江
戸
城
を
探
し
た
後
、
目
立
つ
大
き
な
屋
敷
と
し
て
、
西
の
丸
、
松
平
伊
予
守
、
駿
河
大
納
言
（
家
光

の
弟
）
、
御
三
家
の
屋
敷
を
捜
し
て
い
っ
た
。
次
に
武
家
地
、
町
民
地
な
ど
の
構
成
が
わ
か
る
図
を
取
り
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
割
合
を
お
さ
え
、

江
戸
の
ま
ち
が
計
画
的
に
造
ら
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
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（
二
）
　
第
一
次
　
将
軍
が
つ
く
っ
た
大
都
市
　
江
戸
　
（
そ
の
2
）

①
前
時
の
ま
と
め
を
す
る
。
（
主
に
武
士
の
住
ん
で
い
た
所
の
確
認
）

自
分
た
ち
の
想
像
と
実
際
の
ま
ち
の
様
子
の
違
い
を
確
か
め
て
い
く
。
お
城
が
真
ん
中
に
あ
っ
て
そ
の
周
り
に
堀
が
あ
っ
た
こ
と
、
橋
を
た
く

さ
ん
か
け
て
い
た
こ
と
な
ど
は
あ
っ
て
い
た
と
子
ど
も
自
身
も
す
ぐ
気
づ
く
。
埋
立
て
に
つ
い
て
は
、
教
師
の
方
か
ら
説
明
し
た
。
ま
た
、
お
城

の
ま
わ
り
に
武
士
の
屋
敷
が
あ
っ
た
こ
と
や
、
特
に
身
分
の
高
い
も
の
は
近
か
っ
た
こ
と
な
ど
も
確
認
で
き
た
。

本
時
で
は
、
さ
ら
に
外
様
大
名
の
屋
敷
が
外
堀
の
外
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
て
い
っ
た
。
城
西
側
の
堀
の
外
に
あ
っ
た
家
は
だ
れ
の

屋
敷
か
子
ど
も
に
尋
ね
て
み
る
と
、
「
大
名
」
　
「
武
士
」
　
「
武
士
で
も
大
名
」
　
「
農
民
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
住
ま
な
い
や
ろ
」
　
と
声
が
出
る
。
そ
こ
で

O
H
P
を
使
っ
て
拡
大
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
「
大
名
の
屋
敷
と
違
う
？
」
　
「
武
士
や
」
　
さ
ら
に
二
倍
に
拡
大
す
る
と
、
屏
風
に
書
か
れ
て
あ
る

字
に
気
づ
い
た
子
ど
も
が
出
て
き
た
。
「
ま
つ
だ
い
ら
む
つ
の
か
み
と
、
何
や
ろ
？
」
　
「
ち
ょ
う
、
ち
ょ
う
、
…
…
」
　
「
な
が
の
？
」
。
こ
こ
で
、

「
長
門
」
　
「
陸
奥
」
と
い
う
の
が
く
に
の
名
前
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
。
そ
の
大
名
の
名
前
は
毛
利
氏
と
伊
達
氏
で
あ
る
の
だ
が
、
歴
史
好
き
な

子
ど
も
が
い
て
す
ぐ
名
前
を
出
し
て
き
た
。
共
に
外
様
大
名
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
と
そ
の
意
味
を
説
明
し
た
。

②
町
人
た
ち
が
住
ん
で
い
た
所
を
調
べ
る
。

江
戸
図
屏
風
か
ら
捜
さ
せ
た
。
子
ど
も
が
見
つ
け
た
手
掛
か
り
は
　
「
の
れ
ん
が
あ
る
」
　
「
奈
良
の
土
産
物
屋
さ
ん
み
た
い
に
店
の
前
に
ぶ
ら
下

が
っ
て
あ
っ
て
石
で
と
め
て
あ
る
や
つ
が
あ
る
」
　
「
店
の
マ
ー
ク
が
書
い
た
る
」
　
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
よ
く
見
て
い
る
。

田
中
君
は
、
赤
い
の
ぼ
り
や
の
れ
ん
が
目
立
つ
京
橋
か
ら
新
橋
に
か
け
て
の
ま
ち
筋
を
指
し
た
。
久
保
君
が
南
の
方
だ
と
つ
ぶ
や
い
た
。
町
人
た

ち
の
ま
ち
だ
と
し
た
わ
け
は
、
他
に
「
商
人
と
か
は
も
の
を
売
っ
て
や
っ
て
、
も
の
を
買
い
に
た
く
さ
ん
の
人
が
来
て
、
そ
の
通
り
は
に
ぎ
わ
っ

て
い
る
か
ら
」
　
（
久
保
君
）
、
「
建
物
が
商
店
街
み
た
い
に
つ
な
が
っ
て
い
る
　
（
大
村
さ
ん
）
」
　
な
ど
で
あ
る
。
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次
に
寺
社
が
集
ま
っ
て
い
る
所
を
さ
が
す
と
、
「
お
城
の
北
の
方
が
多
い
」
　
「
江
戸
の
ま
ち
の
北
西
」
　
と
い
う
意
見
が
多
数
を
占
め
た
。
ま
た
、

