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は
じ
め
に
1

豊
後
節
の
解
禁
と
停
止
の
問
題
を
め
ぐ
る
研
究
史

徳
川
時
代
の
ち
ょ
う
ど
中
頃

に
あ
た
る

一
七
三
〇
年
代
、
年
号
で
言
え
ば
享

保
か
ら
元
文
に
変
わ
ろ
う
と
す
る
時
期

(享
保
二

一
年
冂
元
文

一
年
凵

一
七
三
六

年
)、
江
戸

で
は
上
方
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
新
し

い
浄
瑠
璃
音
曲
が

一
世
を
風

靡
し
、
江
戸
の
街
は
異
様
な
熱
狂
に
包
ま
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
京
の
浄
瑠
璃

太
夫
、
宮
古
路
豊
後
掾
に
よ

っ
て
語
ら
れ
る
豊
後
節
浄
瑠
璃
と
、
そ
れ
を
め
ぐ

る
政
治
的

・
社
会
的
な
沸
騰
状
況
で
あ

っ
た
。

豊
後
節
は
徳
川
時
代
に
お
け
る
音
曲
の
世
界
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。
そ
れ
は

一
八
世
紀
前
半

の
享
保

・
元
文
年
間

(
一
七

一
六
～
四
〇
)
に
活

躍
し
た
宮
古
路
豊
後
掾

に
よ

っ
て
創
始
さ

れ
た
浄
瑠
璃
節
の

一
派
で
あ
り
、
上

方
お
よ
び
名
古
屋

・
江
戸
を
中
心
と
し
て
広
く
流
行
し
、
の
ち
そ
こ
か
ら
常
磐

津
、
富
本
、
新
内
、
清
元
、
宮
薗
な
ど
の

い
わ
ゆ
る
豊
後
系
浄
瑠
璃

の
諸
流
を

生
み
だ
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
今
日
に
至
る
ま
で
邦
楽
の
世
界

に
お
い
て
絶
大
な

影
響
力
を
も

つ
一
群

の
音
曲
の
源
流
と
し
て
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。

義
太
夫
、
長
唄
と
な
ら
ん
で
近
世
の
三
大
音
曲
の

一
郭
を
な
す
豊
後
節
で
あ

る
が
、
し
か
し
な
が
ら
豊
後
節
と
宮
古
路
豊
後
掾
が
徳
川
社
会
の
中
で
た
ど
る

こ
と
と
な

っ
た
過
酷
な
運
命
は
、
前
二
者
と
は
比
す
べ
く
も
な
か

っ
た
。

享
保
の
末
年
、
上
方
か
ら
始
ま

っ
て
江
戸
に
伝
え
ら
れ
た
豊
後
節
は
、
心
中

色
恋
沙
汰
を
艶
や
か
な
節
廻
し
で
語

っ
て
江
戸
の
士
庶

の
心
を
捉
え
る
に
い
た

り
、
う
ら
若

い
男
女
が
豊
後
節
の
稽
古
所
に
相
集

い
、
街
中
を
人
目
も
は
ば
か

ら
ず
こ
れ
を
口
ず
さ
ん
で
歩
行
す
る
な
ど
、
熱
狂

に
も
似
た
流
行
の
様
相
を
呈

し
て
い
た
。

こ
れ
は
当
然
に
も
享
保
改
革
の
下
、
風
俗
の
取
締
り
を
推
し
進
め
て
い
た
幕

府
の
忌
諱

に
触
れ
、
豊
後
節
は
禁
圧
の
処
分
を
蒙
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
な

が
ら
豊
後
掾
の
弟
子
の
宮
古
路
文
字
太
夫
は
、
そ
の
姓
を
宮
古
路
か
ら
常
磐
津
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と
改
め
て
活
動
を
続
け
る
こ
と
に
よ
り
、
常
磐
津
節

の
流
祖
と
し
て
江
戸
の
音

曲
界
で
確
固
た
る
地
歩
を
占
め
て
い
く
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。

豊
後
節
を
め
ぐ
る
概
要
は
だ
い
た

い
以
上

の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
お
り
、
音

曲
史

の
概
説
的
な
記
述
も
多
く
は
そ
う
し
た
形
で
な
さ
れ
る
の
が
常

で
あ
る
。

「

し
か
し
な
が
ら
こ
の
問
題
を
立
ち
入

っ
て
仔

細
に
検
討
す
る
な
ら
ば
、
事
態
は

決
し
て
そ
の
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は
な
く

て
、
豊
後
節

に
対
す
る
政
治
権
力

の
禁
圧
と
許
容
を
め
ぐ
る
施
策
の
度
重
な
る
交
替
は
き
わ
め
て
複
雑
な
様
相
を

呈
し
て
お
り
、
専
門
研
究
者
に
と

っ
て
さ
え
も
容
易
に
は
問
題
解
決
を
許
さ
な

　
ユ
　

い
よ
う
な
困
難
さ
を
突
き

つ
け
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
に
至
る
。

豊
後
節

の
禁
圧
と
解
禁
を
め
ぐ
る
問
題
は
複
雑
な
事
情
の
も
と
に
あ
り
、
先

行
諸
研
究
を
閲
し
た
と
き
に
も
、
そ
こ
に
は
名
状
し
が
た
い
不
可
解
さ
が
わ
だ

か
ま

っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
割
り
切
れ
な
い
思

い
を
残
し
な
が
ら
議
論
が
終
始

し
て
い
る
か
の
ご
と
く
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
論
者

の
責
任
で
あ
る
よ
り
は
、
本
問
題
を
め
ぐ
る
独
特

の
性
格
に
起

因
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
禁
圧
と
解
禁
を
重
ね
つ
つ
複
雑
な
形
を
と
り
な

が
ら
継
起
し
て
い
く
諸
々
の
事
象
は
、
政
治
権
力
と
芸
能
と
の
葛
藤

に
み
ち
た

諸
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
本

稿
に
と
っ
て
興
味
深

い
素
材
を
提

供
し
て
く
れ
る
も

の
と
な

っ
て
い
る
。

先
ず
、
豊
後
節
か
ら
常
磐
津
節

へ
の
転
換

を
め
ぐ
る
問
題

に
つ
い
て
の
標
準

的
な
理
解
は
先
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
立

ち
入

っ
て
検
討
す
る
と
、
そ
の
不

十
分
さ
に
た
だ
ち
に
気
づ
く
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
第

一
に
宮
古
路

の
姓
を
捨
て
、
豊
後
節
を
常
磐
津
節
と
改
め
る
こ
と
に

よ

っ
て
幕
府

の
宥
免
を
得
た
と
す
る
点
で
あ
る
が
、
寛
保
三

(
一
七
四
三
)
年

に
文
字
太
夫
が
江
戸
中
村
座

に
再
登
場
し
た
と
き
に
は
従
来
通
り
に

「宮
古
路

文
字
太
夫
」
の
名

で
出
て
お
り
、
「常
磐
津
」
に
改
め
る
の
は
そ
れ
よ
り
遅
れ

る
こ
と
四
年
の
延
享
四

(
一
七
四
七
)
年
に
な

っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ

る
。
し

か
も
そ
の
改
名
も
初
め
は

「関
東
文
字
太
夫
」
を
名
乗

っ
て
お
り
、
町
奉
行
所

か
ら

「関
東
」

の
名
称
使
用
の
僭
越
を
叱
責
さ
れ
た
の
ち
に

「常
磐
津
」
(当

初
は

「常
盤
津
」)
に
改
め
た
由
で
あ

っ
て
、
こ
の
改
名

の
次
第
に
見
ら
れ
る
雰

囲
気
は
、
と
て
も
禁
圧
さ
れ
た
豊
後
節
の
再
開
宥
免
を
求
め
て
の
行
為
と
は
思

わ
れ
な

い
。

そ
も
そ
も
そ
れ
以
前

の
問
題
と
し
て
、
男
女
の
恋
情
を
あ
ら
わ
に
表
現
す
る

豊
後
節
は
早
く
よ
り
淫
風
の
音
曲
と
見
な
さ
れ
、
し
か
も
幕
府
が
固
く
禁
ず
る

心
中
物
を
語
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
享
保

一
六

(
一
七
三

一
)
年

に
は
、
名
指
し

で
取
締
り
の
対
象
と
な

っ
て
お
り
、
江
戸

で
の
上
演
が
厳
し
く
禁
圧
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
中
村
座
を
始
め
と
す
る
江
戸
三
座
の
大

む
つ
ま
じ

芝
居
に
お
い
て
、
豊
後
節
も
宮
古
路
豊
後
掾
の
作
品
で
あ
る
心
中
浄
瑠
璃
「
睦

づ
き
れ
ん
り
の
た
ま
つ
ば
き

月

連

理

慧
」も
堂
々
と
上
演
さ
れ
て
い
る
事
実
を
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
理

解
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
根
本
的
な
疑
問
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
豊
後
節
と
宮
古
路
豊
後
掾
を
め
ぐ
る

一
連
の
事
態
は
、
禁
圧
、
上
演
、

再
度
の
禁
圧
、
再
開
上
演
と
い
う
経
緯
を
た
ど

っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
の

一
連
の
経
緯
を
と
お
し
て
、
豊
後
節
ー
常
磐
津
節
が
近
世
芸
能

の
世
界
に
お
い
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徳川吉宗の享保改革と豊後節取締り問題をめぐる一考察

て
い
か
な
る
地
歩
を
占
め
る
に
至
り
、
い
か
な
る
意
義
を
担

っ
て
い
た
か
、
そ

し
て
徳
川
吉
宗
の
指
導
す
る
幕
府
享
保
改
革

は
こ
の
音
曲
問
題
に
対
し
て
ど
の

よ
う
な
性
格

の
政
治
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
た

の
か
、
さ
ら
に
は
本
問
題

へ
の
対

応
を
と
お
し
て
表
出
さ
れ
て
く
る
幕
府
享
保
改
革

の
歴
史
的
意
義
と
は
ど
の
よ

う
な
も

の
で
あ

っ
た
の
か
と
い
う
本
質
的
な
問
題
を
究
明
す
る
た
め
に
も
、
こ

の
複
雑
な
過
程
を

い
か
に
整
合
的
に
理
解
し
う
る
か
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
の
豊
後
節

の
解
停
は
な
に
故
に
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
た

ど

っ
て
実
現
し
た
の
か
に
つ
い
て
の
説
明
が
、
改
め
て
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
る
。

『江
戸
豊
後
浄
瑠
璃
史
』
の
著
者
岩
沙
慎

一
氏
は
、
こ
の
問
題
を
も

っ
ぱ
ら
豊

後
節
を
取
り
巻
く
当
時

の
音
曲
世
界
の
環
境

と
い
う
観
点
か
ら
説
明
さ
れ
て
い

　
　
　る

。
す
な
わ
ち
江
戸

に
お
い
て

一
世
を
風
靡

し
た
豊
後
節
に
対
し
て
は
、
既
存

の
河
東
節

・
一
中
節

・
義
太
夫
節
と
い
っ
た
浄
瑠
璃
諸
派
が
反
感
を
抱
き
、
彼

ら
の
運
動
が
豊
後
節
停
禁
の
政
策
を
引
き
出

し
た
と
い
う
こ
と
。
し
か
し
豊
後

節

の
支
援
者
と
見
ら
れ
る
劇
通

の
幕
臣
原

武
太
夫

(三
弦
の
岡
安
原
富
。
幕
府

御
留
守
居
方
与
力
)
ら
の
尽
力

に
よ

っ
て
、

こ
れ
ら
諸
流
を
な
だ
め
る
な
ど
の

措
置
を
施
す
こ
と
で
豊
後
節
の
復
活
に
途
を
拓

い
た
も
の
で
は
な

い
か
と
す
る

解
釈
を
示
さ
れ
て
い
る
。

原
武
太
夫
が
こ
の
江
戸
の
音
曲
界
に
お

い
て
、
ど
の
程
度

の
発
言
力
と
指
導

力
を
有
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
判
断
を
控
え
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い

