
茨
城
キ
リ
ス
ト
教
短
期
大
学
（
創
造
）
四
十
周
年
記
念
号
（
第
十
九
号
）
抜
刷

一
九
九
○
年

都
祁
村
の
民
俗
と
社
会

Ｉ
去
示
良
県
山
辺
郡
都
祁
村
針
調
査
・
予
備
的
報
生
？
‐

『
１
引
．
・
ｑ
Ｆ
ｈ
■
９
１
１
早
昌
ｐ
９
ｄ
■
０
母
ｑ
ａ
１
１
ｄ
ｑ
句
’
４
勺
６
．
『
０
９
Ｉ
０
Ｉ
０
１
ｊ
１
Ｉ都

祁
村
調
査
班

（
森
謙
二
ゼ
ミ
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は
じ
め
に

こ
の
調
査
報
告
書
は
、
一
九
八
九
年
八
月
七
日
か
ら
一
○
日
ま
で
奈
良

県
山
辺
郡
都
祁
村
針
で
行
っ
た
調
査
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
調
査
の

主
体
に
な
っ
た
の
は
、
茨
城
キ
リ
ス
ト
教
短
期
大
学
と
明
治
大
学
の
私
の

ゼ
ミ
に
属
す
る
学
生
達
で
あ
る
。
こ
の
報
告
書
も
こ
れ
ら
の
学
生
に
よ
っ

て
ま
と
め
ら
れ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

都
祁
村
で
の
調
査
は
今
回
で
終
了
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
今
後
も
数
年

に
わ
た
っ
て
継
続
を
す
る
予
定
で
あ
る
が
、
調
査
の
参
加
者
が
そ
れ
ぞ
れ

の
大
学
。
短
大
を
卒
業
し
て
し
ま
う
こ
と
、
私
が
一
九
九
○
年
四
月
か
ら

海
外
研
修
の
た
め
日
本
を
留
守
に
す
る
こ
と
も
あ
り
、
と
り
あ
え
ず
こ
れ

ま
で
の
調
査
の
成
果
を
ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
そ
れ
は
今
後
の
調

査
の
指
針
と
す
る
た
め
で
も
あ
る
。

古
い
歴
史
を
持
ち
、
豊
か
な
文
化
に
育
ま
れ
た
大
和
高
原
の
村
、
都
祁

村
で
の
調
査
は
、
学
生
の
調
査
指
導
を
離
れ
て
も
、
私
に
は
有
意
義
な
調

八
共
同
研
究
Ｖ

都
祁
村
の
民
俗
と
社
会

Ｉ
去
示
良
県
山
辺
郡
都
祁
村
針
調
査
。
予
備
的
報
生
？
Ｉ

査
で
あ
っ
た
。
今
回
の
調
査
を
通
じ
て
の
私
の
問
題
意
識
に
つ
い
て
は
、

次
章
に
お
い
て
述
べ
た
の
で
そ
れ
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

し
か
し
、
今
回
の
調
査
に
お
い
て
は
反
省
す
べ
き
多
く
の
点
あ
る
。
そ
の

一
つ
は
、
予
備
調
査
が
不
十
分
で
あ
り
、
調
査
の
開
始
時
に
お
い
て
学
生

の
た
め
に
充
分
な
調
査
票
が
作
成
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
第
二
は
調
査
期

間
が
短
す
ぎ
た
こ
と
、
第
三
は
学
生
を
含
め
「
調
査
慣
れ
」
が
あ
っ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
調
査
報
告
は
こ
れ
ま
で
の
調
査
報

告
に
比
べ
出
来
の
悪
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
と
同
様
、
こ
の
調
査
報
告
を
作
成
す
る
た
め
に
一
二
月
に
合

宿
を
土
浦
で
行
い
、
報
告
書
作
成
の
準
備
を
し
た
。
そ
れ
以
降
、
時
間
の

関
係
も
あ
り
ほ
と
ん
ど
修
正
す
る
こ
と
も
な
く
、
報
告
書
を
印
刷
に
ま
わ

す
こ
と
に
な
っ
た
が
、
今
後
の
調
査
を
通
じ
て
今
回
の
報
告
書
で
不
十
分

な
点
に
つ
い
て
、
補
充
を
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
ま
た
、
今
回
の
報
告

書
で
は
あ
ら
ゆ
る
統
計
資
料
を
省
い
た
。
一
つ
は
枚
数
の
制
限
に
も
よ
る

も
の
で
あ
る
が
、
統
計
資
料
が
ま
だ
充
分
に
整
理
で
き
て
い
な
い
こ
と
も

都
祁
村
調
査
班

（
調
査
指
導
森
謙
三

－79－



あ
り
、
掲
載
を
見
送
っ
た
。
そ
の
外
に
も
、
ま
だ
多
く
の
資
料
が
未
整
理

の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
私
た
ち
は
詳
細
な
石
塔
墓
の
配
置
図
を

作
成
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
今
回
は
掲
載
を
断
念
し
た
。
「
墓
制
」
を
担

当
し
た
学
生
は
調
査
の
期
間
こ
の
配
置
図
の
作
成
に
従
事
し
た
。
今
回
そ

の
苦
労
が
実
ら
な
か
っ
た
の
で
、
せ
め
て
名
前
だ
け
で
も
こ
こ
に
掲
載
す

る
こ
と
に
し
た
い
。
特
に
、
一
年
生
は
調
査
後
現
地
で
作
成
し
た
カ
ー
ド

に
基
づ
い
て
資
料
整
理
を
行
っ
て
い
る
。
苦
労
多
く
し
て
、
成
果
が
形
に

現
れ
な
い
の
は
残
念
で
あ
ろ
う
が
、
次
の
報
告
書
で
は
必
ず
掲
載
す
る
こ

と
を
約
束
し
て
お
こ
う
。

八
北
村
Ｖ
小
出
正
一
郎
。
根
本
孝
子

八
石
堂
Ｖ
本
田
直
人
。
熊
谷
仁
。
鈴
木
香
里

八
向
出
Ｖ
林
幸
夫
。
君
山
真
由
美

八
東
部
１
（
堂
脇
）
Ｖ
鈴
木
ひ
ろ
み
。
上
野
清
美

八
東
部
２
Ｖ
立
川
美
和
子
。
川
井
由
美
子

こ
の
調
査
で
は
、
多
く
の
方
に
お
世
話
を
い
た
だ
い
た
。
針
の
区
長
で

あ
る
中
西
留
男
氏
、
都
祁
村
教
育
員
会
の
方
々
、
針
村
役
場
企
画
課
。
総

務
課
の
方
々
、
針
の
社
守
で
あ
る
東
田
正
一
氏
を
は
じ
め
氏
子
総
代
の

方
々
、
観
音
寺
住
職
そ
し
て
今
西
忠
男
氏
に
は
貴
重
な
資
料
を
見
せ
て
い

た
だ
い
た
。
多
く
の
御
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
充
分
な
報
告
書
を
作
成

で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
お
詫
び
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
御
礼
と
共
に

今
後
の
御
指
導
・
御
鞭
捷
を
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

最
後
に
、
今
回
の
調
査
で
は
多
く
の
友
人
に
手
伝
っ
て
い
た
だ
い
た
。

林
研
三
氏
（
札
幌
大
学
助
教
授
）
、
牧
田
勲
氏
（
摂
南
大
学
助
教
授
）
、
竹

内
康
博
氏
（
東
邦
短
期
大
学
講
師
）
、
山
内
健
治
氏
（
茨
城
キ
リ
ス
ト
教
短

期
大
学
講
師
）
に
も
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
、
今
回
の
調
査
参
加

者
に
つ
い
て
は
各
章
の
最
後
に
名
前
を
掲
載
し
た
。

一
都
祁
村
調
査
の
問
題
点
と
今
後
の
課
題

１
垣
内
に
つ
い
て

針
は
、
ま
ず
東
針
と
西
針
に
区
分
さ
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
地
域
は
江
戸