「
ひ
っ
こ
し
さ
せ
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
」
　
と
い
う
声
も
あ
っ
た
が
、
江
戸
の
ま
ち
の
周
辺
に
は
農
民
の
家
も
見
え
て
も
ま
ち
の
中
に
は
な
い
こ

と
を
確
認
し
、
武
士
の
た
め
に
商
人
や
職
人
、
お
寺
な
ど
か
集
め
ら
れ
て
で
き
た
ま
ち
を
城
下
町
と
い
う
と
説
明
し
た
。

③
江
戸
の
ま
ち
を
、
武
家
地
　
（
赤
、
江
戸
城
に
は
赤
丸
）
、
町
民
地
　
（
青
）
、
寺
社
地
に
塗
り
分
け
る
。
（
資
料
②
）

塗
り
な
が
ら
、
「
町
人
の
住
ん
だ
所
は
、
埋
立
て
地
？
」
　
「
こ
れ
は
道
路
？
」
　
「
黒
い
所
は
、
水
？
」
　
な
ど
の
質
問
が
出
た
。
教
師
か
ら
、
堀
か

切
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
橋
な
ど
が
か
か
っ
て
い
る
だ
け
で
堀
は
つ
な
が
っ
て
い
る
と
付
け
加
え
た
。
塗
り
終
わ
っ
た
ら
わ

か
っ
た
こ
と
を
五
つ
ノ
ー
ト
に
書
い
て
み
た
。

中
山
君
　
「
道
沿
い
に
町
人
地
が
多
い
。
」

杉
本
君
　
「
僕
は
道
に
沿
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
も
う
一
つ
は
海
と
か
堀
と

か
水
に
面
し
て
い
る
。
」

大
成
さ
ん
　
「
武
士
の
屋
敷
は
城
か
ら
離
れ
て
い
く
ほ
ど
小
さ
く
な
る
　
（
面
積
が

狭
く
な
る
）
。
」

杉
本
君
　
「
大
成
さ
ん
と
似
て
い
る
け
ど
、
将
軍
の
住
ん
で
い
る
城
の
周
り
に
、

将
軍
を
取
り
囲
む
よ
う
に
武
士
た
ち
が
住
ん
で
い
る
。
」

久
保
君
　
「
町
人
地
の
中
の
橋
が
四
つ
か
か
っ
て
い
る
道
　
（
日
本
橋
、
中
橋
、

京
橋
、
新
橋
）
　
は
、
他
の
道
よ
り
太
い
。
」

そ
の
他
子
ど
も
の
ノ
ー
ト
を
み
る
と
、



足
立
君
　
「
寺
は
ほ
と
ん
ど
ま
ち
の
外
に
あ
る
。
武
士
は
武
士
、
町
人
は
町
人
で
か
た
ま
っ
て
い
る
。
」

な
ど
が
あ
っ
た
。

最
後
に
、
江
戸
は
将
軍
が
こ
の
よ
う
な
計
画
を
も
っ
て
つ
く
ら
れ
た
世
界
の
中
で
も
指
折
り
の
大
都
市
で
あ
る
こ
と
を
ま
と
め
た
。

授
業
の
子
ど
も
の
感
想
（
2
時
間
分
）

徳
川
家
康
は
、
元
は
あ
れ
地
だ
っ
た
江
戸
を
何
と
か
り
っ
ぱ
な
町
に
し
て
、
そ
こ
で
政
治
を
し
た
い
と
思
っ
て
、
必
死
で
江
戸
の
町
を
つ

く
っ
た
ん
だ
と
思
う
。

ま
ず
、
自
分
が
安
心
し
て
政
治
を
で
き
る
よ
う
に
、
城
の
周
囲
に
は
り
を
は
っ
て
、
本
当
に
信
用
で
き
る
武
士
を
周
り
に
住
ま
せ
た
ん
だ

と
思
う
。
ま
た
、
商
業
を
発
達
さ
せ
る
た
め
に
、
大
通
り
を
つ
く
り
、
そ
の
周
り
に
商
店
街
を
つ
く
っ
た
と
思
う
。
だ
け
ど
家
康
は
、
そ
れ

だ
け
で
は
な
く
、
海
か
ら
敵
が
来
た
時
に
は
、
町
人
た
ち
の
反
こ
う
で
敵
を
と
り
お
さ
え
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

寺
や
神
社
は
一
つ
の
部
分
に
か
た
め
て
、
僧
兵
を
お
さ
え
や
す
く
し
た
ん
だ
と
思
う
。
ま
た
、
う
め
た
て
を
し
た
り
港
を
つ
く
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
他
の
場
所
の
年
貢
を
運
び
や
す
く
し
た
ん
だ
と
思
う
。

家
康
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
に
、
武
士
、
町
人
、
寺
な
ど
を
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
江
戸
を
支
配
し
や
す
く
し
た
ん
だ
と
思
う
。
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（
三
）
　
第
二
次
　
町
人
た
ち
の
く
ら
し
を
の
ぞ
い
て
み
よ
う
　
1
大
消
費
地
　
江
戸
～

