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本
作
品
の
創
作
意
図

　

本
文
は
上
演
台
本
で
扱
う
物
語
の
背
景
に
つ
い
て
の
概
要
で
す
。

　

二
〇
一
〇
年
五
月
、　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
現
代
座
が
「
揺
れ
る
時
代
を
生
き
た
男

･

小
金
井
小
次
郎
」
を
上
演
し
た
際
、
小
金
井
シ
ニ
ア
Ｓ
Ｏ
Ｈ
Ｏ
の
皆
さ

ん
か
ら
、
江
戸
時
代
に
小
金
井
を
含
む
武
蔵
野
を
拓
い
た
川
崎
平
右
衛

門
を
市
民
に
知
ら
せ
る
演
劇
が
出
来
な
い
か
と
の
提
案
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
地
域
文
化
お
こ
し
有
志
で
「
川
崎
平
右
衛
門
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

を
発
足
、
以
後
四
年
間
、
勉
強
会
を
続
け
て
来
ま
し
た
。

　

今
回
の
作
品
制
作
の
意
図
は
川
崎
平
右
衛
門
の
伝
記
で
は
な
く
、
不

毛
の
大
地
と
言
わ
れ
た
武
蔵
野
台
に
、
な
ぜ
新
し
い
村
々
が
誕
生
し
た

の
か
を
探
る
こ
と
で
す
。

　

元
禄
か
ら
享
保
へ
の
幕
政
改
革
期
は
、
日
本
近
世
の
時
代
の
変
わ
り

目
で
し
た
。
元
禄
の
大
地
震
、
宝
永
の
大
地
震
に
よ
っ
て
大
き
な
打
撃

を
受
け
た
時
代
、
そ
の
復
興
の
た
め
の
試
行
錯
誤
は
日
本
社
会
の
大
き

な
転
換
期
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

特
に
困
難
を
き
わ
め
た
武
蔵
野
新
田
の
開
発
は
、
初
期
に
は
農
民
の

離
散
を
招
き
、
挫
折
の
危
機
に
直
面
し
ま
す
。
し
か
し
、
幕
府
の
要
請

を
受
け
て
た
平
右
衛
門
は
、
農
民
の
立
場
で
新
田
復
興
を
図
り
、
農
民

自
身
の
助
け
合
い
精
神
を
引
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
協
同
の

村
を
完
成
さ
せ
ま
す
。

　

こ
う
し
た｢

享
保
の
改
革｣

に
お
け
る
試
行
錯
誤
は
現
代
社
会
に
と
っ

て
も
大
き
な
教
訓
と
な
る
は
ず
で
す
。
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武
蔵
野
の
歌
が
聞
こ
え
る

 　

一
、
宝
永
大
地
震
と
享
保
の
改
革　

　
【
合
唱
】
富
士
が
燃
え
る

◆
富
士
山
の
噴
火

　

そ
れ
は
宝
永
四
年
十
月
四
日
の
こ
と
で
す
。
西
洋
歴
で
い
う

と
一
七
〇
七
年
で
す
か
ら
、
今
か
ら
三
〇
六
年
前
の
こ
と
に
な

り
ま
す
。
関
東
か
ら
紀
伊
半
島
、
四
国
、
九
州
に
か
け
て
、
日

本
歴
史
上
最
大
の
東
南
海
地
震
が
発
生
し
ま
す
。
こ
れ
は
こ
の

た
び
の
東
日
本
大
震
災
と
ほ
と
ん
ど
同
規
模
、
あ
る
い
は
そ
れ

以
上
の
大
地
震
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
世
に
い
う
宝
永
の
大

地
震
で
す
。
そ
の
上
、
大
地
震
か
ら
四
十
九
日
後
の
十
一
月

二
十
三
日
に 

今
度
は
富
士
山
が
大
噴
火
を
お
こ
し
ま
す
。

　

当
時
、
富
士
山
は
こ
の
多
摩
一
帯
か
ら
も
す
っ
き
り
見
え
ま

し
た
。
そ
の
富
士
の
七
合
目
あ
た
り
か
ら
黒
い
噴
煙
を
噴
き
上

げ
な
が
ら
、
時
折
真
っ
赤
な
炎
が
貫
き
ま
す
。
噴
火
は
十
六
日

間
つ
づ
き
、
推
定
十
八
億
ト
ン
も
の
火
山
灰･

火
山
礫
が
噴
出

さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

灰
は
風
の
流
れ
で
神
奈
川
、
江

戸
周
辺
の
村
々
を
襲
い
、
農
業

は
大
打
撃
を
受
け
ま
す
。
火
山

灰
は
江
戸
の
街
で
も
五
セ
ン
チ

は
積
も
っ
た
と
い
う
記
録
が

残
っ
て
い
ま
す
。

　

火
山
灰
や
瓦
礫
が
河
川
を
埋

め
、
富
士
か
ら
駿
河
湾
へ
注
ぐ

酒
匂
川
は
大
洪
水
に
襲
わ
れ
ま

す
。
多
摩
川
で
も
そ
の
危
険
が

あ
り
、
沿
岸
の
村
々
は
洪
水
対
策
を
急
ぎ
ま
す
。
多
摩
川
べ
り

の
押
立
村
は
古
く
か
ら
洪
水
対
策
の
中
心
的
な
役
割
を
担
う
村

で
し
た
か
ら
、
村
人
は
富
士
山
の
噴
火
を
見
守
り
ま
す
。
そ
の

中
に
十
四
歳
の
辰
之
介
少
年
が
い
ま
し
た
。
後
の
川
崎
平
右
衛

門
定
孝
で
す
。
父
安
信
は
押
立
村
の
世
話
役
を
務
め
て
い
ま
し

た
。
安
信
は
被
害
の
長
期
化
を
予
感
し
、
辰
之
介
に
そ
の
覚
悟

を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
い
聞
か
せ
ま
す
。

◆
混
乱
す
る
幕
府

　

第
五
代
将
軍
綱
吉
は
大
地
震
の
二
年
後
に
亡
く
な
り
ま
す
。

代
わ
っ
て
徳
川
家
宣
が
第
六
代
将
軍
に
な
り
ま
す
が
、
大
変
気

苦
労
が
多
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
わ
ず
か
三
年
で
亡
く
な
り
ま

す
。
つ
づ
い
て
わ
ず
か
四
歳
の
徳
川
家
継
が
第
七
代
将
軍
と
な

り
ま
す
が
。
こ
の
家
継
も
七
歳
で
な
く
な
り
ま
す
。

　

大
地
震
か
ら
十
年
も
た
っ
て
い
な
い
の
に
、
三
人
の
将
軍
が

相
次
い
で
亡
く
な
り
、
幕
府
内
は
混
乱
す
る
ば
か
り
で
す
。
災

害
か
ら
の
復
興
は
全
く
進
み
ま
せ
ん
。
徳
川
家
康
が
幕
府
を
開

い
て
か
ら
百
四
年
目
の
こ
と
で
す
。

　

こ
こ
で
登
場
し
て
き
た
の
が
徳
川
御
三
家
の
一
つ
、
紀
州
和

歌
山
藩
の
藩
主
、
徳
川
吉
宗
で
す
。
の
ち
に
講
談
や
時
代
劇
で

は「
暴
れ
ん
坊
将
軍
」な
ど
と
言
わ
れ
る
型
破
り
の
将
軍
で
す
が
、

実
際
に
は
破
綻
し
か
か
っ
た
徳
川
幕
府
を
立
て
直
し
た
改
革
政

治
家
と
し
て
評
価
さ
れ
る
人
物
で
す
。

　

吉
宗
と
い
う
人
は
紀
州
藩
主
徳
川
光
貞
の
四
男
に
生
ま
れ
ま

し
た
が
、
事
情
が
あ
っ
て
山
里
を
支
配
す
る
加
納
家
に
預
け
ら

れ
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
山
野
を
駆
け
回
っ
て
育
っ
た
人
で
す
。

