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本
日
、
私
が
「
明
治
期
の
模
範
村
、
源
村
の
成
立
と
そ
の
背
景
」
と
い
う
表
題
で

お
話
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
個
人
的
に
も
大
き
な
感
慨
が
あ
り
ま
す
。
私

が
千
葉
大
学
へ
赴
任
し
て
数
年
後
の
昭
和
四
十
七
年
と
翌
年
の
二
年
に
わ
た
り
、
ゼ

ミ
の
学
生
を
連
れ
て
初
め
て
の
現
地
史
料
調
査
を
行
っ
た
の
が
、
旧
源
村
役
場
の
所

蔵
文
書
の
調
査
で
し
た
。
膨
大
な
役
場
資
料
に
圧
倒
さ
れ
な
が
ら
目
録
を
と
り
、
マ

イ
ク
ロ
撮
影
を
続
け
た
暑
い
夏
の
日
々
を
思
い
出
し
ま
す
。
そ
れ
は
ま
た
、
百
年
ま

え
に
日
本
の
三
大
模
範
村
の
一
つ
に
選
定
さ
れ
た
源
村
の
文
書
群
の
調
査
に
本
格
的

に
と
り
か
か
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
高
ぶ
っ
た
気
持
ち
も
あ
っ
た
と
若
か
っ
た
私
自

身
の
想
い
出
で
も
あ
り
ま
す
。

　

明
治
維
新
に
よ
っ
て
若
年
の
明
治
天
皇
を
擁
し
た
統
一
国
家
が
成
立
し
ま
し
た
。

江
戸
時
代
を
通
じ
て
京
都
朝
廷
の
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
天
皇
は
、
新
し
い
日
本
国

家
の
君
主
と
し
て
人
々
の
前
に
姿
を
現
す
た
め
に
、
大
阪
行
幸
を
皮
切
り
に
、
江
戸

へ
の
行
幸
を
実
行
す
る
と
と
も
に
、
帝
王
学
を
学
ん
で
君
徳
も
具
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
で
す
。

　

明
治
国
家
は
、
西
欧
文
明
を
い
ち
早
く
導
入
し
て
近
代
化
を
は
か
る
と
と
も
に
、

天
皇
を
頂
点
と
す
る
国
家
体
制
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
近
代
天
皇
制
と

い
わ
れ
る
国
家
体
制
は
天
皇
の
権
力
を
強
め
安
定
化
さ
せ
る
た
め
に
は
、
国
民
意
識

を
新
し
い
天
皇
の
下
に
収
斂
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
威
厳
の
あ
る
君
主
像

と
と
も
に
君
徳
を
具
え
た
帝
王
で
あ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
聖
明
」
の
君
主
は
、
徳
治
を
実
践
す
る
た
め
、
天
皇
の
行
幸
に
際
し
て
地
域
の

孝
子
・
貞
女
を
表
彰
し
、
実
業
に
献
身
す
る
者
た
ち
を
顕
彰
し
ま
し
た
。
皇
后
も
ま

た
、
全
国
各
地
の
父
母
に
孝
養
を
尽
く
し
、
家
業
に
精
励
し
て
家
を
維
持
し
た
人
々

の
事
例
を
集
め
、
明
治
十
年
に
『
明
治
孝
節
録
』
と
し
て
刊
行
し
て
い
ま
す
。

　

明
治
天
皇
は
、
翌
年
に
東
山
、
北
陸
、
東
海
地
方
の
巡
幸
の
中
で
各
県
の
学
校
を

巡
視
し
て
教
育
の
根
本
を
「
仁
義
忠
孝
」
を
基
本
と
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
し

て
明
治
十
二
年
八
月
に
「
教
学
大
旨
」
と
い
う
詔
勅
を
出
し
て
学
校
教
育
の
方
向
を

示
し
ま
し
た
。
ま
た
こ
の
草
案
を
起
草
し
た
侍
講
で
儒
学
者
元
田
永
孚
に
『
幼
学
綱

要
』
の
編
纂
を
命
じ
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
日
本
と
中
国
に
お
け
る
事
例
を
、
孝
行
・

忠
節
を
は
じ
め
と
し
、
友
愛
・
信
義
・
誠
実
・
礼
譲
な
ど
の
徳
目
ご
と
に
説
話
を
例

示
し
て
教
育
の
基
本
と
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
天
皇
な
ら
び
に
側
近
に
よ
っ
て
忠
孝
を
中
心
と
す
る
国
民
教
化
の
方
針

は
明
示
さ
れ
ま
し
た
が
、
他
方
、
自
由
と
民
権
の
思
想
と
国
会
開
設
を
要
求
す
る
運

動
が
全
国
に
広
が
り
、
欧
化
主
義
の
風
潮
は
と
ど
め
難
い
も
の
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
こ
こ
に
、
明
治
政
府
も
立
憲
制
へ
の
転
換
を
迫
ら
れ
、
明
治
二
十
二
年
に
発
布

さ
れ
た
明
治
憲
法
は
欽
定
憲
法
と
し
て
天
皇
の
大
権
を
広
く
規
定
し
ま
す
が
、
議
会

も
開
設
さ
れ
、
基
本
的
人
権
に
つ
い
て
も
明
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
翌
年
に
は
教
育
勅
語
が
発
布
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
立
憲
国
家
へ
の
転
換

と
と
も
に
、
教
育
を
基
礎
と
し
て
国
民
道
徳
の
基
本
を
た
て
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

て
、
天
皇
の
勅
語
と
い
う
形
で
出
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

要
す
る
に
明
治
初
年
以
来
の
い
わ
ば
儒
教
道
徳
的
な
も
の
を
、
国
民
教
化
の
基
本

と
し
て
国
民
道
徳
の
基
礎
に
据
え
よ
う
と
し
た
考
え
が
あ
る
一
方
で
、
や
っ
ぱ
り
そ

れ
で
は
近
代
国
家
の
国
民
道
徳
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
、

［
文
学
史
と
房
総
Ⅴ
講
演
録
２
］

明
治
期
の
模
範
村
、源
村
の
成
立
と
そ
の
背
景

宇
野
　
俊
一
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そ
れ
ら
が
統
合
さ
れ
て
明
治
二
十
三
年
十
月
に
発
布
さ
れ
た
教
育
勅
語
に
な
っ
た
と

い
え
ま
し
ょ
う
。

　

