
近
世
日
本
に
お
け
る
行
列

久
住　

祐
一
郎

は
じ
め
に

　

そ
も
そ
も
行
列
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
複
数
の
人
や
乗
り
物
な
ど
が
列
を
成
し
て
進
む
こ
と
。
言
い
換
え
れ
ば
パ
レ
ー
ド

で
す
。
行
列
は
い
ろ
ん
な
場
面
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
軍
事
的
な
行
事
、
祝
賀
行
事
、
そ
れ
か
ら
宗
教
的
な
祭
礼
な
ど
で
す
。

　

な
ぜ
行
列
＝
パ
レ
ー
ド
を
す
る
の
か
と
い
う
と
、
見
物
人
に
見
せ
る
た
め
に
、
隊
列
を
組
ん
で
行
進
を
し
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
行
列

の
構
成
員
に
と
っ
て
も
、
彼
ら
の
士
気
を
高
め
、
集
団
感
情
を
高
揚
さ
せ
る
と
い
っ
た
効
果
も
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

歴
史
的
に
見
れ
ば
、
古
く
は
古
代
ロ
ー
マ
の
凱
旋
式
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
軍
事
的
な
行
事
で
す
が
、
そ
れ
以
降
、
洋
の
東
西
を
問
わ

ず
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
で
行
列
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、現
在
で
も
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
パ
レ
ー
ド
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、最
近
あ
り
ま
し
た
皇
室
の
祝
賀
御
列
の
儀
や
自
衛
隊
の
観
閲
式
。
あ
る
い
は
、プ
ロ
野
球
で
優
勝
し
た
球
団
や
金
メ
ダ
ル
を
と
っ

た
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
選
手
な
ど
の
パ
レ
ー
ド
、
あ
る
い
は
テ
ー
マ
パ
ー
ク
に
お
け
る
楽
し
い
シ
ョ
ー
パ
レ
ー
ド
。
こ
う
い
っ
た
も
の
が
現
在

で
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
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１
．
行
列
の
時
代

　

今
回
は
近
世
日
本
、
つ
ま
り
江
戸
時
代
の
話
を
い
た
し
ま
す
。

　

日
本
の
近
世
と
い
う
の
は
、
実
は
「
行
列
の
時
代
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。

　

例
え
ば
大
名
行
列
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
の
行
列
で
一
番
に
思
い
浮
か
ぶ
有
名
な
行
列
で
す
。

【
図
１
】
は
東
海
道
を
通
る
大
名
行
列
で
す
。
だ
い
ぶ
省
略
さ
れ
た
も
の
で
、
も
ち
ろ
ん
実
際

の
風
景
を
描
い
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
城
下
町
や
宿
場
町
が
あ
る
東
海
道
を
大
名
行
列

が
行
き
交
う
と
い
う
風
景
は
、
江
戸
時
代
に
は
よ
く
見
ら
れ
ま
し
た
。
大
名
行
列
と
い
え
ば
、

こ
う
し
て
主
要
な
街
道
を
通
る
参
勤
交
代
の
行
列
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
方
が
多
い
で
し
ょ
う
が
、

大
名
屋
敷
が
建
ち
並
ん
で
い
た
江
戸
で
は
、
江
戸
城
へ
登
城
す
る
大
名
行
列
が
日
常
的
に
行
き

交
っ
て
い
ま
し
た
。

　

幕
府
の
将
軍
が
お
こ
な
う
行
列
も
あ
り
ま
す
。
将
軍
の
上
洛
行
列
や
日
光
へ
の
社
参
行
列
と

い
っ
た
も
の
で
す
。
諸
大
名
も
動
員
さ
れ
、
供
連
れ
の
人
数
や
荷
物
の
量
は
、
一
般
の
大
名
行

列
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
規
模
で
し
た
。

　

武
士
の
行
列
で
は
、
あ
る
武
士
が
そ
の
集
団
内
で
ど
の
ぐ
ら
い
の
位
置
に
い
る
の
か
、
例
え

ば
大
将
な
の
か
、
足
軽
隊
長
な
の
か
、
一
兵
卒
な
の
か
と
い
っ
た
も
の
が
そ
の
ま
ま
行
列
に
反

映
さ
れ
ま
す
。
武
士
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
視
覚
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
特
徴
で
す
。

　

次
に
朝
鮮
通
信
使
、
琉
球
使
節
、
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
。
こ
う
い
っ
た
外
国
か
ら
の
来
朝
使
節

【図１】東海道図屏風（部分、豊橋市美術博物館蔵）
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も
行
列
を
組
ん
で
行
き
来
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
以
外
に
珍
し
い
と
こ
ろ
で
は
、
象
や
ラ
ク
ダ
な
ど
の
珍
獣
の
行
列
も
あ
り
ま
し
た
。
来

朝
使
節
や
珍
獣
の
行
列
は
、
庶
民
に
と
っ
て
は
娯
楽
と
い
う
側
面
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
は
見
せ
物
に
な
る
の
で
す
が
、
主
要
な
街
道
を

通
る
た
め
、沿
道
に
集
ま
っ
た
庶
民
が
珍
し
い
も
の
を
見
る
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
で
も
あ
り
ま
し
た
。【
図
２
】
は
享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）

に
八
代
将
軍
吉
宗
が
呼
び
寄
せ
た
象
が
、
長
崎
か
ら
江
戸
ま
で
旅
を
し
た

時
の
行
列
で
す
。
こ
の
図
で
は
、
後
方
の
木
の
陰
に
子
ど
も
を
背
負
っ
た

女
性
な
ど
の
見
物
人
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
大
変
珍
し
い
、
誰
も
見
た
こ

と
の
な
い
生
き
物
が
来
る
と
い
う
こ
と
で
、
沿
道
に
た
く
さ
ん
の
見
物
人

が
集
ま
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
都
市
の
祭
礼
で
す
。
こ
れ
は
庶
民
も
行
列
に
参
加
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
祭
礼
と
い
う
と
、
京

都
の
祇
園
祭
や
江
戸
の
神
田
祭
な
ど
が
有
名
で
す
が
、
そ
れ
以
外
に
も
全

国
各
地
の
城
下
町
で
都
市
型
の
祭
礼
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
も

行
列
を
組
ん
で
い
ま
し
た
。
庶
民
で
あ
っ
て
も
武
士
や
外
国
人
な
ど
の
仮

装
を
し
て
行
列
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　
【
図
３
】
は
名
古
屋
城
下
の
東
照
宮
祭
礼
行
列
の
様
子
で
す
。
東
照
宮

は
徳
川
家
康
を
祀
っ
た
神
社
で
、
日
光
や
久
能
山
が
有
名
で
す
が
、
諸
大

名
が
こ
ぞ
っ
て
東
照
宮
を
造
営
し
た
た
め
、
全
国
に
約
五
百
五
十
社
も

あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
東
照
宮
祭
礼
は
極
め
て
政
治
色
の
強
い
藩

【図２】日本年歴一覧（豊橋市二川宿本陣資料館蔵）
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主
導
型
の
祭
礼
で
あ
り
、
武
士
と
町
人
と
が
同
じ
祭
礼
に
参
加
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
図
で
も
、
尾
張
藩
の
武
士
の
行
列
と
、
各
町
の
町

人
が
出
す
山
車
が
名
古
屋
城
下
を
進
む
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

【図３-１】尾張名所図会（豊橋市二川宿本陣資料館蔵）

【図３-２】尾張名所図会（豊橋市二川宿本陣資料館蔵）
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【
図
４
】
は
吉
田
城
下
の
白
山
社
祭
礼
行
列
で
す
。
名
古
屋
の
祭
礼
と
比
べ
る