時
代
に
は
行
政
村
と
し
て
区
分
さ
れ
て
い
た
が
、
村
落
共
同
体
と
し
て
は

一
つ
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
東
針
は
東
部
、
石
堂
の
二
つ
の
垣
内
、

西
針
も
北
村
、
向
出
の
二
つ
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
垣
内
に

は
無
住
の
寺
が
あ
り
か
つ
そ
の
側
に
は
垣
内
を
単
位
と
し
た
石
塔
墓
（
詣

墓
）
が
あ
る
（
た
だ
し
、
東
部
垣
内
で
は
、
二
カ
所
の
石
塔
墓
が
あ
る
）
。

こ
の
針
の
垣
内
の
改
編
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
針
は
、
江
戸
時
代
は
東
針
村
と
西
針
村
の
二
村

に
分
か
れ
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
行
政
村
が
一
村
と
し
て
統
合
さ
れ
る
の

は
明
治
八
年
の
こ
と
で
あ
る
。
「
合
村
御
願
書
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

右
二
ヶ
村
之
義
ハ
往
昔
ハ
ー
村
二
御
座
候
処
中
興
よ
り
租
税
二
限

リ
東
西
に
分
村
相
成
り
然
し
ト
モ
戸
籍
簿
ヲ
始
メ
社
寺
二
至
ル
迄
津

而
両
村
立
会
ニ
テ
村
民
ノ
交
際
モ
至
而
懇
親
一
和
ニ
シ
テ
実
一
二
村

同
様
ノ
村
柄
二
有
之
（
略
）
東
西
之
名
義
被
廃
止
往
古
二
復
シ

更
二
針
村
卜
相
改
申
度
候
（
略
）
（
今
西
忠
男
『
針
村
資
料
三
逵
。

こ
の
資
料
で
み
る
限
り
、
針
は
行
政
村
と
し
て
は
二
村
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
交
際
や
祭
り
に
際
し
て
は
一
つ
の
ム
ラ
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
当
時
、
東
針
村
は
三
四
戸
（
一
九
九
人
）
、
西
針
村
は
四

（
森
謙
二
）
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四
戸
三
三
四
人
）
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
奈
良
県
総
合
文
化
調

査
報
告
書
ｌ
都
介
野
地
区
』
（
奈
良
県
教
育
委
員
会
）
に
よ
る
と
、
大
字
総

代
の
談
と
し
て
、
「
昔
は
東
。
堂
脇
。
石
堂
出
が
一
つ
で
「
東
罠
向
出
・
北

村
の
二
者
が
一
つ
で
「
西
」
と
い
っ
て
、
両
垣
内
に
分
か
れ
て
い
た
」
（
六
一

頁
）
と
い
う
。
つ
ま
り
、
東
針
村
と
西
針
村
は
以
前
そ
れ
ぞ
れ
が
一
つ
の

垣
内
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
昔
」
と
い
う
の
が
い
つ
の
時

代
の
も
の
で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
が
、
垣
内
は
そ
れ
以
降
分
裂
を
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
昭
和
二
七
年
二
九
五
二
）
当
時
に
お
い
て
は
、
東
部
垣
内
が
、

戸
数
の
増
加
に
よ
り
「
東
」
と
「
堂
脇
」
の
二
つ
の
垣
内
に
一
時
分
裂
し

て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
。
『
奈
良
県
総
合
文
化
調
査
報
告
書
Ｉ
都
介
野
地

区
』
よ
る
と
、
「
針
で
は
相
並
ぶ
東
と
堂
脇
と
は
近
い
過
去
に
分
裂
し
、
現

在
も
完
全
な
分
裂
を
完
了
し
て
い
な
い
」
（
六
一
頁
）
と
当
時
の
垣
内
の
状

況
を
報
告
し
て
い
る
。
現
在
、
東
部
の
垣
内
が
二
つ
に
分
裂
し
て
い
た
こ

と
を
知
る
者
は
少
な
く
、
「
そ
ん
な
時
期
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
」
と
い

う
程
度
に
し
か
記
憶
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
東
部
垣
内
が
二
つ
に
分
か

れ
て
い
た
こ
と
は
、
東
部
の
石
塔
墓
が
二
カ
所
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

垣
内
の
戸
数
は
、
一
九
五
二
年
当
時
は
東
（
一
三
軒
）
堂
脇
（
二
軒
）

石
堂
出
二
九
軒
）
向
出
三
九
軒
）
北
村
三
四
軒
）
、
一
九
八
九
年
で

は
東
部
三
八
軒
）
石
堂
二
九
軒
）
向
出
（
三
四
軒
）
北
村
三
四
軒
）

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
垣
内
は
一
定
の
改
編
が
な
さ
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
凝
集
力
は
強
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
凝
集
力
の
強
さ
は
次
に
述
べ
る
こ
と
に
現
れ
て
く
る
。

ま
ず
第
一
に
、
垣
内
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
財
産
（
主
に
山
林
。
田
畑
等
）

を
所
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
無
住
の
寺
も
ま
た
垣
内
の
所
有
で
あ
る
。

ま
た
、
垣
内
は
そ
れ
ぞ
れ
正
月
の
ム
ラ
寄
合
と
前
後
し
て
寄
合
を
持
ち
、

彼
岸
に
は
道
普
請
（
道
作
り
）
と
オ
コ
モ
リ
、
八
月
一
日
の
石
塔
墓
の
清

掃
な
ど
、
垣
内
に
固
有
の
行
事
を
も
つ
こ
と
。
第
二
に
、
ム
ラ
（
針
の
集

落
）
入
り
が
同
時
に
「
垣
内
入
り
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
で

あ
る
。
ム
ラ
入
り
は
ニ
ュ
ウ
ク
（
入
区
）
、
垣
内
入
り
は
ク
ミ
イ
リ
（
組
入

り
）
と
称
し
、
そ
れ
ぞ
れ
ム
ラ
寄
合
・
垣
内
寄
合
の
承
認
を
必
要
と
す
る

と
と
も
に
、
ム
ラ
と
垣
内
の
共
有
財
産
の
潜
在
的
な
持
分
権
者
と
な
る
た

め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
た
い
し
て
一
定
の
対
価
を
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
ム
ラ
内
部
で
の
移
転
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
異
な
っ

た
垣
内
へ
の
移
転
や
異
な
っ
た
垣
内
へ
の
分
家
が
無
条
件
に
認
め
ら
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
『
奈
良
県
総
合
文
化
調
査
報
告
書

Ｉ
都
介
野
地
区
』
で
は
次
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

針
で
は
他
村
の
も
の
が
村
入
り
を
す
る
と
き
は
、
村
中
総
集
会
の

と
き
保
証
人
を
頼
み
金
を
出
し
て
契
約
書
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

村
に
入
っ
た
だ
け
で
は
垣
内
に
入
れ
な
い
の
で
あ
る
。
垣
内
に
入
ら

ね
ば
、
そ
の
者
が
死
ん
だ
時
も
誰
も
手
伝
い
に
来
な
い
し
、
垣
内
の

寺
の
権
利
が
な
い
。
従
っ
て
、
石
塔
を
建
て
ら
れ
な
い
・
東
垣
内
内

で
は
骨
を
埋
め
る
墓
地
も
与
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
（
五
九
頁
）
。

こ
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
垣
内
入
り
Ⅱ
ク
ミ
イ
リ
は
、
必
然
的
に
垣
内

外
へ
の
分
家
を
実
質
的
に
制
限
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
本
家
と
分
家
は