本
来
な
ら
そ
の
ま
ま
生
涯
を
終
わ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
す

が
、
兄
た
ち
が
次
々
と
病
死
し
、
思
い
が
け
ず
藩
主
に
押
し
上

げ
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

　

紀
州
藩
は
宝
永
の
大
地
震
で
は
最
も
大
き
な
被
害
を
受
け
、

津
波
に
よ
っ
て
多
く
の
農
地
を
失
い
ま
し
た
。
野
育
ち
の
吉
宗

は
一
般
の
大
名
と
違
っ
て
、
自
ら
復
興
の
陣
頭
に
立
ち
、
家

臣
農
民
と
共
に
震
災
か
ら
の
復
興
に
励
ん
で
い
ま
す
。
特
に

注
目
を
集
め
た
の
は
、
農
地
の
回
復
だ
け
で
な
く
、
和
歌
山

を
貫
く
紀
ノ
川
か
ら
新
し
く
灌
漑
を
引
き
、
新
田
開
発
を
す

す
め
て
以
前
よ
り
農
地
を
拡
大
し
た
こ
と
で
し
た
。
こ
う
し

て
、
莫
大
な
負
債
を
抱
え
て
い
た
紀
州
藩
を
見
事
復
興
さ
せ

て
い
ま
す
。

　

吉
宗
が
将
軍
候
補
と
し
て
注
目
さ
れ
た
の
は
、
紀
州
藩
が

最
大
の
被
害
を
受
け
な
が
ら
、
見
事
復
興
を
遂
げ
た
実
力
者

で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

◆
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗

　

享
保
元
年
、
こ
れ
は
一
七
一
六
年
に
あ
た
り
ま
す
が
、
徳

川
吉
宗
は
つ
い
に
第
八
代
将
軍
に
就
任
し
ま
す
。
宝
永
大
地

震
か
ら
は
九
年
後
の
こ
と
で
す
。
震
災
発
生
時
、
幕
府
は
全

国
の
大
名
か
ら
莫
大
な
復
興
資
金
を
集
め
て
お
き
な
が
ら
、

そ
れ
を
復
興
資
金
に
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
ず
、
幕
府
財
政
の
赤

字
の
穴
埋
め
や
、
大
奥
の
御
殿
の
増
築
に
使
っ
た
り
し
て
、

吉
宗
が
就
任
し
た
と
き
は
四
十
万
両(

現
在
の
評
価
で
は

四
百
億
円)

の
負
債
を
抱
え
、
破
綻
寸
前
の
状
態
で
し
た
。

　

幕
府
の
仕
組
み
を
抜
本
的
に
作
り
直
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
吉
宗
は
社
会
全
体
に
目
配
り
の
出
来
る
南
町
奉
行
と

し
て
、
か
ね
て
か
ら
目
を
付
け
て
い
た
大
岡
越
前
守
忠
相
を

抜
擢
し
ま
す
。

　

大
岡
越
前
守
忠
相
（
お
お
お
か
・
え
ち
ぜ
ん
の
か
み
・
た

だ
す
け
）
と
言
え
ば
時
代
劇
ド
ラ
マ
で
は
大
岡
裁
き
と
し
て

知
ら
れ
る
名
裁
判
官
で
す
が
、
実
は
大
岡
裁
き
の
話
は
大
部

分
が
後
の
世
に
創
作
さ
れ
た
話
で
あ
っ
て
、
本
当
の
大
岡
忠

相
は
将
軍
吉
宗
を
助
け
て
、
荒
廃
し
た
国
土
の
復
興
を
や
り

と
げ
た
行
政
官
僚
と
し
て
功
績
の
あ
っ
た
人
物
で
す
。

　

将
軍
吉
宗
が
世
襲
の
役
人
に
頼
ら
ず
、
二
千
石
の
旗
本
に
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過
ぎ
な
か
っ
た
大
岡
忠
相
を
抜
擢
し
た
よ
う
に
、
大
岡
も
ま
た

復
興
の
進
ま
ぬ
農
業
を
改
善
す
る
た
め
、
世
襲
の
役
人
に
頼
ら

ず
、
農
民
の
中
か
ら
農
政
に
つ
い
て
の
見
識
を
持
つ
人
物
を

次
々
と
抜
擢
し
ま
す
。
同
時
に
、
国
土
開
発
や
農
政
現
場
の
実

情
を
調
べ
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
抜
擢
で
き
る
有
能
な
人
物
に

も
目
を
配
っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
大
岡
忠
相
を
軸
に
据
え
た
幕
府
の
改
革
は
「
享
保
の
改

革
」
と
呼
ば
れ
、
つ
ぶ
れ
か
か
っ
た
徳
川
幕
府
を
立
て
直
し
た

改
革
で
し
た
。
享
保
の
改
革
は
人
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
評
価
が

分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
庶
民
の
視
点
か
ら
政
治
の
あ
り
方

を
考
え
よ
う
と
す
る
目
安
箱
の
設
置
、
貧
民
救
済
施
設
と
し
て

の
小
石
川
養
生
所
の
開
設
、
火
消
し
制
度
な
ど
防
災
対
策
の
普

及
、
学
問
の
面
で
も
漢
訳
に
よ
る
西
欧
文
献
の
導
入
な
ど
、
近

代
に
つ
な
が
る
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
を
確
立
し
た
改
革
で
し
た
。

　
　

二
、
困
難
な
新
田
開
発

◆
新
田
の
開
発

　

享
保
の
改
革
の
目
玉
は
な
ん
と
言
っ
て
も
新
田
の
開
発
で

す
。
吉
宗
自
身
、
和
歌
山
藩
主
時
代
、
宝
永
大
地
震
の
被
害
か

ら
藩
を
回
復
さ
せ
る
た
め
一
番
力
を
入
れ
た
の
は
、
荒
れ
た
田

畑
の
復
興
だ
け
で
は
な
く
、
新
し
い
農
地
の
開
発
で
し
た
。

　

こ
の
時
代
、
推
定
に
よ
れ
ば
日
本
の
人
口
は
二
千
七
百
万
人

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
江
戸
の
町
は
既
に
百
万
人
と
い
う
世

界
一
の
大
都
会
に
な
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
何
と
か
食
糧
を
確

保
し
な
け
れ
ば
、
中
心
都
市
の
江
戸
が
崩
壊
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

享
保
八
年
、
宝
永
の
大
地
震
か
ら
す
で
に
十
五
年
、
吉
宗
が

就
任
し
て
か
ら
八
年
目
で
す
が
、
吉
宗
と
大
岡
忠
相
は
大
規
模

な
新
田
開
発
に
乗
り
出
し
ま
す
。
幕
府
は
武
蔵
野
台
と
呼
ば
れ

る
、
現
在
の
東
京
都
杉
並
か
ら
三
鷹
、
小
金
井
、
国
分
寺
、
砂

川
、そ
れ
か
ら
北
側
に
向
か
っ
て
は
小
平
、清
瀬
、埼
玉
県
所
沢
、

入
間
、
鶴
ヶ
島
ま
で
つ
な
が
る
広
大
な
荒
れ
地
を
畑
に
す
る
こ

と
で
し
た
。

　

武
蔵
野
台
は
何
の
作
物
も
育
た
な
い
荒
地
で
、
元
禄
元
年

（
一
六
八
八
年
）
の
幕
府
の
記
録
で
は
「
開
発
不
能
の
地
で
、
武

蔵
野
の
端
々
の
農
土
の
い
か
程
あ
り
て
も
、
さ
し
て
御
用
に
立

た
ず
」と
な
っ
て
い
ま
す
。
武
蔵
野
台
は
関
東
ロ
ー
ム
層
と
い
っ

て
、
富
士
、
箱
根
、
浅
間
山
の
火
山
灰
が
風
化
し
て
出
来
た
赤

土
の
粘
土
層
で
す
。
保
水
能
力
が
な
く
、
作
物
を
育
て
る
だ
け

の
養
分
も
な
い
、
ま
さ
に
不
毛
の
大
地
で
し
た
。
そ
れ
を
承
知

の
上
で
開
発
に
挑
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
当

時
の
幕
府
財
政
の
厳
し
さ
が
あ
り
ま
し
た
。

　