と
か
な
り
規
模
が
小
さ
く
な
り
ま
す
が
、
お
神
輿
を
中
心
と
し
た
行
列
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。
大
き
な
社
寺
だ
け
で
な
く
、
各
町
や
村
の
祭
礼
で
も
こ
う
し
た

行
列
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
全
国
各
地
で
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
行
列
が
行
き
交
っ
て
い
た
の

が
、
江
戸
時
代
の
特
徴
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

　

こ
こ
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
行
列
を
見
て
き
ま
し
た
が
、
ロ
ナ
ル
ド
・
ト
ビ
さ
ん

は
、
行
列
に
は
見
ル
・
見
セ
ル
・
見
ラ
レ
ル
・
見
セ
ラ
レ
ル
と
い
う
「
四
見
の

原
理
」
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

朝
鮮
通
信
使
を
例
に
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人

が
関
わ
っ
て
き
ま
す
。
幕
府
に
と
っ
て
、
通
信
使
の
行
列
は
、
国
内
に
対
し
て

公
儀
と
し
て
の
威
光
を「
見
セ
ル
」た
め
の
手
段
で
し
た
。
朝
鮮
と
い
う
異
国
が
、

幕
府
の
威
光
に
ひ
れ
伏
し
て
朝
貢
し
て
き
た
と
い
う
よ
う
に
見
せ
て
、
国
内
の

人
々
に
幕
府
の
威
光
を
見
せ
付
け
た
の
で
す
。

　

一
方
で
、
使
節
を
派
遣
す
る
朝
鮮
国
に
と
っ
て
も
、
小
さ
な
島
国
で
あ
る
日

本
に
自
国
の
威
光
を
「
見
セ
ル
」
た
め
の
手
段
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
日
本
と
朝
鮮
の
仲
介
者
で
あ
る
対
馬
藩
に
と
っ
て
も
、
両
国
の
間
を
取
り
結
ぶ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
重
要
な
立
場

に
い
る
対
馬
藩
の
存
在
感
を
「
見
セ
ル
」
た
め
の
手
段
で
も
あ
り
ま
す
。

【図４】三河国吉田名蹤綜録（個人蔵）
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ほ
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
「
四
見
の
原
理
」
が
は
た
ら
き
ま
す
。
例
え
ば
、
沿
道
の
見
物
人
が
朝
鮮
通
信
使
を
「
見
ル
」
と
い
う
見
せ
物

的
な
見
方
。
逆
に
朝
鮮
通
信
使
の
側
が
沿
道
の
見
物
人
や
日
本
の
各
地
の
街
並
み
を
「
見
ル
」
と
い
う
側
面
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
幕
府
が
沿
道
の
見
物
人
に
朝
鮮
通
信
使
を
「
見
セ
ル
」。
こ
れ
は
朝
鮮
通
信
使
が
幕
府
の
威
光
に
な
び
い
て
わ
ざ
わ
ざ
海

を
越
え
て
や
っ
て
き
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
見
せ
て
い
る
。
幕
府
が
沿
道
に
見
物
人
を
集
め
る
こ
と
で
、
自
分
が
支
配
し
て
い
る
日
本
と

い
う
国
の
賑
わ
い
や
繁
栄
ぶ
り
を
朝
鮮
通
信
使
に
「
見
セ
ル
」。
一
方
で
、
朝
鮮
通
信
使
が
幕
府
や
沿
道
の
見
物
人
に
、
自
分
た
ち
の
朝

鮮
国
は
こ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
国
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
「
見
セ
ル
」。

　

朝
鮮
通
信
使
は
沿
道
の
見
物
人
か
ら
「
見
ラ
レ
ル
」
存
在
で
あ
り
、沿
道
の
見
物
人
も
朝
鮮
通
信
使
か
ら
「
見
ラ
レ
ル
」
存
在
で
あ
る
。

相
互
に
見
た
り
、
見
ら
れ
た
り
と
い
う
関
係
で
す
。

　

ま
た
、
朝
鮮
通
信
使
が
幕
府
か
ら
日
本
の
文
化
や
風
俗
を
「
見
セ
ラ
レ
ル
」。
こ
れ
は
対
外
的
に
き
れ
い
に
取
り
繕
っ
た
も
の
も
含
ま

れ
ま
す
。
そ
し
て
、
沿
道
の
見
物
人
が
幕
府
の
威
光
を
「
見
セ
ラ
レ
ル
」。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
つ
の
行
列
を
取
っ
て
み
て
も
い
ろ
い
ろ
な
「
四
見
の
原
理
」
が
は
た
ら
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
け
る
多
様
な
思

惑
が
複
雑
に
交
錯
し
て
い
ま
し
た
。

　

朝
鮮
通
信
使
が
通
行
す
る
際
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
町
触
れ
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
見
物
人
の
見
苦
し
い
し
ぐ
さ
を
見
ら
れ
た
り
、
不
潔
な

町
の
様
子
を
見
ら
れ
た
り
す
る
と
、
朝
鮮
国
に
侮
ら
れ
て
し
ま
い
、
幕
府
の
威
光
が
台
無
し
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
そ
う
い
っ
た
こ
と

が
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
に
出
さ
れ
た
町
触
れ
（「
通
航
一
覧
巻
之
四
十
六
」
所
収
）
を
見
て
い
く
と
、
表
通
り
に
面
し
た
長
屋
の
壁

を
塗
り
直
し
、
屋
根
で
破
損
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
早
々
に
修
理
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
か
ら
長
屋
の
庇
の
上
や
二
階
の
出

格
子
、
格
子
窓
に
見
苦
し
い
物
を
置
い
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
命
じ
て
い
ま
す
。
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ま
た
、「
道
悪
し
き
所
は
砂
を
置
き
申
す
べ
く
侯
」、
あ
る
い
は
「
は
き
だ
め
汚
泥
な
ど
に
て
築
き
申
す
ま
じ
く
侯
」
と
い
う
こ
と
で
、

通
り
を
き
れ
い
に
し
て
お
き
な
さ
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
物
干
し
取
ら
せ
申
す
べ
き
事
」
な
ど
と
し
て
、
見
苦
し
い
も
の
は

人
目
に
付
か
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
ま
す
。
腰
板
が
破
れ
た
所
は
修
繕
を
し
て
、
同
じ
色
に
塗
り
な
さ
い
と
も
言
っ
て
い
ま

す
。

　

朝
鮮
人
が
通
行
す
る
際
に
二
階
で
見
物
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
お
触
れ
も
出
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
上
か
ら
見
下
ろ
し
て
は
い
け
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ほ
か
に
も
、
朝
鮮
人
が
通
る
際
に
指
差
し
を
し
て
笑
っ
て
は
い
け
な
い
、
橋
の
上
で
見
物
し
て
は
い
け
な
い
、
行

儀
よ
く
無
作
法
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
、
こ
う
い
っ
た
見
物
人
の
作
法
に
関
す
る
お
触
れ
を
出
し
て
い
ま
す
。
当
時
の
朝

鮮
通
信
使
の
通
行
を
描
い
た
屏
風
に
は
、
行
儀
良
く
し
て
い
る
人
も
も
ち
ろ
ん
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
中
に
は
指
を
指
し
て
笑
っ
て
い
る

人
や
橋
の
上
か
ら
見
て
い
る
人
と
い
っ
た
、
行
儀
が
悪
い
、
無
礼
で
不
作
法
な
描
き
方
を
さ
れ
て
い
る
人
も
描
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ

う
し
た
お
触
れ
が
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
に
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
裏
返
し
で
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
通
行
人
に
対
す
る
規
制
と
い
う
の
は
、
見
物
人
が
異
国
の
使
節
か
ら
「
見
ラ
レ
ル
」
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
幕
府
が
強

く
意
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
は
幕
府
の
面
子
に
関
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