同
一
の
垣
内
に
か
た
ま
る
こ
と
に
な
る
、
と
さ
れ
る
。
今
回
の
私
た
ち
の

調
査
は
、
こ
の
こ
と
を
検
証
す
る
作
業
を
し
て
い
な
い
が
、
少
な
く
と
も

こ
れ
ま
で
の
調
査
で
も
概
ね
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
窺
え
る
し
、
今
後
の
調

査
で
実
証
的
に
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
た
い
。
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こ
の
よ
う
に
垣
内
と
ム
ラ
の
関
係
を
見
て
き
た
と
き
、
ま
ず
第
一
に
、

針
（
ム
ラ
）
は
家
を
単
位
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
以
前
に
、
垣

内
の
連
合
体
で
あ
る
こ
と
が
少
な
く
と
も
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
垣
内
が
家
の
連
合
体
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ム
ラ
は
垣
内
の
連

合
体
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
家
Ｉ
垣
内
Ｉ
ム
ラ
と
い
う
重
層
的
な
構
造
の

な
か
で
、
ム
ラ
の
組
織
構
造
が
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
垣
内
が
固
有
の
財
産
を
も
ち
、
凝
集
力
が
強

い
集
団
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
垣
内
自
体
が
い
わ
ば
「
自
然
村
」
あ
る
い

は
一
つ
の
村
落
共
同
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
（
し
て
い
た
）
こ
と
を
主

張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
一
つ
の
村
落
共
同
体
（
ム
ラ
）
と
し
て
あ
る
の

は
あ
く
ま
で
も
針
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
に
述
べ
る
宮
座
組
織
か
ら

み
て
も
明
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
独
立
し
た
垣
内
に
よ
っ
て
ム
ラ
が

構
成
さ
れ
、
し
か
も
以
前
は
東
針
と
西
針
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
と

す
れ
ば
、
双
分
制
ａ
５
房
目
）
あ
る
い
は
双
分
組
織
（
号
巴
自
彊
目
§
｝
・

吾
己
と
の
関
連
も
考
慮
に
い
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
針
の
埋
墓
も
神
社
を
中
心
と
し
て
東
と
西
に
分

か
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
東
の
埋
墓
に
埋
葬
す
る
の
は
主
に
東
部
の
垣

内
の
人
々
で
あ
り
、
西
の
埋
墓
に
は
石
堂
。
向
出
。
北
村
の
垣
内
の
人
々

で
あ
り
、
東
針
と
西
針
の
範
囲
と
異
に
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
ら

の
こ
と
は
双
分
制
を
想
起
さ
せ
る
に
充
分
な
根
拠
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
私
た
ち
は
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
今
後
の
調
査
が
行

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
て
い
る
。

２
ト
ウ
マ
イ
リ
に
つ
い
て

ト
ウ
マ
イ
リ
と
い
う
の
は
、
八
月
一
日
か
ら
八
月
七
日
ま
で
の
あ
る
定

ま
っ
た
日
に
、
仏
に
な
っ
た
親
を
墓
参
す
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
岸
に
こ
れ

を
行
う
場
合
に
は
、
ヒ
ガ
ン
マ
イ
リ
と
も
い
う
。
墓
参
す
る
の
は
、
原
則

的
に
は
仏
に
な
っ
た
者
の
子
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ト
ウ
マ
イ
リ
の
日
に

は
分
家
、
嫁
入
り
、
養
出
等
に
よ
り
当
該
の
家
か
ら
出
て
い
る
全
て
の
子

た
ち
が
実
家
（
デ
ア
ト
）
に
集
ま
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
子

は
自
己
の
子
（
仏
か
ら
み
れ
ば
外
孫
）
を
連
れ
て
行
く
の
が
普
通
で
あ
る

が
、
自
己
の
子
（
孫
）
が
す
で
に
他
家
に
属
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
子
（
孫
）

は
ト
ウ
マ
イ
リ
に
は
行
か
な
い
。
ま
た
、
子
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
に
は

そ
の
子
の
子
（
孫
Ｉ
子
が
属
す
る
家
の
ア
ト
ッ
ギ
）
が
来
る
こ
と
に
な
る
。

針
の
人
々
は
、
盆
は
家
の
先
祖
供
養
の
日
で
あ
る
が
、
ト
ウ
マ
イ
リ
の
日

は
デ
ァ
ト
Ⅱ
実
家
の
先
祖
供
養
の
日
で
あ
る
と
、
考
え
て
い
る
。

こ
の
ト
ウ
マ
イ
リ
に
最
初
に
注
目
し
た
の
は
故
蒲
生
正
男
氏
で
あ
ろ
う
。

蒲
生
氏
は
一
九
五
一
年
に
実
施
し
た
都
介
野
村
（
現
都
祁
村
）
吐
山
に
お

け
る
調
査
（
奈
良
県
総
合
文
化
調
査
）
に
基
づ
い
て
、
ト
ウ
マ
イ
リ
を
次

の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
二
増
訂
。
日
本
人
の
生
活
構
造
序
説
』
二
○
五

頁
～
六
頁
を
参
照
）
。

①
家
を
相
続
す
る
子
女
は
自
己
の
家
す
な
わ
ち
原
則
と
し
て
父
の

実
家
に
仏
を
も
つ
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
母
の
家
に
も
仏
を
も
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
少
な
く
と
も
父
と
母
の
二
つ
の
家
に
ト
ウ
マ
イ
リ
を
す

る
義
務
を
も
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
父
の
母
や
母
の
母
の
家
に
も
、
父

母
に
か
わ
っ
て
代
参
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
相
異
な
る
家

に
所
属
す
る
仏
を
共
有
す
る
関
係
が
生
じ
、
ト
ウ
マ
イ
リ
に
集
ま
る

の
は
同
一
の
仏
を
共
有
す
る
人
々
で
あ
る
。

②
嫁
の
デ
ァ
ト
は
や
が
て
母
の
デ
ァ
ト
と
し
て
婚
家
の
者
に
と
っ

て
必
ず
ト
ウ
マ
イ
リ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
尊
重
さ
れ
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る
。
同
族
団
の
よ
う
に
、
系
譜
の
本
末
関
係
に
よ
っ
て
絶
対
的
な
家

の
序
列
が
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
婚
姻
関
係
を
契
機
と
し
て

ト
ウ
マ
イ
リ
「
さ
れ
る
」
家
と
、
ト
ウ
マ
イ
リ
「
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
」
家
の
関
係
が
成
立
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
相
対
的
な
家
の
序
列
が

そ
の
つ
ど
決
定
さ
れ
る
。

③
シ
ン
セ
キ
と
し
て
考
え
、
相
応
の
交
際
を
営
ん
で
い
る
人
た
ち

は
、
（
イ
）
ト
ウ
マ
イ
リ
に
際
し
て
自
分
の
家
に
集
ま
っ
て
く
る
人
た

ち
、
（
ロ
）
自
分
が
ト
ウ
マ
イ
リ
を
す
る
家
の
者
、
（
ハ
）
同
一
の
家

に
ト
ウ
マ
イ
リ
を
す
る
関
係
者
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

私
た
ち
の
調
査
で
は
、
①
に
あ
る
母
の
母
の
家
へ
の
ト
ウ
マ
イ
リ
の
代

参
は
聞
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
家
を
相
続
し
た
子
女
で
あ

れ
ば
、
父
の
母
の
デ
ア
ト
に
は
代
参
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
母
の
母

の
デ
ア
ト
に
つ
い
て
は
母
の
デ
ア
ト
を
相
続
し
た
者
二
般
的
に
は
母
の

兄
弟
）
が
行
く
、
と
い
う
意
見
が
多
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
Ａ
家
を
相
続

し
た
者
は
、
Ａ
家
に
属
す
る
仏
だ
け
で
は
な
く
、
母
の
デ
ァ
ト
で
あ
る
Ｂ

家
の
仏
も
ま
た
共
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
こ
の
蒲
生

氏
の
指
摘
の
な
か
で
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
ト
ウ
マ
イ
リ
が
八
義