こ
の
教
育
勅
語
と
い
う
の
は
、
明
治
憲
法
が
そ
の
前
の
年
に
出
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
す
か
ら
、
国
民
を
き
っ
ち
り
し
た
大
日
本
帝
国
の
臣
民
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
、
教
育
の
基
本
原
理
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は

文
部
省
が
推
進
し
た
の
で
は
な
く
て
、
全
国
の
府
県
知
事
の
会
議
の
中
か
ら
出
て
き

た
も
の
で
す
。
全
国
各
地
に
自
由
民
権
運
動
が
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
、
小
学
校
や
中

学
の
先
生
た
ち
も
西
洋
か
ぶ
れ
が
多
く
、
学
校
教
育
で
は
日
本
の
智
者
忠
臣
で
は
な

く
、
欧
米
の
英
雄
、
豪
傑
を
理
想
と
す
る
風
潮
が
み
な
ぎ
っ
て
、
君
臣
の
義
や
儒
教

的
な
道
徳
な
ど
は
全
く
価
値
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
た
。
当
時
、

日
本
語
表
記
は
や
め
て
ロ
ー
マ
字
に
し
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
こ
と
を
言
う
人
も
識

者
の
中
に
は
い
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
地
方
の
知
事
た
ち
は
と
て
も
こ
の
ま
ま
放

っ
て
は
お
け
な
い
と
い
う
の
で
、
何
か
天
皇
の
勅
語
の
よ
う
な
も
の
で
収
拾
す
る
必

要
が
あ
る
と
し
て
、
急
き
ょ
こ
の
教
育
勅
語
は
作
ら
れ
始
め
た
の
で
す
。
最
初
、
中

村
正
直
と
い
う
西
洋
哲
学
も
学
ん
だ
人
が
作
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
は
哲
学
的

な
理
屈
や
宗
教
上
論
議
を
呼
ぶ
表
現
な
ど
が
あ
っ
て
、
勅
語
と
し
て
は
不
適
当
で
あ

る
と
さ
れ
、
つ
ぎ
に
元
田
永
孚
が
草
案
を
作
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
が
ま
た
儒

教
的
な
理
念
と
そ
の
説
明
が
全
面
に
出
て
い
て
こ
れ
も
や
っ
ぱ
り
不
十
分
だ
と
い
う

こ
と
で
、
内
閣
法
制
局
長
官
の
井
上
毅
が
起
草
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

井
上
毅
は
、
明
治
憲
法
を
作
っ
た
中
心
人
物
の
一
人
で
も
あ
り
ま
す
。
彼
は
熊
本

の
出
身
で
漢
文
が
非
常
に
で
き
る
ん
で
す
。
格
調
の
高
い
文
章
を
書
け
る
と
い
う
の

で
、
大
久
保
利
通
が
清
国
と
の
間
で
台
湾
問
題
が
複
雑
に
な
っ
た
と
き
に
、
自
分
自

ら
が
北
京
へ
行
っ
て
外
交
交
渉
を
す
る
と
き
に
井
上
を
連
れ
て
行
っ
た
の
で
す
。
大

久
保
利
通
が
井
上
の
力
量
を
認
め
て
連
れ
て
行
っ
た
わ
け
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も

早
々
と
行
っ
て
、
と
く
に
ド
イ
ツ
で
勉
強
し
た
人
間
で
あ
り
ま
す
が
、
明
治
憲
法
を

作
る
と
き
に
も
伊
藤
博
文
は
こ
の
井
上
毅
と
金
子
堅
太
郎
、
伊
東
巳
代
治
と
四
人
だ

け
で
明
治
憲
法
の
草
案
を
作
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
憲
法
の
一
番
肝
心
な
と
こ
ろ
は

井
上
が
作
っ
て
お
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
井
上
は
明
治
憲
法
の
生
み
の
親
と
言
っ
て
い

い
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
人
物
で
す
が
、
こ
の
教
育
勅
語
を
作
る
と
き
も
井
上
は
元

田
永
孚
の
勅
語
の
草
案
を
修
正
し
て
教
育
勅
語
は
で
き
た
の
で
す
。
前
半
で
は
君
に

忠
に
、
父
母
に
孝
に
、
兄け

い
て
い弟
に
友
に
、
夫
婦
相
和
し
、
朋
友
相
信
じ
と
い
う
ふ
う
に
、

こ
れ
は
儒
教
の
徳
目
で
す
。
こ
こ
で
は
儒
教
の
徳
目
は
生
か
し
た
の
で
す
が
、
元
田

永
孚
の
よ
う
に
忠
と
は
、
孝
と
は
と
解
釈
を
つ
け
る
こ
と
は
退
け
て
天
皇
の
言
葉
に

特
定
の
解
釈
を
つ
け
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
と
し
、
天
皇
の
言
葉
と
い
う
の
は
、
絶

対
的
な
も
の
で
、
そ
れ
に
解
釈
を
つ
け
て
一
定
の
読
み
方
し
か
し
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
簡
明
な
徳
目
を
羅
列
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。
解
釈
は
排
除
し
て
、

君
に
忠
に
、
父
母
に
孝
に
、
兄
弟
に
友
に
、
そ
れ
か
ら
、
井
上
が
は
っ
き
り
と
付
け

加
え
た
の
は
「
常
ニ
国
憲
ヲ
重
ン
ジ
国
法
ニ
遵
イ
」、
憲
法
と
法
律
を
守
る
と
し
て

立
憲
体
制
と
法
治
国
家
と
い
う
枠
組
を
明
示
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
一
旦
緩
急
あ
れ

ば
、
国
家
に
大
変
な
こ
と
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
義
勇
公
に
奉
じ
る
と
、
公
＝
国
の

た
め
に
尽
く
せ
と
い
う
こ
と
を
付
け
加
え
た
の
で
す
。
要
す
る
に
、
憲
法
が
で
き
て

い
る
の
で
憲
法
を
守
り
、
国
家
、
公
共
社
会
の
た
め
に
尽
く
す
こ
と
を
付
け
加
え
た

の
で
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
か
ら
し
ま
す
と
、
こ
の
教
育
勅
語
の
出
現
と
い
う
の
は
、
や
は
り

明
治
期
の
立
憲
制
に
と
も
な
う
新
し
い
方
向
性
と
古
い
時
代
か
ら
受
け
継
い
で
い
る

儒
教
的
徳
目
と
を
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
融
合
さ
せ
な
き
ゃ
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ

と
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
藩
閥
政
治
家
の
中
に
は
日
清
戦
争
後
に
な
っ
て
も
依
然
と
し
て
保
守
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的
な
人
も
い
た
わ
け
で
す
。
そ
の
代
表
が
、
第
二
次
松
方
正
義
内
閣
の
内
務
大
臣
、

樺
山
資
紀
で
薩
摩
の
出
身
で
す
。
彼
は
全
国
の
藍
綬
褒
章
と
か
紅
綬
褒
章
と
か
、
そ

れ
か
ら
緑
綬
褒
章
と
か
を
受
け
た
人
た
ち
の
事
歴
を
調
査
さ
せ
た
の
で
す
。『
明
治

国
民
亀
鑑
』
が
そ
れ
で
内
務
省
か
ら
出
し
た
ん
で
す
。
こ
れ
は
樺
山
ら
の
発
想
が

日
清
戦
争
後
に
な
っ
て
も
近
代
日
本
の
国
民
統
合
と
い
う
も
の
を
考
え
る
上
に
お
い

て
、
天
皇
に
表
彰
さ
れ
た
明
治
初
年
以
来
の
忠
孝
中
心
の
国
民
を
模
範
と
す
る
発
想

で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
こ
ろ
、
内
務
省
が
本
格
的
に
や
り
出
し
て
い
た
の
は
各
町
村
の
実
態
調
査
を

始
め
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
明
治
三
十
年
ご
ろ
か
ら
町
村
が
ど
ん
な
こ
と
を

や
っ
て
い
る
か
、
そ
の
地
方
の
風
俗
な
ん
か
も
含
め
て
全
国
的
な
調
査
を
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
結
局
は
、
内
務
省
と
し
て
は
日
清
戦
争
が
終
わ
っ
て
、
日
本
の
地
方
社

会
と
い
う
も
の
を
ど
ん
な
も
の
に
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
今
ま
で
の
よ
う
な
儒

教
的
な
道
徳
を
基
礎
に
国
民
教
化
を
は
か
る
と
い
う
方
法
だ
け
で
は
間
に
合
わ
な

い
、
現
実
の
地
方
社
会
を
早
く
安
定
し
充
実
す
る
必
要
が
あ
る
、
何
よ
り
も
町
や
村

の
実
情
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
と
同
時
に
、
当
時
内
務
省
の
府
県
課
長
を
し
て
お
り
ま
し
た
井
上
友
一
と
い

う
の
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
派
遣
し
ま
す
。
そ
し
て
、
彼
が
そ
の
結
果
を
報
告
し
た
の
が

明
治
三
十
四
年
に
出
し
ま
し
た
『
列
国
の
形
成
と
民
政
』
と
い
う
本
で
、
フ
ラ
ン
ス

を
は
じ
め
と
し
て
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
要
国
を
調
査
し
て
、
そ

し
て
そ
の
国
々
の
状
態
を
的
確
に
記
述
し
て
い
ま
す
。
と
く
に
彼
は
府
県
課
長
で
す

か
ら
、
各
国
の
地
方
の
状
態
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
注
目
し

て
調
査
を
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
強
国
の
基
礎
は
、
健
全
な
町
や
村
に
あ
る
こ

と
を
認
識
し
た
の
で
す
。

　

今
日
、
お
配
り
し
た
も
の
の
中
に
「
千
葉
県
山
武
郡
源
村
村
治
績
」
と
い
う
も
の

が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
が
明
治
三
十
六
年
の
八
月
二
十
七
日
の
官
報
に
載
せ
ら
れ
た

も
の
で
す
。
の
ち
に
源
村
と
と
も
に
三
模
範
村
の
一
つ
と
な
っ
た
宮
城
県
名
取
郡
生

出
村
は
明
治
三
十
六
年
四
月
に
村
是
が
紹
介
さ
れ
、
次
い
で
源
村
は
同
年
八
月
、
静

岡
県
賀
茂
郡
稲
取
村
は
同
年
十
月
に
そ
れ
ぞ
れ
官
報
に
載
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
生
出
村
に
つ
い
て
は
明
治
三
十
三
年
二
月
か
ら
村
是
の
調
査
に

着
手
し
、
翌
三
十
四
年
三
月
に
こ
れ
を
完
了
し
て
、
そ
し
て
同
三
十
六
年
三
月
に
始

ま
っ
た
第
五
回
の
内
国
勧
業
博
覧
会
に
そ
の
村
是
を
出
品
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
生

出
村
の
場
合
は
早
々
と
そ
の
村
是
を
作
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

　

内
国
勧
業
博
覧
会
と
い
う
の
は
、
明
治
十
年
代
か
ら
内
務
省
が
最
初
は
上
野
で
第

一
回
を
開
き
、
全
国
か
ら
そ
の
地
域
の
特
産
品
を
出
し
た
り
、
工
場
か
ら
の
新
製
品

を
出
品
し
、
国
内
の
産
業
奨
励
の
た
め
博
覧
会
は
何
度
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が

あ
る
意
味
で
の
日
本
の
資
本
主
義
の
発
展
や
産
業
の
近
代
化
を
促
進
す
る
場
合
に
非

常
に
役
立
っ
た
わ
け
で
す
。
特
に
東
京
や
大
阪
か
ら
出
さ
れ
る
新
し
い
機
械
だ
と

か
、
各
地
の
特
産
品
や
経
営
方
法
な
ど
が
人
々
の
刺
激
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

生
出
村
の
場
合
、
第
五
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
村
是
も
出
品
し
た
と
あ
り
ま
す
。

千葉県山武郡源村村治績　　　
（明治38年８月27日官報）部分
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だ
か
ら
早
く
か
ら
で
き
て
い
た
の
で
す
。
官
報
に
載
っ
た
生
出
村
の
村
是
は
ど
ん
な

も
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
三
十
ペ
ー
ジ
に
も
わ
た
る
、
実
に
詳
細
な
村
是
を
つ
く
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
内
容
は
、
村
の
政
治
ば
か
り
じ
ゃ
な
く
て
、
ど
ん
な
産
業
が
あ

っ
て
、
そ
し
て
ど
う
い
う
ふ
う
に
や
っ
て
い
る
か
と
い
う
詳
し
い
も
の
に
な
っ
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
源
村
は
た
っ
た
二
ペ
ー
ジ
に
も
足
り
な
い
も
の
で
す
。
そ
し