行
列
と
い
う
も
の
は
、
行
列
主
体
の
権
威
や
存
在
を
誇
示
す
る
た
め
に
演
出
さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
は
行
列
の
構
成
員
に
限
ら
ず
、

見
物
人
も
そ
の
行
列
を
取
り
巻
く
空
間
の
一
部
と
な
り
、
目
的
を
も
っ
て
演
出
さ
れ
た
も
の
に
な
り
ま
す
。
一
方
で
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の

う
ち
に
演
出
の
一
部
と
な
っ
た
行
列
を
「
見
ル
」「
見
セ
ラ
レ
ル
」
見
物
人
に
と
っ
て
、行
列
の
見
物
は
非
日
常
の
娯
楽
で
も
あ
り
ま
し
た
。
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２
．
大
名
行
列
を
「
見
セ
ル
」

　

次
に
具
体
的
な
事
例
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
は
大
名
行
列
で
す
。
一
番
有
名
な
大
名
行
列
は
参
勤
交
代
で
す
。
参
勤
交
代

と
い
う
の
は
、幕
府
が
諸
大
名
に
課
し
た
服
属
儀
礼
で
す
。
各
大
名
も
多
く
供
連
れ
や
華
や
か
な
道
具
で
飾
っ
た
行
列
を
立
て
る
こ
と
で
、

自
ら
の
武
威
を
誇
示
す
る
場
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

参
勤
交
代
で
大
名
が
一
年
お
き
に
国
元
と
江

戸
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
ま
す
が
、
全
国
で
約

二
百
の
藩
の
大
名
行
列
が
通
行
し
た
こ
と
で
、

各
地
の
街
道
や
宿
場
町
が
整
備
さ
れ
、
そ
の
結

果
、
庶
民
に
と
っ
て
も
旅
が
し
や
す
い
時
代
に

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

大
名
行
列
の
シ
ン
ボ
ル
は
何
か
と
い
い
ま
す

と
、
鎗
で
す
。
し
か
も
立
て
た
鎗
で
す
。
寝
か

せ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
立
て
た
鎗
と
い
う
の

が
、
武
士
の
行
列
、
大
名
行
列
の
シ
ン
ボ
ル
で

し
た
。
こ
れ
は
遠
く
か
ら
で
も
良
く
目
立
つ
た

め
で
す
。
絵
画
表
現
で
も
、
立
て
た
鎗
を
描
く

こ
と
で
、
そ
こ
に
武
士
の
行
列
が
い
る
と
い
う

【図５】安政武鑑（部分、国立国会図書館デジタルアーカイブ）
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こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
武
士
の
行
列
で
単
に
「
道
具
」
と
い
え
ば
、こ
れ
は
鎗
を
指
し
ま
す
。
行
列
の
主
人
に
よ
っ
て
、

こ
の
鎗
の
装
飾
や
本
数
、
立
て
る
位
置
は
駕
籠
の
前
な
の
か
後
ろ
な
の
か
と
い
っ
た
こ
と
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。
鎗
を
見
る
こ
と
で
、
こ

の
行
列
の
主
人
は
ど
う
い
う
身
分
で
あ
る
か
と
い
う
の
が
一
目
で
わ
か
り
ま
す
。
鎗
持
ち
を
従
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
人
前
の
武
士
の

証
し
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
【
図
５
】
は
幕
臣
や
大
名
に
関
す
る
情
報
を
ま
と
め
た
武
鑑
の
う
ち
、
三
河
吉
田
藩
主
松
平
伊
豆
守
の
箇
所
で
す
が
、
行
列
の
際
に
立

て
る
鎗
が
図
入
り
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
鎗
が
見
え
た
ら
、
こ
の
行
列
は
松
平
伊
豆
守
の
行
列
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
一
目
で
わ

か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

次
に
道
中
法
度
を
紹
介
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
大
名
行
列
の
お
供
を
す
る
人
た
ち
に
対
し
て
出
さ
れ
た
触
書
で
す
。
次
の
史
料
は
、
松
平

伊
豆
守
家
の
四
代
当
主
松
平
信の

ぶ

祝と
き

が
、享
保
十
四
年
に
大
坂
城
代
と
し
て
大
坂
に
着
任
す
る
際
に
出
さ
れ
た
十
五
か
条
の
道
中
法
度
で
す
。

一
（
一
）、
道
中
此
度
御
役
義
に
付
別
て
相
慎
、
無
礼
之
体
無
之
、
が
さ
つ
成
義
毛
頭
不
仕
様
に
可
相
嗜
事

一
（
二
）、
喧
嘩
・
口
論
可
相
慎
事

　
　
　
　
　

附
、
大
酒
す
べ
か
ら
ざ
る
事

一
（
三
）、
行
列
無
混
乱
、
肩
替
等
も
一
同
可
心
得
、
馬
之
沓
打
候
時
は
片
脇
へ
寄
、
早
速
打
替
、
元
之
行
列
へ
可
乗
入
、
歩
行
供
之
者

は
用
事
相
達
候
儀
も
可
為
同
前
事

一
（
四
）、
荷
印
、
乗
か
け
に
懸
候
袋
、
其
外
験
之
儀
闕
べ
か
ら
ざ
る
事

一
（
五
）、
舟
渡
・
歩
行
渡
、
行
列
之
ご
と
く
順
々
先
よ
り
跡
迄
不
可
混
乱
事

一
（
六
）、
行
を
二
行
に
し
て
往
時
船
渡
・
歩
行
渡
・
橋
等
は
右
よ
り
先
へ
、
左
は
跡
に
渡
る
べ
し
、
若
一
同
に
渡
時
は
順
々
、
跡
ほ
ど
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川
下
を
渡
る
べ
し
、
惣
て
渡
場
之
前
後
さ
は
が
し
か
ら
ざ
る
様
に
可
心
得
事

一
（
七
）、
旅
宿
火
之
元
入
念
、
鉄
炮
之
も
の
筒
薬
等
に
心
附
候
様
申
付
べ
し
、
若
出
火
有
之
時
の
た
め
に
、
武
具
等
退
所
能
々
可
見
置

事

　
　
　
　
　

 
附
、
出
火
有
之
時
は
、
近
習
向
駕
籠
廻
り
之
者
は
格
別
、
其
外
は
役
人
指
図
な
く
し
て
蒐
集
る
べ
か
ら
ず
、
尤
火
事
場
へ

も
可
為
同
前
事

一
（
八
）、
川
留
等
有
之
及
逗
留
時
、
猥
徘
徊
す
べ
か
ら
ざ
る
事

一
（
九
）、
宿
割
之
指
図
守
之
、
宿
々
善
悪
批
判
す
べ
か
ら
ず
、
渡
場
に
し
て
は
川
割
之
指
引
不
可
相
背
事

一
（
十
）、
押
買
・
狼
藉
禁
止
也
、
少
々
之
賃
銭
料
物
た
り
と
も
廉
直
に
可
払
之
事　

　
　
　
　
　

附
、
旅
籠
馬
銭
其
外
品
に
よ
り
て
証
文
可
取
之
事

一
（
十
一
）、
武
具
用
来
候
か
な
物
之
金
銀
は
格
別
、
用
意
之
武
具
等
に
金
銀
は
勿
論
、
は
く
之
類
に
て
も
一
切
不
可
用
之
、
武
具
・
馬

具
其
外
不
依
何
用
立
候
義
無
用
、
都
て
花
美
不
可
仕
事

一
（
十
二
）、
騎
馬
之
者
、
馬
を
労
り
可
乗
事

一
（
十
三
）、
歩
行
に
て
供
仕
候
近
習
・
中
小
姓
之
類
、
平
生
之
通
黒
羽
織
紋
附
た
る
べ
き
事

一
（
十
四
）、
道
中
音
物
不
可
受
納
候
、
由
緒
有
之
は
可
為
格
別
事

一
（
十
五
）、
不
依
何
事
、
役
人
之
指
図
不
可
違
背
事

　