け
れ
ど
も
、
し
か
し
な
が
ら
豊
後
節
の
禁
止

が
こ
れ
ら
浄
瑠
璃
諸
派

の
反
目
に

出
て
、
幕
府
を

つ
き
動
か
し
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
認
識
そ
の
も
の
に
つ
い
て

は
、
や
は
り
難
色
を
示
さ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
禁
圧
の
本
筋
は
、
音
曲

世
界
の
勢
力
争
い
で
は
な
く
、
幕
府

の
風
俗
取
締
り
と
い
う
政
治
方
針
に
求
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

従

っ
て
ま
た
既
存
の
音
曲
諸
派
が
軟
化
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
豊
後

節
の
解
停

に
つ
な
が

っ
た
と
い
う
理
解

に
対
し
て
も
疑
義
を
呈
さ
ず
に
す
ま
す

こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
も
と
よ
り
幕
臣
原
武
太
夫
が
音
曲
世
界
で
は
な
く
、

町
奉
行
や
幕
閣
な
ど
の
要
路
に
働
き
か
け
て
解
禁
に
導
い
た
と
い
う
こ
と
な
ら

ば
、
こ
れ
は
別
途
に
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
と
は
思
う
の
で
あ
る
が
。

宮
古
路
豊
後
掾
の
音
曲
、
お
よ
び
そ
れ
か
ら
派
生
し
た
常
磐
津
、
富
本
、
新

内
な
ど
豊
後
系
浄
瑠
璃

に
関
す
る
諸
史
料
を
広
く
蒐
集
、
整
備
さ
れ
、
今
日
の

豊
後
節
研
究

の
基
礎
を
築
き
あ
げ
ら
れ
た
竹
内
道
敬
氏
は
、
豊
後
掾

に
よ
る

「睦
月
連
理
懋
」
の
江
戸
上
演
が
実
現
し
た
の
は
、
尾
張
藩
主
徳
川
宗
春
が
豊

後
掾
の
後
ろ
盾
と
な

っ
て
幕
府
に
対
し
て
働
き
か
け
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
理

(3

)

解
を
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
豊
後
節
の
江
戸
上
演
時
期
が
徳
川
宗
春
の
活
動

期
と
重
な

っ
て
お
り
、
宗
春
が
前
述
の
幕
臣
に
し
て
劇
通
の
原
武
太
夫
と
親
し

い
関
係

に
あ

っ
た
こ
と
、
そ
し
て
豊
後
節
に
対
し
て
再
度
の
禁
止
令
の
出
さ
れ

た
元
文
四

(
一
七
三
九
)
年
と
は
、
宗
春
が
幕
府

か
ら
譴
責
を
受
け
て
処
罰
隠

居
を
被

っ
た
時
期
に
他
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
な
ど
が
そ
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
吉
宗
と
宗
春
と
の
対
立
は
す
で
に
長
き
に
わ
た
る
こ
と
で

あ

っ
て
、
宗
春
が
享
保

一
六
年
に
尾
張
藩
主

の
地
位
に
つ
い
て
豪
奢
な
振
る
舞
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い
を
行

い
、
芝
居
町
の
積
極
繁
栄
策
を
講
じ

は
じ
め
た
直
後
よ
り
生
じ
て
い
る
。

幕
府
よ
り
は
翌

一
七
年

に
尾
張
藩
に
対
し
て
敬言
告
の
意
味
を
込
め
た
尋
問
使
が

派
遣
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
す
る
宗
春
の
回
答
が
文
書
と
し
て
残
さ
れ
て
い

る
が
、
表
面
に
は
恭
順

の
言
を
な
ら
べ
な
が
ら
も
、
幕
府
の
倹
約
政
策
を
揶
揄

す
る
底
意
が
露
骨
な
文
面
で
あ
り
、
吉
宗
お
よ
び
幕
閣
を

い
た
く
刺
激
す
る
内

(
4
)

容
の
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
尾
張
の
宗
春
と
吉
宗
お
よ
び
幕
府
と
の
確
執
に
は
根
深
い
も
の

が
あ
り
、
宗
春
の
後
援
と
働
き
か
け
に
よ

っ
て
豊
後
節
の
江
戸
上
演
が
実
現
し

た
と
い
う
理
解
は
困
難
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
反
面
、
豊
後
節

に
対
す
る
再
度

の
禁
止
令
が
元
文
四

(
一
七
三
九
)

年

に
出
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
同
年
正
月
に
幕
府

に
よ

っ
て
断

行
さ
れ
た
宗
春
に
対
す
る
処
罰
隠
居
と
い
う
措
置
に
影
響
さ
れ
て
の
も
の
と
捉

え
る
の
は
至
当
で
あ
り
、
こ
の
両
者
の
問
に
因
果
関
係
を
想
定
す
る
こ
と
は
首

肯
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

ま
た
竹
内
氏
は
、
豊
後
節

の
二
度
目
の
解
禁
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を

も

っ
ぱ
ら
元
文
五
年
の
宮
古
路
豊
後
掾

の
死

に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
豊
後
節
停
禁

(二
度
目
の
禁
圧
)
の
魁

け
を
な
し
た
、
元
文
元
年
の
市
村

座

「小
夜
中
山
浅
間
嶽
」

の
上
演
中
止
事
件

の
お
り
に
出
演
し
て
い
た
の
は
豊

後
掾
で
は
な
く
弟
子
の
文
字
太
夫
の
方

で
あ

っ
た
こ
と
。
し
か
も
文
字
太
夫
の

い
で
た
ち
、
す
な
わ
ち
そ
の
文
金
風
と
呼
ぼ
れ
る
髪
形
や
、
し
ど
け
な
い
衣
装

の
着
こ
な
し
、
そ
し
て
淫
声
と
称
せ
ら
れ
た
豊
後
節

の
音
曲
そ
の
も
の
が
幕
府

当
局
の
忌
諱

に
触
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
豊
後
掾
ひ
と
り
の
死
を
も

っ
て

豊
後
節

の
解
禁

(二
度
目
の
)
を
説
明
す
る
の
は
片
落
ち
の
感
を
否
め
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
依
然
と
し
て
豊
後
節

の
解
禁
が
、
こ
の
文
字
太
夫
の
代
に
何

故
に
な
さ
れ
た
か
が
大

い
に
不
審
な
の
で
あ
る
。

研
究
の
時
期
が
前
後
す
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
豊
後
節
の
禁
圧
と
解
停
の
問
題

に
強
い
関
心
を
も

っ
て
詳
論
を
展
開
し
た
今

一
人

の
人
物
は
、
江
戸
文
化
史
の

泰
斗
、
三
田
村
鳶
魚
で
あ
る
。

鳶
魚
翁
は

「豊
後
節
雑
記
」
お
よ
び

「豊
後
節

の
解
停
」
の
二
篇
の
論
考
を

著
し
て
、
こ
の
問
題
を
詳
述
し
て
い
る
。
翁
は
こ
の
重
要
か
つ
不
可
解
な
問
題

を
歴
史
学
も
国
文
学
に
お
い
て
も
等
閑

に
付
し
て
い
る
の
は
誠
に
い
ぶ
か
し
い

こ
と
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
議
論
を
展
開
す
る
。

(5
)

そ
の
最
初
の
論
考

「豊
後
節
雑
記
」

の
眼
目
は
、
豊
後
節
の
禁
圧
と
解
停
に

絡
ん
で
重
要
な
位
置
に
あ
る
宮
古
路
文
字
太
夫
な
る
人
物
は
、
実
は
二
人
い
た

と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち

『江
戸
節
根
元
記
』
の
記
述
に
基
づ
い
て
、

後

の
文
字
太
夫
は
京
都
の
位
牌
屋
文
右
衛
門
で
あ
り
常
磐
津
の
流
祖
と
な

っ
た

人
物

で
あ
る
が
、
彼
は
豊
後
節
の
解
停
後

に
江
戸
に
現
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
豊

後
節
停
禁
の
き

っ
か
け
を
な
し
た
豊
後
掾

の
直
弟
子

(あ
る
い
は
養
子
と
も
い

う
)
の
文
字
太
夫
と
は
別
人
で
あ
る
と

い
う

の
で
あ
る
。

(6

)

こ
の
別
人
説
も
や
や
奇
怪

で
あ
る
が
、
第
二
の

「豊
後
節
の
解
停
」
の
議
論

は
更
に
問
題
が
多
い
か
に
見
え
る
。
そ
れ
は
豊
後
節

の
禁
止
措
置
そ
の
も
の
の

存
在
を
疑
う
論
調
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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す
な
わ
ち
豊
後
節
の
禁
令
と
い
う

の
は
元
文
四

(
一
七
三
九
)
年

一
〇
月
に

な

っ
て
初
め
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
も
正
式
の
幕
府

の
法
度
と

し
て
で
は
な
く
、
町
年
寄
を
通
し
た
諭
旨
と

い
っ
た
体
裁
で
あ
る
こ
と
、
そ
し

て
宮
地

・
広
小
路
に
お
い
て
稼
業
で
語
る
者
は
禁
止

の
対
象
外
と
い
う
性
格

の

も
の
で
あ

っ
た
こ
と
。
禁
止
の
諭
旨
は
翌
年

に
も
再
達
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ

の
翌
年
寛
保
元

(
一
七
四

一
)
年
九
月
の
市

村
座

の
公
演

に
は
こ
の
宮
古
路

一

門
が
名
を
連
ね
て
お
り
、
文
字
太
夫
も
翌
二
年
正
月
の
中
村
座
で
晴
れ
の
舞
台

を
勤
め
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
、
豊
後
節
に
対
し
て
は
諭
旨
が
な
さ
れ
た

程
度
で
禁
圧
な
ど
は
存
在
し
な
か

っ
た
の
で
あ
り
、

一
般
風
俗

に
対
す
る
影
響

を
戒
め
た
ま
で
の
こ
と
に
過
ぎ
な
か

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
両
論
考
は

一
見
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う

に
、
相
互
に
矛
盾
す
る
内
容

の

も
の
と
な

っ
て
い
る
。
豊
後
節
の
禁
圧
i
解
禁
と
い
う
過
程
が
無
い
の
で
あ
れ

ば
、
豊
後
掾
の
直
弟
子
の
文
字
太
夫

の
他
に
同
じ
名
乗
り
を
す
る
別
人
が
同
時

期
に
出
現
す
る
と
い
う
の
も
合
点

の
ゆ
か
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
文
字
太
夫
が
二
人

い
る
と
い
う
の
は
、
豊
後
節
が

い
っ
た
ん
中
断

の
憂
き
目
に
逢

っ
た
と
い
う
理

解
を
前
提

に
し
な
け
れ
ば
意
味
を
な
さ
な

い
話

で
あ
ろ
う
。

今
日
の
観
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
文
字
太
夫
は
豊
後
掾

の
直
弟
子
の

一
人
が

あ
る
の
み
で
問
題
は
な
い
。
ま
た
豊
後
節
の
禁
圧
は
や
は
り
事
実
で
あ

っ
て
、

後
に
詳
述
す
る
よ
う
に
享
保

一
六

(
一
七
三

一
)
年

の
最
初

の
禁
令

に
お
い
て

は
、
中
村
座
以
下
の
大
芝
居
な
ら
び
に
小
芝

居
に
対
し
て
、
豊
後
節
を
名
指
し

の
上
で
、
そ
の
関
係
者
の
出
演
禁
止
を
厳
し
く
申
し
渡
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
岩
沙
氏