各
村
々
に
幕
府
か
ら
の
通
達
が
届
き
ま
す
。
名
主
は
早
速
新

田
開
発
の
志
望
者
を
集
め
ま
す
。
幕
府
に
と
っ
て
は
大
き
な
賭

け
で
す
が
、
関
東
一
円
の
畑
を
持
て
な
か
っ
た
貧
し
い
百
姓
た

ち
の
間
で
は
大
き
な
期
待
が
生
ま
れ
ま
す
。

　

こ
の
小
金
井
で
も
、
押
立
新
田
、
梶
野
新
田
、
関
野
新
田
、

下
小
金
井
新
田
、
是
政
新
田
、
貫
井
新
田
、
鈴
木
新
田
の
開
発

が
割
り
当
て
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
自
分
の
畑
が
ほ
し
く
て

も
畑
を
持
て
な
か
っ
た
農
家
の
次
男
三
男
は
実
情
を
知
ら
な
い

ま
ま
、
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
つ
ぎ
つ
ぎ
と
新

田
の
開
発
が
始
ま
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
【
合
唱
】
新
し
い
村
を
つ
く
れ
！

　

◆
厳
し
い
新
田
開
発

　

幕
府
の
開
発
が
は
じ
ま
っ
た
翌
年
、
あ
の
富
士
の
噴
火
を
見

守
っ
て
い
た
押
立
村
の
少
年
、
辰
之
助
の
父
平
右
衛
門
安
信
が

亡
く
な
り
ま
す
。
辰
之
介
は
父
の
名
跡
を
継
い
で
八
代
目
平
右

衛
門
と
な
り
、
府
中
・
押
立
村
の
名
主
に
選
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

　

押
立
村
の
新
田
は
武
蔵
野
台
地
の
小
金
井
原
と
呼
ば
れ
る
場

所
で
し
た
。
少
年
時
代
か
ら
父
の
教
え
に
従
っ
て
土
と
作
物
の

相
性
を
調
べ
、
各
地
を
訪
ね
歩
い
て
い
た
平
右
衛
門
で
す
が
、

さ
す
が
に
新
田
開
発
に
は
相
当
手
こ
ず
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

い
っ
た
い
ど
う
や
っ
て
こ
の
土
地
を
畑
に
す
る
つ
も
り
な
の

か
、
い
っ
た
い
何
を
植
え
る
の
か
。
ど
の
村
の
名
主
も
頭
を

痛
め
て
い
ま
し
た
。

　

予
想
通
り
、
新
田
開
発
は
そ
う
簡
単
に
は
進
み
ま
せ
ん
で

し
た
。
新
田
百
姓
た
ち
は
一
生
懸
命
木
を
伐
採
し
て
畑
を
拓

く
の
で
す
が
、
ま
ず
水
が
足
り
ま
せ
ん
。
雨
の
降
ら
な
い
日

が
続
く
と
、作
物
は
す
ぐ
枯
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
空
っ

風
が
吹
く
と
真
っ
赤
な
土
ぼ
こ
り
が
舞
い
上
が
り
、
家
の
中

ま
で
ほ
こ
り
が
積
も
り
ま
す
。

　

新
田
開
発
農
民
は
、
三
年
間
は
幕
府
か
ら
生
活
資
金
と
農

具
代
が
支
給
さ
れ
ま
す
が
、
三
年
た
つ
と
年
貢
を
払
わ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

新
田
開
発
の
役
人
の
こ
と
を
地
方
役
人
（
じ
か
た
や
く
に

ん
）
と
言
い
ま
す
が
、
地
方
役
人
は
年
貢
を
徴
収
す
る
た
め

の
役
人
で
す
か
ら
、容
赦
な
く
年
貢
を
絞
り
上
げ
る
力
を
持
っ

た
者
が
任
命
さ
れ
ま
し
た
。
最
初
に
任
命
さ
れ
た
地
方
役
人

は
紀
州
の
浪
人
・
野
村
時
右
衛
門
と
小
林
平
六
で
し
た
。
彼

等
は
早
く
年
貢
を
取
り
た
て
て
成
績
を
上
げ
る
と
正
規
の
幕

府
役
人
に
取
り
立
て
て
も
ら
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
ま
だ
百
姓
自
身
が
食
べ
る
も
の
も
十
分
に
確
保

で
き
て
い
な
い
の
に
、
き
び
し
い
取
り
立
て
を
は
じ
め
ま
す
。

　
「
ご
慈
悲
を
」
と
懇
願
す
る
百
姓
に
対
し
て
、「
お
上
に
ご

慈
悲
な
ど
な
い
！
」
と
突
っ
ぱ
ね
る
役
人
た
ち
。

　

そ
う
し
た
光
景
は
平
右
衛
門
の
心
を
痛
め
ま
し
た
。
平
右

衛
門
の
新
田
の
隣
に
は
妹
婿
の
小
金
井
村
名
主
、
関
勘
左
衛

門
の
ひ
ら
く
関
野
新
田
も
あ
り
ま
し
た
。

「
平
右
衛
門
さ
ま
、
見
て
お
ら
れ
た
か
？
」

「
お
お
、
勘
左
衞
門
か
」

「
わ
し
ら
名
主
の
立
場
で
は
ど
う
こ
う
言
う
こ
と
は
出
来
ぬ
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が
、
お
上
の
や
り
方
は
ひ
ど
い
。
あ
れ
じ
ゃ
あ
新
田
百
姓
は
み

ん
な
逃
げ
出
す
わ
」

「
あ
の
役
人
は
北
町
奉
行
中
山
様
の
配
下
だ
か
ら
、
年
貢
の
取
り

立
て
を
あ
げ
れ
ば
、
幕
府
の
お
抱
え
に
し
て
や
る
と
言
わ
れ
て

い
る
ら
し
い
」

「
新
田
開
発
が
始
ま
っ
て
か
ら
十
年
も
た
つ
の
に
、
こ
の
ま
ま

じ
ゃ
む
つ
か
し
う
ご
ざ
い
ま
す
な
あ
」

「
百
姓
あ
っ
て
の
新
田
開
発
の
は
ず
だ
が
、
こ
の
ま
ま
じ
ゃ
立
ち

ゆ
か
ぬ
。
小
金
井
村
の
方
は
ど
う
だ
？
」

「
だ
め
で
す
な
。
と
て
も
ま
と
も
な
作
物
は
出
来
ま
せ
ん
。
そ
れ

で
も
わ
た
し
の
方
は
村
の
外
に
張
り
出
す
新
田
だ
か
ら
、
村
か

ら
の
通
い
百
姓
で
な
ん
と
か
や
っ
て
お
る
が
、
遠
く
か
ら
来
て

こ
こ
へ
住
み
着
い
た
出
百
姓
は
や
っ
て
い
け
ま
せ
ん
な
」

「
そ
う
だ
な
」

「
わ
れ
ら
も
小
金
井
に
居
着
い
て
か
ら
百
年
に
な
る
が
、
わ
し
ら

が
畑
に
出
来
な
か
っ
た
土
地
を
畑
に
す
る
の
な
ら
、
ど
う
や
っ

て
土
を
つ
く
る
の
か
、
何
を
植
え
た
ら
よ
い
の
か
。
お
上
は
そ

こ
を
ど
う
考
え
て
お
ら
れ
る
の
か
」

「
役
人
の
方
は
命
令
す
る
だ
け
で
済
む
が
、
つ
ぶ
さ
れ
る
の
は
百

姓
だ
か
ら
な
。
わ
し
ら
で
な
ん
と
か
や
り
方
を
見
つ
け
出
さ
ね

ば
な
ら
ん
」

「
ほ
う
、
栗
が
実
を
つ
け
始
め
ま
し
た
な
。
し
か
し
、
栗
で
は
な

あ
」

「
い
や
、
栗
は
麦
や
野
菜
の
よ
う
に
す
ぐ
に
と
い
う
わ
け
に
は
い

か
ん
が
、
三
年
も
た
て
ば
実
を
付
け
始
め
る
し
、
五
、六
年
た
て

ば
江
戸
で
売
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
」

「
売
れ
ま
す
か
？
」

「
江
戸
で
は
栗
は
結
構
売
れ
て
い
る
。
だ
が
、
息
長
く
見
な
く
て

は
な
ら
ん
。
だ
か
ら
年
貢
の
免
除
は
三
年
で
打
ち
切
る
の
で
は

な
く
、
土
を
つ
く
り
、
土
に
あ
っ
た
作
物
を
見
つ
け
出
す
ま
で
、

も
う
少
し
息
の
長
い
開
発
が
必
要
だ
」

　