ね
ら
い

○
　
武
士
の
く
ら
し
を
支
え
る
た
め
に
多
数
の
商
人
や
職
人
が
集
め
ら
れ
、
江
戸
の
ま
ち
は
、
大
消
費
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
分
か
ら
せ
る
。

授
業
展
開

①
江
戸
の
ま
ち
の
七
十
％
を
占
め
る
武
家
地
に
四
十
五
万
人
も
の
武
士
が
く
ら
し
て
い
た
。
で
は
、
十
四
％
の
敷
地
に
く
ら
し
て
い
た
町
人
は

四
十
五
万
人
よ
り
多
い
か
、
少
な
い
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

教
師
の
予
想
に
反
し
て
、
ま
ず
多
い
と
い
う
声
が
あ
が
る
。
理
由
と
し
て
、
「
武
士
は
広
い
屋
敷
に
す
ん
で
い
る
か
ら
、
一
軒
あ
た
り
は
広
く

て
も
人
数
は
少
な
い
」
　
が
あ
が
っ
た
。
杉
本
君
が
す
か
さ
ず
、
人
口
密
度
が
低
い
ね
ん
と
つ
ぶ
や
く
。
そ
れ
だ
け
町
人
は
狭
い
所
に
ぎ
ゅ
っ
と
す

し
つ
め
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
教
師
か
ら
、
町
民
は
お
よ
そ
五
十
五
万
人
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
た
。
本
時
で
は
、
そ
の
ぎ
ゅ
っ
と
く
ら
し

て
い
た
町
民
た
ち
の
く
ら
し
を
の
ぞ
い
て
み
よ
う
と
呼
び
か
け
た
。

歴
史
プ
リ
ン
ト
二
十
に
神
田
と
い
う
地
名
を
確
認
し
た
後
、
そ
こ
に
残
る
町
名
の
い
く
つ
か
を
黒
板
に
は
り
出
し
た
。
す
ぐ
に
、
「
町
人
が
い

た
」
　
「
そ
の
商
い
を
や
っ
て
い
る
人
が
い
た
」
　
と
い
う
声
が
聞
こ
え
る
。
「
大
工
町
に
は
大
工
さ
ん
が
い
っ
ぱ
い
い
た
と
か
」
　
「
鍋
町
に
は
鍋
職
人

が
い
た
と
か
し
　
「
乗
物
町
っ
て
何
や
ね
？
」
　
と
い
う
つ
ぶ
や
き
が
続
く
。
教
師
か
ら
、
四
十
五
万
人
も
の
武
士
の
く
ら
し
を
支
え
る
た
め
に
必
要

な
仕
事
を
す
る
町
人
た
ち
が
集
め
ら
れ
た
こ
と
を
説
明
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
何
を
作
っ
た
の
か
わ
か
り
や
す
い
も
の
か
ら
確
認
し
て
い
っ
た
。

大
工
町
…
大
工
さ
ん
が
集
ま
っ
た
町
と
子
ど
も
た
ち
は
す
ぐ
気
づ
く
。

鍋
町
…
こ
れ
も
鍋
屋
さ
ん
と
す
ぐ
答
え
が
出
た
。
松
下
君
が
　
「
鉄
の
う
つ
わ
」
と
付
け
足
す
。
鋳
物
を
扱
う
店
と
教
師
か
ら
補
足
す
る
。

鍛
冶
町
…
「
鍛
冶
屋
」
　
「
刀
」
　
「
包
丁
」
　
「
刃
物
」
　
「
武
器
」
　
な
ど
と
た
く
さ
ん
出
る
。
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乗
物
町
・
‥
手
こ
ず
っ
た
が
、
中
野
君
が
か
ご
屋
さ
ん
と
思
い
つ
い
た
。

塗
師
町
・
‥
「
色
を
塗
っ
た
り
す
る
」
　
と
意
見
が
出
た
の
で
、
教
師
か
ら
そ
の
頃
塗
る
も
の
は
何
か
と
尋
ね
る
と
、
「
う
る
し
」
と
い
う
答
え
。

佐
柄
木
町
…
こ
れ
は
先
生
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
と
、
も
っ
と
考
え
さ
せ
て
と
い
う
声
。
中
野
君
「
植
木
屋
さ
ん
」
、
久
保
君
「
家
を
建
て

る
」
　
と
い
う
発
表
。
教
師
か
ら
こ
れ
は
と
ぎ
屋
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
。
「
そ
ん
な
専
門
家
い
た
ん
か
」
と
い
う
驚
き
の
声
。

白
銀
町
…
「
よ
ろ
い
」
　
「
金
物
」
　
と
い
う
声
。
教
師
か
ら
銀
細
工
と
説
明
。
「
銀
箔
？
」
　
と
い
う
声
。

白
壁
町
…
「
壁
塗
り
屋
さ
ん
」
　
「
今
で
言
え
ば
塗
装
屋
」
　
な
ど
の
子
ど
も
た
ち
の
発
表
。

集
め
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
人
口
が
増
え
生
活
が
豊
か
に
な
っ
て
い
く
と
も
っ
と
町
人
た
ち
も
集
ま
っ
て
き
た
こ
と
を
説
明
す
る
。