務
Ｖ
と
し
て
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
自
己
が
属
す
る
家
の
祭
祀
だ
け
で
は
な

く
、
母
の
デ
ア
ト
の
祭
祀
を
も
分
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
八
義
務
Ｖ
を

負
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

蒲
生
氏
が
こ
の
ト
ウ
マ
イ
リ
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と

は
、
②
の
な
か
に
あ
る
よ
う
に
、
父
系
出
自
集
団
で
あ
る
同
族
に
た
い
し

て
双
系
的
な
親
族
関
係
、
言
い
換
え
れ
ば
「
祖
先
中
心
的
」
な
親
族
に
た

い
し
て
「
自
己
中
心
的
」
な
親
族
の
形
態
を
示
す
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
ト
ウ
マ
イ
リ
に
現
れ
て
く
る
祭
祀
の
あ
り
方
を
、

父
系
的
な
出
自
集
団
に
対
時
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
研
究
動
向

か
ら
考
え
た
と
き
、
若
干
鶴
跨
を
覚
え
る
。
た
と
え
ば
、
渡
辺
欣
雄
氏
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

韓
国
で
は
、
祖
先
祭
祀
の
た
め
の
父
系
出
自
集
団
「
門
中
」
が
あ
り
、

主
要
な
機
能
を
遠
祖
の
祭
祀
に
お
い
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
近
祖

を
祀
る
「
同
高
祖
八
寸
」
、
す
な
わ
ち
同
じ
高
祖
を
も
つ
八
等
親
内
の

親
族
か
ら
な
る
「
堂
内
親
」
も
ま
た
、
祖
先
の
祭
祀
単
位
で
あ
る
。
た

だ
し
、
「
堂
内
親
」
は
東
ア
ジ
ア
の
他
地
域
で
み
ら
れ
る
よ
う
な
八
祖

先
準
拠
型
Ｖ
の
祭
祀
単
位
で
は
な
い
。
そ
れ
は
自
己
を
基
準
と
し
て

親
等
に
よ
り
、
視
野
的
に
拡
大
し
た
近
親
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
だ
か
ら

八
自
己
準
拠
型
Ｖ
の
祭
祀
単
位
で
あ
っ
て
、
視
野
に
含
む
「
四
代
祖
」

ま
で
を
祀
る
の
を
原
則
と
し
へ
非
父
系
親
族
員
（
母
方
・
妻
方
）
の

祖
先
祭
祀
へ
の
参
加
も
許
容
し
て
い
る
（
渡
辺
欣
雄
編
『
環
中
国
海

民
俗
と
文
化
３
祖
先
祭
祀
』
二
五
頁
）
。

こ
の
よ
う
な
父
系
制
社
会
と
「
自
己
中
心
的
」
な
祭
祀
の
形
態
と
い
う

パ
ラ
ド
シ
カ
ル
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
父
系
制
社
会
に
お
け
る
妻
方
親
族

（
妻
家
）
の
位
置
の
問
題
と
し
て
も
き
わ
め
て
興
味
深
い
問
題
を
提
出
し

て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
た
だ
こ
こ
で
は
、
八
自
己
中
心
的
Ｖ
な
祭
祀

の
あ
り
方
が
双
系
制
社
会
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
（
八
自
己

中
心
的
Ｖ
な
祭
祀
の
あ
り
方
が
双
系
制
社
会
で
一
般
的
に
み
ら
れ
る
と
し

て
も
）
、
と
い
う
問
題
を
指
摘
し
て
お
け
ば
良
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
祭
祀
の
あ
り
方
は
多
様
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
明
治
民
法
が
祖
先
祭
祀
に
関
す
る
権
限
を
「
家

督
相
続
の
特
権
」
と
定
め
、
現
行
民
法
に
お
い
て
も
「
慣
習
に
従
っ
て
祖

先
の
祭
祀
を
主
宰
す
べ
き
者
が
こ
れ
を
承
継
す
る
」
（
八
九
七
条
）
と
規
定
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し
て
い
る
。
確
か
に
、
家
父
長
制
的
な
家
族
Ⅱ
「
家
」
を
規
定
し
た
明
治

民
法
が
、
家
長
Ⅱ
戸
主
に
祭
祀
を
主
宰
す
る
権
限
を
与
え
た
こ
と
は
、
論

理
的
に
は
首
肯
で
き
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
父
系
的
で
一
般
的

に
は
家
父
長
制
的
性
格
が
強
い
社
会
で
さ
え
、
慣
習
と
し
て
は
祖
先
祭
祀

を
行
う
べ
き
八
義
務
Ｖ
を
も
つ
者
が
戸
主
だ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
知

っ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
ヘ
ト
ウ
マ
イ
リ
や
い
わ
ゆ
る
「
分
牌
祭

祀
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
蒲
生
氏
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
「
仏
を
共
有

す
る
」
よ
う
な
祭
祀
の
形
態
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
「
祭
祀
を
主
宰
す
べ

き
者
」
を
定
め
る
こ
と
自
体
、
慣
習
と
は
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
「
仏
を
共
有
す
る
」
よ
う
な
祭
祀
の
形
態
は
、
仏
の
子
た

、
、
、
、

ち
に
よ
る
祭
祀
の
共
同
承
継
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
祭
祀
の
共
同
承
継
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
法
律
上
祭
祀
を
主
宰
す
る

者
を
定
め
る
必
然
性
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
必
要
も
な
い
。

３
両
墓
制
、
そ
し
て
年
齢
階
梯
制
墓
地

針
の
墓
制
は
明
確
で
あ
る
。
ム
ラ
の
中
央
に
神
社
が
あ
り
、
集
落
の
は

ず
れ
東
西
に
埋
墓
が
あ
り
、
か
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
垣
内
に
は
無
住
の
寺
（
垣

内
寺
と
呼
ぶ
）
が
あ
り
、
そ
の
側
に
は
石
塔
墓
（
詣
墓
）
が
建
て
ら
れ
て

い
る
（
東
の
垣
内
に
は
二
カ
所
の
石
塔
墓
が
あ
る
）
。
概
念
図
は
図
１
の
通

り
で
あ
る
。
神
社
を
中
心
と
し
て
、
ム
ラ
の
東
西
に
埋
墓
が
あ
る
の
は
、

葬
列
が
神
社
の
前
に
通
ら
な
い
よ
う
に
と
の
配
慮
か
ら
で
あ
り
、
神
社
か

ら
東
に
あ
る
家
は
東
の
埋
墓
へ
、
神
社
か
ら
西
に
あ
る
家
は
西
の
埋
墓
へ

埋
葬
す
る
の
だ
、
と
い
う
。

針
の
墓
制
は
典
型
的
な
両
墓
制
で
は
あ
る
が
、
埋
墓
（
ミ
バ
カ
と
呼
ば

れ
て
い
る
）
の
様
子
は
東
と
西
で
は
異
な
っ
て
い
る
。
東
の
埋
墓
は
「
東
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墓
」
あ
る
い
は
「
墓
山
墓
地
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
墓
山
墓
地
は
へ
小
さ

な
丘
の
斜
面
を
利
用
し
て
造
成
さ
れ
、
墓
地
は
家
を
単
位
と
し
て
区
画
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
西
の
埋
墓
は
「
西
墓
」
あ
る
い
は
「
北

村
墓
地
」
と
呼
ば
れ
、
埋
葬
地
（
言
『
芝
四
．
９
ｓ
を
小
さ
な
丘
の
斜
面
を

埋
墓
（
墓
山
墓
地
）

③
埋
基
（
北
村
墓
地
）

ｌ
Ｉ
Ｌ
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利
用
し
て
造
成
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
同
じ
で
あ
る
が
、
埋
葬
地
を