の
考
証
に
よ
る
な
ら
ば
鳶
魚
翁
が
依
拠
し
た

『近
世
邦
楽
年

表
』
の
記
事

は
誤
り
で
、
元
文
四

(
一
七
三
九
)
年
か
ら
寛
保
三

(
一
七
四
三
)

年
秋
ま
で
の
足
掛
け
五
ヶ
年

の
問
、
宮
古
路

一
門
の
江
戸
歌
舞
伎
三
座

へ
の
出

演
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
の
逼
塞
の
期
間
、
宮
古
路
文
字
太
夫
は
都

　
　
　

千
中
の
社
中

に
隠
れ
て
都
常
太
夫
豊
中
と
名
を
改
め
て
い
た
由
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
見
る
な
ら
ぼ
鳶
魚
説
は
、
結
果
的

に
は
、
そ
の
い
ず
れ
を
も
採

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
単
な
る
虚
妄
の
説
と
片
付
け
て
し

ま
う
こ
と
は
、
こ
の
問
題

の
核
心
か
ら
眼
を
そ
ら
す
こ
と
と
な
る
。
鳶
魚
翁
が

か
く
も
執
拗

に
紙
幅
を
費
や
し
て
、

い
さ
さ
か
強
引
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る

の
は
、
こ
の
豊
後
節
の
禁
圧
と
解
禁
と
の
中
に
横
た
わ

っ
て
い
る

一
筋
縄
で
は

捉
え
が
た
い
よ
う
な
不
可
解
さ
の
故

で
あ
り
、
鳶
魚
説
の
奇
怪
さ
は
、
む
し
ろ

翁
の
問
題
を
突
き
詰
め
よ
う
と
す
る
誠
実
な
研
究
態
度
の
あ
ら
わ
れ
と
解
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
事
件
は
同
じ
く
芝
居
取
締
り
問
題
で
あ

っ
て
も
、
絵
島

・
生
島
事
件
や

天
保
改
革
に
お
け
る
劇
場
移
転

の
よ
う
に
、
問
題
の
所
在
と
輪
郭
の
明
瞭
な
事

柄
で
は
な
い
。
そ
れ
は
そ
も
そ
も

一
体
い
か
な
る
性
格
の
事
件
で
あ
り
、
幕
府

は
こ
の
事
件
に
お
い
て
何
を
目
的
と
し
て
関
与
し
、
ど
の
よ
う
な
権
力
作
用
を

及
ぼ
し
、
か
つ
豊
後
節
を
ど
の
よ
う
に
改
変
し
た
と
い
う
の
か
、
ま
た
豊
後
節

-
常
磐
津
節
は
そ
の
政
治
作
用

の
結
果
と
し
て
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
状
態

に
置
か
れ
、
あ
る
い
は
追

い
込
ま
れ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
問
題
を
め
ぐ

っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
根
本
的
な
事
実
関
係
そ
れ
自
体
が
不
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明
、
不
可
解

で
あ
る
と
い
う
特
異
な
状
態
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
非
常

に

珍
し

い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
本
問
題

の
解
明
を
困
難

に
し
て
お
り
、
自

余
の
諸
問
題
と
は
異
な
る
固
有
の
事
情
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
問
題
を
徹
底
的
に
論
究
す
る
た
め
に
は
、
最
も
根
本
的
な
基
礎
的
事
実
関

係
の
再
検
討
を
施
す
必
要
が
あ
る
。
豊
後
節

を
め
ぐ
る
事
実
お
よ
び
事
実
関
係

を
、
歴
史

の
推
移
の
ま
ま
に
確
認
す
る
作
業

か
ら
は
じ
め
よ
う
。

一

豊
後
節
の
禁
圧
と
解
禁
を
め
ぐ
る
徳
川
幕
府

の
施
策

宮
古
路
豊
後
掾
は
は
じ
め

一
中
節

の
流
祖
都

一
中

に
師
事
し
、
都
国
太
夫
半

中
と
号
し
、

の
ち
宮
古
路
国
太
夫
と
改
め
、

一
中
節
を
こ
と
ご
と
く
和
ら
げ
て

新
た
に

一
流
を
語
り
出
し
、
享
保
三

(
一
七

一
八
)
年
に
大
坂
竹
本
座
に
出
演

し
て

「博
多
小
女
郎
浪
枕
」
を
か
た
り
、
そ

れ
よ
り
彼
の
浄
瑠
璃
は
国
太
夫
節

と
し
て
諸
国
に
聞
こ
え
た
。

こ
の
国
太
夫
は
京

・
大
坂
を
中
心
に
上
方
方
面
で
活
躍
し
、
享
保

一
四
、
五

年
頃
に
受
領
し
て
豊
後
掾
を
名
乗
る

(「豊

後
掾
」
を
正
式

に
名
乗
る
の
は
後

述

の
江
戸
滞
在
期
間
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
時
期
は

「豊
後
」
と
の
み
称

し
て
い
た
と
す
る
説
も
有
力
で
あ
る
)。
豊
後
掾
は
江
戸
下
り
の
前
に
、
尾
張

名
古
屋
の
芝
居
に
お
い
て
出
語
り
を
し
て
い
た
が
、
た
ま
た
ま
滞
在
中

に
同
地

で
生
じ
た
心
中
未
遂
事
件
を
題
材
と
し
て
、

彼
の
代
表
作
と
な
る

「
睦
月
連
理

慧
」
を
書
き
上
げ
た
。

こ
の
心
中
事
件
は
享
保

一
八

(
一
七
三
三
)
年

=

月

の
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
を
豊
後
掾
が
語

っ
た
の
は
翌

一
九
年
正
月
の
名
古
屋
袋
町
黄
金
薬
師
芝
居
の

正
月
興
行

に
お
い
て
で
あ

っ
た
。
時

に
尾
張
名
古
屋
は
、
幕
府

の
倹
約
政
策

に

公
然
と
異
を
唱
え
る
徳
川
宗
春
に
よ

っ
て
推
し
進
め
ら
れ
て
い
た
積
極
繁
栄
策

の
た
だ
中

に
あ
り
、
名
古
屋
の
芝
居
町
で
は
幕
府
禁
制
の
心
中
物
も
お
お

っ
ぴ

ら
に
上
演
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
豊
後
掾

の
新
作
浄
瑠
璃
も
ま
た
大
い
に
好
評
を

博
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
豊
後
掾
は
享
保

一
九
年
三
月
頃
ま
で
名
古
屋
に
滞
在
し
、
同
年
九
月

に

江
戸
に
移
り
葺
屋
町
河
岸
播
磨
と
い
う
小
芝
居
で

「睦
月
連
理
慧
」
を
語

っ
て

世
人
の
賞
賛
を
得
た
。
そ
し
て
つ
い
に
翌
享
保
二
〇
年
七
月
に
は
江
戸
歌
舞
伎

三
座
の
筆
頭
格

で
あ
る
中
村
座
で

「睦
月
連
理
懋
」
が
上
演
さ
れ
る
運
び
と
な

り
、
豊
後
掾
自
身

の
出
語
り
で
演
ぜ
ら
れ
て
大
当
り
を
と

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

(8
)

て
い
る
。

豊
後
掾
の
直
弟
子
に
し
て
そ
の
養
子
と
も
言
わ
れ
る
宮
古
路
文
字
太
夫
が
江

戸
に
下

っ
た
の
も
こ
の
時
期
で
、
享
保

一
九
年
に
師
の
豊
後
掾
と
江
戸

で
落
ち

合

っ
て
、
同
年

の
播
磨
芝
居

に
出
演
し
て
い
る
。
文
字
太
夫
は
元
文
元

(
一
七

三
六
)
年
正
月
か
ら
は
タ
テ
の
浄
瑠
璃
太
夫
と
し
て
市
村
座

に
出
演
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
江
戸

に
お
け
る
豊
後
節
の
流
行
は
そ
れ
よ
り
先
、
豊
後
掾
が
い
ま

だ
江
戸
に
至
ら
ぬ
享
保

一
六
年
頃
に
は
す
で
に
盛
ん
に
な

っ
て
い
た
模
様
で
、

同
年

=

月
二
一二
日
に
は
町
年
寄
喜
多
村
役
所

へ
中
村
座

の
勘
三
郎
ら
芝
居
町

の
座
主
た
ち
八
名
が
召
し
出
さ
れ
て
、
次

の
よ
う
に
豊
後
節
の
禁
止
令
が
伝
達

(9

)

さ

れ

た

。
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一
、
此
頃
よ
り
市
中

に
お
い
て
宮
古
路
節
浄
瑠
璃
、
又
は
豊
後
節
と
唱

へ

指
南
所
等
を
搆

へ
、
男
女
相

つ
と
ひ
候
儀
、
風
儀

に
も
掛
り
不
宜
敷
に
付
、

令
停
止
候
、
右
に
付
、
其
方
共
芝
居
並
小
芝
居
等
に
至
る
ま
で
、
右
浄
瑠

璃
業
之
者
ど
も
出
し
候
儀
、
以
来
不
相
成
旨
、
奉
行
所
よ
り
御
沙
汰
に
付
、

此
旨
可
相
心
得
旨
被
申
渡
、
勘
三
郎
外

二
座
並
小
芝
居
源
太
郎
外
三
人
、

御
受
書
差
出
候
事

す
な
わ
ち
、
近
年
、
豊
後
節
が
江
戸
市
中

で
流
行
し
、
そ
の
稽
古
を
な
す
指

南
所
に
男
女
が
参
集
し
て
風
儀
を
乱
し
て
い
る
の
で
こ
れ
を
禁
止
さ
せ
る
こ
と
。

あ
わ
せ
て
豊
後
節
の
浄
瑠
璃
語
り
の
者
は
歌
舞
伎
三
座
は
も
と
よ
り
、
小
芝
居

に
い
た
る
ま
で
出
演
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
旨

が
町
奉
行
所
よ
り
命
ぜ
ら
れ
た
由

で
あ
る
。

こ
の
町
奉
行
所
か
ら
の
禁
止
申
渡
し
の
措
置
を
考
え
る
と
、
如
上
の
宮
古
路

豊
後
掾
た
ち
の
江
戸
で
の
興
行
は
理
解
し
え
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
こ

れ
ま
で
の
研
究
史
で
は
、
こ
の
享
保

一
六
年

の
禁
止
令

の
問
題
と
豊
後
掾
の
出

演
と
の
間
の
事
実
関
係
に
は
あ
ま
り
立
ち
入
ら
な
い
で
、
漠
然
と
豊
後
節
は
た

び
た
び
禁
止
さ
れ
て
い
た
と
か
、
あ
る
い
は
鳶
魚
翁

の
よ
う
に
元
文
四
年
以
前

に
は
そ
の
禁
令
な
ど
は
存
在
し
て
い
な
か

っ
た
の
だ
と
い
う
強
引
な
議
論
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
享
保

一
六
年
の
禁
令
は
回
避
せ
ず

に
充
分

に
考
慮

に
入
れ
て
捉
え
た
ほ
う
が
、
豊
後
節

の
禁
圧
-
解
禁
の
問
題

の
全
体
の

流
れ
の
理
解

の
た
め
に
は
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

享
保

一
六
年

の
禁
令
と
、
同

一
九
年
か
ら
の
豊
後
掾
た
ち
の
江
戸

で
の
活
動

と
の
関
連
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
結
論
的
に
言

う
と
、
私
見
で
は
享
保

一
八
年

か
ら
同
二
〇
年
頃
に
か
け
て
幕
府
の
芝
居
政
策

に
大
き
な
転
換
が
あ

っ
た
と
い
う
理
解
を
抱

い
て
い
る
。

す
な
わ
ち
享
保

一
五
年
六
月
に
幕
府
勝
手
掛
老
中
の
水
野
忠
之
が
退
任
す
る

と
、
人
心
も
刷
新
さ
れ
て
、
緊
縮
と
取
締
り

一
辺
倒
で
あ

っ
た
幕
府
享
保
改
革

(10

)