て
も
う
一
つ
静
岡
県
の
稲
取
村
の
ほ
う
は
生
出
村
よ
り
も
も
っ
と
す
ご
い
っ
て
い
っ

て
い
い
ぐ
ら
い
の
村
是
が
出
て
い
る
ん
で
す
。

　

そ
う
す
る
と
、
な
ん
で
源
村
が
た
っ
た
二
ペ
ー
ジ
足
ら
ず
で
そ
の
模
範
村
に
な
っ

た
の
か
と
、
そ
し
て
実
際
に
、
そ
の
官
報
を
見
ま
す
と
源
村
よ
り
も
ず
っ
と
村
是
と

し
て
立
派
な
も
の
を
出
し
て
い
る
村
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
例
え
ば
、
長
野
県
南
佐
久

郡
大
沢
村
は
二
十
ペ
ー
ジ
ぐ
ら
い
の
治
績
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
本
当
は

大
沢
村
な
ん
か
が
三
模
範
村
の
う
ち
に
入
っ
て
い
い
わ
け
で
す
。
源
村
が
模
範
村
に

な
っ
た
と
い
う
の
は
、
内
相
の
児
玉
源
太
郎
が
明
治
三
十
六
年
八
月
二
十
一
日
吉
原

三
郎
地
方
局
長
、
水
野
錬
太
郎
参
事
官
、
坂
中
助
秘
書
官
、
野
尻
精
一
文
部
省
視
学

官
な
ど
を
従
え
て
千
葉
県
に
出
張
し
、
そ
し
て
当
時
の
県
知
事
も
書
記
官
を
随
行

し
、
源
村
と
飯
岡
村
を
視
察
し
た
こ
と
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
明
治
時
代
に
有
力

大
臣
が
地
方
の
村
を
直
接
視
察
し
た
こ
と
は
大
変
な
出
来
事
で
し
た
。

　

児
玉
源
太
郎
は
陸
軍
の
名
だ
た
る
将
軍
で
後
の
日
露
戦
争
に
は
大
山
巌
が
総
司
令

官
で
児
玉
源
太
郎
が
総
参
謀
長
と
し
て
出
征
し
ま
す
。
私
の
考
え
で
は
、
日
露
戦
争

が
陸
戦
で
な
ん
と
か
負
け
な
か
っ
た
の
は
こ
の
児
玉
が
総
参
謀
長
で
い
た
か
ら
だ
と

い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
彼
が
い
な
か
っ
た
ら
と
て
も
あ
の
戦
争
は
勝
て
る

戦
争
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ま
す
。
大
山
は
薩
摩
の
出
身
で
す
が
本
格
的
な
戦

争
指
導
で
は
能
力
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
鷹
揚
な
人
で
す
か
ら
、
ま
あ
お
前
に

任
す
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
、
実
際
の
指
揮
は
児
玉
が
執
っ
た
の
で
す
。
そ
の
有
名

な
話
は
第
三
軍
司
令
官
の
乃
木
希
典
が
旅
順
攻
略
の
と
き
に
非
常
に
手
を
焼
い
て
い

た
の
で
す
。
児
玉
は
総
司
令
部
の
あ
っ
た
奉
天
（
現
在
瀋
陽
）
の
南
方
か
ら
列
車
に

乗
っ
て
二
人
ぐ
ら
い
の
部
下
を
連
れ
て
旅
順
ま
で
乗
り
込
み
、
一
時
乃
木
希
典
の
指

揮
権
を
中
止
し
て
、
児
玉
が
指
揮
を
執
り
、
二
百
三
高
地
の
占
領
に
ま
で
こ
ぎ
つ
け

る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
が
。
こ
れ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
児
玉
源
太
郎

と
い
う
の
は
行
動
派
な
ん
で
す
。

　

ち
ょ
う
ど
源
村
に
来
た
こ
ろ
は
日
露
戦
争
の
直
前
な
も
の
だ
か
ら
桂
太
郎
内
閣
は

相
当
大
々
的
な
行
政
財
政
の
整
理
を
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。
桂
首
相
は
、
各
省
大
臣
の
抵
抗
を
排
し
て
大
改
革
を
実
行
す
る
に
は
、

陸
軍
の
後
輩
で
あ
る
が
政
治
力
の
あ
る
児
玉
に
ぜ
ひ
入
閣
し
て
も
ら
っ
て
実
行
し
た

い
と
言
う
の
で
、
児
玉
は
台
湾
総
督
で
す
が
、
そ
の
台
湾
総
督
と
兼
任
の
内
務
大
臣

と
し
て
七
月
に
就
任
し
た
の
で
す
。

　

彼
は
今
ま
で
陸
軍
大
臣
を
経
験
し
、
台
湾
総
督
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
内
務
行

政
な
ん
て
い
う
の
は
経
験
が
な
い
で
し
ょ
う
。
当
時
、
内
務
省
の
地
方
局
長
は
吉
原

三
郎
で
、
吉
原
は
千
葉
県
の
出
身
で
す
。
明
治
三
十
六
年
六
月
七
日
に
は
、
千
葉
県

会
議
場
で
開
か
れ
て
い
た
関
東
連
合
教
育
界
に
の
ぞ
み
、
吉
原
は
地
方
制
度
と
教
育

と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
を
述
べ
た
ん
で
す
。
遺
憾
な
が
ら
わ
が
千
葉
県
に
は
世
間

に
向
か
っ
て
誇
る
よ
う
な
こ
と
が
な
く
て
困
り
ま
す
と
い
う
こ
と
を
し
ゃ
べ
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
、
源
村
を
特
に
注
目
す
べ
き
事
例
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
思
い

ま
す
。

　

そ
こ
へ
七
月
に
児
玉
源
太
郎
が
内
務
大
臣
に
就
任
す
る
。
吉
原
三
郎
と
し
て
は
、

全
国
の
地
方
行
政
は
ど
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
報
告
し
た
と

思
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
町
村
是
を
今
集
め
て
、
百
三
十
、百
四
十
ぐ
ら
い
の
事
例

が
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
た
で
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
も
の
の
中
か
ら
模
範
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的
な
事
例
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
、
そ
し
て
全
国
に
そ
う
い
う
施
策
を
広
め
る
よ

う
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
を
吉
原
は
言
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
を
さ
ら
に
説
明