右
之
条
々
堅
相
守
、
下
々
又
も
の
迄
も
急
度
可
申
付
候
、
已
上

　

第
一
条
は
、
今
回
は
大
坂
城
代
と
い
う
特
別
な
役
職
に
就
い
た
の
で
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
慎
ま
し
く
、
無
礼
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
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が
さ
つ
な
振
る
舞
い
は
決
し
て
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。

　

第
二
条
は
、
喧
嘩
や
口
論
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
大
酒
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。
道
中
で
も
お
酒
は
飲
み
ま

す
が
、
飲
み
過
ぎ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

第
三
条
は
、
行
列
の
隊
列
を
乱
さ
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
す
。
肩
替
と
言
っ
て
、
途
中
で
荷
物
持
ち
が
交
代
す
る
場
合
も
、
き
ち

ん
と
元
の
場
所
に
並
ぶ
よ
う
に
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
馬
の
沓
を
打
ち
替
え
る
際
は
、
脇
へ
寄
っ
て
素
早
く
替
え
て
元
の
場
所
に
戻
り
ま
す
。

歩
い
て
供
を
す
る
人
も
、
何
か
用
が
あ
っ
て
行
列
を
抜
け
る
際
も
、
同
じ
場
所
に
戻
っ
て
き
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

第
五
条
は
、
橋
が
架
か
っ
て
い
な
い
川
を
船
や
徒
歩
で
渡
る
際
は
、
順
番
に
渡
っ
て
、
列
を
乱
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

第
九
条
は
、
宿
場
町
で
泊
ま
る
と
き
は
、
旅
籠
屋
の
割
り
当
て
を
お
こ
な
う
宿
割
と
い
う
藩
士
の
指
示
に
従
い
、
宿
場
の
良
し
悪
し
を

批
判
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
道
中
法
度
で
は
行
列
の
構
成
員
が
無
礼
で
が
さ
つ
な
振
る
舞
い
を
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
行
列
の
隊
列
が
乱
れ
な
い
よ

う
に
と
い
う
こ
と
に
注
意
を
払
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
そ
う
し
た
こ
と
が
人
目
に
付
く
と
、
主
人
で
あ
る
松
平
信
祝
の
面
子
に
関
わ
っ

て
く
る
た
め
で
す
。
街
道
で
「
見
ラ
レ
ル
」
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
ち
な
み
に
、
行
列
の
構
成
員
の
七
割
か
ら
八
割
は
正
規

の
藩
士
で
は
な
い
派
遣
労
働
者
で
し
た
。
人
数
を
多
く
「
見
セ
ル
」
効
果
も
期
待
さ
れ
ま
し
た
が
、
一
方
で
が
さ
つ
な
振
る
舞
い
を
す
る

者
も
い
た
た
め
、
こ
う
し
て
道
中
法
度
を
教
え
こ
む
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

　

続
い
て
、
三
河
吉
田
藩
の
参
勤
交
代
の
具
体
的
な
事
例
を
紹
介
し
ま
す
。
吉
田
藩
の
場
合
、
江
戸
と
吉
田
の
間
約
二
百
八
十
九
キ
ロ
を

通
常
六
泊
七
日
で
旅
し
ま
し
た
。
道
中
で
は
、
毎
日
九
時
（
午
前
零
時
頃
）
に
準
備
を
し
な
さ
い
と
い
う
合
図
で
拍
子
木
が
カ
ン
カ
ン
と

鳴
ら
さ
れ
、
起
こ
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
支
度
触
と
い
い
ま
す
。
八
時
（
午
前
一
時
四
十
分
頃
）
に
な
る
と
御
供
触
と
い
っ
て
、
ま
た
拍
子

木
が
鳴
ら
さ
れ
て
、
出
発
の
準
備
を
し
な
さ
い
、
行
列
に
並
び
な
さ
い
と
い
う
指
示
が
出
ま
す
。
そ
れ
か
ら
七
時
（
午
前
三
時
二
十
分
頃
）

－19－



に
御
発
駕
と
い
う
こ
と
で
、
殿
様
の
駕
籠
が
出
発
し
ま
す
。

　

出
発
後
は
宿
場
や
立
場
茶
屋
な
ど
で
小
休
・
昼
休
と
い
う
休
憩
を
入
れ
な
が
ら
、
一
日
十
里
前
後
、
約
四
十
キ
ロ
を
歩
き
、
日
没
前
に

宿
泊
地
で
あ
る
宿
場
町
の
本
陣
に
到
着
し
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
サ
イ
ク
ル
を
繰
り
返
し
て
旅
を
し
ま
し
た
。

　

大
名
行
列
の
構
成
で
す
が
、
長
い
行
列
を
揶
揄
し
て
「
大
名
行
列
」
と
言
う
よ
う
に
、
大
名
行
列
と
い
う
の
は
長
い
も
の
で
す
。
確
か

に
長
い
の
で
す
が
、
よ
く
よ
く
見
て
み
る
と
小
さ
な
行
列
の
集
合
体
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
【
図
６
】
は
、
吉
田
藩
の
若
殿
松
平
信の

ぶ

宝と
み

が
初
め
て
吉
田
へ
お
国
入
り
し
た
際
の
行
列
の
、
惣
行
列
と
い
う
一
番
大
人
数
の
構
成
で
す
。

こ
の
惣
行
列
は
、
十
個
の
行
列
の
集
合
体
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
中
で
、
最
も
長
い
三
番
目
の
行
列
が
若
殿
本
隊
の
行
列
で

す
。「
御
駕
籠
」
の
中
に
若
殿
が
乗
り
込
み
、
そ
の
周
囲
を
小
姓
・
近
習
と
い
っ
た
若
殿
の
身
の
回
り
の
世
話
を
す
る
正
規
の
藩
士
た
ち

が
取
り
囲
ん
で
い
ま
す
。

　

松
平
信
宝
の
お
国
入
り
行
列
の
お
供
の
構
成
は
、
正
規
の
藩
士
が
五
十
四
人
、
足
軽
身
分
が
三
十
二
人
で
、
中
間
と
呼
ば
れ
る
派
遣
労

働
者
が
二
百
五
十
九
人
で
、
合
わ
せ
て
三
百
四
十
五
人
で
し
た
。
こ
の
三
百
四
十
五
人
全
員
が
一
度
に
行
列
を
構
成
し
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。【
図
６
】
の
行
列
の
人
数
を
数
え
る
と
約
二
百
十
人
に
な
り
ま
す
。
残
り
は
宿
場
町
の
本
陣
へ
先
回
り
し
て
本
隊
を
迎
え
る
準

備
を
す
る
担
当
や
、
行
列
の
後
か
ら
つ
い
て
き
て
宿
場
町
の
支
払
い
を
す
る
担
当
の
よ
う
な
別
働
隊
で
し
た
。

　

吉
田
藩
の
大
名
行
列
は
三
種
類
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
場
所
に
よ
っ
て
使
い
分
け
を
し
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
見
た
惣
行
列
は
、
人
目
が
多
く

目
立
つ
と
こ
ろ
で
あ
る
城
下
町
、
宿
場
町
で
昼
休
み
を
取
る
と
き
、
関
所
の
前
、
そ
れ
か
ら
川
を
渡
る
前
で
す
。
こ
れ
ら
の
場
所
で
は
、

一
番
豪
華
な
行
列
を
立
て
ま
し
た
。
次
に
本
隊
の
行
列
を
少
し
減
ら
し
た
本
行
列
が
あ
り
、
宿
場
町
を
通
行
す
る
と
き
に
は
こ
の
行
列
を

建
て
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
野
間
と
呼
ば
れ
る
宿
場
と
宿
場
の
間
の
何
も
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
、
人
目
に
つ
か
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
は
、
本