◆
逃
げ
出
す
百
姓

　
【
合
唱
】
苦
し
み

「
お
ー
い
、
次
郎
、
待
て
。
ど
こ
へ
行
く
だ
」

「
五
助
か
。
見
て
の
通
り
だ
。
お
ら
あ
村
を
出
る
」

「
村
を
出
て
ど
こ
へ
行
く
？
」

「
江
戸
の
弥
助
の
と
こ
へ
行
っ
て
み
る
。
人
足
の
仕
事
が
あ
る
そ

う
だ
」

「
人
足
か
」

「
自
分
の
畑
を
持
て
る
日
が
来
る
と
思
っ
た
が
、
鍬
下
（
く
わ
し

た
）
年
季
が
明
け
て
も
年
貢
な
ん
か
払
え
や
し
な
い
。
今
年
こ

そ
何
と
な
る
か
と
思
っ
た
が
、
日
照
つ
づ
き
で
、
今
年
の
麦
も

だ
め
だ
。
も
う
食
う
物
が
な
い
」

「
お
前
も
弥
助
も
い
な
く
な
れ
ば
、
わ
し
は
一
人
に
な
る
」

「
こ
ん
な
水
も
出
な
い
土
地
で
、
新
田
開
発
な
ん
か
で
き
る
わ
け

が
ね
え
。
わ
し
ら
は
お
上
に
だ
ま
さ
れ
た
の
だ
」

「
俺
も
出
た
い
の
だ
が
、
お
っ
か
あ
が
寝
こ
ん
で
る
か
ら
ど
う
に

も
な
ら
ん
」

「
そ
の
う
ち
目
途
が
つ
い
た
ら
、
呼
び
に
来
て
や
る
」

「
頼
む
。
達
者
で
な
」

　
　

三
、一
難
去
っ
て
ま
た
一
難

◆
異
色
の
地
方
（
じ
か
た
）
チ
ー
ム

　

享
保
の
改
革
も
、
当
初
は
か
け
声
ば
か
り
で
実
態
は
な
か
な

か
進
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
タ
テ
マ
エ
は
叫
ん
で
も
、
そ
れ
を
ど

う
進
め
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
大
き
な
組
織
を
担
う
役

人
の
考
え
方
は
そ
う
簡
単
に
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
事
業
の
目
的

よ
り
自
分
の
地
位
を
守
る
こ
と
を
大
事
に
す
る
た
め
、「
お
上

に
御
慈
悲
な
ど
な
い
！
」
と
言
う
こ
と
に
な
り
が
ち
で
す
。

　

そ
こ
で
大
岡
は
民
間
か
ら
農
業
や
治
水
の
専
門
知
識
を
持

つ
農
民
指
導
者
や
農
政
学
者
を
集
め
て
、
治
水
・
新
田
開
発

専
門
の
地
方（
じ
か
た
）
の
チ
ー
ム
を
作
り
ま
す
。
こ
の
チ
ー

ム
は
そ
れ
ま
で
の
役
人
グ
ル
ー
プ
と
違
っ
て
、
大
岡
を
「
御

頭
（
お
か
し
ら
）」
と
呼
び
、
自
由
に
議
論
し
、
率
直
に
意
見

を
述
べ
合
う
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　

地
方
（
じ
か
た
）
チ
ー
ム
に
町
奉
行
与
力
で
あ
っ
た
上
坂

安
左
衛
門
政
形
が
い
ま
し
た
。
上
坂
は
奉
行
所
で
も
大
岡
の

側
近
と
し
て
仕
え
、
裁
判
法
令
集
の
編
纂
な
ど
を
手
が
け
て

お
り
、
民
間
の
知
識
人
と
の
絆
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま

す
。
農
業
の
専
門
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
現
場
の

状
況
を
よ
く
つ
か
み
、
た
く
み
に
人
を
組
織
す
る
力
を
持
っ

て
い
ま
し
た
。

◆
新
代
官
・
上
坂
政
形

　

吉
宗
・
大
岡
の
努
力
の
甲
斐
あ
っ
て
、
幕
府
財
政
は
か
な

り
持
ち
直
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
武
蔵
野
新
田
開
発
は

思
う
よ
う
に
進
み
ま
せ
ん
。

　

開
発
が
始
ま
っ
て
か
ら
十
年
目
の
享
保
十
七
年
、
と
う
と

う
心
労
が
た
た
っ
て
か
武
蔵
野
代
官
の
岩
手
藤
左
衛
門
が
亡

く
な
り
ま
す
。
代
わ
っ
て
、
大
岡
の
部
下
、
上
坂
安
左
右
衛

門
政
形
が
新
し
い
代
官
に
任
命
さ
れ
ま
す
。

　

上
坂
は
こ
れ
ま
で
の
代
官
と
違
っ
て
、
名
主
た
ち
の
集
ま

り
に
も
よ
く
顔
を
出
し
、
百
姓
と
一
緒
に
新
田
開
発
を
進
め

よ
う
と
す
る
気
概
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。
ど
う
や
ら
こ
の

武
蔵
野
に
も
一
筋
の
灯
り
が
見
え
て
き
た
よ
う
で
す
。

◆
享
保
の
大
飢
饉

　

上
坂
が
代
官
に
な
っ
た
年
の
夏
、
西
日
本
一
帯
は
夏
に
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な
っ
て
も
気
温
が
上
が
ら
ず
、
そ
の
上
、
害
虫
が
大
発
生
し
て

大
飢
饉
が
起
こ
り
ま
す
。
江
戸
三
大
飢
饉
の
一
つ
、｢

享
保
の

大
飢
饉｣

で
す
。
飢
え
死
に
し
た
者
一
万
二
千
人
、
飢
餓
に
苦

し
ん
だ
者
二
百
五
十
万
人
と
言
わ
れ
ま
す
。

　

米
価
は
跳
ね
上
が
り
、
江
戸
市
民
は
米
を
買
う
こ
と
が
出
来

ず
、
翌
享
保
十
八
年
正
月
、
市
民
に
よ
る
米
屋
打
ち
壊
し
が
起

こ
り
、
江
戸
の
町
は
大
騒
ぎ
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
上
、
幕
府
は
西
日
本
の
各
藩
に
緊
急
支
援
対
策
と
し
て

三
十
万
両
の
貸
し
付
け
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
幕
府
財
政

は
ま
た
ま
た
火
の
車
に
追
い
込
ま
れ
ま
す
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
な
ん
と
し
て
も
武
蔵
野
新
田
の
開
発
は
成
功

さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

享
保
の
飢
饉
か
ら
三
年
後
の
元
文
元
年
、
や
っ
と
大
岡
忠
相

に
よ
る
最
初
の
武
蔵
野
新
田
検
地
が
行
わ
れ
ま
す
。
開
発
が
は

じ
ま
っ
て
か
ら
す
で
に
十
四
年
が
た
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で