を
加
え
た
の
は
府
県
課
長
の
井
上
だ
と
思
い
ま
す
。
井
上
は
地
方
行
政
の
ベ
テ
ラ
ン

で
す
か
ら
、
彼
が
補
足
し
て
説
明
し
、
そ
の
中
で
き
っ
と
宮
城
県
の
生
出
村
の
話
だ

と
か
、
そ
れ
か
ら
静
岡
県
の
稲
取
村
の
話
が
出
た
と
思
う
ん
で
す
。
児
玉
が
千
葉
県

に
は
な
い
の
か
と
聞
い
た
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
児
玉
源
太
郎
は
明
治

十
年
代
に
千
葉
の
佐
倉
連
隊
長
と
し
て
数
年
い
た
ん
で
す
。
そ
し
て
そ
の
前
に
、
中

尉
の
時
代
に
も
大
隊
長
と
し
て
、
佐
倉
に
い
た
こ
と
が
あ
る
ら
し
い
ん
で
す
ね
。
だ

か
ら
、
児
玉
が
源
村
に
視
察
に
来
た
大
き
な
理
由
は
や
っ
ぱ
り
千
葉
県
と
い
う
の
は

彼
に
と
っ
て
は
縁
故
の
あ
る
懐
か
し
い
土
地
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か

も
、
彼
は
行
動
派
で
す
か
ら
、
大
臣
に
な
っ
て
机
に
座
っ
て
ふ
ん
ぞ
り
返
っ
て
い
る

と
い
う
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
れ
じ
ゃ
あ
千
葉
に
も
模
範
に
な
る
よ
う
な
村
は
な
い
か

と
聞
き
、
千
葉
県
か
ら
内
務
省
に
報
告
さ
れ
て
い
た
の
は
こ
の
源
村
だ
と
思
う
の
で

す
。
そ
れ
じ
ゃ
あ
そ
こ
へ
行
っ
て
み
よ
う
と
言
っ
て
来
た
の
が
こ
の
八
月
の
二
十
一

日
で
し
た
。
源
村
が
官
報
に
出
た
の
が
八
月
二
十
七
日
で
す
。
で
す
か
ら
こ
の
八
月

二
十
七
日
に
官
報
に
源
村
を
出
し
た
と
い
う
の
は
、
児
玉
が
源
村
へ
来
る
こ
と
に
な

っ
た
た
め
、
源
村
を
ほ
か
の
町
村
の
掲
載
を
押
さ
え
て
、
飛
び
入
り
さ
せ
た
ん
だ
と

思
う
ん
で
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
に
源
村
っ
て
い
う
の
は
突
如
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
村
治
の
内
容
と
し
て
は
大
げ
さ
な
こ
と
は
書
い
て

お
り
ま
せ
ん
。
並
木
和
三
郎
の
尽
力
が
大
き
か
っ
た
と
、
彼
は
明
治
二
十
四
年
三
月

に
助
役
に
な
り
、
そ
し
て
後
に
村
長
に
な
っ
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
こ
の
並
木
和
三
郎
と
い
う
人
が
助
役
で
ず
っ
と
い
て
、
村
の
状
態
が
大
変

な
の
を
我
慢
し
て
、
歴
代
の
村
長
を
助
け
て
、
彼
は
ず
っ
と
一
貫
し
て
助
役
を
務
め

て
お
り
ま
し
た
。「
源
村
治
績
」
に
は
、
源
村
は
党
弊
な
く
、
す
な
わ
ち
党
争
、
党

派
間
の
争
い
は
な
く
、
常
に
静
穏
に
し
て
整
備
せ
り
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
明
治

三
十
六
年
の
段
階
で
は
そ
う
で
す
が
、
二
十
年
代
は
大
変
な
状
態
だ
っ
た
ん
で
す
。

そ
れ
こ
そ
村
の
中
が
真
っ
二
つ
に
割
れ
て
、
東
金
ク
ラ
ブ
と
い
う
の
と
自
由
ク
ラ
ブ

と
い
う
二
つ
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
大
ボ
ス
が
い
て
、
選
挙
に
な
る
と
も
う
大
変

な
選
挙
を
や
っ
た
ん
で
す
ね
。　

　

だ
か
ら
党
争
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
は
実
は
二
つ
の
契
機
が
あ
り
ま
し
た
。
す

な
わ
ち
明
治
二
十
八
年
に
学
校
を
建
設
す
る
と
い
う
こ
と
が
決
ま
り
、
建
設
を
し
始

め
た
と
き
に
そ
の
村
の
大
ボ
ス
た
ち
も
こ
の
村
の
教
育
と
い
う
大
事
な
事
業
で
自
分

た
ち
が
争
い
を
し
て
い
た
の
で
は
駄
目
だ
と
い
う
の
で
対
立
を
解
消
し
た
の
で
す
。

村
の
奇
特
な
有
力
者
が
大
金
を
出
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
彼
ら
も
そ
れ

に
引
け
を
取
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
金
を
寄
付
す
る
と
い
う

こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
で
村
の
人
も
つ
ぎ
つ
ぎ
と
寄
附
し
金
を
出
し
た
と
い
う
こ
と

で
、
建
設
費
が
集
ま
っ
て
立
派
な
校
舎
が
で
き
た
の
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
日
清
戦
争
で
す
。
日
清
戦
争
で
、
国
を
挙
げ
て
の
戦
争
で
、

村
か
ら
も
出
征
兵
を
出
し
て
い
る
と
い
う
中
で
、
村
で
争
い
を
し
て
い
る
と
い
う
場

合
で
は
な
い
と
、
こ
の
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
反
省
を
し
て
明
治
二
十
九
年
に
新
築
成
っ

た
源
村
の
小
学
校
の
校
庭
で
、
そ
れ
ぞ
れ
グ
ル
ー
プ
の
盟
約
書
を
持
っ
て
き
て
、
そ

れ
を
校
庭
で
焼
い
て
シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
と
手
打
ち
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
以

後
、
こ
の
村
は
争
い
が
な
く
選
挙
と
い
う
と
き
に
は
村
中
で
集
ま
っ
て
話
し
合
い
、

一
人
の
候
補
者
に
し
ぼ
っ
て
選
挙
を
す
る
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で

す
。

　

当
時
、
日
本
の
村
々
で
は
い
ろ
ん
な
争
い
や
対
立
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
な
ぜ