②
江
戸
図
屏
風
の
日
本
橋
付
近
を
見
て
、
七
人
の
町
人
と
売
ら
れ
て
い
る
も
の
を
さ
が
し
て
み
よ
う
。

子
ど
も
た
ち
は
隣
の
仲
間
と
も
相
談
し
な
が
ら
、
わ
い
わ
い
が
や
が
や
と
さ
が
し
出
し
た
。
全
体
的
に
売
ら
れ
て
い
る
も
の
は
魚
が
多
い
こ
と

か
ら
こ
の
当
た
り
に
は
魚
市
場
が
あ
っ
た
と
ま
と
め
る
。

③
中
橋
や
京
橋
付
近
も
注
目
し
て
み
よ
う
。

中
橋
…
「
灯
籠
」
　
「
地
蔵
石
」
　
「
墓
石
」
　
「
五
輪
塔
」
　
な
ど
が
出
る
。

京
橋
‥
・
「
竹
」
　
「
米
俵
」
　
な
ど
と
意
見
が
出
た
が
、
俵
に
つ
い
て
は
ど
う
や
ら
こ
も
を
か
ぶ
せ
た
大
根
で
あ
る
こ
と
を
説
明
。

④
神
田
の
町
筋
の
武
士
と
町
人
の
会
話
を
想
像
し
て
み
よ
う
。

神
田
の
町
筋
の
絵
（
資
料
③
）
を
O
H
P
に
拡
大
し
て
、
左
か
ら
順
に
竹
屋
、
檜
物
屋
、
酒
屋
　
（
み
そ
あ
り
の
看
板
）
　
で
あ
る
こ
と
を
確
認
。

中
央
の
二
人
の
武
士
と
酒
屋
の
店
員
の
会
話
を
想
像
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
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（
大
村
さ
ん
〉

武
士
　
「
お
ー
い
　
酒
屋
。
」

町
人
　
「
は
い
は
い
。
」

武
士
　
「
酒
を
く
れ
。
こ
の
店
で
と
び
き
り
う
ま
い
酒
を
な
。
」

町
人
「
は
い
。
か
し
こ
ま
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
だ
れ
が
お
飲
み
に
な
る
ん
で
す
か
。
」

武
士
　
「
わ
し
の
御
主
人
じ
ゃ
。
」

町
人
　
「
そ
う
で
す
か
。
あ
な
た
も
大
変
で
す
ね
。
」
　
「
酒
の
御
用
意
が
で
き
ま
し
た
。
」

武
士
　
「
代
金
は
、
後
で
払
う
。
手
間
か
け
て
す
ま
な
ん
だ
っ
た
の
う
。
」

町
人
　
「
い
え
い
え
。
」

子
ど
も
の
感
想

51

私
は
、
神
田
付
近
に
残
る
地
名
が
そ
の
ま
ま
に
町
人
が
つ
く
っ
た
り
し
て
い
る
物
の
名
ま
え
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

そ
れ
に
、
特
産
物
で
つ
く
っ
て
い
て
、
そ
の
名
ま
え
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
各
地
か
ら
集
め
ら
れ
た
人
た
ち
で
そ
れ
ぞ
れ
名
ま
え
が
つ
い

て
い
る
く
ら
い
な
の
で
、
か
な
り
の
人
が
集
ま
っ
て
い
た
ん
だ
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
、
そ
れ
が
そ
め
物
や
大
工
や
か
ご
屋
や
お
鍋
を
作
っ

て
い
る
所
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
物
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
だ
け
も
の
の
数
を
将
軍
は
必
要
で
、
集
め
た
ん
だ
ろ
う
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。
だ

か
ら
、
も
と
も
と
か
ら
い
た
武
士
の
は
か
に
も
、
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
人
が
集
ま
っ
た
ん
だ
ろ
う
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。

澤
辺
さ
ん



そ
の
他
、
手
向
さ
ん
は
　
「
江
戸
時
代
に
も
う
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
も
の
が
物
が
売
ら
れ
て
い
た
ん
だ
な
ぁ
と
思
い
ま
し
た
。
魚
な
ど
が
す
ぐ

運
べ
る
よ
う
に
、
海
か
ら
市
場
が
近
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
」
　
と
ま
と
め
、
中
島
さ
ん
は
　
「
に
ん
じ
ん
や
米
や
は
く
さ
い
や
ね
ぎ
は
、
農
民

が
つ
く
っ
た
物
を
町
人
が
仕
入
れ
て
き
て
、
売
っ
て
い
た
と
思
う
」
　
と
言
っ
て
い
る
。

（
四
）
　
第
二
次
　
町
人
た
ち
の
く
ら
し
を
の
ぞ
い
て
み
よ
う
　
ー
町
人
の
ま
ち
　
江
戸
－

ね
ら
い

○
浮
世
絵
　
（
錦
絵
）
　
が
大
量
に
町
人
の
く
ら
し
の
中
に
広
が
り
、
庶
民
の
文
化
が
発
達
し
た
こ
と
を
わ
か
ら
せ
る
。