行
列
か
ら
さ
ら
に
人
数
を
減
ら
し
た
引
行
列
と
い
う
、
最
も
簡
略
化
し
た
行
列
で
ス
ピ
ー
ド
を
上
げ
て
進
み
、
時
間
と
費
用
の
節
約
を
図

－20－



り
ま
し
た
。

　

松
平
家
の
大
名
行
列
を
絵
画
的
に
表
現
し
た
図

も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
参
勤
交
代
の
行
列
で
は
な

く
、
大
坂
城
代
に
着
任
し
た
藩
主
が
大
坂
城
へ
入

城
す
る
際
の
行
列
だ
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
藩
主
の

駕
籠
が
あ
り
、
そ
の
周
り
を
側
近
の
藩
士
が
取
り

囲
ん
で
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

駕
籠
の
前
に
は
鎗
が
二
本
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

が
松
平
伊
豆
守
の
行
列
で
あ
る
と
い
う
目
印
、
シ

ン
ボ
ル
で
す
。
奥
側
の
鎗
は
、
柄
の
部
分
が
全
て

螺
鈿
細
工
で
覆
わ
れ
て
お
り
、
日
光
が
当
た
れ
ば

全
体
が
キ
ラ
キ
ラ
と
光
っ
て
、
大
変
目
立
っ
た
だ

ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

吉
田
藩
の
参
勤
交
代
の
ル
ー
ト
で
す
が
、
天
保

年
間
後
期
以
降
の
吉
田
藩
上
屋
敷
は
呉
服
橋
門
内
、

現
在
の
東
京
駅
の
北
端
に
あ
り
ま
し
た
。
屋
敷
を

出
た
後
は
鍛
冶
橋
門
を
通
過
し
、
門
の
外
で
本
行

列
を
組
ん
で
五
郎
兵
衛
町
・
畳
町
を
抜
け
、
京
橋

【図６】松平信宝のお国入り行列（惣行列）
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の
手
前
で
東
海
道
に
合
流
し
ま
す
。
新
橋
か
ら
先
は
引
行
列
で
進
み
、
品
川
宿
の
手
前
で
本
行
列
に
戻
し
て
宿
場
内
を
通
り
ま
し
た
。
品

川
宿
で
見
送
り
の
者
た
ち
に
別
れ
を
告
げ
、
目
的
地
で
あ
る
吉
田
を
目
指
し
て
東
海
道
を
進
み
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
大
名
行
列
は
「
見
セ
ル
」
ポ
イ
ン
ト
を
押
え
つ
つ
、
人
目
が
な
い
と
こ
ろ
で
は
隊
列
を
崩
し
て
先
を
進
む
と
い
う
方
法

を
と
り
ま
し
た
。
次
に
紹
介
す
る
来
朝
使
節
の
行
列
の
場
合
も
、
基
本
的
に
は
大
名
行
列
と
同
じ
よ
う
な
方
法
で
街
道
を
進
み
ま
し
た
。

３
．
来
朝
使
節
を
迎
え
る

　

次
は
外
国
か
ら
の
来
朝
使
節
を
迎
え
る
と
き
の
様
子
を
紹
介
し
ま
す
。

　

い
わ
ゆ
る
「
鎖
国
」
体
制
下
に
あ
っ
た
江
戸
時
代
の
人
た
ち
に
と
っ
て
、
外
国
人
を
見
る
機
会
は
朝
鮮
通
信
使
や
琉
球
使
節
と
い
っ
た

来
朝
使
節
の
通
行
時
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
来
朝
使
節
の
通
行
は
、
幕
府
に
と
っ
て
は
重
要
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
で
し
た
。
使
節
の
通
行

時
に
は
諸
大
名
を
動
員
し
て
接
待
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
幕
府
と
大
名
の
主
従
関
係
を
再
確
認
さ
せ
ま
し
た
。
ま
た
、
沿
道
や
宿
泊
施
設

を
整
備
し
、
き
れ
い
な
状
態
で
外
国
の
使
節
を
迎
え
る
こ
と
で
、
日
本
の
素
晴
ら
し
さ
を
演
出
し
ま
し
た
。
見
物
人
の
作
法
に
関
す
る
触

書
も
そ
の
一
環
と
言
え
ま
す
。

　

一
方
で
、
見
物
人
で
あ
る
庶
民
に
と
っ
て
は
非
日
常
の
娯
楽
で
し
た
。
朝
鮮
や
琉
球
か
ら
使
節
が
来
る
と
な
る
と
、
行
列
が
来
る
前
に

様
々
な
出
版
物
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
前
回
の
来
朝
時
の
情
報
を
も
と
に
行
列
の
様
子
を
描
い
た
図
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
歴
史
や
文
化
に

関
す
る
書
物
と
い
っ
た
も
の
が
刊
行
さ
れ
、
一
種
の
朝
鮮
ブ
ー
ム
、
琉
球
ブ
ー
ム
の
よ
う
な
も
の
が
、
行
列
そ
の
も
の
が
や
っ
て
く
る
前

に
起
こ
り
ま
し
た
。

　

も
ち
ろ
ん
行
列
が
通
行
す
る
当
日
も
大
変
賑
わ
い
ま
す
が
、行
列
が
過
ぎ
去
っ
た
後
に
も
そ
の
影
響
が
残
り
ま
す
。
例
え
ば
唐
子
踊
り
、
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あ
る
い
は
祭
礼
の
出
し
物
と
し
て
朝
鮮
人
や
琉
球
人
の
よ
う
な
格
好
に
扮
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

具
体
的
に
現
在
の
愛
知
県
の
事
例
を
も
と
に
、
琉
球
使
節
が
通
っ
た
と
き
の
様
子
を
詳
し
く
見
て
い
き
ま
す
。

　

ま
ず
は
、天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
の
琉
球
使
節
（
謝
恩
使
）
が
名
古
屋
を
通
行
し
た
際
の
様
子
を
詳
し
く
描
写
し
た
『
琉
球
画
誌
』（
公

益
財
団
法
人
東
洋
文
庫
所
蔵
、
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
スU

RL

：http://124.33.215.236/gazou/2010/gazo2010_read.php?T
GN

am
e= 

3-H
-a-ho-29

）
と
い
う
書
籍
を
紹
介
し
ま
す
。
尾
張
藩
士
で
画
家
の
小
田
切
春
江
が
書
い
た
も
の
で
す
。

　

琉
球
使
節
が
通
行
す
る
前
の
様
子
と
し
て
、「
琉
球
人
来
朝
の
評
判
日
々
に
高
け
れ
ば
、
こ
の
ご
ろ
町
々
を
唐
人
の
出
で
立
ち
に
て
、

一
人
は
長
刀
を
持
ち
、
今
一
人
は
金
だ
ら
い
を
た
た
き
て
琉
球
人
の
真
似
を
な
し
歩
く
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
二
人
組
は
大

道
芸
人
で
す
。
流
行
に
乗
っ
て
、
こ
う
し
て
琉
球
人
の
格
好
を
し
て
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
し
て
お
金
を
稼
ぐ
わ
け
で
す
。
絵
草
紙
な
ど
の

琉
球
使
節
に
関
す
る
出
版
物
が
売
り
出
さ
れ
て
い
る
様
子
も
描
い
て
い
ま
す
。
使
節
の
通
行
前
か
ら
、
こ
う
し
た
琉
球
ブ
ー
ム
が
醸
成
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

琉
球
使
節
が
通
る
予
定
の
道
路
も
整
備
さ
れ
ま
し
た
。「
本
町
京
町
通
り
は
勿
論
、
全
て
琉
球
人
の
通
行
す
る
道
筋
は
一
統
に
地
行
直