も
ど
う
や
ら
具
体
的
な
計
画
が
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一

息
つ
い
た
と
こ
ろ
で
す
。

◆
武
蔵
野
新
田
を
お
そ
う
元
文
の
飢
饉
作

　

と
こ
ろ
が
そ
の
翌
年
、
元
文
三
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
、
雨

が
全
く
降
ら
ず
、
今
度
は
武
蔵
野
新
田
が
飢
饉
に
襲
わ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
翌
年
も
雨
は
降
ら
ず
二
年
つ
づ
き
の
凶
作
と
な
り
、
働

け
る
者
は
み
な
江
戸
へ
出
稼
ぎ
に
出
て
、
女
子
ど
も
年
寄
り
が

残
さ
れ
、
人
も
馬
も
次
々
と
餓
死
し
は
じ
め
ま
す
。
こ
れ
で
は

も
う
幕
府
も
新
田
開
発
に
つ
い
て
は
打
つ
手
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

新
田
の
惨
状
を
知
っ
た
将
軍
吉
宗
は
ひ
そ
か
に
代
官
上
坂
安

左
衛
門
政
形
を
直
接
奥
の
院
へ
呼
び
つ
け
ま
す
。

「
老
中
の
話
で
は
武
蔵
野
新
田
で
は
飢
え
死
に
し
た
者
が
出
て

お
る
そ
う
で
は
な
い
か
」

「
ま
こ
と
に
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
昨
年
の
春
、
秋
、
そ
し
て

今
年
の
春
と
、
二
年
つ
づ
き
の
日
照
り
で
大
変
な
凶
作
で
ご
ざ

い
ま
す
」

　

吉
宗
は
「
新
田
開
発
は
な
ん
と
し
て
も
や
り
ぬ
か
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
即
刻
対
処
せ
よ
」
と
命
じ
ま
す
。

　

上
坂
政
形
は
大
岡
忠
相
に
事
の
次
第
を
告
げ
ま
す
。

「
南
北
武
蔵
野
八
十
二
ヶ
村
、
ど
の
村
で
も
つ
ぶ
れ
百
姓
が
出

て
お
り
ま
す
。
特
に
小
金
井
で
は
貫
井
新
田
二
十
五
軒
の
う
ち

十
三
軒
が
「
つ
ぶ
れ
」、
梶
野
新
田
で
は
三
十
七
軒
の
う
ち
十
二

軒
、
是
政
新
田
二
軒
の
う
ち
一
軒
、
関
野
新
田
、
下
小
金
井
新

田
で
も
数
軒
づ
つ
「
つ
ぶ
れ
」
が
出
て
お
り
ま
す
。
飢
え
死
に

し
た
者
も
出
て
お
り
ま
す
」

　
「
つ
ぶ
れ
」
と
は
再
起
不
能
の
農
家
を
指
し
ま
す
。

　

こ
の
と
き
、
大
岡
は
上
坂
に
、
か
ね
て
か
ら
目
を
つ
け
て
い

た
押
立
村
名
主
、
平
右
衛
門
の
協
力
を
受
け
て
百
姓
お
救
い
を

は
か
る
よ
う
命
じ
ま
す
。

◆
上
坂
代
官
と
平
右
衛
門

　

平
右
衛
門
は
上
坂
か
ら
の
知
ら
せ
を
聞
く
と
、
村
人
を
集
め

新
田
百
姓
救
済
の
た
め
の
準
備
を
始
め
ま
す
。
上
坂
が
到
着
し

た
と
き
に
は
す
で
に
準
備
が
整
っ
て
い
ま
し
た
。

　

上
坂
は
幕
府
で
お
救
い
米
の
準
備
を
す
す
め
て
い
る
の
だ
が

手
間
取
っ
て
い
る
事
情
を
話
し
ま
す
。、

　
「
事
は
急
を
要
し
ま
す
。
わ
た
し
ど
も
の
蔵
に
蓄
え
て
あ
る
も

の
を
運
び
ま
し
よ
う
」

　
「
こ
の
村
の
蔵
か
ら
か
？
」

　
「
こ
う
い
う
時
こ
そ
百
姓
同
士
が
助
け
合
う
心
意
気
を
持
た

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
も
百
姓
の
仲
間
内
か
ら
動
き

始
め
る
の
が
よ
ろ
し
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
人
を
集
め
や
す

い
小
金
井
橋
か
ら
は
じ
め
ま
し
ょ
う
。
小
金
井
橋
で
お
救
い
米

配
り
が
始
ま
れ
ば
、
噂
は
す
ぐ
武
蔵
野
全
体
に
広
が
る
と
思
い

ま
す
。
み
ん
な
元
気
が
出
る
で
し
ょ
う
」

　
「
お
ー
い
、
村
の
衆
、
こ
れ
か
ら
お
救
い
米
を
積
ん
で
小

金
井
橋
へ
行
く
ぞ
！　

新
田
村
の
衆
に
お
救
い
米
を
配
る

ぞ
！
」

　

村
人
は
大
八
車
に
米
俵
を
積
み
上
げ
、
一
斉
に
小
金
井
橋

へ
向
か
っ
て
急
ぎ
ま
す
。　

　
【
合
唱
】
小
金
井
橋
へ

◆
人
間
ら
し
さ
を
取
り
戻
せ

　

小
金
井
橋
に
着
い
た
の
は
ま
だ
夜
明
け
前
で
し
た
。
そ
こ

に
は
す
で
に
小
金
井
村
の
関
勘
左
衛
門
や
貫
井
村
の
鈴
木
利

左
衛
門
ら
一
同
が
待
ち
受
け
て
い
て
、
男
衆
は
家
々
を
た
ず

ね
、
お
救
い
米
を
配
る
か
ら
、
大
人
も
子
ど
も
も
小
金
井
橋

に
集
ま
る
よ
う
に
と
伝
え
、
女
た
ち
は
大
釜
で
お
粥
を
つ
く

り
は
じ
め
ま
す
。

　
「
お
ー
い
、
村
の
衆
、
集
ま
れ
え
！
、
こ
れ
か
ら
お
救
い
米

を
配
る
ぞ
！
」

　

村
人
が
集
ま
っ
て
き
ま
す
。

　

小
金
井
村
の
勘
左
衛
門
が
叫
び
ま
す
。

「
さ
あ
、
み
な
の
衆
、
押
立
村
の
衆
が
お
救
い
米
を
と
ど
け
て

く
だ
さ
っ
た
ぞ
！
」

　

平
右
衛
門
は
晴
れ
や
か
な
笑
顔
で
語
り
か
け
ま
す
。

「
み
な
の
衆
、
お
上
か
ら
お
救
い
米
を
く
だ
さ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
だ
が
な
、
そ
れ
よ
り
ま
ず
粥
じ
ゃ
、
粥
を
食
っ
て
く
れ
」

「
お
粥
を
い
た
だ
け
る
の
で
す
か
」

「
そ
う
じ
ゃ
」

「
お
願
い
し
ま
す
」

「
お
願
い
し
ま
す
」

　

飢
え
た
人
々
は
殺
到
し
ま
す
。

「
待
て
、
待
て
、
み
ん
な
に
渡
る
か
ら
、
慌
て
る
で
な
い
。
さ

あ
、子
供
と
年
寄
り
が
先
だ
。
そ
こ
の
じ
い
さ
ん
、ば
あ
さ
ん
、
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こ
っ
ち
へ
来
な
せ
え
」

「
ほ
ら
、
太
郎
よ
、
お
米
の
粥
だ
よ
！
」

「
そ
う
だ
。
す
き
っ
腹
に
急
に
ヒ
エ
飯
な
ぞ
詰
め
込
む
と
体
を
壊

す
か
ら
な
」

「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」

「
さ
、
こ
こ
に
積
み
あ
げ
た
の
は
お
救
い
米
じ
ゃ
。
そ
れ
ぞ
れ

の
村
の
名
主
殿
に
申
し
出
て
、
持
ち
帰
る
よ
う
に
。
そ
れ
か
ら
、

お
上
か
ら
改
め
て
お
救
い
金
が
出
る
か
ら
、
ま
ず
安
心
し
て
畑

仕
事
の
準
備
に
か
か
る
が
よ
い
ぞ
」

　