か
と
い
う
と
、
明
治
二
十
一
年
の
四
月
に
市
制
・
町
村
制
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
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の
町
村
制
っ
て
い
う
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
町
や
村
と
い
う
の
は
江
戸
時
代
の
町
や
村

を
中
心
に
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
今
で
言
え
ば
大
字
が
村
だ
っ

た
の
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
そ
の
小
さ
な
村
で
は
と
て
も
、
国
や
府
県
の
税
金
を
徴
収

し
た
り
、
徴
兵
や
国
が
委
任
す
る
事
務
を
担
当
し
た
り
、
村
の
道
路
や
あ
る
い
は
川

の
修
築
な
ど
の
土
木
的
な
事
業
、
さ
ら
に
教
育
の
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
当
時
、
町
村
で
は
教
育
費
が
財
政
の
中
で
大
き
な
比
重
を
占

め
て
い
ま
し
た
。
先
生
に
給
料
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
、
学
校
を
建
築
し
、

そ
の
修
理
な
ど
維
持
・
管
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
育
費
と
い
う
の
は
ど
の

村
で
も
支
出
の
大
体
三
十
五
％
ぐ
ら
い
占
め
る
わ
け
で
す
。
村
長
と
か
助
役
は
ほ
ぼ

名
誉
職
で
給
料
は
要
ら
な
い
ん
で
す
が
、
書
記
な
ど
そ
の
下
に
い
る
人
た
ち
に
は
給

料
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
の
費
用
が
必
要
で
す
。
そ
こ
で
小
さ
な

村
々
を
合
併
し
た
の
が
こ
の
明
治
の
町
村
制
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
今
ま
で
、
全
国
で

七
万
四
百
く
ら
い
村
が
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
を
一
挙
に
一
万
三
千
ぐ
ら
い
に
統

合
し
た
大
合
併
を
実
行
し
た
の
で
す
。

　

こ
の
町
村
合
併
は
、
江
戸
時
代
の
二
百
何
十
年
も
の
間
小
さ
な
村
の
共
同
体
で
生

活
し
て
い
た
の
が
、
今
度
は
五
つ
か
ら
六
つ
の
村
が
一
緒
に
な
る
わ
け
で
す
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
村
の
行
事
と
か
あ
る
い
は
風
習
と
か
、
あ
る
い
は
付
き
合
い
関
係
と
い

う
の
が
変
わ
っ
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
の
町
村
合
併
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
お

こ
っ
た
の
で
、
そ
れ
以
後
も
村
内
の
争
い
や
対
立
と
し
て
表
面
化
す
る
わ
け
で
す
。

例
え
ば
学
校
を
ど
こ
に
建
て
る
か
、
子
供
た
ち
の
通
学
が
遠
く
な
っ
た
地
域
は
反
対

し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
役
場
や
公
共
施
設
は
ど
こ
に
置
く
か
、
あ
る
い
は
ま
た
新
し
い

事
業
を
始
め
る
場
合
、
そ
の
地
域
を
ど
こ
に
選
定
す
る
か
、
な
ど
。
そ
の
た
び
ご
と

に
村
中
が
対
立
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
こ
の
時
期
の
新
し
い
町
や
村
を
ど
の

よ
う
に
運
営
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
大
変
な
問
題
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　

よ
う
や
く
日
清
戦
争
を
境
に
し
て
、
ど
う
い
う
村
に
た
て
直
す
か
と
い
う
の
が
内

務
省
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
を
担
当
し
た
の
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
各
国
を
視
察
し
て
き
て
、
国
の
富
強
の
基
礎
は
町
や
村
が
豊
か
で
安
定
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
と
自
覚
し
て
き
た
井
上
友
一
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
だ
か

ら
、
模
範
村
と
し
て
の
源
村
が
で
き
た
の
は
言
っ
て
み
れ
ば
日
本
を
近
代
的
な
強
国

と
し
て
つ
く
る
上
に
お
い
て
地
域
社
会
を
ど
ん
な
も
の
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
と
関

わ
っ
て
い
ま
す
。
今
ま
で
の
よ
う
な
江
戸
時
代
以
来
の
村
落
共
同
体
と
い
う
も
の
だ

け
で
は
も
う
も
た
な
く
な
っ
て
い
る
。
新
し
い
町
や
村
と
い
う
も
の
の
モ
デ
ル
と
す

る
原
理
は
何
か
、
今
の
言
葉
で
言
え
ば
町
や
村
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
い
う
も

の
を
ど
う
つ
く
り
上
げ
る
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
そ
れ
が
こ
の
と
き
の
課
題
で

あ
っ
て
、
そ
う
い
う
も
の
を
つ
く
る
上
で
模
範
村
と
い
う
も
の
に
ど
う
い
う
条
件
が

必
要
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
源
村
が
挙
が
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
源
村
の
モ
デ
ル
の

柱
と
し
て
は
村
内
に
政
治
的
対
立
が
な
い
、
党
争
が
な
い
っ
て
い
う
、
こ
れ
が
一
つ
、

大
き
な
条
件
で
す
。

　

さ
ら
に
源
村
が
村
を
あ
げ
て
取
り
組
ん
だ
事
業
と
し
て
、
学
校
基
本
財
産

一
万
千
九
百
円
を
積
み
立
て
ま
し
た
。
こ
れ
も
最
初
に
あ
る
部
落
の
有
力
者
が
ぽ

ん
と
千
円
出
し
た
の
を
契
機
に
村
民
の
皆
が
基
金
を
出
し
あ
っ
て
、
基
本
財
産
を

つ
く
っ
た
の
で
す
。
こ
の
時
期
の
一
万
円
っ
て
い
う
の
は
大
変
な
も
の
な
ん
で

す
。
こ
の
と
き
の
源
村
の
一
年
間
の
財
政
収
支
は
千
八
百
円
ぐ
ら
い
で
す
。
そ
れ
に

一
万
千
九
百
円
が
集
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
全
国
の
村
々
に
と

っ
て
も
大
変
な
驚
異
で
す
。
こ
の
こ
ろ
の
小
学
校
は
授
業
料
が
要
っ
た
ん
で
す
。
だ

け
ど
、
源
村
は
学
校
基
本
財
産
の
利
子
で
そ
の
授
業
料
も
出
さ
な
く
て
い
い
、
高
等

科
も
授
業
料
を
出
さ
な
く
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
小
学
校
は
普
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通
科
四
年
が
義
務
教
育
で
す
け
れ
ど
も
、
高
等
科
っ
て
い
う
の
は
限
ら
れ
て
人
数
で

