
歴
史
の
全
過
程
の
掘
握
の
問
題
に
ま
で
遡
ら
ね
ば
な

ら
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
当
面
の
問
題
に
限
っ
て
い

え
ば
、
大
化
改
新
の
思
想
的
支
柱
を
な
し
て
い
た
と

い
わ
れ
る
伝
来
の
神
来
の
神
紙
墨
仰
、
す
な
わ
ち
、

地
上
の
、
あ
る
い
は
歴
史
的
存
在
に
神
性
を
認
め
る

伝
来
の
信
仰
、
ま
た
そ
の
理
論
的
外
被
と
し
て
の
当

代
の
儒
教
の
論
理
自
身
の
中
に
、
や
が
て
は
歴
輿
を

超
え
た
超
越
老
に
全
面
的
に
揮
脆
し
な
い
で
は
い
ら

れ
な
く
な
る
も
の
を
合
せ
て
と
ら
え
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
当
代
の
儒
教
に
つ

い
て
、
そ
れ
が
法
家
的
な
き
び
し
さ
を
も
つ
反
面
、

陰
陽
・
繊
維
の
説
を
含
み
、
そ
れ
自
身
に
神
秘
的
な

考
え
方
を
は
ら
ん
で
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
を
単
な
る
指
摘
に
終
ら
せ
な
い
で
、
八
世

紀
に
お
げ
る
災
異
説
の
異
様
な
流
行
へ
の
展
望
を
踏

言
え
た
・
つ
え
で
、
そ
の
法
家
的
な
論
理
自
体
を
と
ら

え
、
そ
の
論
理
の
中
核
を
な
し
て
い
る
観
念
に
つ
い

て
の
検
討
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
。
ま
た
逆
に
、
当
時
の
仏
教
が
果
し
て
純
粋
に
抽

象
さ
れ
た
神
性
へ
の
拝
脆
を
内
容
と
し
て
い
た
か
ど

う
か
、
仏
教
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
常
識
と
固
定
観

念
を
捨
て
た
具
体
的
な
分
祈
も
要
請
さ
れ
る
で
あ
ろ

5
っ

書

評

　
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
従
来
の
研
究
が
仏
教
の
一

進
一
退
を
説
く
単
な
る
思
想
交
替
史
に
終
ら
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
欠
．
踊
は
、
第
一
に
古
代
国
家
の
歴
実
に

つ
い
て
の
見
解
の
甘
さ
に
よ
．
つ
て
い
る
。
し
か
し
、

仏
教
政
治
と
儒
教
政
治
の
交
巷
と
い
弓
よ
弓
な
、
抽

象
的
な
概
念
を
使
用
さ
せ
た
よ
り
根
源
的
な
原
因

は
、
神
・
儒
・
仏
と
い
5
よ
う
な
宗
教
及
至
思
想
形

態
に
対
す
る
固
定
的
な
把
握
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
何

か
神
性
を
求
め
、
何
か
あ
る
も
の
に
よ
っ
て
世
界
を

説
明
し
よ
う
と
す
る
意
識
の
表
現
形
態
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
間
の
具
体
的
な
分
折
を
な
さ

ず
に
外
観
上
の
諸
塒
質
だ
け
に
と
ら
わ
れ
、
単
純
に

政
治
社
会
の
動
同
と
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ

に
、
仏
教
政
治
下
に
お
け
る
仏
教
の
興
隆
と
い
う
機

械
的
な
論
断
と
、
宗
教
思
想
の
発
展
を
宗
教
形
態
の

交
替
・
変
遷
に
す
り
か
え
て
し
ま
5
表
面
的
な
説
明

が
5
ま
れ
て
く
る
。
い
ろ
い
ろ
な
宗
教
形
態
の
交
錨

の
中
に
、
一
定
の
時
代
社
会
に
生
活
し
た
入
々
の
い

ろ
い
ろ
な
神
性
を
求
め
て
の
祈
り
と
、
そ
の
争
剋
を

具
体
的
に
と
ら
え
、
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
こ
と
こ
そ

一
番
大
切
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
．
、
そ
し
て
こ
の

意
味
で
、
こ
の
論
稿
に
満
ざ
れ
な
い
も
の
が
残
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
古
代
国
家
を
完
成
さ
せ
よ
弓