の
政
治
も
様
相
を
変
じ
て
い
く
。
本
稿
の
主
題

で
あ
る
幕
府

の
芝
居
政
策

の
面

で
も
変
化
の
兆
し
が
見
え
は
じ
め
、
こ
れ
ま
で
再
興
願

い
が
こ
と
ご
と
く
却
下

さ
れ
て
い
た
浄
瑠
璃
芝
居

の
土
佐
掾
橘
正
勝

(土
佐
太
夫
虎
之
助
)
や
、
和
泉

(11
)

太
夫
の
操
芝
居
が
順
次
再
興
さ
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
流
れ
の
中

で
絵
島
事
件
以
来
、
停
止
状
態
に
お
か
れ
て
い
た
市

中
各
地
の
宮
地
芝
居

の
再
興
も
検
討

の
対
象
に
な

っ
て
い
く
。
江
戸
全
域
に
わ

た
る
宮
地
芝
居
の
再
興
問
題
は
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
芝
居
問
題
で
の
最
大

の

課
題
で
あ

っ
た
の
だ
が
、

こ
れ
ら
も
土
佐
太
夫
に
準
じ
て
再
興
す
べ
き
か
と
の

意
見
が
、
享
保

一
五
年

一
二
月
に
町
奉
行
の
大
岡
忠
相

・
諏
訪
頼
篤
の
連
名
で

　ね

　

幕
閣
に
提
議
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
提
議
は
却
下
さ
れ
、
な
お
し
ば
ら
く
引
締
め
政
策
の
基

調
は
持
続
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
同

一
八
年
か
ら
二
〇
年
に
か
け
て
、
豊

竹
肥
前
掾
の
堺
町
に
お
け
る
浄
瑠
璃
芝
居

の
興
行
出
願
、
大
薩
摩
出
雲
太
夫
の

操
座
取
立
て
出
願
、
結
城
孫
三
郎

の
堺
町
で
の
人
形
操
芝
居
再
興
出
願
な
ど
が
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相
次
い
で
許
可
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
動
向
を
受
け
る
形
で
、
同
二
〇
年

一

〇
月
に
は
長
年
に
わ
た
る
懸
案
で
あ

っ
た
、
芝
神
明
芝
居
座
元
江
戸
七
太
夫
ら

宮
地
芝
居

一
六
ヶ
所

の
興
行
が
、
町
奉
行
大
岡
忠
相
か
ら

「
百
日
芝
居
」
と
し

　ほ
　

て
許
可
さ
れ
る
に
至

っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
享
保
改
革
前
期
に
行
わ
れ
て
い
た
演
劇
に
対
す
る
取
締
り

一
辺
倒

の
政
策
は
、
様
相
を
変
じ
て
大
幅
な
緩
和
政
策

に
移
行
し
て
い
る
こ
と
が
見
て

取
れ
る
の
で
あ
る
。
幕
府
享
保
改
革
の
風
俗

政
策
と
言
う
と
、
ど
う
し
て
も
尾

張
藩

に
お
け
る
徳
川
宗
春
の
下
で
の
そ
れ
が
常
軌
を
逸
す
る
ぼ
か
り
に
華
や
か

で
あ
る
た
め
に
、
そ
ち
ら
に
眼
を
奪
わ
れ
て
、
対
比
的

に
幕
府
の
演
劇
政
策
を

倹
約
基
調
の
取
締
り

一
辺
倒
と
い
う
構
図

で
捉
え
て
し
ま
い
が
ち
な
の
で
あ
る

が
、
幕
府
の
政
策
態
度
そ
の
も
の
の
推
移
を
注
意
深
く
観
察
す
る
な
ら
ば
、
そ

こ
に
大
き
な
基
調
の
変
化
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
を
踏
ま
え
て

一
連

の
事
態
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
次

の
よ
う
な
仮
説

的
理
解
が
可
能
と
な
る
。
す
な
わ
ち
享
保

一
六
年

の
豊
後
節
禁
令
は
、
享
保
前

期
の
引
締
め
基
調
の
流
れ
を
受
け
継
ぐ
中
で
発
令
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
豊
後

節
の
完
全
禁
止
が
そ
こ
で
の
命
令
内
容
と
な

っ
て
い
る
。

さ
て
豊
後
掾
た
ち
が
江
戸
に
下

っ
て
活
動

を
始
め
た
こ
ろ
は
、
ち
ょ
う
ど
幕

府
が
演
劇
問
題
に
お
い
て
緩
和
政
策

に
転
じ

つ
つ
あ

っ
た
時
期
で
あ
り
、
従

っ

て
享
保

一
六
年
の
禁
令
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ

に
捉
わ
れ
る
こ
と
な
く
自
由

に
活

動
し
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
先
述

の
宮
地
芝
居

の
再
興
取
り
立

て
を
ふ
く
む
、
芝
居

・
操
座
の
再

興
問
題
に
終
始
関
わ

っ
て
い
た
の
が
南
町
奉
行
大
岡
忠
相
で
あ

っ
た
こ
と
を
考

慮
す
る
な
ら
ば
、
豊
後
節
浄
瑠
璃
の
上
演
容
認
を
ふ
く
む

一
連

の
緩
和
政
策
を

推
し
進
め
て
い
た
の
は
、
大
岡
そ
の
入
で
あ

っ
た
可
能
性
が
高

い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
け
だ
し
江
戸
町
政
の
現
場
に
関
わ

っ
て
い
る
町
奉
行
大
岡
に
と
っ
て
は
、

な
り
わ
い

芝
居
関
係
者
の
生
業
と
い
う
問
題
に
対
し
て
無
関
心
で
は
お
ら
れ
な

い
と
い
う

こ
と
、
ま
た
演
劇
問
題

に
お
い
て
緊
縮
、
取
締
り

一
辺
倒
の
政
策
で
は
江
戸

の

町
か
ら
活
気
が
失
わ
れ
て
衰
微
す
る
の
み
で
あ
り
、
沈
滞
す
る
経
済

・
社
会
状

況
を
活
性
化
す
る
た
め
に
も
緩
和
策
を
実
施
す
る
こ
と
は
不
可
欠
と
感
じ
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

二

豊
後
節
の
再
度
の
禁
圧
に
い
た
る
事
情
と
幕
府
の
政
策
態
度

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
に
し
て
、
江
戸
三
座
の
大
芝
居
に
お
い
て
豊
後
掾

自
身
の
出
語
り

(文
字
太
夫
も
豊
後
掾
の
ワ
キ
と
し
て
出
演
)
が
実
現
し
、
晴
れ

て
江
戸
市
民

の
前

に
そ
の
全
貌
を
披
露
す
る
こ
と
を
得
た
豊
後
節

で
あ

っ
た
が
、

そ
れ
は
再
び
禁
圧
の
憂
き
目
を
見
る
こ
と
と
な
る
。

か
ね
て
懸
念

さ
れ
て
い
た
こ
と
で
は
あ

っ
た
が
、
豊
後
節
浄
瑠
璃
が
大
々
的

に
上
演
さ
れ
る
や
、
江
戸
の
町
人
、
武
士

・
旗
本

・
高
級
役
人
の
別
を
問
わ
ず
、

人
み
な
艶
や
か
な
情
感

に
満
ち
あ
ふ
れ
た
豊
後
節
の
音
曲
的
魅
力
に
惑
溺
し
て

し
ま
い
、
虚
構
と
現
実
と
の
境
を
見
失
う
中
で
心
中

・
駆
け
落
ち

・
不
義

・
密

通
が
横
行
し
、

一
般
庶
民
の
み
な
ら
ず
旗
本

・
高
級
役
人
の
奥
向
き
ま
で
巻
き

込
む
形
で
、
収
拾
不
能
な
状
態

に
陥

っ
て
い
っ
た
。
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徳川吉宗の享保改革と豊後節取締 り問題をめぐる一考察

儒
者

の
太
宰
春
台
は
、
そ
の
著

『独
語
』

の
中

で
そ
の
あ
り
様
を
慨
嘆
し
て

　
ね
　

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「此
の
浄
瑠
璃
盛
に
行
は
れ
て
よ
り
此
の
方
、
江
戸
の
男
女
淫
奔
す
る
こ
と
数

を
知
ら
ず
、
元
文
の
年
に
及
び
て
は
、
士
大
夫
の
族
は
い
ふ
に
及
ぼ
ず
、
貴
き

官
人
の
中

に
も
人
の
女
に
通
じ
、
或
は
妻
を
盗
ま
れ
、
親
族
の
中
に
て
姦
通
す

る
た
ぐ
ひ
、

い
く
ら
と
い
ふ
数
を
知
ら
ず
」

と
。
儒
者
の
立
場
か
ら
は
目
を
覆

う
ば
か
り
の
風
俗
紊
乱
の
惨
状
で
あ

っ
た
。

豊
後
節
の
異
常
な
熱
狂
が
江
戸
の
市
中

で
猖
獗
を
き
わ
め
て
い
た
折
か
ら
、

元
文
元
年
正
月
よ
り
市
村
座

で
興
行
し
て
い
た
宮
古
路
文
字
太
夫
出
演
の

「小

夜
中
山
浅
間
嶽
」
が
、
三
月
に
な

っ
て
北
町
奉
行
稲
生
正
武
の
命

に
よ

っ
て
差

　め

　

し
止
め
ら
れ
る
と
い
う
事
態
が
勃
発
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
問
題

の
決
着
は
同
年

九
月
ま
で
持
ち
越
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
、
同
月
に
発
表
さ
れ
た
そ
の
最
終
処
分
は
、
文
字
太
夫
出
演
に
な
る
豊
後

節
の
芝
居
興
行
は
差
し
支
え
な
し
と
さ
れ
、

他
方
で
は
太
夫
が
自
宅

に
お
い
て

　
め
　

素
人
に
浄
瑠
璃
稽
古
を
な
す
こ
と
は
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
内
容
で
あ

っ
た
。

町
奉
行
稲
生
に
よ
る
上
演
差
し
止
め
は
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
に
対
し
て

や
や
意
外
の
感
の
あ
る
処
分
内
容

で
あ
る
が
、
こ
れ
も
こ
の
時
期
に
お
け
る
緩

和
基
調

へ
の
転
換
と
い
う
幕
府
演
劇
政
策
の
変
容
の
見
通
し
の
中
で
捉
え
て
み

れ
ば
首
肯

で
き
る
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。

豊
後
節
浄
瑠
璃
の
江
戸
上
演
の
許
容
を
ふ
く
む

一
連
の
緩
和
策
を
推
進
し
て

い
た
の
が
江
戸
町
奉
行
大
岡
で
あ
る
可
能
性

が
高

い
と

い
う
こ
と
を
指
摘
し
た

が
、
し
か
し
な
が
ら
享
保
前
期
の
強
圧
的
な
取
締
り
政
策
か
ら
こ
の
時
期

に
お

け
る
緩
和
政
策

へ
の
転
換
は
、
ひ
と
り
町
奉
行
大
岡
だ
け
の
判
断
で
は
な
く
、

将
軍
吉
宗
を
含
む
幕
閣

の
決
定
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
い
う

の
は
宮
地
芝
居
の
再
興
問
題

で
、
大
岡
は
早
く
享
保

一
五
年
に
は
そ

の
提
議
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
幕
府
首
脳
部
の
却
下
に
よ

っ
て
見
合
わ
せ

に
な

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
、
宮
地
芝
居
の
再
興
は
幕
閣
の
高
度