教
材
に
つ
い
て

浮
世
絵
は
、
そ
の
制
作
技
法
上
か
ら
肉
筆
画
と
版
画
に
大
き
く
大
別
さ
れ
る
。
版
画
の
浮
世
絵
が
単
色
摺
り
か
ら
多
色
摺
り
　
（
こ
れ
を
　
「
錦
絵
」

と
称
し
、
一
般
的
に
浮
世
絵
と
い
え
ば
こ
の
錦
絵
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
い
）
　
へ
と
大
き
く
変
化
し
た
の
が
明
和
二
年
　
（
一
七
六
五
）
　
の
こ
と
で
、

「
大
小
」
　
の
摺
り
物
と
い
う
一
枚
の
カ
レ
ン
ダ
ー
の
競
争
か
ら
始
ま
っ
た
。

錦
絵
の
制
作
は
、
ま
ず
版
元
　
（
資
本
家
で
あ
り
、
制
作
者
兼
編
集
者
で
、
発
売
元
で
も
あ
る
）
　
の
下
に
絵
師
、
彫
り
師
、
摺
り
師
の
共
同
作
業

が
あ
っ
て
大
量
生
産
が
可
能
に
な
っ
た
。
完
成
し
た
錦
絵
は
絵
草
紙
屋
で
販
売
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
多
色
摺
り
に
も
耐
え
ら
れ
る
丈
夫
な
和
紙

と
し
て
越
前
奉
書
紙
が
使
わ
れ
た
。
浮
世
絵
は
今
で
い
え
ば
日
常
生
活
の
消
耗
品
と
し
て
大
量
生
産
さ
れ
た
の
で
、
単
価
も
安
く
見
終
わ
れ
ば
紙

屑
と
な
っ
て
捨
て
ら
れ
た
の
で
残
っ
て
い
る
も
の
は
少
な
い
。
教
材
と
し
て
は
、
団
扇
絵
　
（
団
扇
に
は
る
た
め
の
版
画
で
初
め
は
丸
形
で
あ
っ
た

か
、
し
だ
い
に
横
に
広
く
な
る
）
・
東
扇
（
切
り
抜
い
て
扇
の
骨
に
は
っ
た
）
・
柱
絵
　
（
縦
六
十
八
～
七
十
四
彗
　
横
十
二
～
十
三
㌢
　
簡
単
な
軸

装
に
し
て
庶
民
の
節
だ
ら
け
の
柱
を
隠
す
た
め
に
か
け
た
）
　
も
使
い
、
庶
民
の
手
軽
な
娯
楽
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
な
い
だ
。
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多
川
歌
麿
）

○
風
景
画
…
⑤
「
名
所
江
戸
百
景
　
両
国
花
火
」
　
（
歌
川
広
重
）
・
⑥
「
諸
国

名
所
百
景
　
周
防
岩
国
錦
帯
橋
」
　
（
二
代
歌
川
広
重
）
・
⑦
「
百
人
一
首
乳
母
か
え
と
き

猿
丸
太
夫
」
　
（
葛
飾
北
斎
）
　
（
資
料
⑤
）

○
役
者
絵
…
⑧
「
揚
巻
の
助
六
　
八
代
目
市
川
団
十
郎
」
　
（
三
代
豊
国
）
・
⑨
「
三
代
目
佐
野
川
市
松

の
祇
園
町
の
白
人
お
な
よ
」
　
（
写
楽
）

中
野
君
・
小
嶋
君
「
顔
④
⑧
⑨
」
　
「
景
色
⑤
⑥
⑦
」
　
「
全
体
、
動
き
が
わ
か
る
も
の
②
③
①
」

杉
本
君
（
こ
の
顔
こ
わ
い
な
と
言
い
な
が
ら
⑨
を
動
か
す
。
久
保
く
ん
か
ら
、
お
か
ま
や
と
い
う
声
。
）

「
女
④
⑨
③
」
　
「
風
景
⑤
⑥
⑦
」
　
「
男
①
②
⑧
」

久
保
君
「
す
ぐ
風
景
と
わ
か
る
や
つ
⑤
⑥
⑦
」
　
「
残
り
は
風
景
と
わ
か
ら
な
い
や
つ
」

ど
う
や
ら
⑤
⑥
⑦
は
風
景
画
と
し
て
落
ち
着
い
た
。
そ
こ
で
残
り
の
六
枚
を
男
が
描
か
れ
て
い
る

－53－

授
業
展
開

①
九
枚
の
浮
世
絵
を
何
種
類
か
に
分
け
て
み
よ
う
。

こ
こ
で
扱
っ
た
浮
世
絵
は
、
次
の
九
枚
で
あ
る
。

○
相
撲
絵
…
①
　
「
力
士
雷
電
」
　
（
資
料
④
）
・
②
　
「
小
柳
逐
手
風
の
取
組
」

（
歌
川
国
貞
）

○
美
人
画
…
③
「
鍵
屋
の
お
仙
」
　
（
鈴
木
春
信
）
・
④
「
高
島
お
ひ
さ
」
　
（
喜



か
女
か
で
分
け
て
み
た
。
こ
こ
で
松
下
君
が
、
前
々
か
ら
声
が
あ
が
っ
て
い
た
⑨
に
つ
い
て
、
「
歌
舞
伎
の
時
、
女
の
人
の
役
を
男
が
す
る
」
　
と