り
（
中
略
）
あ
る
ひ
は
屋
根
を
ふ
き
替
え
」
と
い
う
こ
と
で
、
道
路
を
均
し
て
、
屋
根
の
ふ
き
替
え
を
し
て
い
ま
す
。
屋
根
瓦
も
磨
か
れ

た
た
め
、
ど
の
家
も
大
変
き
れ
い
に
な
り
、「
誠
に
見
ま
ご
う
ご
と
く
な
れ
り
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
メ
イ
ン
通
り
以
外
の

道
筋
で
も
様
々
な
場
所
が
修
理
さ
れ
て
い
っ
た
た
め
、「
御
城
下
の
町
々
常
に
倍
し
て
結
構
に
な
り
た
り
」
と
記
述
さ
れ
て
お
り
、
普
段

よ
り
も
倍
ぐ
ら
い
き
れ
い
に
見
え
る
と
い
う
効
果
が
あ
り
ま
し
た
。

　

行
列
本
体
が
通
行
す
る
前
に
は
、
た
く
さ
ん
の
荷
物
が
通
過
し
ま
し
た
。
琉
球
人
に
先
行
し
て
長
持
が
本
町
通
り
を
通
行
す
る
と
い
う

こ
と
で
、
薩
摩
藩
の
役
人
が
宰
領
、
つ
ま
り
世
話
役
と
し
て
、
前
後
に
付
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
小
田
切
春
江
が
直
接
見
た
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
見
物
し
た
人
の
話
を
聞
い
て
、
こ
う
い
う
感
じ
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
絵
を
描
い
て
い
ま
す
。
ず
ら
り
と
並
ん
だ
多
く
の
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長
持
が
あ
る
の
で
、
当
時
の
人
た
ち
は
、
中
に
は
何
が
入
っ
て
る
ん
だ
ろ
う
と
気
に
な
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
噂
を
し
て
い
て
、
食
べ
物
が
入
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
、幕
府
へ
の
献
上
品
が
入
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
ど
と
話
し
合
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
春
江
個
人
と
し
て
は
、

聞
い
た
話
に
よ
る
と
琉
球
の
人
た
ち
の
食
べ
物
は
我
々
と
大
し
て
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
、長
持
の
中
身
は
食
べ
物
で
は
な
く
、

幕
府
に
対
す
る
献
上
品
が
た
く
さ
ん
入
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
推
測
を
し
て
い
ま
す
。

　

い
よ
い
よ
琉
球
人
の
行
列
が
通
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、春
江
は
名
古
屋
の
広
小
路
に
お
け
る
見
物
人
の
様
子
を
描
い
て
い
ま
す
。

説
明
文
に
は
、
丸
太
を
柵
に
し
て
見
物
席
を
つ
く
っ
て
お
り
、
一
人
前
の
料
金
が
三
十
二
文
く
ら
い
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
書
い

て
い
ま
す
。
三
十
二
文
と
い
う
と
、
現
在
の
感
覚
で
言
え
ば
五
百
円
以
上
、
千
円
ま
で
は
い
か
な
い
と
い
う
感
じ
で
す
。
こ
の
当
時
の
江

戸
両
国
の
芝
居
見
物
や
床
屋
の
料
金
が
三
十
二
文
く
ら
い
で
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
も
の
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
値
段
で
こ
の
見
物
席
に
座
る

こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
広
小
路
は
火
除
け
の
た
め
に
道
幅
が
大
変
広
く
、
そ
こ
を
横
切
っ
て
通
行
し
ま
す
が
、
ほ
か
の
通
り
で
両
側
に
家
が
建
ち
並
ん
で

い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
も
し
知
り
合
い
が
住
ん
で
い
る
場
合
は
、
そ
の
知
り
合
い
を
頼
っ
て
家
に
入
れ
て
も
ら
っ
て
見
る
。
そ
う
い
っ

た
知
り
合
い
が
い
な
い
人
た
ち
が
、
先
ほ
ど
の
広
小
路
の
見
物
席
に
、
今
の
ご
時
勢
で
は
「
密
だ
よ
」
と
注
意
さ
れ
そ
う
で
す
が
、
大
勢

群
れ
集
ま
っ
て
見
物
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

名
古
屋
城
の
近
く
か
ら
こ
の
広
小
路
ま
で
は
、
路
次
楽
と
い
う
音
楽
の
演
奏
を
し
な
が
ら
歩
く
と
い
う
噂
が
あ
っ
た
た
め
、
広
小
路
ま

で
の
通
り
に
は
見
物
に
来
る
人
が
大
変
多
か
っ
た
。「
さ
す
が
の
広
小
路
も
び
っ
し
り
と
す
き
間
な
き
見
物
の
大
賑
わ
い
大
賑
わ
い
」
と

い
う
一
文
が
あ
り
ま
す
。
両
側
に
家
が
建
ち
並
ん
だ
通
り
で
も
、
家
の
中
か
ら
琉
球
使
節
の
音
楽
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。【
図
７
】
は

当
時
の
浮
世
絵
に
描
か
れ
た
琉
球
使
節
の
姿
で
、
楽
器
を
演
奏
し
な
が
ら
歩
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
琉
球
使
節
の
通
行
は
名
古
屋
城
下
や
近
隣
に
住
む
人
々
に
と
っ
て
、
通
行
前
の
状
況
も
含
め
た
一
大
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
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た
と
い
う
こ
と
が
良
く
わ
か
り
ま
す
。

　

続
い
て
、
琉
球
使
節
が
利
用
す
る
宿
場
町
の
対
応
と
し
て
、
二
川
宿

の
事
例
を
紹
介
し
ま
す
。
こ
ち
ら
も
同
じ
く
天
保
三
年
の
琉
球
使
節
の

例
を
見
て
い
き
ま
す
。

　

二
川
宿
の
本
陣
馬
場
家
に
は
、「
宿
帳
」
と
呼
ば
れ
る
本
陣
の
利
用
記

録
が
残
っ
て
お
り
、
幕
府
役
人
や
大
名
行
列
が
利
用
し
た
際
の
記
録
を

詳
細
に
残
し
て
い
ま
す
が
、
琉
球
使
節
が
利
用
し
た
際
の
記
録
も
書
か

れ
て
い
ま
す
。

　

大
名
行
列
の
場
合
も
そ
う
で
す
が
、
本
陣
を
利
用
す
る
場
合
は
事
前

に
予
約
を
入
れ
ま
す
。
そ
の
予
約
が
大
変
早
く
、
今
回
の
琉
球
使
節
は

天
保
三
年
十
一
月
に
来
る
の
で
す
が
、
そ
の
一
年
以
上
前
の
天
保
二
年

十
月
二
十
三
日
に
、
琉
球
使
節
の
宿
泊
を
さ
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と

で
打
診
が
来
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
二
川
宿
は
規
模
の
小
さ
な
宿
場
で
、

本
陣
が
一
軒
し
か
な
く
旅
籠
屋
も
少
な
い
の
で
、
大
人
数
の
行
列
を
受

け
入
れ
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
宿
泊
を
断
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
琉
球
使
節
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
他
の
国
持
大
名
の
よ
う

な
大
人
数
の
行
列
の
宿
泊
も
基
本
的
に
は
断
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

翌
年
二
月
十
日
に
薩
摩
藩
の
役
人
が
視
察
に
訪
れ
、
宿
泊
を
さ
せ
て
ほ

【図７】琉球人来朝之図（部分、国立国会図書館デジタルコレクション）
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し
い
と
い
う
こ
と
で
押
し
切
ら
れ
、
結
局
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
馬
場
家
で
琉
球
使
節
の
宿
泊
を
受
け
入
れ
る
の
は
こ
れ
が