と
す
る
族
長
貴
族
の
行
動
と
い
い
、
古
代
天
皇
制
の

動
揺
と
い
い
、
一
つ
の
宗
教
形
態
と
し
て
の
仏
教

が
、
一
定
の
時
期
に
社
会
的
に
優
位
を
占
め
る
に
い

た
る
契
機
に
つ
い
て
の
卓
抜
な
見
解
が
述
べ
ら
れ
て

い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
宗
教
思
想
史
と
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
時
期
に
お
け
る
、
他
の
、
あ
る
い
は
先
行
す
る

宗
教
形
態
と
の
連
関
、
宗
教
意
識
の
発
展
に
つ
い
て

の
呉
体
的
な
所
論
が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
所
説
を
曲
解
し
て
妄
評
を
加
え
た
点
が
あ

れ
ば
潔
く
お
わ
び
し
た
い
。
一
高
取
正
男
一

若
林
喜
三
郎
監
修

山
上
村
青
年
団
雄

山
上
村
小
史

　
象
牙
の
塔
な
ど
と
い
・
う
古
め
か
し
い
言
葉
は
、
も

う
守
れ
も
余
り
口
に
し
な
く
な
っ
た
よ
・
う
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
掌
間
は
象
．
茅
の
塔
を
は
な
れ
て
大
衆
化
し

た
こ
と
を
意
心
す
る
の
だ
ろ
5
か
。
そ
れ
と
も
む
し

ろ
学
界
に
対
す
る
そ
の
よ
う
な
箱
落
が
、
何
ら
の
効

果
も
期
待
し
得
な
い
と
い
弓
こ
と
を
覚
へ
た
蹄
め
の

結
果
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
か
、
し
か
し
若
い
人
達
の

聞
に
は
、
大
衆
の
生
活
の
申
に
入
っ
て
、
そ
こ
か
ら

垂
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問
題
を
見
出
そ
弓
と
し
て
い
る
者
も
少
く
な
い
。
と