死
者
の
年
齢
に
よ
っ
て
階
梯
的
に
区
分
し
、
ま
た
二
つ
の
系
統
の
家
々
が

そ
の
一
角
を
イ
ッ
ト
ウ
で
専
有
し
て
い
る
点
で
、
墓
山
墓
地
と
は
異
な
っ

て
い
る
。
死
者
の
年
齢
で
埋
葬
地
を
区
分
す
る
よ
う
な
形
態
を
こ
こ
で
は

「
年
齢
階
梯
制
墓
地
」
と
呼
び
、
イ
ッ
ト
ウ
で
一
定
の
区
画
さ
れ
た
埋
葬

地
を
専
有
し
て
い
る
形
態
を
「
イ
ッ
ト
ウ
バ
カ
」
と
こ
こ
で
は
呼
ん
で
お

く
こ
と
に
す
る
。

現
在
の
年
齢
階
梯
制
墓
地
は
、
昭
和
四
五
年
前
後
に
整
備
さ
れ
た
も
α

で
あ
る
と
い
う
。
墓
地
の
入
口
に
は
六
地
蔵
が
建
て
ら
れ
、
そ
の
面
前
に

は
小
さ
な
空
間
（
斎
場
）
が
あ
り
、
そ
の
中
央
に
は
棺
を
置
く
た
め
の
石

の
台
が
備
え
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
奥
に
、
上
に
向
か
っ
て
帯
状

に
階
梯
化
さ
れ
た
埋
葬
地
が
造
成
さ
れ
て
い
る
。
最
下
段
が
二
○
歳
代
以

下
の
埋
葬
地
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
上
に
、
二
・
三
○
歳
代
、
四
。
五
○
歳

代
、
六
○
歳
代
、
七
○
歳
代
、
八
○
歳
代
、
最
上
段
は
九
○
歳
代
と
社
守

（
後
述
）
と
そ
の
経
験
者
が
埋
葬
さ
れ
る
と
い
う
。
死
亡
し
た
者
は
そ
の

年
齢
に
応
じ
て
順
番
に
埋
葬
さ
れ
、
年
齢
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
た
埋
葬
地

が
一
杯
に
な
る
と
最
初
に
戻
っ
て
場
所
を
掘
り
返
し
、
再
び
埋
葬
さ
れ
る

と
い
う
。
イ
ッ
ト
ウ
バ
カ
は
こ
の
年
齢
階
梯
制
墓
の
一
角
を
区
画
し
、
埋

葬
地
を
造
成
し
て
い
る
。
イ
ッ
ト
ウ
パ
カ
は
二
つ
の
区
画
が
あ
り
、
二
つ

の
イ
ッ
ト
ウ
（
今
西
家
と
奥
谷
家
の
イ
ッ
ト
ウ
）
が
専
有
し
て
い
る
が
、

と
も
に
こ
の
ム
ラ
の
草
分
け
と
も
い
え
る
古
い
家
筋
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
北
村
墓
地
が
整
備
さ
れ
る
以
前
は
、
こ
の
墓
地
は
も
っ
と

雑
然
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
イ
ッ
ト
ウ
バ
カ
は
あ
っ

た
し
、
死
者
の
年
齢
が
高
く
な
る
ほ
ど
奥
（
高
い
）
方
へ
埋
葬
さ
れ
た
こ

と
は
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
明
確
な
形
で
区
画
さ
れ
た
も
の
で
は
な

か
つ
た
。
と
同
時
に
、
死
者
の
年
齢
と
と
も
に
、
ム
ラ
の
な
か
で
の
家
の

地
位
（
こ
れ
を
「
家
柄
」
と
呼
ん
で
お
く
）
が
埋
葬
場
所
に
も
反
映
さ
れ
、

そ
の
地
位
が
高
い
ほ
ど
そ
の
年
齢
区
域
の
な
か
で
も
高
い
場
所
に
埋
葬
さ

れ
た
と
い
う
言
の
よ
う
な
北
村
墓
地
の
旧
埋
葬
地
の
状
況
は
、
都
祁
村

の
Ｘ
に
お
い
て
現
在
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
）
・
こ
の
よ
う
な

埋
葬
地
が
変
更
さ
れ
る
の
は
、
①
若
年
層
の
死
亡
者
が
少
な
く
な
る
こ
と

に
よ
っ
て
年
齢
に
よ
る
埋
葬
区
域
の
変
更
が
必
要
に
な
っ
た
こ
と
、
②
家

柄
に
よ
る
埋
葬
地
の
違
い
が
、
『
非
民
主
的
」
と
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
、
に
よ
る
。

石
塔
墓
（
セ
キ
ト
ウ
バ
カ
。
タ
ッ
チ
ュ
ウ
パ
カ
等
と
呼
ば
れ
て
い
る
）

は
、
北
村
。
石
堂
・
向
出
の
垣
内
で
は
そ
れ
ぞ
れ
一
カ
所
、
東
部
垣
内
に

は
二
カ
所
に
あ
る
（
こ
の
理
由
に
つ
い
て
は
垣
内
の
項
を
参
照
）
．
石
塔
墓

の
あ
る
場
所
に
は
、
垣
内
寺
（
寺
と
言
っ
て
も
垣
内
の
集
会
所
の
よ
う
な

建
物
で
あ
る
が
）
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
か
っ
て
明
治
時
代
の
頃
に
は
こ

の
垣
内
寺
に
は
、
聖
（
ヒ
ジ
リ
）
が
住
み
着
い
て
墓
守
に
あ
た
っ
て
い
た

と
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

私
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
垣
内
の
石
塔
墓
に
つ
い
て
詳
細
な
八
墓
石
Ｖ

の
配
置
図
を
作
成
し
て
い
る
が
、
ま
だ
完
成
し
て
い
な
い
。
今
後
の
調
査

に
よ
っ
て
、
こ
の
配
置
図
を
完
成
さ
せ
、
垣
内
の
石
塔
墓
の
形
成
に
つ
い

て
明
ら
か
に
し
て
行
き
た
い
。

針
の
墓
制
に
つ
い
て
は
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
い
く
つ
か
の
問

題
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
①
な
ぜ
東
と
西
の
埋
墓
で
は
そ
の
形
態
が
異
な

っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
、
②
北
村
墓
地
に
お
い
て
、
な
ぜ
一
弓
の
イ

ッ
ト
ウ
が
埋
葬
地
を
異
に
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
、
③
な
ぜ
埋
葬
地

が
年
齢
階
梯
的
に
区
分
さ
れ
る
の
か
、
等
の
問
題
が
す
ぐ
に
浮
か
ん
で
く
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。
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
が
、
特
に
年
齢
階
梯
制
墓
地
に
つ
い

て
は
、
①
そ
の
形
成
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
考
古
学
の
分
野
か
ら

も
そ
の
報
告
が
あ
る
よ
う
に
、
き
わ
め
て
古
い
形
態
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ

と
、
②
分
布
領
域
か
ら
い
っ
て
も
大
和
高
原
一
体
に
広
く
分
布
し
た
墓
制

で
あ
る
こ
と
、
③
現
実
の
ム
ラ
の
社
会
構
造
を
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
の
か
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
た
検
討
が
必
要
で

あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
の
問
題
は
、
垣
内
寺
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て

蒲
生
氏
は
興
味
深
い
見
解
を
示
し
て
い
る
。

垣
内
の
共
同
の
生
活
の
一
つ
と
し
て
「
彼
岸
の
道
作
り
」
が
年
中
行

事
に
な
っ
て
い
る
。
彼
岸
の
日
に
各
戸
よ
り
、
一
人
ず
つ
出
て
午
前

中
道
作
り
に
奉
仕
し
、
午
後
は
酒
食
を
共
に
会
す
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
際
還
暦
を
迎
え
た
老
人
の
あ
る
家
、
満
一
六
歳
に
な
っ
て
垣
内