の
判
断
に
よ

っ
て
実
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
緩
和

政
策

へ
の
転
換
は
大
岡
個
人
の
意
向
だ
け
で
な
く
、
組
織
体
と
し
て
の
幕
府
の

総
合
意
思
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
公
式

の
決
定
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
そ
の
よ
う
な
政
策
基
調

の
転
換

の
中
に
あ

っ
て
も
、
幕
府

の
役
人
の

個
々
人
を
見
た
と
き
に
は
、
大
岡
の
よ
う

に
そ
の
積
極
的
推
進
者
も
あ
れ
ば
、

そ
れ
に
難
色
、
疑
義
を
呈
す
る
人
間
も
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
総
合

意
思
と
し
て
の
緩
和
政
策

へ
の
転
換
な
の
で
あ
る
。

こ
の
元
文
元
年

の
豊
後
節
の
上
演
禁
止
と
そ
の
後
の
宥
免
と
い
う
事
件
を
め

ぐ

っ
て
は
、
そ
こ
に
大
岡
と
は
見
解
を
異

に
す
る
江
戸
北
町
奉
行
稲
生

の
個
人

的
な
立
場
、
そ
し
て
幕
府
総
体
と
し
て
の
緩
和
政
策

へ
の
政
策
基
調
の
転
換
と

い
う
政
治
状
況
を
想
定
し
て
み
る
な
ら
ば
、
町
奉
行
稲
生

に
よ

っ
て
上
演
差
し

止
め
が
命
ぜ
ら
れ
な
が
ら
、
の
ち
に
豊
後
節
浄
瑠
璃
の
上
演
は
差
し
支
え
な
し

と
い
う
裁
決
が
下
さ
れ
た
と
い
う
、
こ
の
意
外
な
感
の
あ
る
事
件
の
理
解
も
可

能
に
な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
レ
　

ち
な
み
に

『享
保
世
説
』
と
い
う
こ
の
時
期

の
風
説
を
記
し
た

一
書
に
よ
る
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な
ら
ば
、
こ
の
頃
、
武
家
の
子
女

の
不
義
、

駈
け
落
ち
沙
汰
が
頻
発
し
て
い
た

が
、
あ
ろ
う
こ
と
か
町
奉
行
稲
生
正
武
の
女

子
も
ま
た
、
世
上
に
出
廻

っ
て
い

た
駈
け
落
ち
者

一
覧
の
中
に
そ
の
名
を
連
ね
て
い
た
由
で
あ
る
。

さ
て
右
の
よ
う
な
見
方
は
同
時

に
、
元
文

元
年
八
月

に
大
岡
が
町
奉
行
か
ら

寺
社
奉
行
に
転
出
し
た
の
ち
に
豊
後
節
が
遭

遇
す
る
こ
と
と
な
る
厳
し
い
運
命

に
つ
い
て
も
、
整
合
的
な
理
解
を
も
た
ら
し

て
く
れ
る
か
と
思
う
。

宮
古
路
豊
後
掾
は
こ
の
の
ち
元
文
二
年

に
江
戸
を
去

っ
て
上
方

に
活
動
の
場

所
を
移
し
、
江
戸
に
は
文
字
太
夫
を
は
じ
め
と
し
て
宮
古
路
加
賀
太
夫
、
宮
古

路
綱
太
夫
ら
宮
古
路

一
門
が
残

っ
て
活
動
を
続
け
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
同

四
年

一
〇
月
七
日
、
新
任

の
江
戸
町
奉
行
水
野
備
前
守
勝
彦
か
ら
町
年
寄
奈
良

屋
を
通
し
て
江
戸
町
中
に
対
し
て
、
風
俗
紊
乱
の
ゆ
え
を
も

っ
て
豊
後
節

(上

方
節
)
浄
瑠
璃
の
禁
止
が
申
し
渡
さ
れ
た
。

さ
ら
に
同
月

一
〇
日
に
は
、
宮
地

な
ど
に
て
稼
業
で
語
る
分

に
つ
い
て
は
禁
止

の
対
象
外
で
あ
る
旨
が
追
加
的

に

申
し
渡
さ
れ
た
。

こ
れ
に
基
づ
い
て
年
番
町
名
主
た
ち
は
寄

り
合

っ
て
次
の
と
お
り
に
申
合
わ

　　
　

せ
た
。
す
な
わ
ち
、

一
、
浄
瑠
璃
語
り
は
太
夫
名
を
無
用
と
し
、
太
夫
名

の
名

札
を
撤
去
の
こ
と
。
浄
瑠
璃
の
稽
古
所
も
閉
鎖
、
町
中
で
の
庶
民
の
口
ず
さ
み

を
禁
止
。
二
、
宮
地

・
広
小
路
で
渡
世
の
た
め
に
語
る
者
は
例
外
と
す
る
こ
と
。

三
、
異
風
の
髪
形
を
禁
止
す
る
こ
と
、
等
々

で
あ
る
。

さ
ら
に
翌
年
五
月
晦
日
に
は
町
年
寄
奈
良

屋
か
ら
年
番
名
主
に
対
し
て
、
昨

年

の
申
渡
し
が
近
頃
な
い
が
し
ろ
に
な

っ
て
い
る
と
し
て
こ
れ
を
厳
格
に
励
行

す

べ
き
旨
が
申
し
渡
さ
れ
て
い
る
。

当
時

の
狂
歌
に

「土
佐
さ

へ
も
構
わ
ず
置
き
し
豊
後
節
、
入
ら
ぬ
世
話
や
く

　む
　

備
前
す
り
ば
ち
」
と
あ
る
よ
う

に
、
前
任
の
町
奉
行
石
河
土
佐
守
政
朝
は
放
任

の
態
度

で
あ

っ
た
の
に
対
し
て
、

こ
の
元
文
四
年
の
九
月

一
日
に
就
任
し
た
ぼ

か
り
の
現
町
奉
行

の
水
野
備
前
守
勝
彦
に
よ

っ
て
豊
後
節

の
禁
止
が
打
ち
出
さ

れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
豊
後
節
禁
止
の
内
容
は
、
か
つ
て
の
享
保

一
六
年

の
禁
令
と
類
似
し
て

い
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
を
前
例

に
し
て
令
達
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
両
者

の
禁
止
令

に
は
大
き
な
相
違
が
あ
る
こ
と
に
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
違

い
と
は
、
享
保

一
六
年
令

で
は
江
戸
市
中
に
お
け

る
豊
後
節
の
流
行
も
、
大
芝
居

・
小
芝
居
に
お
け
る
豊
後
節
の
上
演
も
、
そ
の

い
っ
さ
い
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
今
回
の
元
文
四
年

の
禁
止
令
で

は

一
般
庶
人
に
よ
る
豊
後
節
の
稽
古
や
口
ず
さ
み
が
禁
止
さ
れ
て
い
る

一
方
、

宮
地
芝
居
な
ど
に
お
い
て
生
業
と
し
て
豊
後
節
を
語
る
者
は
許
容
さ
れ
て
い
る

点
で
あ
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
言
う
と
、
元
文
四
年
の
禁
止
令

の
内
容
を
注
意

深
く
読
む
な
ら
ば
、
豊
後
節
の
上
演
に
つ
い
て
は
宮
地

・
広
小
路
で
の
そ
れ
が

許
容
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
実
は
堺
町

・
葺
屋
町
な
ど
の
芝
居
町

に
お
け

る
大
芝
居

・
小
芝
居

へ
の
出
演
と
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な

い
の
で
あ
る
。

命
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
太
夫
名

の
使
用
禁
止
と
、
太
夫
名
を
記
し
た
名
札
の
撤

去
の
み
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
実
際
に
は
、
こ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
、
豊
後
節
が
三
座
の

大
芝
居

で
上
演
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
。

岩
沙
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

文
字
太
夫
な
ど
は
都
常
太
夫
豊
中
と
名
を
変

え
て
都
千
中

の
社
中
に
身
を
潜
め

(20

)

て

い
た

と

い
う

こ

と

な

の

で
あ

る

。

三

常
磐
津
節
の
登
場
に
い
た
る
背
景
的
事
情

こ
の
よ
う
な
事
実

の
ゆ
え
に
、
こ
の
元
文

四
年
令
も
ま
た
享
保

一
六
年

の
禁

止
令
と
同
様

に
豊
後
節

の
全
面
禁
止
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
の
で

あ
る
が
、
実
際
に
は
豊
後
節
の
上
演
を
生
業

と
す
る
職
業
演
奏
家
た
ち
の
活
動

は
禁
圧

の
対
象
か
ら
は
ず
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
江
戸
市
中
の
各
所
に
あ

る
宮
地
芝
居
に
出
演
す
る
こ
と
は
明
文
を
も

っ
て
許
容
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
文
字
太
夫
た
ち
宮
古
路

一
門
が
こ
の
元
文
四
年

の
禁
止

令

の
あ
と
身
を
潜
め
、
そ
の
活
動
が
休
止
状
態

に
追

い
込
ま
れ
た
よ
う
な
形
に

な

っ
て
い
る
の
は
何
故
か
。

思
う
に
こ
れ
は
あ
く
ま
で
運
用
的
な
問
題

で
あ
り
、
文
字
太
夫
の
側
も
、
ま

た
芝
居
興
行
主
の
側
も
町
奉
行
水
野
の
威
を
恐
れ
て
自
粛
的
態
度
を
取

っ
た
が

故

の
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
文
字
太
夫
の
文
金
髷
を
は
じ
め
と
す
る
異

風
の
体
裁
は
、
明
確
に
禁
圧
の
対
象
と
な

っ
て
い
た
の
で
、
こ
の
面
か
ら
規
制

が
加
え
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
に
も
解
せ
ら
れ

る
か
も
し
れ
な

い
。

こ
の
よ
う
に
同
じ
く
豊
後
節
禁
止
令
で
あ

っ
て
も
、
享
保

一
六
年
令
と
元
文

四
年
令
と
で
は
法
令
内
容
に
明
確
な
違

い
が
認
め
ら
れ
、
前
者
が

一
般
庶
民
で

あ
れ
職
業
演
奏
家

で
あ
れ
豊
後
節
を
語
る
こ
と
が
全
面
的

に
禁
止
さ
れ
、
芝
居

町
に
お
け
る
上
演
も
禁
圧
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
元
文
四
年
令

で
は

一

般
庶
民
の
豊
後
節
稽
古
や
口
ず
さ
み
が
禁
圧
さ
れ
る

一
方
、
職
業
演
奏
家
が
生

業
と
し
て
豊
後
節
を
語
る
こ
と
は
、
法
令
内
容
的
に
は
、
堺
町
な
ど
の
芝
居
町

に
お
け
る
大
芝
居

・
小
芝
居

へ
の
出
演
も
含
意
し
た
う
え
で
、
江
戸
各
地
に
散

在
す
る
宮
地
芝
居

へ
の
出
演
、
そ
し
て
広
小
路
に
お
け
る
大
道
芸
を
も
含
め
て

許
容
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

一
般
庶
民
の
豊
後
節
傾
倒
の
禁
止
と
、
職
業
演
奏
家

の
生
業
と

し
て
の
豊
後
節
上
演

の
許
容
と
い
う
明
確
な
弁
別
が
元
文
四
年
令
に
は
見
て
取

れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
弁
別
は
、
か
の
元
文
元
年
に
生
じ
た
市