初
め
て
の
経
験
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

十
一
月
四
日
、
二
川
宿
で
は
琉
球
使
節
用
に
札
宿
と
日
雇
宿
を
各
六
十
軒
準
備
し
ま
す
。
札
宿
と
い
う
の
は
行
列
の
正
式
な
メ
ン
バ
ー

が
泊
ま
る
宿
で
、
琉
球
使
節
と
薩
摩
藩
士
た
ち
が
該
当
し
ま
す
。
日
雇
宿
と
い
う
の
は
、
先
ほ
ど
大
名
行
列
の
と
こ
ろ
で
も
触
れ
た
派
遣

労
働
者
が
泊
ま
る
宿
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
六
十
軒
準
備
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、
い
よ
い
よ
行
列
が
近
づ
い
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
、
近
く

の
宿
場
町
ま
で
偵
察
に
行
く
の
で
す
が
、
ど
う
も
派
遣
労
働
者
が
多
過
ぎ
て
日
雇
宿
が
全
然
足
り
な
い
と
わ
か
っ
た
。
四
十
四
軒
も
不
足

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
大
騒
ぎ
に
な
り
、
旅
籠
屋
で
は
な
い
普
通
の
民
家
も
借
り
て
、
な
ん
と
か
日
雇
宿
を
準
備
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

食
器
、
夜
着
、
布
団
と
い
っ
た
も
の
が
足
り
な
い
の
で
、
隣
の
吉
田
宿
、
さ
ら
に
そ
の
先
の
御
油
宿
な
ど
か
ら
借
り
て
き
て
対
応
し
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

十
一
月
六
日
に
琉
球
使
節
の
行
列
が
御
油
宿
を
出
立
し
、
吉
田
宿
で
昼
休
み
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
時
は
吉
田
の
町
中
で
路
次
楽
の
演

奏
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
七
半
時
（
午
後
三
時
頃
）
に
行
列
が
二
川
宿
に
や
っ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、
二
川
宿
で
も
や
は
り
路

次
楽
の
演
奏
が
あ
り
ま
し
た
。
翌
七
日
六
時
（
午
前
七
時
頃
）、
こ
こ
で
も
路
次
楽
の
演
奏
が
あ
り
、
二
川
宿
を
無
事
に
出
発
し
ま
し
た
。

　

二
川
宿
に
お
け
る
琉
球
使
節
の
宿
泊
で
す
が
、
本
陣
の
馬
場
家
に
は
琉
球
人
が
三
十
八
人
、
日
本
人
が
十
七
人
宿
泊
し
て
い
ま
す
。
宿

帳
に
も
「
琉
球
人
」「
日
本
人
」
と
い
う
ふ
う
に
分
け
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
以
外
に
、
琉
球
人
宿
と
し
て
旅
籠
屋
を
四
軒
準
備
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
本
陣
に
隣
接
ま
た
は
近
距
離
の
旅
籠
屋
で
す
が
、
琉
球

人
が
五
十
七
人
で
日
本
人
が
五
十
六
人
と
い
う
内
訳
で
す
。
そ
の
ほ
か
に
札
宿
が
六
十
軒
あ
り
、
約
七
百
人
が
宿
泊
し
ま
し
た
。
派
遣
労

働
者
が
泊
ま
っ
た
日
雇
宿
は
、
急
遽
増
や
し
た
分
も
合
わ
せ
て
百
二
軒
あ
り
、
千
七
百
六
十
人
～
千
七
百
七
十
人
く
ら
い
が
宿
泊
し
ま
し

た
。
こ
れ
ら
を
合
計
す
る
と
、
百
六
十
七
軒
の
宿
に
約
二
千
六
百
五
十
人
が
宿
泊
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
先
ほ
ど
見
た
三
河
吉
田
藩
の
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大
名
行
列
の
惣
行
列
が
二
百
十
人
く
ら
い
で
し
た
の
で
、
い
か
に
琉
球
使
節
の
行
列
が
大
き
か
っ
た
の
か
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
琉
球
使
節
の
荷
物
の
輸
送
、「
継
立
」
と
言
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
重
要
な
仕
事
で
す
。
先
ほ
ど
見
た
名
古
屋
城
下
で
も
、

た
く
さ
ん
の
長
持
に
何
が
入
っ
て
い
る
の
か
噂
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
う
し
た
荷
物
を
運
ぶ
人
足
や
馬
を
準
備
す
る
の
も
宿
場
町
の

役
目
に
な
り
ま
す
。
ど
れ
だ
け
の
人
馬
が
必
要
だ
っ
た
か
と
言
え
ば
、
無
償
で
提
供
す
る
証
文
分
が
人
足
七
百
二
十
四
人
と
馬
百
疋
。
公

定
賃
銭
と
い
う
、
一
般
の
庶
民
が
使
う
相
場
の
半
額
程
度
の
も
の
が
人
足
三
百
二
人
と
馬
百
十
疋
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

人
足
は
合
わ
せ
て
千
二
十
六
人
で
、
そ
の
う
ち
二
川
宿
で
勤
め
た
の
が
百
人
で
す
。
そ
れ
以
外
は
、
二
川
宿
の
周
辺
に
あ
る
村
々
か
ら

集
め
た
助
郷
人
足
が
九
百
二
十
六
人
で
す
。
馬
は
合
わ
せ
て
二
百
十
疋
で
、
そ
の
う
ち
二
川
宿
か
ら
は
五
十
六
疋
で
、
残
り
の
百
五
十
四

疋
は
助
郷
の
村
々
か
ら
出
し
て
い
ま
す
。

　

よ
く
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
東
海
道
の
宿
場
町
で
常
に
用
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
人
馬
の
数
は
人
足
百
人
と
馬
百
疋

で
す
の
で
、
そ
れ
を
は
る
か
に
超
え
る
多
く
の
人
馬
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
継
立
費
用
の
う
ち
、
無
料
で
提
供
す
る
証
文
分
が
大
変
多
い
の
で
す
が
、
こ
れ
ら
は
国
役
金
と
い
う
形
で
、
幕
府
が
諸
国
か
ら
徴

発
し
た
お
金
を
各
宿
場
町
へ
分
配
し
て
い
ま
し
た
。
と
は
言
え
、
こ
う
し
た
大
規
模
な
行
列
の
通
行
は
、
宿
場
町
や
助
郷
を
出
す
村
々
に

と
っ
て
は
大
変
大
き
な
負
担
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
宿
帳
に
は
、
琉
球
使
節
が
二
川
宿
を
出
立
す
る
日
の
こ
と
に
つ
い
て
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
近
在
よ
り
見
物
者
大
勢
相
出
で
、

馬
荷
付
出
し
余
に
て
大
き
に
こ
ん
ざ
つ
仕
り
申
し
候
」
と
い
う
こ
と
で
、
二
川
宿
の
近
隣
の
村
々
か
ら
も
た
く
さ
ん
見
物
人
が
集
ま
っ
て

き
て
、
さ
ら
に
馬
に
乗
せ
た
琉
球
使
節
の
継
立
荷
物
も
多
い
の
で
、
見
物
人
と
荷
物
と
で
大
混
雑
し
て
大
変
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

　

本
陣
と
い
う
の
は
大
名
や
公
家
と
い
っ
た
身
分
の
高
い
人
た
ち
を
泊
め
る
施
設
で
あ
り
、
彼
ら
を
も
て
な
す
本
陣
の
当
主
も
高
い
教
養
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を
身
に
付
け
て
い
ま
し
た
。
二
川
宿
の
本
陣
馬
場
家
に
は
、
宿
泊
者
が
書
い
た
和
歌
の
色
紙
や
短
冊
、
御
用
絵
師
が
描
い
た
絵
と
い
っ
た

拝
領
品
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
馬
場
家
の
当
主
は
、
琉
球
使
節
か
ら
も
何
か
も
ら
え
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
薩
摩
藩
士
に
対
し
て
、
琉