の
公
的
会
合
に
出
席
を
許
さ
れ
る
に
至
っ
た
男
子
の
あ
る
家
等
か
ら

も
、
「
も
り
て
」
と
称
し
て
何
程
か
の
金
を
出
し
、
酒
食
の
費
に
当
て
て

い
る
。
ま
た
、
そ
の
費
用
の
補
足
と
し
て
各
戸
の
負
担
に
よ
る
垣
内

の
経
済
か
ら
も
支
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
村
民
の
行
動
の
な
か
に
示

さ
れ
た
苦
楽
を
共
に
す
る
共
同
の
生
活
、
あ
る
い
は
結
婚
、
死
亡
の

際
に
現
れ
た
垣
内
集
団
の
機
能
は
、
垣
内
と
し
て
の
強
い
精
神
的
結

合
に
よ
っ
て
の
み
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
支
柱
が
垣

内
寺
の
中
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
（
前
掲
、
二

五
七
’
八
頁
）
。

蒲
生
氏
は
、
ト
ウ
マ
イ
リ
の
な
か
に
こ
の
地
域
の
親
族
関
係
の
特
質
を

読
み
取
り
、
垣
内
寺
の
な
か
に
地
縁
関
係
の
象
徴
的
な
意
味
を
読
み
取
っ

て
い
る
。
こ
の
垣
内
寺
が
石
塔
墓
Ⅱ
祭
祀
供
養
の
場
と
一
体
と
な
っ
て
い ’

る
空
間
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
空
間
の
な

か
に
地
縁
的
な
関
係
と
血
縁
Ⅱ
親
族
（
仏
を
共
有
す
る
）
関
係
の
絡
み
合

い
。
重
畳
的
な
関
係
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
両
墓
制
を
め
ぐ
る
法
的
な
問
題
に
つ
い
て
も
こ
こ
で
若
干

触
れ
て
お
こ
う
。
明
治
以
降
の
一
連
の
墓
地
法
制
の
な
か
で
、
両
墓
制
が

八
否
認
Ｖ
さ
れ
て
き
た
は
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
き
た
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
法
的
に
八
否
認
Ｖ
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
も
、
現
実
に
は
両
墓

制
の
習
俗
は
今
日
に
至
る
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
埋
墓
（
埋

葬
地
）
は
法
的
に
墓
地
と
し
て
認
め
る
が
、
「
詣
墓
（
石
塔
墓
）
」
は
そ
の

土
地
は
法
律
上
「
墓
地
」
で
は
な
く
、
ま
た
そ
こ
に
建
立
さ
れ
た
石
塔
等

も
「
墳
墓
」
で
は
な
く
、
一
種
の
供
養
碑
を
し
て
解
釈
さ
れ
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
明
治
一
八
年
に
「
詣
墓
」
に
誤
っ
て
墓
地
と
し
て
地
券
を
発
行
し

た
と
す
る
滋
賀
県
の
伺
い
に
た
い
し
て
、
内
務
省
は
そ
の
地
券
の
発
行
を

取
り
消
す
に
は
及
ば
ず
、
と
回
答
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
「
詣
墓
」

を
地
券
の
発
行
時
に
お
い
て
「
墓
地
」
と
し
て
認
定
し
た
も
の
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
以
降
も
墓
地
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
詣
墓
」
が
ど
の
程
度
あ
り
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
「
詣
墓
」

が
市
町
村
の
実
務
レ
ベ
ル
で
ど
の
よ
う
な
取
扱
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
そ
の
報
告
例
に
つ
い
て
私
は
し
ら
な
い
。

し
．
か
し
、
今
回
の
都
祁
村
の
調
査
で
こ
の
「
詣
墓
」
Ⅱ
石
塔
墓
が
「
埋
葬

セ
ザ
ル
墓
地
」
と
し
て
「
墓
地
台
帳
」
（
こ
の
墓
地
台
帳
に
は
「
明
治
三
八

年
調
製
」
と
あ
る
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
ど
の
よ
う
な

経
過
の
な
か
で
、
「
詣
墓
」
が
「
埋
葬
セ
ザ
ル
墓
地
」
と
し
て
「
墓
地
台
帳
」

に
記
載
さ
れ
た
か
は
明
治
期
に
ま
で
遡
っ
て
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
実
定
法
上
は
詣
墓
は
「
墓
地
」
で
は
な
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４
宮
座
制

針
の
村
落
構
造
を
考
え
る
場
合
、
宮
座
制
の
問
題
を
抜
き
に
し
て
は
語

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
針
の
宮
座
に
つ
い
て
も
『
奈
良
県
総
合
文
化

調
査
報
告
書
貢
前
掲
）
の
な
か
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
多
少
長

く
な
る
が
引
用
し
て
お
こ
う
。

宮
座
の
制
度
が
比
較
的
後
ま
で
旧
態
を
残
存
し
た
と
こ
ろ
は
、
都

介
野
に
お
い
て
は
針
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
針
で
は
大
正
七
～
八
年

こ
ろ
ま
で
宮
座
が
あ
っ
て
、
本
座
と
平
座
と
が
並
列
し
て
い
て
、
こ

の
区
別
は
な
か
な
か
厳
重
で
あ
り
、
別
々
に
行
事
を
行
っ
て
い
た
。

本
座
は
六
○
軒
、
田
が
七
～
八
畝
あ
っ
た
。
坂
上
一
族
で
構
成
さ
れ
、

そ
れ
以
外
が
平
座
の
成
員
で
あ
っ
た
。
分
家
で
も
本
家
が
本
座
な
ら

ば
本
座
に
属
す
る
。
平
座
は
二
つ
に
分
れ
、
両
方
で
三
○
軒
な
か
つ

た
。
西
と
東
の
二
つ
に
分
れ
、
西
が
一
二
軒
く
ら
い
、
東
は
八
～
九

軒
で
あ
っ
た
。
座
の
田
は
合
併
し
大
字
有
に
な
っ
た
が
へ
農
地
解
放

以
来
名
義
だ
け
は
個
人
有
に
し
て
あ
る
。
座
に
入
る
こ
と
は
非
常
に

困
難
で
、
入
婿
の
場
合
は
４
代
た
っ
た
ら
入
れ
る
が
、
そ
れ
ま
で
は

駄
目
で
あ
る
。
子
供
が
生
ま
れ
て
も
婚
家
先
で
生
ま
ね
ば
な
ら
ず
、

わ
が
里
へ
帰
っ
て
生
め
ば
駄
目
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
血
統
を
重
ん

ず
る
の
で
あ
る
。
本
座
の
人
で
も
例
え
ば
大
阪
へ
長
く
出
稼
ぎ
に
行

っ
て
い
て
帰
村
す
る
と
、
平
座
に
落
と
さ
れ
る
。
平
座
へ
入
る
に
も

花
つ
く
り
一
ぺ
ん
よ
ぶ
必
要
が
あ
る
。
呼
ん
で
な
け
れ
ば
小
さ
な
子

い
に
し
て
も
、
実
務
レ
ベ
ル
で
は
「
墓
地
」
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
「
詣

墓
」
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
八
生
け
る
法
Ｖ
と
し
て
は
「
埋
葬
セ
ザ
ル
墓
地
」

と
い
う
観
念
が
存
在
す
る
こ
と
を
承
認
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

の
生
ま
れ
た
と
き
花
つ
く
り
ゴ
ク
ッ
キ
を
呼
ん
で
入
れ
る
。
斯
く
の

如
く
で
あ
る
か
ら
、
養
子
は
も
ち
ろ
ん
本
座
の
も
の
は
本
座
か
ら
も

ら
う
。
で
な
い
と
や
る
方
は
か
ま
わ
な
い
が
、
も
ら
う
方
は
座
か
ら

落
ち
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
昔
は
血
族
結
婚
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
は