飢
え
た
百
姓
た
ち
は
目
を
ぎ
ら
ぎ
ら
さ
せ
て
わ
れ
が
ち
に
押

し
寄
せ
ま
し
た
が
、
平
右
衛
門
の
指
示
に
よ
っ
て
、
し
だ
い
に

落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
て
い
き
ま
す
。
百
姓
た
ち
は
お
救
い
米

を
い
た
だ
き
、
夢
か
と
ば
か
り
抱
き
し
め
て
い
ま
す
。
来
た
と

き
と
違
っ
て
、
大
人
も
子
ど
も
も
、
お
互
い
見
合
わ
す
顔
は
生

き
生
き
と
輝
い
て
い
ま
す
。
ま
る
で
お
祭
り
が
始
ま
っ
た
よ
う

な
、
暖
か
く
和
や
か
な
賑
や
か
さ
に
包
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
光
景
を
見
て
い
た
上
坂
政
形
は
平
右
衛
門
の
見
事
な
手

際
に
驚
き
、
大
き
な
感
銘
を
受
け
ま
す
。

　

新
田
開
発
は
こ
れ
ま
で
上
か
ら
叱
り
つ
け
る
よ
う
な
形
で
進

め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、平
右
衛
門
は
百
姓
の
中
に
眠
っ

て
い
た
人
間
と
し
て
の
力
を
引
き
出
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
小
金
井
橋
で
の
お
救
い
米
配
り
は
ま
た
た
く
間
に

八
十
二
ヶ
村
の
村
々
に
伝
わ
り
、
お
救
い
米
配
り
が
続
け
ら
れ

ま
す
。
そ
れ
は
飢
え
た
百
姓
に
施
し
を
さ
ず
け
る
と
い
う
よ
り
、

一
堂
に
集
ま
っ
た
人
々
を
は
げ
ま
し
、
新
し
い
希
望
を
生
み
出

し
、
生
産
へ
の
意
欲
を
蘇
ら
せ
る
出
来
事
で
し
た
。

　
　

四
、
新
田
回
復
は
可
能
か

◆
新
田
世
話
役
と
な
る

　

こ
の
小
金
井
橋
の
お
救
い
米
配
り
は
、
幕
府
の
中
で
も
大
き

な
話
題
を
呼
び
、
幕
府
は
そ
の
功
績
を
讃
え
、
平
右
衛
門
に
銀

十
枚
の
褒
美
を
出
す
と
と
も
に
、
名
字
帯
刀
を
許
し
ま
す
。
平

右
衛
門
の
家
は
徳
川
以
前
は
後
北
条
家
の
家
臣
で
し
た
か
ら
川

崎
と
い
う
苗
字
が
あ
り
ま
し
た
が
、
徳
川
幕
府
が
始
ま
っ
て
か

ら
は
苗
字
を
名
乗
る
こ
と
が
で
き
ず
、
押
立
村
の
平
右
衛
門
と

呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
以
後
、川
崎
平
右
衛
門
定
孝（
さ
だ
た
か
）

と
名
乗
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
年
の
夏
、
元
文
四
年
八
月
、
平
右
衛
門
は
大
岡
の
要
請

に
よ
っ
て
武
蔵
野
新
田
世
話
役
と
な
り
ま
す
。
新
田
世
話
役
と

は
上
坂
代
官
の
下
で
現
場
の
実
情
を
調
べ
、
百
姓
た
ち
の
希
望

を
聞
き
取
り
、
具
体
的
な
対
処
法
を
代
官
に
上
申
す
る
仕
事
で

す
。
新
田
世
話
役
に
は
二
人
の
部
下
が
つ
き
ま
す
。
平
右
衛
門

は
、
同
じ
押
立
村
の
百
姓
・
高
木
三
郎
兵
衛
と
、
府
中
宿
の
商

人
で
あ
っ
た
矢
島
藤
助
を
配
下
に
付
け
ま
す
。

　

平
右
衛
門
は
南
武
蔵
野
の
陣
屋
を
関
野
新
田
に
置
き
ま
す
。

こ
れ
は
小
金
井
陣
屋
と
呼
ば
れ
、
現
在
の
小
金
井
公
園
と
五
日

市
街
道
の
間
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
北
武
蔵
野
の
陣
屋
は
現

在
の
鶴
ヶ
島
市
高
原
に
あ
る
三
角
原
に
置
き
、
新
田
開
発
の
指

導
に
専
念
し
ま
す
。
陣
屋
と
は
役
所
、
社
宅
、
倉
庫
、
馬
小
屋

な
ど
を
備
え
た
館
の
こ
と
で
、
関
野
陣
屋
は
記
録
に
よ
れ
ば
間

口
十
八
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
き
九
メ
ー
ト
ル
、
北
側
に
水
堀
が
あ

り
、
残
る
三
方
を
土
山
で
囲
み
、
南
正
面
に
は
馬
に
乗
っ
た
ま

ま
出
入
り
で
き
る
門
が
あ
り
ま
し
た
。
三
角
原
陣
屋
は
現
在
も

遺
跡
が
残
っ
て
お
り
、
南
武
蔵
野
陣
屋
の
二
倍
近
く
あ
り
ま
す
。

◆
百
姓
の
心
情
を
よ
く
知
る
人
材
と
し
て

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
厳
し
い
現
状
で
幕
府
側
の
役
職
に
就
く
と

い
う
こ
と
は
農
民
を
支
配
す
る
側
に
立
つ
こ
と
で
す
か
ら
、

平
右
衛
門
と
し
て
は
よ
く
よ
く
考
え
た
上
で
の
決
断
だ
っ
た

と
思
わ
れ
ま
す
。
支
配
す
る
側
に
立
つ
の
か
、
そ
れ
と
も
百

姓
が
人
間
ら
し
く
生
き
る
た
め
の
道
筋
を
つ
く
る
の
か
。

　

大
岡
忠
相
や
上
杉
政
形
が
、
百
姓
側
の
心
情
を
よ
く
知
る

人
材
を
求
め
て
い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
し
た
。
平
右
衛
門

も
三
郎
兵
衛
も
矢
島
藤
助
も
同
じ
百
姓
町
人
出
身
で
す
か
ら
、

百
姓
と
同
じ
立
場
で
話
し
合
い
、支
配
側
か
ら
は
見
え
な
か
っ

た
新
し
い
道
筋
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の

で
す
。

　

平
右
衛
門
は
ま
ず
、
小
金
井
村
の
関
勘
左
衛
門
、
貫
井
村

の
鈴
木
利
左
衛
門
を
伴
っ
て
、
一
軒
一
軒
農
家
の
実
情
を
調

べ
て
歩
き
ま
す
。
凶
作
の
傷
跡
は
深
刻
で
し
た
。

　

こ
の
と
き
、
武
蔵
野
新
田
全
体
の
出
百
姓
家
数
は

千
三
百
二
十
軒
ほ
ど
で
し
た
が
、
救
済
を
受
け
ず
に
続
け
ら

れ
る
百
姓
は
九
軒
し
か
な
く
、
ど
う
に
か
続
け
ら
れ
る
百
姓

が
二
十
六
軒
で
、
こ
れ
ら
も
凶
作
で
痛
手
を
受
け
て
お
り
、

い
つ
ま
で
続
け
ら
れ
る
か
は
判
断
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
以
外

は
ほ
ぼ
全
滅
と
い
う
状
態
で
し
た
。

　

新
田
開
発
が
始
ま
っ
て
以
来
、
名
主
グ
ル
ー
プ
で
も
情
報

を
集
め
、
対
策
を
練
っ
て
は
い
ま
し
た
が
、
一
軒
一
軒
訪
ね

歩
い
て
み
る
と
、
と
て
も
当
面
の
資
金
や
食
料
の
援
助
だ
け

で
は
立
ち
直
れ
な
い
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。
ど
う
す
れ
ば

村
人
の
活
力
を
蘇
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
最
大
の
問
題

で
し
た
。

◆
大
人
も
子
ど
も
も
老
人
も

　