球
人
の
書
が
欲
し
い
と
い
う
こ
と
を
依
頼
し
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、江
戸
か
ら
の
帰
り
道
に
拝
領
す
る
と
い
う
約
束
を
と
り
つ
け
ま
す
。

　

琉
球
使
節
が
江
戸
か
ら
戻
る
帰
り
道
で
は
、
二
川
宿
で
は
泊
ま
ら
ず
に
短
い
休
憩
だ
け
で
し
た
が
、
休
憩
中
に
約
束
の
書
は
ど
う
な
っ

た
か
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
担
当
者
が
忘
れ
て
い
た
の
か
、
断
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
馬
場
家
の
当
主
は
あ
き
ら
め
ず
、
宿
泊
地
の

吉
田
宿
ま
で
追
い
掛
け
て
い
っ
た
結
果
、
扇
子
五
本
と
書
十
枚
を
拝
領
す
る
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。
こ
の
時
の
拝
領
品
は
現
存
し
て
い

ま
せ
ん
が
、
天
保
十
三
年
と
嘉
永
三
年
（
一
八
五
○
）
に
琉
球
使
節
か
ら
拝
領
し
た
扇
子
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

本
陣
に
と
っ
て
来
朝
使
節
を
迎
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
き
な
経
済
的
負
担
が
あ
り
ま
し
た
。
先
ほ
ど
継
立
人
馬
の
話
が
あ
り
ま
し
た

が
、
本
陣
の
側
も
か
な
り
の
出
費
を
強
い
ら
れ
ま
し
た
。
本
陣
の
建
物
を
修
繕
し
、
畳
を
張
り
替
え
、
瓦
を
葺
き
替
え
る
な
ど
、
合
計
で

金
三
十
両
ほ
ど
費
用
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。
宿
泊
代
の
収
入
は
あ
り
ま
す
が
、
宿
泊
の
み
の
計
算
で
も
金
九
両
ほ
ど
の
赤
字
に
な
っ
て
い

る
た
め
、
本
陣
に
と
っ
て
は
経
済
的
な
ダ
メ
ー
ジ
が
大
き
い
と
言
え
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
琉
球
使
節
の
よ
う
な
来
朝
使
節
が
宿

泊
す
る
と
い
う
こ
と
は
名
誉
な
こ
と
で
も
あ
り
ま
し
た
。
対
価
に
は
見
合
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
こ
う
し
た
拝
領
品
を
も
ら
う
こ
と
で
、

自
分
は
琉
球
使
節
と
つ
な
が
り
を
持
っ
た
の
だ
と
い
う
記
念
を
残
そ
う
と
い
う
思
い
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

ま
と
め

　

今
回
は
、
大
き
く
三
つ
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

一
つ
目
は
、
江
戸
時
代
が
行
列
の
時
代
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
行
列
の
主
体
と
は
武
士
や
外
国
の
使
節
あ
る
い
は
祭
礼
な
ど
が
あ
り
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ま
す
が
、
い
ず
れ
も
見
せ
物
と
し
て
の
側
面
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
、
色
々
な
要
素
が
吸
収
さ
れ
て
い
く
、
集
約
さ
れ
て
い
く

と
い
う
こ
と
で
、
今
回
は
あ
ま
り
触
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
実
は
祭
礼
の
行
列
が
江
戸
時
代
の
行
列
の
在
り
方
と
い
う
も
の
を
一
番
色
濃

く
伝
え
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
祭
礼
行
列
で
町
人
が
出
す
練
物
は
不
変
の
も
の
で
は
な
く
、
見
物
人
を
飽
き
さ
せ
な
い
よ
う
に
趣
向
を
凝

ら
し
、
古
典
や
異
国
の
風
俗
、
珍
し
い
動
物
な
ど
を
取
り
入
れ
て
変
化
を
繰
り
返
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
見
ル
・
見
ラ
レ
ル
・
見
セ
ル
・
見
セ
ラ
レ
ル
の
「
四
見
の
原
理
」
が
は
た
ら
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
行
列
に
関
わ
っ
て
い

る
人
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
に
い
ろ
い
ろ
な
立
場
や
思
惑
が
あ
っ
て
、
様
々
な
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
た
だ
単
に
娯
楽
と
し
て

見
に
来
た
人
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
空
間
に
取
り
込
ま
れ
、
行
列
の
構
成
要
素
の
一
部
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
側
面
が
あ
り
ま
す
。

　

二
つ
目
は
、
武
士
の
行
列
で
あ
る
大
名
行
列
で
す
。
鎗
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
目
に
つ
く
場
所
で
行
列
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
で
、

「
見
セ
ル
」「
見
ラ
レ
ル
」
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
意
識
し
て
い
ま
す
。
限
ら
れ
た
区
間
だ
け
を
整
然
と
歩
く
だ
け
な
ら
い
い
の
で
す
が
、

参
勤
交
代
の
大
名
行
列
の
場
合
は
、
江
戸
か
ら
国
元
ま
で
相
当
距
離
が
あ
る
た
め
、
そ
の
区
間
を
ず
っ
と
緊
張
し
て
大
勢
で
歩
く
と
い
う

の
は
、
や
は
り
大
変
で
、
時
間
も
費
用
も
ど
ん
ど
ん
嵩
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
人
目
に
つ
く
場
所
で
行
列
を
立
て
て
、
見
ら
れ

て
も
恥
ず
か
し
く
な
い
格
好
で
隊
列
を
組
ん
で
歩
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
あ
ま
り
人
目
に
つ
か
な
い
よ
う
な
場
所
で
は
、
行
列

本
体
は
小
さ
な
行
列
を
組
ん
で
進
み
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
は
隊
列
を
崩
し
て
、
ス
ピ
ー
ド
を
あ
げ
て
次
の
目
的
地
を
目
指
し
ま
す
。
こ
れ

に
は
経
費
を
削
減
す
る
と
い
う
意
味
合
い
が
大
き
い
で
す
が
、
や
は
り
ず
っ
と
緊
張
し
た
状
態
で
隊
列
を
組
ん
で
進
む
と
い
う
の
は
負
担

で
す
の
で
、
め
り
は
り
を
付
け
て
行
列
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

三
つ
目
は
来
朝
使
節
の
通
行
で
す
。
い
わ
ゆ
る
鎖
国
体
制
の
中
で
、
異
国
の
文
化
と
接
す
る
機
会
が
限
ら
れ
て
い
る
な
か
で
、
庶
民
が

実
際
に
生
で
異
国
人
を
目
に
す
る
、
あ
る
い
は
異
国
の
音
楽
や
文
化
に
接
す
る
機
会
と
い
う
の
は
大
変
貴
重
で
し
た
。
漢
詩
を
嗜
む
文
化

人
は
、
朝
鮮
人
と
漢
詩
を
読
み
合
う
、
漢
字
を
通
じ
て
意
思
疎
通
を
図
る
と
い
っ
た
文
化
的
な
交
流
を
持
つ
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
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ま
た
、
直
接
的
な
触
れ
合
い
に
限
ら
ず
、
使
節
の
通
行
を
契
機
に
「
異
国
」
そ
の
も
の
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
、
一
時
的
と
は
い
え

異
国
ブ
ー
ム
と
い
え
る
よ
う
な
状
況
も
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

大
小
様
々
な
行
列
が
行
き
交
っ
た
「
行
列
の
時
代
」
で
あ
る
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
外
国
使
節
の
行
列
が
日
本
の
主
要
街
道
を
繰
り
返

し
実
際
に
通
行
し
た
と
い
う
事
実
は
、
当
時
の
日
本
人
が
異
国
に
対
し
て
抱
く
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
て
い
く
上
で
と
り
わ
け
重
要
な
機

会
に
な
っ
た
と
言
え
ま
す
。
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