針
の
特
色
で
、
親
戚
つ
づ
き
が
錯
綜
し
て
い
る
か
ら
、
う
っ
か
り
人

の
こ
と
は
い
え
な
い
と
い
う
。
従
っ
て
通
婚
圏
は
狭
く
、
ま
た
隣
村

で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
小
倉
。
馬
場
と
の
部
落
と
は
通
婚
関
係
が

全
く
な
い
。
。
。
。
。
。
（
前
掲
へ
六
五
～
六
頁
）
。

い
く
つ
か
意
味
不
明
な
点
が
あ
る
も
の
の
、
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

①
宮
座
は
、
大
正
七
～
八
年
位
ま
で
本
座
と
平
座
に
区
分
さ
れ
て
い
た
。

現
在
、
そ
の
区
分
は
な
い
。
②
本
座
と
平
座
の
区
分
は
厳
格
で
あ
り
、
行

事
も
別
々
に
行
っ
て
い
た
。
③
本
座
は
坂
上
一
族
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
た
。
④
本
座
の
人
は
本
座
か
ら
養
子
を
も
ら
わ
な
け
れ
ば
本
座
か
ら
平

座
に
落
と
さ
れ
る
。
⑤
本
座
と
平
座
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
座
の
財
産
を
も

っ
て
い
た
。
⑥
座
へ
の
加
入
は
厳
格
で
あ
っ
た
。

私
た
ち
の
調
査
の
な
か
で
は
、
③
の
坂
上
一
族
に
よ
っ
て
本
座
が
構
成

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
聞
か
れ
な
か
っ
た
。
私
た
ち
の
調
査
で
は
、
坂
上

一
族
が
針
の
今
西
家
の
先
祖
に
あ
た
る
と
い
う
こ
と
は
聞
い
た
が
、
私
た

ち
の
聞
書
で
は
本
座
に
関
係
し
た
の
は
、
今
西
家
の
イ
ッ
ト
ウ
と
い
う
よ

り
む
し
ろ
針
の
．
八
人
衆
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
人
々
で
あ
る
。
．
八
人

衆
」
と
い
う
の
は
、
針
の
草
分
け
的
な
百
姓
で
あ
る
と
か
、
中
世
に
お
け

る
地
下
衆
の
流
れ
を
く
む
と
か
家
と
か
、
あ
る
い
は
江
戸
時
代
五
反
以
上

の
屋
敷
地
。
田
畑
を
所
有
し
て
い
た
百
姓
で
あ
る
と
か
、
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
の
．
八
人
衆
」
の
起
源
に
つ
い
て
は
は
っ

き
り
し
な
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
二
八
人
衆
」
を
構
成
し
た
家
々
が
、

Ｐ
、
Ｔ
Ｔ
屋
ら
３
角
で
画
更
思
側
哩
予
胃
怒
・
ｇ
９
４
ざ
守
訓

－87－



ｰ

ｊ
■
図
画
■
■
醸
臥
■
■
■
愚
塵
願
磨
扇
閑
置
轡
醗
圃
酉
庭
彊
風
嘗
露
轡
圃
闇
及
璽
ｒ
屑
唾
３
日
妙
も
軍
も
葭
啄
ｐ
价
名
ｇ
＃
癌
凡
巴
噴
依
艮
錨
毎
も
ｅ
輔
路
雷
壬
敦
零
序
勇
渥
〆
砲
口
宙
”
が

。

■

、

忌

，

０

８

、

。

●

９

口

●

日

．

、

１

０

。

‐

Ｂ

０

ｈ

Ｐ

０
１
０

９
■
０
．
４
“
１
０
，
０
．
０
０
０
１
Ⅱ
７
１
０
６
１
凸
り
り
６
１
０

●
ｑ
０
ｌ
ｊ
４
ｑ
Ｊ
’
０
１
４
１
．
．
０
１
１
■
１
．
，
０
口
■
■
１
日
Ｐ
Ｌ
Ｆ
■
▽
ｄ
Ｄ
ｐ
ｏ
０
ｏ
Ｉ
Ｉ
↓
０
‐
１

，
０
．
６
０
・
ｑ
。

０

，
０
Ｐ

，
‐
ｌ
‐
１
０

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

Ｐ
Ⅱ
ｌ
Ｌ
‐
０
８
１

Ａ
Ⅱ
日
？
“
Ｏ
Ｊ
９
ｉ
ｐ
０
■
■
Ⅱ
Ⅱ
■
凸
■
Ｆ
Ｌ
Ｉ
Ｉ
凸
■
巳
９
０
，
，

０
１
１

日
１
０
４
４
０
０
二
日
Ｂ
ｌ
Ｏ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
ｑ
１
“
で
▲
６
Ｇ
Ｆ
■
Ⅱ
０
０
８
△
日
Ⅱ
Ｉ
ｕ
０
■
Ⅱ
■
■
＆
？
■
■
０
８
４
０
■
０

Ｉ

本
座
と
平
座
を
解
消
す
る
ま
で
は
、
ム
ラ
の
な
か
で
経
済
的
に
優
位
に
立

っ
て
い
た
し
、
ム
ラ
の
政
治
に
お
い
て
も
祭
祀
に
お
い
て
も
特
権
的
な
地

位
を
占
め
て
い
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
座
を
構
成
し
た
家
々

は
、
こ
の
．
八
人
衆
」
と
こ
こ
か
ら
分
か
れ
た
家
々
で
あ
る
さ
れ
て
い

プ
（
》
○

ま
た
、
④
の
問
題
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
な
話
を
聞
い
た
。
本
座
の
者

が
平
座
（
他
村
か
ら
の
養
子
の
場
合
も
同
じ
）
か
ら
養
子
を
も
ら
う
と
、

平
座
に
落
ち
る
と
い
う
の
は
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
四
代
た
つ
と
、
本
座

に
戻
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
話
も
聞
か
れ
た
。
と
同
時
に
、
逆
に
本
座

の
者
が
平
座
の
家
に
養
子
に
は
い
る
と
、
そ
の
家
は
本
座
に
な
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
本
座
と
平
座
の
問
題
を
八
家
Ｖ
の

階
層
差
の
問
題
に
単
純
に
は
解
消
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
ム
ラ
（
社
会
）
が
八
家
Ｖ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う

場
合
、
個
々
人
の
地
位
Ⅱ
身
分
は
そ
の
家
に
付
着
し
た
地
位
Ⅱ
身
分
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
、
と
い
う
の
が
一
般
的
な
理
解
で
あ
ろ
う
。
他
家
か
ら

養
子
に
き
た
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
養
子
の
地
位
は
自
己
が
生
ま
れ
た

家
の
地
位
で
は
な
く
、
養
子
先
の
家
の
地
位
が
彼
の
そ
の
社
会
で
の
地
位

を
決
定
す
る
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
針
に
お
い
て
は
、

こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
原
則
は
妥
当
し
な
い
。
本
座
か
平
座
か
を
決
定
す

る
の
は
、
単
純
に
は
家
筋
の
問
題
に
は
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
八
家
Ｖ

の
原
理
と
は
別
の
、
い
わ
ば
血
筋
そ
れ
も
男
系
の
血
筋
に
よ
っ
て
そ
れ
が

決
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
は
、
宮
座
が
本
来
八
家
Ｖ
を
構
成
単
位
と
し
て
形

成
さ
れ
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
こ

と
は
、
今
後
こ
の
地
方
の
宮
座
の
調
査
に
あ
た
っ
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
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問
題
に
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

宮
座
が
八
家
Ｖ
を
構
成
単
位
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
、

八
宮
Ｖ
の
行
事
を
見
て
も
あ
る
程
度
理
解
さ
れ
う
る
こ
と
で
あ
る
。

八
宮
Ｖ
の
行
事
に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
し
く
報
告
す
る
の
で
、
こ
こ
で
付