は
い
え
、
未
だ
そ
れ
ら
が
笑
際
に
一
つ
の
形
を
な
し

て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
は
少
い
よ
う
に
思
は
れ
る
。
本

書
は
そ
の
よ
う
な
申
に
あ
っ
て
、
石
川
県
の
一
僻
村

の
青
年
団
が
四
年
の
歳
月
を
か
け
て
編
纂
し
た
村
誌

ど
し
て
、
そ
れ
が
小
史
と
名
づ
け
ら
れ
た
如
く
二
百

頁
足
ら
ず
の
小
著
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は

多
く
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
日
陰

に
埋
も
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
の
一
つ
と
考
え
ら
れ

る
。

　
本
書
の
編
纂
の
指
導
と
監
修
に
当
っ
た
金
沢
大
難

の
若
林
喜
三
郎
教
授
は
、
監
修
者
の
こ
と
ば
の
は
じ

め
に
、
「
昭
和
二
十
五
年
の
夏
、
史
料
採
訪
の
た
め
、

掌
生
や
青
年
団
の
諸
碧
と
山
上
村
の
各
部
落
を
歩
い

た
時
、
あ
る
部
落
で
農
家
の
主
婦
か
ら
、
あ
ん
た
方

そ
ん
な
こ
と
調
べ
て
ま
わ
っ
て
何
に
し
な
さ
る
。
そ

ん
な
ひ
ま
が
あ
る
な
ら
、
ち
と
金
も
5
け
に
な
る
方

法
で
も
教
え
て
下
さ
ら
ん
か
、
わ
し
ら
は
働
い
て
も

働
【
い
て
も
食
え
な
い
ん
じ
ゃ
か
ら
、
と
ど
鳴
ら
れ
た

こ
と
が
あ
る
。
l
i
そ
の
言
葉
に
は
真
実
が
む
き
出

さ
れ
て
い
て
、
ぴ
し
り
と
…
胸
に
こ
た
え
る
も
の
が
あ

っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
主
婦
の
言
っ

た
よ
う
な
言
葉
は
、
少
く
と
も
フ
ィ
ー
ル
ド
に
足
を

入
れ
た
人
な
ら
ば
、
一
再
な
ぢ
ず
耳
・
に
し
た
所
で
あ

り
、
ま
た
耳
に
し
な
く
て
も
、
相
手
に
何
ら
の
益
も

与
え
る
こ
と
の
な
い
調
査
や
聞
取
り
を
強
い
て
い
る

こ
と
、
に
対
す
る
反
省
を
経
験
し
な
い
も
の
は
な
い
だ

ろ
5
。
そ
こ
で
写
る
程
度
学
問
に
対
す
る
疑
問
や
反

省
を
持
つ
に
し
て
も
、
大
抵
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
や

り
過
ご
す
の
が
常
で
あ
る
。
し
か
し
若
林
教
授
は
こ

れ
を
や
り
過
ご
す
こ
と
な
く
、
　
「
こ
の
一
農
家
の
・
王

学
の
遠
慮
の
な
い
言
葉
は
、
古
い
歴
史
に
対
す
る
鋭

い
批
判
と
も
受
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
農
民
や
農
村

を
対
象
と
し
な
が
ら
、
い
く
ら
働
い
て
も
食
え
な
い

現
実
を
解
明
し
よ
5
と
い
・
う
意
図
を
も
た
な
い
歴
史

で
あ
る
な
ら
ば
、
大
部
分
の
村
畏
に
と
っ
て
は
蒙
昧

の
な
い
閑
文
字
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
、

青
年
団
の
村
史
編
纂
事
業
に
進
ん
で
協
力
し
、
こ
の

意
図
を
も
つ
て
全
編
を
貫
い
て
行
っ
た
と
見
ら
れ

る
。
し
か
し
若
林
教
授
に
こ
の
意
図
を
一
貫
さ
せ
た

も
の
は
、
や
は
り
山
上
村
の
青
年
達
の
熱
意
で
あ
っ

た
ろ
5
こ
と
は
、
あ
と
。
が
ぎ
に
記
さ
れ
た
研
究
過
程

や
、
執
簗
分
担
の
申
に
こ
の
村
の
青
年
も
掴
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
察
せ
ら
れ
る
．
、
ま
た
こ
の
村
が
、
モ
デ

ル
農
村
と
し
て
農
林
省
の
指
定
を
う
け
、
新
農
村
建

設
の
試
験
台
と
な
っ
た
程
の
進
歩
性
が
村
民
の
中
に

九
二

あ
る
こ
と
に
も
よ
る
の
で
あ
ろ
5
。
村
長
が
序
文
の

申
で
「
歴
史
は
古
き
に
従
う
の
で
は
な
く
、
古
き
を

克
服
す
る
途
を
発
見
す
る
て
だ
て
を
与
え
て
く
れ

る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
そ
の
一
半
が

覗
わ
れ
る
。

　
郷
土
誌
の
編
纂
に
は
幾
多
の
問
題
が
懸
け
ら
れ
て

お
り
、
近
年
全
国
府
県
誌
も
数
種
現
れ
、
綴
方
風
土

記
等
の
新
し
い
試
み
も
見
ら
れ
る
が
、
多
く
は
郷
土

研
究
の
第
一
期
と
も
い
5
べ
き
．
昭
和
初
期
の
も
の
と

大
差
の
な
い
形
態
を
も
ち
、
し
か
も
第
一
期
の
そ
れ

が
文
検
の
影
響
に
よ
る
所
が
多
か
っ
た
と
同
様
に
、

最
近
の
も
の
は
社
会
科
の
蕃
習
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響

を
う
け
て
い
る
。
本
書
も
叙
述
形
式
と
し
て
は
、
従

来
の
も
の
と
大
き
な
隔
り
を
も
っ
こ
と
が
困
難
で
あ

っ
た
ろ
・
り
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
て
、
山
　
上
村
の
あ
ら

ま
し
、
か
ら
始
ま
り
、
自
然
環
境
、
村
の
遺
蹟
、
村

の
成
立
を
述
べ
、
産
業
に
及
ん
で
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
を
貫
く
も
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
村
の
「
現
在