村
座
に
お
け
る
文
字
太
夫
の
上
演
差
し
止
め
事
件
の
際
に
下
さ
れ
た
決
定
と
軌

を

一
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
豊
後
節
浄
瑠
璃
の
江
戸
上
演
が
実
現
し
て
の
ち
に
民
衆
の
問

に
沸
き

起
こ
っ
た
、
熱
狂
的
な
豊
後
節
ブ
ー
ム
に
対
す
る
幕
府
の
基
本
的
な
姿
勢
を
示

す
も
の
で
あ
り
、
元
文
元
年
に
定
め
ら
れ
、
そ
れ
以
降
も

一
貫
し
て
採
用
さ
れ

た
幕
府
の
高
度
な

レ
ベ
ル
に
お
け
る
決
定
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
明
確
な
弁
別
政
策
は
、
元
文
四
年

の
豊
後
節
禁
止
措
置
も
、
あ

く
ま
で
享
保
末
年
に
見
ら
れ
た
芝
居
取
締
り
に
お
け
る
緩
和
政
策

へ
の
転
換
と

い
う
大
き
な
流
れ
の
範
囲
内
の
も

の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

つ
ま
り
演

劇
政
策
の
緩
和
策

へ
の
転
換
、
演
劇
関
係
者
の
生
業
尊
重
と
い
う
幕
府
の
政
策

基
調
そ
の
も
の
は
維
持
し
た
う
え
で
、
そ
の
範
囲
内
で
の
運
用
面
か
ら
す
る
豊
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後
節
規
制
と
い
う
性
格

の
問
題
で
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
と
よ
り
町
奉
行
た
る
稲
生
正
武
や
水
野
勝
彦
ら
は
、
か
れ
ら
の
個
人
的
な

意
向
と
し
て
は
豊
後
節

の
全
面
禁
圧
を
狙

っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
将
軍

吉
宗
と
幕
閣
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
た
幕
府
の
基
本
方
針
は
弁
別
的
対
応
で
あ
り
、

職
業
者
の
生
業
尊
重
と
い
う
観
点
が
そ
の
核

心
を
な
し
て
い
た
。

幕
府
の
豊
後
節
に
対
す
る
基
本
施
策
が
、

こ
の
よ
う
な
生
業
尊
重
を
基
軸
と

す
る
弁
別
主
義
で
あ
る
以
上
、
町
奉
行
水
野

と
し
て
も
文
字
太
夫
ら
宮
古
路

一

門
に
対
し
て
直
接
的
な
活
動
規
制
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
の
元
文
四
年
令

か
ら
し
ば
ら
く
の
期
間
、
か
れ
ら
は
演
奏

活
動
を
規
制
さ
れ
、
名
も
改
め
て
潜
伏
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
は
、
も

っ
ぱ
ら

運
用
面
か
ら
な
さ
れ
た
締
め
付
け
で
あ
り
、

当
時
の
狂
歌
が

「土
佐
さ

へ
も
構

わ
ず
置
き
し
豊
後
節
、
入
ら
ぬ
世
話
や
く
備
前
す
り
ば
ち
」
と
証
言
し
て
い
る

よ
う
に
、
そ
れ
は
町
奉
行
水
野
の
個
人
的
な
締

め
付
け
行
動
に
よ
る
効
果
で
あ

っ
た
と
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

元
文
四
年
令
で
は
宮
古
路

一
門
の
上
演
活
動
そ
の
も
の
を
禁
止
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
「異
風

の
髪
形
」
を
禁
止
す

る
と
い
う
風
俗
取
締
り
の
名
目
で
、

文
金
髷
の
風
体
で
知
ら
れ
た
文
字
太
夫
を
狙

い
打
ち
に
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。

他
方
で
は

「太
夫
」
名
の
禁
止
と
い
う
強
引
な
措
置

で
、
「文
字
太
夫
」
と

い

う
存
在
の
抹
殺
を
図
ろ
う
と
し
た
も

の
で
は
な

い
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
町
奉
行

み
ず
か
ら
が
強
硬
に
豊
後
節
弾
圧
の
姿
勢
を
示
し

て
い
る
以
上
、
芝
居
関
係
者
た
ち
と
し
て
も
文
字
太
夫
を
は
じ
め
と
す
る
宮
古

路

一
門
を
出
演
さ
せ
る
こ
と
は
躊
躇
せ
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
で
あ
り
、
文
字
太

夫
ら
に
し
て
も
名
を
改
め
潜
伏
し
て
、
禁
圧
の
嵐

の
過
ぎ
去
る
の
を
待

つ
し
か

な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
嵐
の
通
り
過
ぎ
る
時
は
意
外

に
早
く
や

っ
て
き
た
。
元
文
四
年

令
に
基
づ
く
豊
後
節
禁
圧
の
措
置
が
幕
府
の

ハ
イ
レ
ベ
ル
の
意
思
に
基
づ
く
の

で
は
な
く
、
町
奉
行
水
野
の
個
人
的
な
意
向

に
出
た
も
の
と
解
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
退
場
が
同
時

に
豊
後
節
の
解
放
に
つ
な
が

っ
て
い
く
と
い
う
理
解
も
可
能

で
あ
ろ
う
。
水
野
は
こ
の
禁
令
を
発
し
た
翌
年
、
元
文
五
年

一
二
月
三
日
に
急

(
21
V

死
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
史

で
は
見
落
と
さ
れ
て
き
た
こ
の

水
野
の
頓
死
こ
そ
、
豊
後
節
に
と

っ
て
は
そ
の
最
終
的
な
解
放

へ
と
道
を
開
い

て
く
れ
た
根
本
的
要
因
で
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
て
そ
れ
よ
り
寛
保
三

(
一
七
四
三
)
年
秋

に
お
け
る
文
字
太
夫

の
中

(22
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村
座

へ
の
再
登
場
ま
で
の
三
年
間
の
タ
イ
ム

・
ラ
グ
を
ど
の
よ
う

に
位
置
づ
け

る
か
に
つ
い
て
は
、
今
た
だ
ち
に
答
え
ら
れ
る
用
意
は
な
い
。
後
任

の
町
奉
行

嶋
正
祥
ら
が
前
任
者
の
禁
止
措
置
を
尊
重
し
て
、
し
ば
ら
く
の
間
は
そ
の
継
続

の
態
度
を
と

っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
細
部
に
亘
る
検
討
は
今
後

の
課
題
と
し
た
い
。
本
稿

に
お
い
て
指

摘
す
る
と
こ
ろ
は
、
幕
府

の
芝
居
取
締
り
政
策
に
つ
い
て
は
、
享
保
末
年
に
緩

和
政
策

へ
の
転
換
が
見
て
と
れ
る
こ
と
、
豊
後
節
の
江
戸
で
の
上
演
活
動
も
こ

の
緩
和
基
調

の
中
で
実
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
故

に
元
文
四
年

の

禁
止
措
置
も
幕
府
に
よ
る
弾
圧
と
い
う
よ
り
は
、
も

っ
ぱ
ら
町
奉
行
水
野
勝
彦
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の
個
人
的
な
意
向
に
出
て
お
り
、
そ
の
就
任

と
と
も
に
始
ま
り
、
そ
の
退
場
と

と
も
に
消
滅
し
て
い
く
よ
う
な
性
格

の
も

の
で
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
、

豊
後
節
を
め
ぐ
る
禁
圧
と
解
禁
の
プ

ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
以
上

の
ご
と
く
に
理

解
す
る
次
第
で
あ
る
。

む
す
び
に

以
上
、
将
軍
吉
宗
の
指
導
す
る
幕
府
享
保
改
革

の
政
治
と
宮
古
路
豊
後
掾

の

豊
後
節
浄
瑠
璃
と
の
葛
藤
、
二
度
に
わ
た

っ
て
見
ら
れ
た
豊
後
節

の
禁
止
と
解

禁
と
の
め
ま
ぐ
る
し
い
相
克

に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。

結
論
的
に
言
う
な
ら
ば
、
幕
府
享
保
改
革

は
そ
の
前
半
期
に
見
ら
れ
た
極
端

な
緊
縮
、
取
締
り
型
の
政
治
を
脱
し
て
、
民
衆
の
心
性
に
配
慮
し
、
江
戸

の
町

の
活
性
化
と
景
気
の
回
復
を
は
か
る
観
点

か
ら
、
絵
島
事
件
以
来
取
り
壊
し
の

措
置
に
遇

っ
て
い
た
江
戸
各
所
に
あ
る
宮
地
芝
居

の
再
興
を
決
断
す
る
に
至

っ

て
い
た
。

豊
後
節
浄
瑠
璃
は
、
淫
風
の
音
曲
と
し

て
享
保

一
六
年
に
は
名
指
し
で
そ
の

上
演
禁
止
の
令
達
が
下
さ
れ
て
い
た
が
、

こ
の
よ
う
な
幕
府

の
芝
居
興
行
緩
和

策

の
流
れ
に
乗
る
形
で
江
戸
上
演
が
実
現
し
、
江
戸
中
の
士
庶

の
心
を

つ
か
ま

え
て
異
常
な
熱
狂
を
ひ
き
お
こ
す
こ
と
と
な

っ
た
。
そ
の
結
果
は
、
不
義
密
通
、

心
中
沙
汰
が
江
戸
の
町
中

に
お
い
て
横
行
し
、
幕
府
高
官
の
奥
向
き
ま
で
、
た

め
に
蹂
躙
さ
れ
る
と
い
う
目
に
あ
ま
る
状
態

と
な

っ
た
こ
と
か
ら
、
捨
て
置
き

が
た
し
と
し
て
、
豊
後
節
浄
瑠
璃
に
対
し

て
二
度
目
の
禁
圧
が
加
え
ら
れ
る
こ

と
と
な

っ
た
。

し
か
し
こ
の
禁
圧
は
、
享
保

一
六
年

の
禁
止
令
と
は
異
な

っ
て
、
芝
居
興
行

緩
和
策

へ
の
移
行
と
い
う
幕
府
の
政
策
転
換
を
踏
ま
え
た
う
え
で
の
措
置
で
あ

っ
た
。
ゆ
え
に
こ
の
禁
圧
措
置
に
は
明
確
な
弁
別
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
お
り
、
浄

瑠
璃
太
夫
ら
職
業
演
奏
家

の
豊
後
節
上
演
は
許
容
さ
れ
、

一
般
人
士
が
こ
れ
を

稽
古
し
た
り
、
町
中
に
て
口
ず
さ
む
行
為
が
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
措
置
が
な
さ

れ
た
と
解
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
弁
別
的
措
置
は
、
元
文
元
年
の
市
村
座
に
お
け
る
文
字
太
夫
出

演

の
芝
居

の
差
し
止
め

一
件
に
際
し
て
最
終
的
に
下
さ
れ
た
裁
定
に
も
認
め
ら

れ
る
し
、
元
文
四
年

の
町
奉
行
水
野
勝
彦
に
よ

っ
て
命
ぜ
ら
れ
た
豊
後
節
禁
止

令

の
令
達
内
容
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
も
確
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ

る
。
元
文
元
年
に
文
字
太
夫
の
豊
後
節
芝
居
を
差
し
止
め
た
町
奉
行
稲
生
正
武

や
、
元
文
四
年
禁
止
令
を
発
し
た
町
奉
行
水
野
勝
彦
た
ち
は
、

こ
の
よ
う
な
ま

ど
ろ
っ
こ
し
い
弁
別
的
措
置
で
は
な
く
、
豊
後
節
そ
の
も
の
の

一
掃
を
狙

っ
て

い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

に
も
拘
わ
ら
ず
こ
の
よ
う
な
弁
別
的
措
置
が

一
貫
す
る
形
で
存
在
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
が
幕
府
の

ハ
イ
レ
ベ
ル
で
の
判
断
と
決
定
に
基
づ
い
て

い
る
こ
と
を
物
語

っ
て
お
り
、
そ
れ
は
享
保
末
年

に
断
行
し
た
緩
和
政
策

へ
の

政
策
転
換
を
堅
持
し
た
う
え
で
の
、
運
用
面
か
ら
す
る
取
締
り
策
と
な

っ
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ゆ
え
に
町
奉
行
で
あ
る
稲
生
も
水
野
も
、
豊
後
節
そ
の
も

の
の
追
放

・
禁
圧
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を
強
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
業
と
し
て
の
豊

後
節
演
奏
は
許
容
さ
れ
て
お
り
、
職
業
演
奏
家
た
ち
が
生
業
と
し
て
演
奏
す
る

活
動
は
否
定
さ
れ
る
べ
く
も
な
か

っ
た
。
そ

の
原
則
を
踏
ま
え
た
う
え
で
の
、

運
用
面
か
ら
す
る
取
締
り
と
い
う
形
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
文
字
太
夫

た
ち
浄
瑠
璃
太
夫
は
文
金
髷
と
し
て
知
ら
れ
る
異
風
の
髷
結
い
を
し
て
い
た
が
、

そ
の
よ
う
な
異
風

の
体
裁
に
攻
撃
の
矛
先
を
向
け
る
と
い
う
よ
う
な
形
で
の
取

締
り
で
あ

っ
た
。

も
と
よ
り
中
村
勘
三
郎
ら
三
座

の
大
芝
居

の
座
主
た
ち
と
て
、
町
奉
行
が
嫌

悪
の
目
を
光
ら
し
て
い
る
宮
古
路

一
門
の
浄

瑠
璃
太
夫
た
ち
を
出
演
さ
せ
る
こ

と
は
憚
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
か
れ
ら
は
現
実
問
題
と
し
て
は
、
宮
地

芝
居
の
よ
う
な

マ
イ
ナ
ー
な
芝
居
小
屋
で
息

を
ひ
そ
め
な
が
ら
細
々
と
活
動
を

続
け
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
幕
府
の
芝
居
政
策
の
大
原
則
が
先

述
の
よ
う
な
形
で
緩
和
策

へ
の
転

換
を
維
持
し
て
い
る
以
上
、
こ
の
よ
う
な
運

用
面
で
の
取
締
り
は
、
政
策
当
事

者
の
退
場
と
と
も

に
、
自
ず
か
ら
解
消
し
て

い
か
ざ
る
を
得
な
い
性
格

の
も
の

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
元
文
五
年
末
に
お
け
る
町
奉
行
水
野
の
頓
死
は
、
豊
後

節
の
う
え
に
重
く
垂
れ
籠
め
て
い
た
暗
雲
を
吹
き
散
ら
し
て
く
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

水
野
の
死
か
ら
三
年
を
経
て
、
文
字
太
夫

を
は
じ
め
と
す
る
宮
古
路

一
門
の

浄
瑠
璃
太
夫
た
ち
は

一
斉
に
三
座
の
大
芝
居

に
戻

っ
て
く
る
こ
と
と
な
り
、
そ

し
て
そ
の
後
は
、
か
れ
ら
の
豊
後
節
に
対
し

て
禁
圧
の
態
度

で
臨
も
う
と
す
る

宮古路豊後 掾の供 養碑

延 享3(1746)年 、豊:後掾の七 回忌 に際 して宮古路

文字 太夫に よって建て られた供養碑 。所在、浅草

浅 草寺本堂 裏奥 。筆者撮影。

 

者
も
な
く
、
宮
古
路
文
字
太
夫
は
さ
ら

に
三
座

へ
復
活
し
て
か
ら
四
年
後
に
、

そ
の
姓
を
常
磐
津
と
改
め
、
豊
後
掾
の
豊
後
節
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
に

よ

っ
て
江
戸
浄
瑠
璃
の
大
宗
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

本
問
題
に
関
し
て
幾

つ
か
付
言
し
て
お
く
な
ら
ば
、
豊
後
節
が
江
戸
で
圧
迫

を
被
り
、
そ
の
活
動
が
制
限
さ
れ
て
い
た
時
期
に
お
い
て
も
、
京

・
大
坂
の
上

方
に
お
い
て
は
、
そ
の
種
の
規
制
は
ま

っ
た
く
見
ら
れ
ず
、
元
文
二
年

に
上
方

に
も
ど

っ
た
宮
古
路
豊
後
掾
も
、
同
五
年

に
亡
く
な
る
ま
で
の
四
年
間
、
精
力

的
に
公
演
活
動
を
続
け
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
も
、
元
文

年
間

に
見
ら
れ
た
豊
後
節
に
対
す
る
取
締
り
政
策
が
、
江
戸
町
奉
行

の
権
限
の

範
囲
内
の
そ
れ
で
あ

っ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
こ
の
元
文
年
間
の
江
戸
に
お
い
て
す
ら
、
豊
後
節
に
関
す
る
正
本
が
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相
当
数

に
の
ぼ

っ
て
発
行
さ
れ
、
流
布
し
て
い
た
と

い
う
事
実
は
、
正
本
研
究

を
精
力
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
竹
内
道
敬
氏

、
根
岸
正
海
氏
ら
に
よ

っ
て
指
摘

(
23
)

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
豊
後
節

に
対

す
る
取
締
り
政
策

の
存
在
を
考
え
る

な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
豊
後
節
関
係
出
版

の
盛
行
は
不
可
解
な
現
象
に
も
見
え

て
く
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題

に
つ
い
て
も
、
幕
府
の
取
締
り
政
策
が
示
し

て
い
た
、
生
業
と
し
て
の
豊
後
浄
瑠
璃
の
上
演
は
許
容
さ
れ
る
と
い
う
弁
別
的

対
応
の
要
素
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
矛
盾

な
く
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。

以
上
が
、
幕
府
享
保
改
革
の
下
で
展
開

さ
れ
た
豊
後
節

の
禁
圧
と
解
禁
を
め

ぐ
る

一
連

の
事
態
の
意
味
内
容
で
あ

っ
た
か
と
思
う
。
そ
し
て
ま
た
こ
れ
ら
の

こ
と
は
、
た
だ
に
豊
後
節
-
常
磐
津
節
そ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
近
世
音
曲

・

歌
舞
伎
研
究
に
と

っ
て
必
要
な
知
見
を
も

た
ら
し
て
く
れ
る
だ
け
で
な
く
、
幕

府
享
保
改
革
の
研
究
と
い
う
純
粋

に
政
治
史

上
の
問
題
に
と

っ
て
も
、
こ
れ
ら

一
連
の
事
態
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
従
来
知

ら
れ
て
い
な
か

っ
た
享
保
改
革
の
新

生
面
を
切
り
開
い
て
く
れ
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
重
要
な

一
つ
は
、
享
保

の
末
年
に
お
け
る
緩
和
策

へ
の
政
策
転
換
と

い

う
問
題
。
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
重

要
な
論
点
で
あ
る
。
従
来
の
享
保
改
革
研
究

で
は
前
期
と
後
期
を
区
別
し
て
捉

え
る
と
き
の
見
方
は
、

一
つ
は
改
革
政
治

の
中
心
人
物
と
し
て
財
政
を
専
管
す

る
勝
手
掛
老
中
を
務
め
た
前
期

の
水
野
忠

之
と
、
後
半
期

の
松
平
乗
邑
と
の
違

い
で
あ
り
、
両
者
の
性
格
の
違

い
を
論
じ
た
辻
達
也
氏

の
研
究
が
あ
り
、
い
ま

一
つ
は
徴
税
法
の
違

い
を
論
じ
た
大
石
慎
三
郎
氏
、
森
杉
夫
氏
ら
の
研
究
が
あ

(24
)

っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
享
保
改
革
の
基
調
が
、
享
保
末
年
を
境
と
し
て
緊
縮

・
取
締

り
型
政
策
か
ら
緩
和

・
積
極
的
景
気
振
興
策

へ
と
転
換
し
て
い
く
こ
と
を
論
じ

た
指
摘
は
、
管
見

の
範
囲
で
は
目
に
し
て
い
な
い
。
享
保
末
年
、
元
文
年
間
に

画
期
を
認
め
る
場
合

で
も
、
そ
れ
は
専
ら
租
税
問
題
に
お
け
る
観
点
か
ら
の
も

の
で
あ

っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
本
問
題
と
軌
を

一
に
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
そ
の
政
策
的
意

味
が
充
分
に
は
掘
り
下
げ
て
捉
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
今

一
つ
の
重
要
な
施
策
、

す
な
わ
ち
元
文
金
銀
改
鋳
と
い
う
通
貨
政
策

の
本
性
が
ク
リ
ア
に
見
え
て
く
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

慶
長
金
銀
の
純
分
度
を
維
持
す
る
こ
と
に
過
度
に
こ
だ
わ
る
こ
と
に
よ

っ
て

金
詰
ま
り
ー
デ

フ
レ
現
象
に
陥

っ
て
い
た
享
保
年
間
の
状
態

に
対
し
て
、
金
銀

純
度

の
切
り
下
げ

に
踏
み
切
る
こ
と
に
よ

っ
て
通
貨
供
給
量
を
増
大
さ
せ
、
そ

れ
に
よ

っ
て
デ

フ
レ
状
態
か
ら
脱
却
し
て
い
く
機
縁
と
な

っ
た
元
文
元
年
の
改

(25
)

鋳
政
策

で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
元
文
改
鋳
に
見
ら
れ
る
政
策
転
換
の
問
題
は
、
通
貨
政
策

の
次
元

だ
け
の
問
題
と
し
て
孤
立
し
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
い
ま
本
稿
で
取
り

上
げ
た
、
宮
地
芝
居
や
豊
後
節
の
解
禁
問
題
と
こ
れ
を
併
せ
眺
め
る
な
ら
ば
、

こ
の
享
保
末
年
か
ら
元
文
初
年

に
か
け
て
、
幕
府
享
保
改
革
は
総
合
的
な
形
で

大
き
な
政
策
転
換

に
踏
み
切

っ
て
い
た
と
い
う
状
況
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
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る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
は
、
宮
古
路
豊
後
掾
と
豊
後
節
を

め
ぐ
る
研
究
が
、
幕
府
享
保
改
革

研
究
の
全
体

に
対
し
て
果
た
す
こ
と
に
な
る
貢
献

の
最
も
大
な
る
も
の
で
は
な

い
か
と
愚
考
す
る
次
第
で
あ
る
。

注(1
)