け
加
え
る
こ
と
は
な
い
。
問
題
は
そ
れ
ら
の
行
事
の
担
い
手
で
あ
る
。
氏

子
総
代
は
別
に
し
て
、
八
宮
Ｖ
の
行
事
に
主
と
し
て
関
与
す
る
も
の
は
「
社

守
」
『
六
人
衆
」
「
稚
児
」
『
頭
屋
」
で
あ
る
。
「
社
守
」
は
神
主
の
役
割
を

果
た
す
者
で
あ
る
が
、
春
日
神
社
の
登
録
さ
れ
た
神
主
は
別
に
い
る
。
こ

の
登
録
さ
れ
た
神
主
が
春
日
神
社
に
来
る
の
は
春
。
夏
。
と
秋
の
祭
り
の

時
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
他
の
行
事
の
神
事
を
司
る
の
は
社
守
で
あ
る
。
ま

た
、
多
く
の
宮
座
制
の
も
と
で
は
社
守
（
神
主
）
が
頭
屋
と
し
て
年
番
で

変
わ
る
と
い
う
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
針
で
は
年
番
で
は
変
わ
ら
な
い
。

ム
ラ
の
な
か
で
神
事
に
詳
し
い
者
（
氏
子
総
代
を
勤
め
た
者
の
な
か
か
ら

選
ば
れ
る
と
も
聞
い
た
）
が
社
守
と
な
り
、
そ
の
任
期
に
は
定
め
が
な
く
、

同
一
の
者
が
長
期
に
わ
た
っ
て
社
守
を
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
「
六
人
衆
」

と
い
う
の
は
ム
ラ
の
長
老
衆
六
人
の
こ
と
で
あ
る
。
ム
ラ
の
な
か
で
高
齢

の
者
（
男
性
）
六
人
が
順
次
「
六
人
衆
」
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
稚

児
」
と
は
八
宮
Ｖ
の
分
霊
を
担
う
も
の
で
あ
り
、
「
頭
屋
」
と
は
稚
児
を
出

し
た
八
家
Ｖ
の
こ
と
で
あ
る
（
そ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
た
）
。
稚
児
に
な
る

者
は
前
年
に
生
ま
れ
た
本
座
の
男
子
（
長
男
）
、
東
針
と
西
針
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
二
人
選
ば
れ
た
。
現
在
で
は
、
子
ど
も
の
出
生
率
が
減
少
し
た
た
め
に
、

小
学
校
一
年
生
位
ま
で
の
男
子
の
な
か
か
ら
稚
児
が
選
ば
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
頭
屋
に
な
る
の
は
こ
の
稚
児
を
出
し
た
八
家
Ｖ
で
あ
る
、
と
説
明

さ
れ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
頭
屋
は
八
家
Ｖ
を
単

位
と
し
て
年
番
で
回
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
稚
児
が
選
ぱ
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．
．
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れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
頭
屋
が
決
ま
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
秋
祭
り
に
稚

児
が
分
霊
を
八
宮
Ｖ
に
返
す
と
き
、
そ
れ
に
付
き
添
う
の
は
稚
児
の
父
親

で
あ
り
、
そ
し
て
母
方
の
祖
父
で
あ
る
。
こ
の
「
頭
屋
」
が
八
宮
Ｖ
の
分

、
霊
を
預
か
る
稚
児
の
補
佐
人
的
役
割
を
果
た
す
地
位
を
示
す
も
の
で
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
頭
屋
を
「
稚
児
の
父
」
と
理
解
し
た
方
が
分
か
り
や
す

い
し
、
母
方
の
祖
父
が
こ
れ
に
関
与
す
る
意
味
も
理
解
し
や
す
い
。
つ
ま

り
、
八
宮
Ｖ
の
分
霊
は
稚
児
が
預
か
り
、
稚
児
を
中
心
と
し
た
親
族
に
よ
っ

て
補
佐
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
頭

屋
を
八
家
Ｖ
と
し
て
把
握
す
る
必
然
性
は
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
本
座
と
平
座
、
頭
屋
と
い
う
も
の
が
一
見

八
家
Ｖ
原
理
を
反
映
し
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
八
家
Ｖ
原
理
で

は
説
明
で
き
な
い
問
題
が
多
い
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
八
家
Ｖ
的
観
念
が
付

着
し
て
い
る
こ
と
を
承
認
し
つ
つ
も
、
八
家
Ｖ
は
こ
れ
ら
を
（
つ
ま
り
宮
座

を
）
理
解
す
る
た
め
の
本
質
的
な
問
題
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
今
回
の

調
査
を
通
じ
て
の
私
の
印
象
で
あ
る
。

今
回
の
宮
座
制
の
調
査
を
通
じ
て
の
も
う
一
つ
の
疑
問
は
、
八
宮
Ｖ
と

は
一
体
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
稚
児
が
預
か
る
分
霊
は
、
村
人

た
ち
は
春
日
神
社
の
分
霊
で
あ
る
と
説
明
す
る
が
、
ど
の
よ
う
な
性
格
を

も
っ
た
八
宮
Ｖ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
村
人
達
は
こ
の
春
日
神
社
を
八
氏

神
Ｖ
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
針
の
集
落
の
な
か
で
祖
先
祭

祀
と
八
地
縁
Ｖ
関
係
を
結
び
付
け
る
装
置
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
垣

内
寺
の
な
か
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
八
宮
Ｖ
の
な
か

に
は
原
田
敏
明
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
八
氏
神
Ｖ
と
は
異
な
っ
た
八
神
Ｖ

を
見
い
だ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
春
日
神
社
を
八
氏
神
Ｖ
と
呼

ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
以
降
の
こ
と
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の

問
題
は
今
後
の
調
査
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
と
同
時
に
も

う
一
つ
視
野
に
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
明
治

初
年
の
神
社
の
国
家
的
統
制
の
も
と
で
宮
座
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
今
論
ず
べ
き

用
意
は
な
い
が
、
次
の
資
料
に
注
目
を
し
て
お
き
た
い
。

一
鈩
（
統
）
約
定
書

一
是
迄
宮
座
夫
々
相
営
候
得
共
、
今
般
御
改
正
二
付
、
県
庁
ヨ
リ

宮
座
被
廃
シ
候
二
付
、
村
役
人
支
配
卜
被
仰
付
、
宮
田
地
券
之
表
三

拾
八
人
持
三
拾
三
人
持
拾
八
人
持
ト
書
上
候
処
、
書
上
名
前
之
内
、

難
（
何
力
）
方
二
分
家
仕
候
而
も
、
一
分
加
江
約
定
二
御
座
候
、
依

之
一
締
（
統
）
連
印
ヲ
以
村
役
人
江
相
納
置
候
約
定
如
件

明
治
七
年
戌
一
月
日

平
群
郡

稲
葉

車
瀬
村

安
井
安
平

（
外
三
三
名
省
略
）

村
役
人
三
名
中
（
出
典
不
明
）

こ
の
資
料
は
、
明
治
七
年
に
宮
田
の
地
券
に
つ
い
て
「
三
拾
八
持
」
等

の
記
載
が
あ
っ
て
も
地
券
に
名
前
の
記
載
あ
る
者
か
ら
の
分
家
は
こ
の
土

地
に
つ
い
て
権
利
を
持
つ
こ
と
を
約
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
問
題
は
前

半
の
「
是
迄
宮
座
夫
々
相
営
候
得
共
、
今
般
御
改
正
二
付
、
県
庁
ョ
リ
宮

座
被
廃
シ
候
二
付
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
宮
座
の
廃
止
の

指
令
が
あ
っ
た
と
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
明
か
で
は
な

い
。
こ
の
よ
う
な
宮
座
に
つ
い
て
の
法
的
規
制
に
つ
い
て
も
検
討
課
題
に

な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
森
謙
二
）
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