平
右
衛
門
は
ま
ず
、
村
民
救
済
の
た
め
の
「
お
救
い
普
請

｣

と
し
て
、
村
民
に
よ
る
井
戸
掘
り
を
企
画
し
ま
す
。

「
お
ー
い
、
み
ん
な
集
ま
っ
て
く
れ
！
」

　

村
人
が
集
ま
る
と
、
平
右
衛
門
は
穏
や
か
な
顔
で
、
村
人
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に
語
り
か
け
ま
す
。

「
皆
の
衆
、
こ
れ
か
ら
は
村
で
必
要
な
こ
と
は
江
戸
の
商
人
に

頼
ま
な
い
で
、
自
分
た
ち
で
や
る
こ
と
に
し
よ
う
。
つ
い
て
は

こ
こ
に
大
き
な
井
戸
を
掘
る
つ
も
り
じ
ゃ
が
、
や
っ
て
く
れ
る

か
？
」

　

村
人
は
静
ま
り
か
え
り
ま
す
。
食
べ
る
も
の
に
さ
え
事
欠
く

自
分
た
ち
に
、
井
戸
掘
り
の
仕
事
を
押
し
つ
け
ら
れ
る
の
は
、

出
来
れ
ば
遠
慮
し
た
い
と
い
う
の
が
本
音
で
す
。

「
さ
て
、
皆
の
衆
、
こ
こ
に
五
つ
の
札
が
あ
る
。
こ
の
札
に
は
そ

れ
ぞ
れ
「
仁
・
義
・
礼
・
智
・
信
」
と
書
い
て
あ
る
。
鍬
を
振
っ

て
力
仕
事
を
す
る
男
に
は『
仁
』の
札
を
渡
す
。
仕
事
が
終
わ
っ

た
ら
麦
を
三
升
や
る
」

「
え
っ
、
麦
三
升
？　

ほ
ん
と
で
す
か
い
？
」

「
ほ
ん
と
う
だ
」

　

村
人
の
目
つ
き
が
変
わ
り
ま
す
。

「
次
…
…
、
も
っ
こ
を
担
げ
る
女
に
は
『
義
』
の
札
を
渡
す
。
こ

れ
は
麦
二
升
だ
」

「
女
に
も
く
だ
さ
る
ん
で
す
か
？
」

「
あ
あ
、
や
り
ま
す
と
も
、
や
ら
せ
て
下
さ
い
」

「
次
…
…
、
ざ
る
で
モ
ノ
を
運
ぶ
こ
と
の
出
来
る
年
寄
り
、
子
ど

も
に
は
『
礼
』
の
札
を
渡
す
。
こ
れ
は
麦
一
升
五
合
や
る
」

「
子
ど
も
に
も
く
れ
る
ん
で
す
か
？
」

「
子
ど
も
も
大
事
な
働
き
手
だ
」

　

こ
の
と
き
、
ひ
と
り
の
女
が
と
ぼ
と
ぼ
と
離
れ
て
い
こ
う
と

し
ま
す
。

「
こ
れ
、
こ
れ
、
そ
こ
の
女
、
ど
う
し
た
？
」

「
わ
た
し
の
う
ち
に
は
も
う
何
に
も
食
べ
る
も
の
が
あ
り
ま
せ

ん
。
な
ん
と
し
て
も
働
き
た
い
の
で
す
が
、
ご
覧
の
よ
う
に
、

わ
た
し
は
赤
ん
坊
を
お
ぶ
っ
て
い
ま
す
」

　

こ
の
と
き
、
お
ば
あ
さ
ん
が
思
わ
ず
声
を
上
げ
ま
す
。

「
そ
の
赤
ん
坊
は
わ
た
し
が
預
か
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
。
わ
た
し
は

も
う
何
に
も
出
来
な
い
が
、
赤
ん
坊
く
ら
い
あ
や
せ
る
よ
。
あ

ん
た
は
働
か
せ
て
も
ら
い
な
さ
い
」

「
そ
う
だ
、
そ
う
い
う
助
け
合
う
心
が
一
番
尊
い
。
女
は
い
つ
も

人
の
目
の
つ
か
な
い
と
こ
ろ
で
苦
労
し
て
お
る
か
ら
な
。
み
ん

な
、
よ
く
聞
く
が
よ
い
。
子
ど
も
の
守
の
出
来
る
者
に
は
年
寄

り
で
も
子
ど
も
で
も
『
智
』
の
札
を
渡
す
。
こ
の
札
を
持
っ
た

者
に
は
麦
一
升
や
ろ
う
。

「
ま
あ
、
な
ん
と
あ
り
が
た
い
こ
と
で
…
…
、
な
ん
ま
い
だ
ぁ
、

な
ん
ま
い
だ
ぁ
」

「
そ
れ
で
は
お
ば
あ
さ
ん
、
こ
の
子
を
よ
ろ
し
く
頼
み
ま
す
。
わ

た
し
は
一
生
懸
命
働
か
せ
て
貰
い
ま
す
」

「
さ
て
、
み
な
の
衆
、
も
う
一
つ
札
が
残
っ
て
お
る
。
…
…
…
こ

の
『
信
』
の
札
じ
ゃ
」

　

一
同
は
静
ま
り
か
え
っ
て
平
右
衛
門
の
か
ざ
す
札
を
見
守
り

ま
す
。

「
こ
の
『
信
』
の
札
は
、
小
さ
な
子
ど
も
に
や
る
。
子
ど
も
に
は

麦
五
合
を
渡
す
」

「
え
え
ー
っ
、
子
ど
も
に
も
く
れ
る
ん
で
す
か
？
」 

「
で
も
、
こ
ん
な
小
さ
い
子
は
だ
め
で
し
ょ
う
？
」

「
い
や
、
赤
ん
坊
に
も
や
る
。
子
ど
も
は
大
事
な
村
の
宝
だ
か
ら

な
。
親
た
ち
は
安
心
し
て
働
く
が
い
い
。
そ
こ
の
赤
ん
坊
を
お

ん
ぶ
し
た
女
は『
義
』の
札
だ
か
ら
麦
二
升
。
赤
ん
坊
を
預
か
っ

た
お
ば
あ
さ
ん
は
『
智
』
の
札
だ
か
ら
麦
一
升
。
そ
の
赤
ん
坊

は
『
信
』
だ
か
ら
麦
五
合
や
ろ
う
。

「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
も
う
年
寄
り
は
村
を
出
て
行
か
ね

ば
な
ら
ぬ
か
と
思
い
ま
し
た
が
、
あ
あ
、
こ
の
村
へ
残
っ
て
ほ

ん
と
に
よ
か
っ
た
」

「
い
い
か
、
力
が
あ
る
者
は
力
を
出
せ
。
知
恵
が
あ
る
者
は
知
恵

を
出
せ
。
心
優
し
い
者
は
み
ん
な
に
優
し
く
し
て
や
れ
」

　
【
合
唱
】
協
同
作
業
の
喜
び

　

大
人
も
子
供
も
年
寄
り
も
夢
中
に
な
っ
て
働
き
ま
す
。

「
お
ー
い
、
水
が
出
た
ぞ
ー
！
」

「
お
お
、
水
だ
、
水
だ
」

「
さ
あ
こ
の
水
を
畑
へ
流
せ
」

　

人
々
の
胸
に
は 

こ
の
荒
れ
土
の
武
蔵
野
が
、 

み
ど
り
豊
か

な
武
蔵
野
に
姿
を
変
え
て
い
く
の
が
見
え
る
よ
う
で
し
た
。

　