豊
後
節
と
宮
古
路
豊
後
掾
に
関
す
る
主
だ
っ
た
研
究
と
し
て
下
記
の
も
の

が
あ
り
、
本
稿
に
お
い
て
参
照
し
た
。
岩
沙
慎

一
『江
戸
豊
後
浄
瑠
璃
史
』

(く
ろ
し
お
出
版
、

一
九
六
八
)、
近
石
泰
秋

「宮
古
路
豊
後
掾
の
語
り
物
に
つ

い
て
」
(『
か
が
み
』

一
四
号
、

一
九
七
〇
)
、
竹
内
道
敬
編

『藤
根
道
雄
遺
稿

集
』
(藤
根
道
雄
遺
稿
集
刊
行
会
、

一
九
七
四
)、
竹
内
道
敬

「宮
古
路
節
綜
合

年
表
」
(同

『近
世
芸
能
史
の
研
究
』
南
窓
社
、

一
九
八
二
)、
竹
内
道
敬

「宮

古
路
豊
後
掾
ノ
ー
ト
」
(同

『近
世
邦
楽
研
究
ノ
ー
ト
』
名
著
刊
行
会
、

一
九

八
九
)、
竹
内
道
敬

「『宮
古
路
月
下
の
梅
』
追
考
」
(同

『近
世
邦
楽
考
』
南

窓
社
、

一
九
九
八
)、
安
田
文
吉

『常
磐
津
節
の
基
礎
的
研
究
』
(和
泉
書
院
、

一
九
九
二
)、
根
岸
正
海

『宮
古
路
節
の
研
究
』
(南
窓
社
、
二
〇
〇
二
)
。

な
お
本
問
題
に
つ
い
て
は
筆
者
も
、
か
つ
て
拙
稿

「幕
府
権
力
と
芸
能
」
(岩

波
講
座

『歌
舞
伎

・
文
楽
』
第

一
巻
、
岩
波
書
店
、

一
九
九
七
)
の
中
で

一
項

を
設
け
て
論
じ
た
。
た
だ
こ
れ
は
概
論
で
あ
り
、
徳
川
幕
府
の
演
劇
政
策
全
般

を
通
観
し
た
中
で
の

一
コ
マ
で
し
か
な
か

っ
た
の
で
、
今
回
、
こ
れ
を
全
面
的

に
改
稿
し
て
専
論
と
し
て
発
表
す
る
こ
と
と
し
た
。

(2
)

前
掲
、
岩
沙

『江
戸
豊
後
浄
瑠
璃
史
』
八
四
、
八
五
頁

(3
)

前
掲

、
竹

内

「
宮
古

路
豊

後
掾

ノ
ー

ト
」

(4
)

『新

修
名

古

屋
市
史

』
第

三
巻

(名
古

屋

市
、

一
九

九
九

)

(5
)

『三

田
村

鳶
魚

全
集

』
第

二

一
巻

(中
央

公
論

社
、

一
九

七

七
)
所

収

(6
)

同
前

、

所
収

(7
)

前
掲

、

岩
沙

『江
戸

豊
後

浄
瑠

璃
史

』

七
五
頁

(8
)

『常

盤
種

』

(東

京

芸
術
大

学

所
蔵

)
、

『
歌
舞
伎

評
判

記
集

成
』

第

一
〇
巻

(岩
波

書

店
、

一
九

七

六
)

(9
)

伊
原

敏
郎

編

『歌
舞

伎
年

表
』

第

二
巻

(岩
波

書
店

、

一
九

五
七

)

(10
)

拙
著

『
徳

川
吉

宗
』

(ち

く

ま

新
書

、

一
九

九

五

)
四

二
、

八

四
頁

。

な

お
、
享
保

一
五
年
頃

に
享

保

改
革

の
画

期
を
認

め

る
見
解

と

し

て
は
、
辻

善

之

助

『
田

沼
時

代

』

(岩

波

文
庫

、

一
九

八

○
)

三

三

八
頁
、

大

石

慎

三
郎

『享

保

改
革

の
経
済

政
策

』

(御
茶

の
水

書
房

、

一
九

六

一
)

な
ど

が
あ

る
。

(11
)

関
根

只
誠

編

『東
都

劇
場

沿

革
誌
料

』

上
巻

(国
立

劇
場

芸
能

調
査

室
、

一
九

八
三
)

(12
)

「
市

中
取

締
類

集
」

第

一
冊

(『
大

日
本
近

世
史

料
』

東
京

大
学

出

版
会
、

一
九
五
九

)

(13
)

『東

都
劇

場
沿

革
誌

料
』

上
巻

、

『
歌
舞
伎

年
表

』
第

二
巻

(14
)

『日

本
随

筆
大

成
』

第

一
期
、

17

(吉
川

弘
文
館

、

一
九

七

六
)

(15
)

『歌

舞
伎

年
表

』
第

二
巻

(16
)

同
前

(17
)

国
立

国
会

図
書

館
蔵

(18
)

近

世
史

料
研

究

会

編

『江

戸

町

触

集

成

』
第

五
巻

(塙

書

房

、

一
九

九

六

)

(19
)

前
掲

、
関

根

『東

都
劇
場

沿

革
誌

料
』

上
巻
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(20
)

前
掲

、
岩

沙

『
江
戸

豊
後

浄
瑠

璃
史

』
七

五
頁

(
21
)

『寛
政

重
修

諸
家

譜
』

第

六
冊

(続

群
書

類
従

刊
行
会

、

一
九

六

四
)

(22
)

前
掲

、

『常

盤
種

』

(23
)

竹
内

道
敬

「
『宮

古

路
月

下

の
梅

』

追
考

」

(同

『近

世
邦

楽
考

』
南

窓
社

、

一
九

九

八
)
、
前

掲
根

岸

『宮

古
路

節

の
研
究

』

一
六
九
頁

以

下
。

(24
)

辻

達

也

『
享

保

改

革

の
研

究

』

(創

文

社
、

一
九

八

一
)
、
前

掲

、
大

石

『享

保
改

革

の
経
済

政
策

』

一
五

二
頁
、

森
杉

夫

『
近
世

徴
租

法

と
農
民

生
活

』

(柏

書
房

、

一
九
九

三
)

二
〇

頁
。

(25
)

元

文
貨
幣

改
鋳

問
題

に

つ
い
て

は
、
辻
達

也
前

掲

書

二
二
六

頁
以

下
、

作

道

洋
太

郎

『近

世

日
本

貨
幣

史

』

(弘
文

堂
、

一
九

五

八
)

一
二

二
頁
、

大

石

慎

三
郎

『享

保

改
革

の
商
業

政

策
』

(吉

川

弘
文

館
、

一
九
九

八
)

二

一
三

頁

以

下
、

な
ど

を
参

照
。

補
注

元
文
元
年
八
月
に
お
け
る
町
奉
行
大
岡
忠
相
の
寺
社
奉
行
転
任
問
題
。

役
職
高
三
千
石
の
町
奉
行
か
ら
同

一
万
石
の
寺
社
奉
行
へ
の
大
岡
の
転
任
は
、

こ
れ
ま
で
の
政
治
史
、
享
保
改
革
史
の
研
究
に
お
い
て
は
、
彼
の
長
年
に
わ
た

る
勤
続
と
功
労
に
対
す
る
褒
賞
措
置
で
あ
り
、
こ
の
転
任
が
栄
転
で
あ
る
こ
と

に
疑
い
を
差
し
挟
む
余
地
は
無
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

本
稿
の
扱
っ
た
豊
後
節
と

『睦
月
連
理
懋
』
の
問
題
を
据
え
て
考
え
て
み
る
と
、

ま
っ
た
く
違

っ
た
歴
史
像
が
浮
か
ん
で
く
る
こ
と
に
な
る
。

大
岡
が
寺
社
奉
行
に
転
任
し
た
元
文
元
年
八
月
と
は
、
本
稿
で
も
見
た
と
お

り
、
同
年
三
月
に
発
生
し
た
宮
古
路
文
字
太
夫
出
演

『小
夜
中
山
浅
間
嶽
』
の

上
演
差
し
止
め
事
件
を
う
け
て
、
そ
の
最
終
裁
定
が
下
さ
れ
る
一
ヶ
月
前
と
い

う
非
常
に
微
妙
な
時
期
に
あ
た
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
江

戸
大
芝
居
で
あ
る
市
村
座
で
正
月
以
来
上
演
さ
れ
て
い
た
こ
の
浄
瑠
璃
舞
踊
は

風
俗
紊
乱
の
故
を
も
っ
て
、
大
岡
の
相
役
で
あ
る
北
町
奉
行
稲
生
下
野
守
正
武

に
よ
っ
て
上
演
差
し
止
め
の
措
置
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

同
年
九
月
に
下
さ
れ
た
同
上
演
差
し
止
め
事
件
の
最
終
裁
定
は
、
豊
後
節
浄

瑠
璃
芝
居
の
上
演
は
御
構
い
無
し
、
そ
し
て
一
般
の
庶
人
が
稽
古
所
な
ど
に
て

浄
瑠
璃
稽
古
を
な
す
こ
と
は
禁
止
と
い
う
、
本
稿
で
指
摘
し
た
と
こ
ろ
の
弁
別

処
置
で
あ
っ
た
。

こ
の
幕
府
に
よ

っ
て
下
さ
れ
た
最
終
裁
定
の
内
容
が
、
北
町
奉
行
稲
生
の
本

意
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
彼
は
豊
後
節
芝
居
の
上
演
禁
止
を
強
行
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
最
終
裁
定
は
豊
後
浄
瑠
璃
の
上
演
容
認
で

あ

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
裁
定
が
町
奉
行
稲
生
よ
り
も
上
部
の
意
思
、
す

な
わ
ち
将
軍
吉
宗
を
ふ
く
む
幕
閣
の
高
度
な
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

論
理
的
に
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
享
保
末
年
に
実
現
し
た
宮
地
芝
居
の
全
面
解
禁
に
見
ら
れ
る
、
幕
府

の
芝
居
取
締
り
政
策
に
お
け
る
緩
和
措
置
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
た
中
心
人

物
が
南
町
奉
行
大
岡
忠
相
で
あ

っ
た
こ
と
、
従
っ
て
同
時
期
に
実
現
し
た
宮
古

路
豊
後
掾
の
出
語
り
に
よ
る
豊
後
浄
瑠
璃
芝
居
の
上
演
容
認
に
大
岡
が
貢
献
し

た
可
能
性
の
高
い
こ
と
は
本
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
元
文
元
年
三
月
に
お
け
る

『浅
問
嶽
』

上
演
差
し
止
め
事
件
と
、
同
九
月
に
下
さ
れ
た
弁
別
主
義
に
よ
る
裁
定
と
の
関

係
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
九
月
に
下
さ
れ
た
、
豊
後
浄
瑠
璃
の
上
演
容
認
と

一
般
庶
人
の
稽

古
禁
止
と
い
う
弁
別
主
義
の
措
置
は
、
豊
後
浄
瑠
璃
の
横
行
に
よ
る
江
戸
風
俗
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の
紊
乱
と
い
う
現
実
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
全
面
的
取
締
り
を
行
お
う
と
す
る
北

町
奉
行
稲
生
の
主
張
と
、
享
保
末
年
に
大
岡
の
意
見
を
受
け
容
れ
る
形
で
実
施

さ
れ
た
芝
居
取
締
り
に
お
け
る
緩
和
策

へ
の
政
策
転
換
と
い
う
原
則
方
針
と
の

折
衷
主
義
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
弁
別
主
義
に
基
づ
く
裁
定
は
、
豊
後
浄
瑠
璃
上
演
問
題
に
関
し

て
言
う
な
ら
ば
、
三
月
に
な
さ
れ
た
北
町
奉
行
稲
生
に
よ
る
上
演
差
し
止
め
措

置
を
撤
回
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
町
奉
行
稲
生
の
面
目

は
い
ち
じ
る
し
く
傷

つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
欠
失
を
補
う

た
め
の
何
ら
か
の
代
償
措
置
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
九
月
の
最
終
裁
定

の
一
ヶ
月
前
に
発
令
さ
れ
た
大
岡
の
寺

社
奉
行

へ
の
転
出
は
、
こ
の
よ
う
な
脈
絡

の
中
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
ま
で
豊
後
浄
瑠
璃
の
上
演
容
認
を
推
し
進
め
て
き
た
大
岡
に
対
す
る

「現
場
は
ず
し
」
と
い
う
意
味
合
い
で
諒
解
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。
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