の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
手
が
か
り
を
得
る
た

め
」
で
あ
り
、
従
っ
て
自
然
環
境
の
章
に
も
、
水
害

と
そ
の
対
策
、
村
の
成
立
に
つ
い
て
も
、
近
代
農
村

へ
の
あ
ゆ
み
を
説
き
、
産
業
の
後
へ
は
章
を
改
め
て

或
い
は
エ
ン
ブ
リ
ー
め
影
響
を
5
け
た
と
思
は
れ
る
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村
民
の
生
活
の
翼
翼
お
よ
び
、
・
獣
農
村
建
設
の
諸
問

題
を
か
二
げ
て
い
る
。
し
か
も
「
村
民
一
般
に
読
ん

で
も
ら
弓
た
め
」
の
も
の
と
し
て
、
一
貫
し
た
態
度

を
堅
持
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
讃
に
一
つ
の
生
気

を
与
え
て
い
る
。

　
石
川
県
山
上
村
は
、
金
沢
平
野
を
形
成
す
る
広
大

な
手
取
川
扇
状
地
の
扇
頂
に
近
い
手
取
川
南
岸
の
村

で
、
川
沿
い
の
狭
長
な
低
地
を
除
き
大
半
は
山
地
に

か
か
っ
て
い
る
。
従
っ
て
集
落
は
多
く
川
沿
い
の
山

麓
に
配
列
す
る
．
、
手
取
川
扇
状
地
は
、
一
部
に
条
里

遺
構
も
見
ら
れ
る
ほ
ど
、
開
拓
も
古
く
、
扇
状
地
上

が
殆
ん
ど
隅
な
く
水
田
化
し
、
集
村
の
配
在
す
る
特

異
な
地
域
で
、
従
っ
て
臨
海
用
水
路
も
極
め
て
発
達

し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
点
か
ら
、
地
理
学
研
究

の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
態
々
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
所