い
う
意
見
が
出
た
。
そ
こ
で
教
師
か
ら
、
こ
の
絵
は
女
形
佐
野
川
市
松
を
あ
ま
り
に
も
リ
ア
ル
に
描
き
、
い
か
つ
い
顔
が
当
時
の
フ
ァ
ン
の
夢
を

砕
き
評
判
が
惑
い
絵
で
あ
っ
た
こ
と
を
説
明
し
た
。
同
じ
く
歌
舞
伎
に
関
係
し
た
絵
と
し
て
、
⑧
も
子
ど
も
か
ら
付
け
加
え
ら
れ
た
。
⑧
は
、
八

代
目
市
川
団
十
郎
で
、
人
気
絶
頂
の
三
十
二
歳
の
独
身
で
あ
っ
た
が
、
輿
行
先
の
大
阪
で
自
刃
し
多
く
の
女
性
フ
ァ
ン
を
嘆
か
せ
た
こ
と
を
付
け

足
し
た
。

最
後
に
残
っ
た
の
が
①
②
③
④
と
な
っ
た
。
ど
ん
な
仕
事
を
す
る
人
か
で
分
け
よ
う
と
呼
び
か
け
た
。
子
ど
も
か
ら
出
た
声
は
、
②
は
す
も
う
、

③
は
茶
店
の
お
ば
さ
ん
、
④
は
モ
デ
ル
、
①
は
そ
ろ
ば
ん
も
っ
て
て
お
金
を
と
る
悪
い
や
つ
、
両
替
商
、
「
越
後
屋
」
、
借
金
取
り
な
ど
で
あ
る
。

そ
こ
で
彼
の
プ
ロ
フ
ィ
ふ
を
紹
介
す
る
。
身
長
百
九
十
七
望
体
重
が
百
六
十
九
無
こ
こ
で
子
ど
も
た
ち
は
相
撲
と
り
で
あ
る
こ
と
を
つ
か
一

む
。
当
時
最
強
の
力
士
雷
電
で
、
二
十
一
年
間
土
俵
を
踏
ん
で
以
来
二
百
五
十
四
勝
十
敗
、
勝
率
九
割
四
分
九
度
。
長
野
県
の
農
家
の
生
ま
れ
な
　
5
4

が
ら
、
松
江
藩
の
お
抱
え
力
士
と
な
り
、
石
高
持
ち
と
し
て
帯
刀
を
許
さ
れ
、
参
勤
交
代
の
行
列
に
も
参
加
し
た
こ
と
を
話
す
。
子
ど
も
か
ら

「
よ
く
見
る
と
刀
、
持
っ
て
る
で
」
と
指
摘
。
①
②
は
相
撲
の
絵
で
あ
る
こ
と
に
落
ち
着
く
。

最
後
に
残
っ
た
③
④
は
、
子
ど
も
か
ら
看
板
娘
と
い
う
声
が
出
た
よ
う
に
、
美
人
画
と
呼
ば
れ
る
絵
で
あ
る
。

そ
し
て
風
景
画
の
説
明
を
し
て
お
く
。
⑤
は
、
隅
田
川
に
か
か
る
の
は
両
国
橋
で
、
こ
の
絵
は
川
開
き
の
様
子
を
表
し
て
い
る
。
学
校
の
プ
ー

ル
開
き
の
よ
う
に
六
月
下
旬
に
行
わ
れ
た
。
川
面
は
船
で
埋
め
つ
く
さ
れ
、
橋
上
も
群
衆
の
　
「
玉
ヤ
～
」
　
「
鍵
ヤ
～
」
　
の
掛
け
声
と
歓
声
が
飛
び

交
っ
た
。
⑥
の
橋
は
夏
休
み
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
澤
辺
さ
ん
が
岩
国
の
錦
帯
橋
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。
⑦
は
さ
す
が
に
見
当
が
つ
か

な
い
。
こ
の
絵
は
、
乳
母
が
子
ど
も
に
絵
を
描
い
て
説
明
す
る
よ
う
に
百
人
一
首
の
意
味
を
絵
で
説
明
し
よ
う
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
の
一
つ
。
本
図

の
歌
は
　
「
奥
山
に
紅
葉
ふ
み
わ
け
鳴
く
鹿
の
声
聞
く
時
そ
秋
は
か
な
し
き
」
。
「
お
ー
」
　
と
子
ど
も
た
ち
の
声
。



②
浮
世
絵
を
売
っ
て
い
た
店
を
見
て
み
よ
う
。

ど
こ
に
こ
ん
な
絵
が
売
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
「
浮
世
絵
屋
」
　
「
お
店
」
　
「
本
屋

さ
ん
」
　
「
問
屋
さ
ん
」
　
「
橋
の
上
」
　
と
即
座
に
答
え
が
出
た
。
で
は
だ
れ
が
買
い
に
来
た
の
と
尋
ね
る
と
、