す
が
、
そ
の
授
業
料
も
徴
収
し
な
い
。
教
員
の
費
用
も
こ
こ
か
ら
出
せ
る
と
い
う
の

で
す
。

　

つ
ぎ
の
勧
業
は
、
こ
れ
は
農
事
の
改
良
を
実
行
し
た
、
農
事
の
改
良
と
は
米
作
で

は
苗
代
か
ら
始
ま
っ
て
、
で
き
る
だ
け
能
率
の
い
い
方
法
で
全
村
的
に
実
行
し
て
生

産
量
を
上
げ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
村
の
基
本
財
産
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
を
や
っ
た
ん
で
す
ね
。
一
万

円
を
目
標
に
し
て
村
の
基
本
財
産
を
つ
く
っ
て
い
こ
う
と
い
う
目
標
を
つ
く
っ
て
や

り
だ
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
村
人
が
み
ん
な
倹
約
に
努
め
て
毎
月
二
十
銭
以
上
を
必
ず
貯
金
す

る
、
そ
れ
は
、
通
帳
は
す
べ
て
役
場
が
持
っ
て
い
て
勝
手
に
引
き
出
せ
な
い
、
随
分

強
引
な
や
り
方
で
貯
金
通
帳
は
役
場
が
管
理
し
て
い
る
。
集
金
は
学
校
の
生
徒
を
使

っ
て
行
っ
た
よ
う
で
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
、
源
村
っ
て
い
う
の
は
健
全
な
村
お
こ
し
を
な
し
遂
げ
る

わ
け
で
す
。
今
ま
で
も
う
大
変
も
め
に
も
め
て
い
た
村
が
一
挙
に
安
定
し
た
穏
や
か

な
村
に
転
換
し
た
と
い
う
こ
と
が
模
範
村
に
な
っ
た
条
件
で
す
。

　

こ
れ
は
、
他
の
模
範
村
で
あ
る
宮
城
県
生
出
村
な
ど
と
比
較
す
る
と
大
き
な
差
違

を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
生
出
村
は
こ
の
こ
ろ
に
村
の
中
に
生
糸
工
場
を
持

っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
ま
で
村
人
は
養
蚕
に
熱
心
で
な
か
っ
た
の
に
、
村
長
が
養

蚕
を
奨
励
し
て
、
民
営
の
生
糸
工
場
を
設
立
し
ま
し
た
。
林
業
も
盛
ん
で
豊
か
な
ん

で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
静
岡
県
の
稲
取
村
は
テ
ン
グ
サ
で
す
ね
。
伊
豆
半
島
の
東
側
の
海
に

面
し
た
村
で
す
か
ら
テ
ン
グ
サ
が
採
れ
る
ん
で
す
。
村
が
指
導
し
て
テ
ン
グ
サ
を
採

取
し
、
乾
燥
か
ら
製
品
の
精
選
、
販
売
ま
で
管
理
し
相
当
利
益
を
上
げ
た
の
で
す
。

テ
ン
グ
サ
と
い
う
特
産
品
を
持
っ
て
い
た
た
め
に
、
大
変
豊
か
に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

だ
か
ら
こ
れ
を
財
政
状
態
で
見
て
み
ま
す
と
全
然
単
位
が
違
い
ま
す
。
稲
取
村
は

年
間
一
万
二
千
円
ぐ
ら
い
の
予
算
で
す
。
源
村
は
千
八
百
円
、
生
出
村
は
そ
れ
よ
り

千
円
ぐ
ら
い
多
く
二
千
八
百
円
ぐ
ら
い
で
す
。
だ
か
ら
三
模
範
村
と
言
い
ま
す
け
ど

稲
取
村
に
比
べ
る
と
源
村
は
予
算
的
に
い
え
ば
も
う
七
分
の
一
ぐ
ら
い
で
生
出
村
に

比
べ
て
も
千
円
違
い
ま
す
。
日
本
の
全
国
の
村
々
は
そ
の
稲
取
村
や
生
出
村
の
よ
う

に
、
テ
ン
グ
サ
や
製
糸
工
場
を
も
た
な
い
村
が
大
多
数
で
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。

そ
う
い
う
状
況
の
中
で
の
村
の
モ
デ
ル
と
い
う
こ
と
か
ら
す
る
と
、
や
っ
ぱ
り
源
村

が
モ
デ
ル
と
し
て
適
切
で
あ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

日
露
戦
争
前
に
源
村
は
模
範
村
に
な
り
ま
し
た
が
、
実
は
そ
の
日
露
戦
争
の
と
き

に
源
村
は
大
変
な
こ
と
を
や
り
ま
す
。
源
村
は
日
露
戦
争
の
五
回
の
軍
費
の
国
債
募

集
に
合
計
十
万
円
ぐ
ら
い
軍
事
公
債
に
応
募
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
応
募
と
い
う

の
は
必
ず
し
も
買
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
源
村
は
千
八
百
円
ぐ
ら
い
の
年
間
予
算

で
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
十
万
円
も
の
応
募
を
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
や
っ

ぱ
り
模
範
村
と
し
て
大
変
な
無
理
を
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

明
治
三
十
九
年
に
内
閣
書
記
官
の
江
木
翼
編
『
自
治
之
模
範
』
と
い
う
本
が
出
て

い
ま
す
。
渡
邊
弥
一
郎
と
い
う
人
が
、
源
村
、
生
出
村
、
稲
取
村
の
三
つ
の
村
を
歩

い
て
記
述
し
て
い
る
。
中
に
源
村
は
非
常
に
い
い
村
だ
と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
が
、

や
っ
ぱ
り
心
配
が
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
は
、
村
民
が
協
同
一
致
し
て
大
変
血

を
絞
る
よ
う
に
お
金
を
た
め
て
、
そ
れ
で
み
ん
な
貯
金
を
し
て
豊
か
に
な
る
の
は
い

い
。
豊
か
に
な
っ
た
と
き
に
ど
う
な
る
の
か
、
気
が
抜
け
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か

と
い
う
ふ
う
に
心
配
し
、
こ
こ
に
は
家
庭
教
育
や
社
会
教
育
が
十
分
さ
れ
て
い
な
い

と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
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さ
ら
に
養
蚕
を
や
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
千
葉
県
の
中
で
は
山
武
郡
は
養
蚕
が
盛