で
あ
る
。
こ
の
地
域
の
一
部
で
あ
る
山
上
村
に
関
し
、

先
づ
そ
の
微
細
地
誌
的
な
分
析
が
、
最
初
の
自
然
環

境
の
章
に
隔
て
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
金

沢
大
の
助
教
授
斎
藤
晃
義
民
の
協
力
研
究
に
よ
る
も

の
で
、
地
域
区
分
、
気
候
、
地
形
、
か
ら
土
地
利
用

に
及
び
、
特
に
平
坦
な
扇
状
地
上
の
水
田
化
を
も
た

ら
し
た
宮
竹
用
水
に
つ
い
て
の
か
な
り
詳
細
な
記
述

と
、
こ
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
た
こ
の
村
の
貴
重
な

詳

評

水
田
も
、
扇
状
地
上
に
あ
る
た
め
水
渠
の
危
険
を
ま

ぬ
が
れ
難
く
、
村
民
の
生
活
安
定
に
必
須
な
水
害
対

策
に
論
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
地
に
お
け
る
人

々
の
生
活
を
考
え
る
手
だ
て
と
し
て
、
村
内
茶
臼
山

の
古
墳
や
三
つ
屋
の
須
恵
器
か
ら
、
そ
の
時
代
を
考

察
し
、
式
内
杜
で
あ
る
長
滝
の
多
伎
奈
美
社
や
滝
谷

寺
の
寺
蹟
か
ら
、
山
間
の
谷
間
が
、
先
住
の
地
で
あ

り
、
次
第
に
庄
園
時
代
頃
か
ら
低
地
に
降
っ
て
来
た

と
論
証
す
る
。
更
に
封
建
時
代
に
入
り
、
加
賀
藩
の

支
配
下
に
お
け
る
農
民
の
生
活
が
語
ら
れ
、
そ
れ

が
、
維
新
後
の
状
態
、
さ
ら
に
現
在
の
農
地
解
放
後

の
そ
れ
と
対
比
さ
れ
る
が
、
農
村
の
近
代
化
は
果
し

て
こ
の
よ
5
に
し
て
達
成
さ
れ
て
い
っ
た
か
ど
5

か
日
明
治
以
後
の
農
業
経
堂
に
つ
い
て
第
五
章
が
設

け
ら
れ
て
・
い
る
。
藩
政
の
下
に
煮
て
完
成
さ
れ
た
宮

竹
用
水
と
そ
れ
に
伴
う
水
田
化
は
藩
の
収
入
増
の
た

め
で
あ
っ
て
農
民
の
た
め
で
な
か
っ
た
。
人
口
の
増

加
は
来
し
た
が
、
そ
れ
は
紐
僻
償
の
労
働
力
で
し
が
な

か
っ
た
。
そ
の
結
果
零
細
経
営
に
苦
し
む
農
民
は
副

業
と
出
稼
に
活
路
を
見
出
す
は
か
な
か
っ
た
が
、
淵

底
後
も
そ
の
状
態
に
は
何
ら
の
変
化
も
な
い
。
養

蚕
、
製
炭
、
わ
ら
工
品
は
こ
こ
に
生
れ
た
も
の
で
あ

り
、
職
工
、
女
工
の
出
身
地
と
な
っ
た
の
も
こ
の
た

め
で
あ
る
。
明
治
末
期
か
ら
起
つ
た
こ
の
村
の
岬
、
ニ

ユ
プ
ア
ク
チ
ヤ
ー
の
繊
維
工
業
も
、
こ
の
村
の
余
剰

労
力
に
根
ざ
す
も
の
で
、
北
陸
一
帯
に
共
通
す
る
所

で
あ
る
。
而
も
こ
の
機
業
の
発
展
に
有
力
な
貢
献
を

果
し
た
も
の
は
、
「
宮
竹
用
水
で
、
昭
和
四
年
に
電
力

に
切
換
え
ら
れ
る
ま
で
、
こ
の
用
水
を
利
用
し
た
水

車
が
、
こ
の
地
の
機
業
の
動
力
源
で
あ
っ
た
。
そ
の

後
産
業
革
命
と
太
平
洋
戦
争
と
を
経
過
し
な
が
ら
、

現
在
の
可
廟
機
総
数
五
九
三
台
に
及
ん
で
い
る
が
、

い
ま
だ
マ
ニ
ュ
フ
一
，
ク
チ
ヤ
ー
の
域
を
脱
し
て
い
な

い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
戦
後
の
急
激
な
復
興
に
対

し
、
現
在
再
び
急
速
に
不
況
が
、
特
に
繊
維
工
業
の

上
に
覆
い
か
か
っ
て
来
た
。
そ
れ
を
本
書
で
は
、
各

国
の
戦
後
の
復
興
が
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
過
剰
生

産
に
向
い
、
そ
れ
が
直
ち
に
日
本
に
も
ひ
び
い
た
か

ら
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
脱
す
る
た
め
に
は
、
工
場

の
立
地
条
件
を
再
考
し
て
、
転
換
を
計
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
と
し
、
工
場
立
地
に
丸
腰
、
こ
の
地
の
交
通
が
余

り
便
利
で
な
く
、
労
働
力
は
豊
欝
、
低
廉
で
、
原

料
、
燃
料
が
手
近
か
に
得
ら
れ
る
か
わ
ら
工
業
が
、

従
来
は
余
り
聚
温
し
て
い
な
い
が
、
将
来
経
済
的
に

有
利
な
事
業
で
あ
ろ
う
と
予
断
し
て
い
る
。
し
か
し

こ
れ
は
果
し
て
妥
当
な
見
解
で
あ
ろ
5
か
。
ま
た
機

九
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業
に
つ
い
て
も
（
こ
の
村
の
工
場
立
地
か
ら
、
そ
れ

は
余
剰
労
力
を
吸
収
す
る
合
理
的
な
型
で
、
通
勤
距
、

離
が
短
縮
さ
れ
、
昼
食
時
に
は
各
家
庭
に
帰
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
が
こ
の
村
の
工
場
の
強
昧
で
あ
る

と
し
、
そ
の
よ
・
り
な
経
営
形
態
、
更
に
余
剰
労
働
力

を
生
み
出
す
農
村
の
問
題
、
世
界
経
済
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
こ
こ
で
は
触
れ
て
い
な
い
。