「
主
に
町
人
」
　
「
ひ
ま
な
人
」
　
「
ち
ょ
っ
と
だ
け
武
士
」
、
中
に
は
「
今
で
言
え
ば
、
タ
レ
ン
ト
の
ポ
ス
タ
ー
み

た
い
な
も
ん
と
ち
ゅ
う
の
」
　
と
杉
本
君
の
声
も
混
じ
る
。

そ
こ
で
　
「
絵
草
紙
屋
」
　
の
浮
世
絵
を
取
り
出
し
た
　
（
資
料
⑥
）
。
「
武
士
の
絵
」
　
「
女
の
人
の
絵
」
　
「
本
も
な

ら
ん
だ
る
」
　
「
買
い
に
き
て
は
る
の
は
女
の
人
や
」
　
な
ど
の
声
が
出
る
。
く
わ
し
く
み
て
い
く
と
、
「
買
い
に

き
て
ど
れ
に
す
る
か
選
ん
で
い
る
人
」
　
「
背
中
の
子
ど
も
が
つ
つ
み
た
い
に
し
た
絵
を
持
っ
て
い
る
」
　
も
見

え
て
く
る
。
店
の
奥
に
並
ん
で
い
る
の
は
、
子
ど
も
が
分
類
し
た
中
の
役
者
絵
が
多
い
よ
う
だ
。

③
浮
世
絵
は
ど
の
よ
う
に
使
っ
た
の
だ
ろ
う
。

「
店
の
前
に
掛
け
る
」
　
「
看
板
」
　
「
か
ざ
り
も
の
」
　
「
酒
屋
さ
ん
の
前
に
『
見
返
り
美
人
』
の
絵
、
は
っ
た
っ

55

た
」
　
「
家
宝
に
す
る
」
　
「
凧
の
絵
に
す
る
」
　
な
ど
と
続
い
た
が
、
今
ど
う
使
わ
れ
て
い
る
の
か
と
当
時
ど
う
使

わ
れ
て
い
た
の
か
の
混
乱
が
あ
る
よ
う
だ
。
そ
こ
で
教
師
か
ら
、
次
の
3
枚
の
浮
世
絵
を
示
し
た
。
一
つ
目
は
団
扇
絵
（
資
料
⑦
）
　
と
呼
ば
れ
て

い
る
も
の
で
、
消
耗
品
と
し
て
使
い
捨
て
ら
れ
、
残
っ
て
い
る
の
は
貼
ら
れ
ず
に
図
柄
の
見
本
と
し
て
綴
ら
れ
た
も
の
。
子
ど
も
か
ら
も
　
「
う
ち

わ
や
」
　
と
声
が
出
た
。
も
う
一
つ
は
東
扇
（
資
料
⑧
）
　
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
、
最
後
は
柱
絵
（
資
料
⑨
）
　
で
あ
っ
た
。
東
扇
の
使
い
道
は
　
「
せ
ん

す
に
貼
る
」
　
な
ど
と
す
ぐ
で
た
が
、
柱
絵
は
む
ず
か
し
そ
う
だ
っ
た
。
見
て
す
ぐ
出
た
の
は
　
「
し
お
り
」
　
と
　
「
定
規
」
　
だ
っ
た
。
野
尻
君
か
ら
は
、

掛
け
軸
と
か
風
鈴
の
下
に
つ
る
す
や
つ
と
出
た
。
だ
ん
だ
ん
近
づ
い
て
き
た
。
そ
こ
で
サ
イ
ズ
を
説
明
す
る
。
縦
が
長
い
の
に
子
ど
も
た
ち
は
び
っ





く
り
す
る
。
杉
本
君
「
柱
に
は
る
」
、
小
嶋
君
　
「
帯
」
、
野
尻
君
　
「
障
子
に
は
る
」
、
松
下
君
　
「
大
黒
柱
に
は
る
」
　
な
ど
と
い
う
意
見
か
出
た
。

最
後
に
浮
世
絵
一
枚
の
値
段
は
か
け
そ
ば
一
杯
く
ら
い
の
値
段
で
庶
民
で
も
手
軽
に
買
え
た
こ
と
を
つ
け
た
し
、
今
で
言
え
ば
ブ
ロ
マ
イ
ド
や

ポ
ス
タ
ー
な
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
子
ど
も
た
ち
か
ら
出
し
て
授
業
を
終
え
た
。

子
ど
も
の
感
想

ぼ
く
は
今
日
の
授
業
で
思
っ
た
こ
と
は
、
浮
世
絵
の
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
ん
な
も
の
を
わ
け
る
な
ん
て
と

て
も
た
い
へ
ん
だ
と
思
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
そ
の
絵
の
一
種
類
を
書
く
専
門
の
人
が
い
た
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
今
の
ポ
ス
タ
ー
み
た
い

な
も
の
の
浮
世
絵
を
た
く
さ
ん
女
の
人
が
買
い
に
来
て
い
る
こ
と
を
見
る
と
今
と
全
然
か
わ
ら
な
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