ん
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
源
村
の
養
蚕
の
や
り
方
が
幼
稚
だ
と
い
う
ん
で
す
。
も
っ

と
で
き
る
こ
と
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
の
に
努
力
を
し
て
い
な
い
、
養
蚕
を
実
際
や
っ
て

い
る
家
も
非
常
に
小
規
模
な
も
の
で
、
も
う
少
し
規
模
を
大
き
く
す
れ
ば
か
な
り
な

成
果
が
上
が
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
や
っ
ぱ
り
こ
の
と
き
の
村
の

一
つ
の
発
展
の
方
向
と
し
て
、
そ
う
い
う
新
し
い
産
業
と
か
企
業
の
発
展
を
目
指
し

た
村
お
こ
し
が
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
あ

る
意
味
で
は
平
和
で
穏
や
か
で
あ
る
が
進
取
の
気
風
が
乏
し
い
と
も
う
け
と
れ
ま

す
。

　

そ
こ
で
、
源
村
に
つ
い
て
後
々
の
こ
と
を
少
し
調
べ
て
み
ま
す
と
、
源
村
は
そ
の

後
も
や
っ
ぱ
り
い
い
環
境
に
あ
っ
た
ら
し
く
て
、
外
か
ら
見
た
観
察
や
感
想
が
い
ろ

い
ろ
あ
り
ま
す
。
日
露
戦
争
後
、
源
村
へ
は
全
国
各
地
か
ら
大
勢
の
視
察
者
が
訪
れ

ま
す
。
そ
の
中
の
一
つ
に
、
例
え
ば
明
治
四
十
年
代
に
、
清
国
時
代
に
北
中
国
か
ら

視
察
委
員
と
し
て
来
た
中
国
人
の
日
記
に
、
源
村
役
場
の
人
た
ち
は
親
切
で
村
の

人
々
も
穏
や
か
で
あ
っ
た
と
書
い
て
い
ま
す
。

　

ま
た
大
正
三
年
、
当
時
の
内
務
省
衛
生
局
長
の
中
川
望
が
そ
の
著
書
『
自
治
講
話

優
良
村
巡
り
』
と
い
う
本
の
中
に
も
、
日
向
の
駅
を
降
り
た
と
き
に
会
っ
た
老
爺
は

大
変
親
切
で
源
村
の
こ
と
を
誇
ら
し
く
語
っ
た
と
の
書
き
出
し
か
ら
、
村
の
現
状
を

詳
し
く
視
察
し
、
村
長
は
じ
め
役
場
吏
員
の
熱
心
な
取
り
組
み
や
小
学
校
長
や
篤
志

家
が
尽
力
し
て
き
た
経
緯
を
記
述
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に
「
源
村
は
別
に
特

記
す
る
程
の
華
々
し
い
事
業
と
し
て
は
や
っ
て
居
ら
ぬ
。
只
何
ん
と
な
く
平
和
な
空

気
が
ゆ
る
や
か
に
全
村
を
掩
っ
て
い
る
」
と
感
想
を
記
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
朝
鮮
か
ら
明
治
四
十
年
代
に
や
っ
ぱ
り
た
く
さ
ん
視
察
者
が
来
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
は
国
策
会
社
と
し
て
設
立
さ
れ
た
東
洋
拓
殖
会
社
が
ス
ポ
ン
サ
ー
に
つ
い

て
や
っ
て
来
た
と
い
う
こ
と
が
『
山
武
町
史
』
に
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
し
て

そ
う
な
っ
た
か
と
い
う
と
実
は
千
葉
県
出
身
の
吉
原
三
郎
は
日
露
戦
争
後
に
内
務
次

官
に
ま
で
な
っ
て
、
そ
の
後
朝
鮮
に
新
設
さ
れ
た
東
洋
拓
殖
会
社
の
副
総
裁
に
な
り

ま
す
。
だ
か
ら
、
彼
が
き
っ
と
源
村
を
中
心
に
し
て
視
察
員
を
送
っ
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。
源
村
を
模
範
村
に
指
定
し
た
時
の
吉
原
三
郎
と
、
そ
の
後
の
源
村
と
の
関
わ

り
を
付
け
加
え
て
お
き
ま
す
。

　

最
後
に
、
日
露
戦
争
中
の
明
治
三
十
八
年
に
「
日
本
帝
国
ニ
オ
ケ
ル
三
模
範
村
」

の
表
題
の
下
に
英
文
で
源
村
を
世
界
に
紹
介
し
た
文
章
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
冒
頭

の
部
分
で
「
村
ハ
戸
数
三
百
ヲ
有
ス
ル
一
小
村
ニ
過
ギ
ズ
、
而
モ
庶
務
能
ク
整
理
シ

事
績
マ
タ
観
ル
ベ
キ
多
シ
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
源
村
は
、
こ
の
「
庶

務
能
ク
整
理
シ
」
と
い
う
評
価
を
村
政
の
中
で
も
堅
く
守
り
、
役
場
文
書
は
良
く
整

理
さ
れ
、
戦
後
、
東
金
市
と
山
武
町
と
に
合
併
さ
れ
る
ま
で
大
事
に
保
存
し
て
き
た

の
で
す
。

　

模
範
村
と
し
て
の
名
誉
と
誇
り
が
、
歴
代
村
長
や
役
場
の
吏
員
の
人
々
を
太
平
洋

戦
争
前
ま
で
全
国
か
ら
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
視
察
員
を
迎
え
ら
れ
る
に
価
す
る
村

づ
く
り
に
努
め
さ
せ
る
と
と
も
に
役
場
文
書
の
整
理
と
保
存
を
実
行
さ
せ
て
き
た
と

い
え
ま
し
ょ
う
。
そ
の
数
五
万
点
と
い
う
膨
大
な
量
が
残
さ
れ
て
お
り
、
戦
後
の
昭

和
二
十
九
年
ま
で
の
村
の
実
態
を
系
統
的
に
示
す
こ
の
役
場
文
書
は
、
千
葉
県
の
み

な
ら
ず
、
全
国
的
に
も
貴
重
な
史
料
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

（
う
の　

し
ゅ
ん
い
ち
・
本
学
非
常
勤
講
師
、
千
葉
大
学
名
誉
教
授
）