　
し
か
し
明
治
以
後
に
お
け
る
村
民
の
日
常
生
活

は
ど
の
よ
う
に
変
っ
て
来
た
か
、
そ
の
変
遷
に
関
す

る
記
述
は
、
従
来
の
郷
土
誌
に
は
少
い
新
た
な
形
態

で
、
前
に
も
ふ
れ
た
如
く
恐
ら
く
エ
ン
ブ
リ
ー
の

「
須
恵
村
」
を
範
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
は
れ

る
。
そ
こ
で
は
村
民
の
公
罠
と
し
て
の
政
治
的
な
生

活
状
態
、
お
よ
び
家
族
制
度
を
中
心
と
し
た
家
の
問

題
、
生
活
圏
、
消
費
生
活
お
よ
び
教
養
の
問
題
に
ま

で
及
ん
で
い
る
。

　
こ
の
よ
5
に
種
々
の
角
度
か
ら
問
題
を
提
趨
し
て

最
後
に
新
農
村
建
設
に
は
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る

か
と
い
・
り
章
を
設
け
て
い
る
こ
と
は
極
め
て
妥
当
で

あ
り
、
而
も
そ
れ
が
、
新
畏
村
建
設
計
画
の
成
立
、

そ
の
進
行
と
聞
題
、
生
活
改
善
と
農
政
文
化
と
い
う

三
つ
の
課
題
に
分
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
、
あ
る
一
家
で

の
、
公
畏
館
で
の
、
婦
人
会
で
の
座
談
会
形
式
を
と

っ
て
い
る
。
最
初
に
こ
の
談
話
は
す
べ
て
仮
定
で
あ

る
と
こ
と
わ
っ
て
あ
る
か
ら
大
部
分
創
作
的
に
論
旨

を
こ
の
形
式
で
進
め
た
も
の
に
違
い
な
い
が
、
実
際

の
会
話
の
モ
デ
ル
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く

こ
の
よ
5
な
形
式
を
と
り
得
る
だ
け
の
、
研
究
者
の

村
民
と
の
接
触
の
潔
さ
が
察
せ
ら
れ
る
。
ま
た
こ
こ

で
は
可
成
り
問
題
を
収
約
し
て
突
込
ん
だ
所
も
あ

り
、
問
題
の
取
上
げ
方
な
ど
か
ら
押
し
て
、
編
纂
者

の
憲
図
の
重
点
で
も
あ
ろ
ら
か
と
推
察
さ
れ
る
。

　
以
上
概
略
の
内
容
を
述
べ
て
来
た
が
、
要
す
る
に

本
町
は
性
理
は
異
る
が
か
つ
て
の
渡
辺
氏
の
「
甲
東

村
」
な
ど
と
は
異
り
、
　
「
村
民
一
般
に
読
ん
で
も
ら

5
た
め
」
の
啓
蒙
の
意
味
を
も
ち
、
記
述
に
も
そ
の

点
に
注
意
の
払
は
れ
て
い
る
こ
と
が
5
か
が
わ
れ

る
。
が
そ
れ
と
同
時
に
学
術
的
な
研
究
態
度
も
決
し

て
失
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
両
者
の
統
一
と
し
て
本
書

が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
は
、
巻
末
に
郷
土
輿
対
照

年
表
と
、
古
文
書
類
と
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
に
現
れ

て
い
る
。
し
か
も
現
在
の
問
題
を
解
決
し
よ
5
と
す

る
意
図
に
と
に
か
く
貫
か
れ
て
い
る
点
、
今
後
の
郷

土
誌
編
纂
に
一
つ
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
い
え
る

だ
ろ
う
っ

　
し
か
し
な
が
ら
、
内
容
概
説
の
中
途
に
煮
て
寒
点

九
四

れ
た
如
く
、
問
題
の
解
決
に
は
必
ず
し
亀
妥
当
な
も

の
を
示
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
よ
う
に
思
は
れ

る
。
現
実
の
問
題
に
直
面
す
る
時
に
は
、
所
謂
学
問

の
無
力
さ
も
時
に
は
感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。

し
か
し
無
力
を
知
る
こ
と
を
恐
れ
て
象
牙
の
塔
に
立

て
こ
も
る
よ
ら
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
勇

敢
に
現
実
に
直
面
し
て
、
そ
の
無
力
を
克
服
す
る
努

力
を
進
め
て
行
く
こ
と
が
学
問
の
道
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
の
真
摯
な
態
度
の
上
か
ら
も
本
書
に
学
ぶ
所

は
決
し
て
少
く
な
い
。
　
（
一
九
五
三
年
一
月
一
日
山

・
上
村
役
場
、
　
A
5
、
　
一
九
山
ハ
頁
非
窯
％
品
）
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