私
は
、
浮
世
絵
の
絵
に
出
て
き
た
役
者
絵
の
人
達
は
、
げ
き
を
す
る
人
だ
と
思
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
す
ご
い
力
士
さ
ん
の
こ
と
を
町
人

や
農
民
の
中
で
え
ら
い
人
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

こ
の
浮
世
絵
を
町
人
や
武
士
は
柱
や
う
ち
わ
、
せ
ん
す
に
は
っ
て
な
が
め
て
い
た
と
思
う
。
戦
い
の
時
代
が
終
わ
っ
て
、
平
和
な
江
戸
に

な
っ
た
か
ら
町
人
や
武
士
に
も
歌
ぶ
き
が
知
ら
れ
た
と
思
う
。
け
れ
ど
町
人
や
武
士
は
、
暮
ら
し
は
あ
ま
り
い
い
感
じ
で
は
な
か
っ
た
と
思

う
。
だ
か
ら
う
ち
わ
や
せ
ん
す
や
柱
に
絵
を
は
っ
て
苦
し
い
暮
ら
し
の
こ
と
を
忘
れ
て
気
晴
ら
し
に
し
て
い
た
と
思
う
。

中
畑
さ
ん



四
　
実
践
の
ま
と
め

○
結
局
こ
の
実
践
は
全
4
時
間
の
展
開
と
な
っ
た
。
江
戸
と
い
う
都
市
を
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
都
市
が
将
軍
を
頂
点
と
す
る
武
士
の
た
め

に
計
画
性
を
も
っ
て
つ
く
ら
れ
た
こ
と
が
つ
か
め
た
と
思
う
。
こ
れ
は
織
豊
政
権
の
も
と
に
進
め
ら
れ
た
、
検
地
・
刀
狩
り
と
い
っ
た
政
策
の

延
長
線
上
に
城
下
町
が
位
置
付
い
て
い
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
暮
ら
す
町
人
た
ち
の
生
活
、
特
に
消
費
と
文
化
に
か
か
わ
っ

て
実
践
を
す
す
め
た
が
、
江
戸
と
い
う
都
市
を
考
え
た
際
比
較
的
見
え
や
す
い
視
点
と
思
わ
れ
る
し
、
近
世
を
と
ら
え
る
時
の
新
し
い
視
点
と

し
て
実
践
的
に
も
一
つ
の
可
能
性
を
示
す
の
で
は
と
思
っ
た
。
さ
ら
に
、
商
品
の
流
通
を
考
え
る
と
、
近
郊
の
農
魚
村
の
存
在
や
各
地
の
特
産

物
の
生
産
と
ご
く
自
然
に
結
び
つ
い
て
く
る
。
こ
の
江
戸
の
ま
ち
の
実
践
の
後
農
村
を
扱
っ
た
が
、
両
者
を
つ
な
い
で
初
め
て
近
世
の
時
代
が

鮮
や
か
に
浮
か
ん
で
く
る
の
で
は
と
改
め
て
思
う
。

ま
た
、
初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
江
戸
と
い
う
都
市
の
成
立
は
近
世
初
期
の
こ
と
で
あ
り
、
日
本
橋
な
ど
の
に
ぎ
わ
い
も
江
戸
図
屏
風
の
成
立

の
時
期
か
ら
考
え
て
初
期
に
含
め
て
妥
当
と
思
う
が
、
浮
世
絵
は
江
戸
時
代
後
期
に
位
置
付
く
。
江
戸
の
ま
ち
と
い
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
に
初

期
の
姿
と
後
期
の
姿
の
要
素
が
一
つ
の
題
材
に
入
り
交
じ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
小
学
生
と
し
て
は
、
l
一
つ
の
時
代
の
中
の
違
い
よ
り
も
、

一
つ
の
都
市
が
持
つ
い
く
つ
か
の
面
と
し
て
教
え
た
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

○
授
業
方
法
と
し
て
は
、
絵
画
教
材
を
多
様
に
使
っ
た
。
全
体
と
し
て
は
数
を
し
ぼ
っ
て
、
さ
ら
に
く
わ
し
く
見
て
い
く
と
い
う
方
法
も
と
れ
る

と
思
う
ぐ
絵
画
教
材
は
そ
の
こ
ろ
の
人
々
の
原
寸
大
の
生
の
暮
ら
し
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
図
屏
風
に
描
か
れ
て
い
る
多
数
の
人
々
に
注

目
す
る
と
町
人
の
生
き
生
き
と
し
た
暮
ら
し
　
（
特
に
消
費
生
活
）
　
が
見
え
て
く
る
し
、
そ
の
町
人
が
好
ん
だ
浮
世
絵
に
注
目
す
れ
ば
暮
ら
し
の
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中
の
楽
し
み
と
い
っ
た
も
の
が
見
え
て
く
る
。
そ
れ
は
、
今
を
生
き
る
子
ど
も
た
ち
の
視
点
と
も
重
な
り
や
す
い
の
で
は
と
実
感
し
た
。
そ
の

実
感
を
絵
画
教
材
は
よ
り
た
や
す
く
し
て
い
る
の
で
は
と
思
う
。
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