こ
う
し
て
村
中
の
男
か
ら
、
母
親
た
ち
、
老
人
か
ら
子
ど

も
ま
で
が
一
緒
に
村
お
こ
し
に
立
ち
上
が
っ
た
の
で
す
。
だ

か
ら
も
う
、
大
人
も
子
ど
も
も
み
ん
な
一
生
懸
命
働
き
ま
し

た
。
そ
し
て
江
戸
の
商
人
に
工
事
を
頼
ん
だ
場
合
の
半
分
の

お
金
で
出
来
あ
が
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
井
戸
や
、
水
を
引
く
公
共
の
事
業
に
か
か
る
金

は
幕
府
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
が
、
村
人
に
よ
る
工
事
は
、
幕

府
の
支
出
も
少
な
く
て
済
み
ま
す
。
し
か
し
、
経
済
的
効
率

よ
り
、
村
人
が
自
分
の
村
を
造
る
と
い
う
実
感
を
強
く
持
ち
、

一
緒
に
働
く
こ
と
で
、
お
互
い
の
心
が
結
ば
れ
、
助
け
合
い

に
よ
る
豊
か
な
心
を
育
て
ま
す
。

　

以
前
は
十
分
に
食
べ
る
も
の
の
な
か
っ
た
村
人
も
、
一
家

が
安
心
し
て
食
事
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

人
々
は
笑
顔
で
挨
拶
す
る
よ
う
に
な
り
、
村
全
体
が
明
る
く

な
り
ま
し
た
。

　

平
右
衛
門
の
こ
う
し
た
仕
事
の
進
め
方
は
、
代
官
の
上
坂

安
左
衛
門
や
大
岡
忠
相
を
驚
か
せ
ま
す
。
そ
れ
ま
で
大
き
な

工
事
は
江
戸
の
商
人
が
請
け
負
う
の
が
普
通
で
し
た
が
、
平

右
衛
門
は
若
い
頃
か
ら
、
多
摩
川
の
治
水
工
事
な
ど
で
近
隣

の
百
姓
に
よ
る
協
同
作
業
で
成
果
を
上
げ
て
い
ま
し
た
し
。

そ
の
実
績
は
幕
府
か
ら
高
い
評
価
を
得
て
い
ま
し
た
。

　

平
右
衛
門
は
村
人
だ
け
で
掘
削
を
進
め
ら
れ
る
よ
う
入
念

な
計
画
を
立
て
、
村
人
が
一
緒
に
働
く
こ
と
で
心
を
一
つ
に

ま
と
め
あ
げ
、
お
互
い
助
け
合
う
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
指
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し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
み
ん
な
が
公
共
の
設
備
に
愛
情

を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
工
事
費
を
安
く
済
ま
せ
た
分
は
、
村
の

財
政
に
あ
て
ま
し
た
。

　
　

五
、
協
同
の
村

◆
百
姓
組
合
を
作
れ
な
い
か

　

平
右
衛
門
は
八
十
二
ヶ
村
を
歩
い
て
み
て
、
貧
し
い
百
姓
達

は
ま
ず
肥
料
を
購
入
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
現
実
を
知
り
ま

す
。
こ
の
武
蔵
野
の
土
地
は
も
と
も
と
作
物
の
栽
培
に
は
適
さ

な
い
土
地
で
す
。
こ
の
土
地
を
改
良
し
て
い
く
た
め
に
は
か
な

り
大
量
の
肥
料
が
必
要
で
す
。
し
か
し
新
田
農
民
は
経
験
も
浅

く
、
資
金
の
持
ち
合
わ
せ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
赤
土
の
畑
で
、

貧
し
い
百
姓
が
土
を
つ
く
り
、
よ
い
作
物
を
つ
く
る
に
は
ど
う

し
た
ら
よ
い
の
か
。

　

平
右
衛
門
は
名
主
と
し
て
の
豊
富
な
経
験
を
持
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
劣
悪
な
土
地
で
生
き
て
行
く
た
め
に
は
、
効
果
的
に

肥
料
を
使
っ
て
換
金
率
の
高
い
作
物
を
栽
培
さ
せ
た
い
と
考
え

ま
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
土
質
も
改
良
し
て
い
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。
肥
料
を
選
ん
で
う
ま
く
使
え
ば
、
換
金
率
の
高
い
ハ

ト
ム
ギ
、
ヨ
ク
イ
ニ
ン
、
ム
ラ
サ
キ
な
ど
の
薬
草
が
栽
培
で
き

る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
は
当
時
の
江
戸
で
は
貴
重
品
と
し
て
求

め
ら
れ
て
い
た
作
物
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
米
ぬ
か
、
油
か

す
、
小
鰯
な
ど
、
価
の
張
る
肥
料
を
調
達
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
た
め
の
資
金
を
ど
う
す
る
か
。

　

で
き
れ
ば
幕
府
が
肥
料
代
の
資
金
を
立
て
替
え
て
や
れ
る
と

い
い
の
で
す
が
、
先
の
享
保
の
大
飢
饉
で
、
幕
府
は
救
済
の
た

め
に
莫
大
な
資
金
を
使
い
果
た
し
、
金
蔵
が
空
に
な
っ
て
い
る

こ
と
は
周
知
の
事
実
で
す
。
先
の
見
え
な
い
新
田
開
発
に
新
た

に
資
金
を
出
し
て
も
ら
う
こ
と
は
無
理
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
百

姓
に
少
々
資
金
を
貸
し
与
え
て
も
、
そ
れ
を
個
人
任
せ
に
し
た

の
で
は
、
ま
だ
こ
れ
か
ら
の
村
で
す
か
ら
、
強
い
者
は
生
き
残

れ
て
も
弱
い
者
は
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

　

や
は
り
み
ん
な
が
協
力
し
合
っ
て
、
ま
と
ま
る
や
り
方
を
考

え
出
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
百
姓
が
一
つ
に
ま
と
ま
れ
ば
、

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　

ま
ず
、
農
閑
期
に
ま
と
ま
っ
て
肥
料
を
調
達
す
れ
ば
、
江
戸

の
市
場
で
は
半
値
で
仕
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
肥
料
が
半

値
の
時
を
狙
っ
て
大
量
に
購
入
し
て
お
き
、
陣
屋
に
蓄
え
て
お

け
ば
、
肥
料
が
必
要
な
時
期
に
、
誰
に
で
も
必
要
な
だ
け
、
半

値
の
肥
料
を
貸
し
て
や
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
当
然
作
物
の
品

質
が
よ
く
な
り
、
収
穫
量
も
増
加
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
収
穫

物
の
買
い
取
り
も
商
人
任
せ
で
は
な
く
、
直
接
買
い
上
げ
れ
ば
、

商
人
の
利
益
分
を
差
し
引
い
て
、
市
場
よ
り
二
割
高
で
買
い
上

げ
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　

肥
料
は
半
値
で
貸
し
渡
し
、
収
穫
物
は
二
割
高
で
買
い
取
る
。

貸
し
付
け
た
肥
料
代
も
二
割
高
に
換
算
し
た
穀
物
で
返
済
さ
せ

る
。
そ
う
す
れ
ば
一
々
お
金
を
仲
立
ち
に
し
な
く
て
も
肥
料
を

渡
し
、
穀
物
で
返
さ
せ
る
だ
け
で
す
み
ま
す
。

　

ま
と
め
て
肥
料
を
買
い
、
百
姓
に
貸
し
渡
し
、
百
姓
か
ら
収

穫
物
を
買
い
と
る
。
こ
れ
を
お
上
に
頼
ら
ず
百
姓
自
身
が
や
る

と
し
た
ら
、
百
姓
に
よ
る
組
合
を
作
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
歴

史
の
あ
る
村
な
ら
そ
れ
な
り
の
や
り
方
が
あ
る
で
し
ょ
う
が
、

見
ず
知
ら
ず
の
人
間
が
集
ま
っ
て
生
ま
れ
た
村
で
す
か
ら
、
ま

ず
お
互
い
が
知
り
合
い
、
助
け
合
え
る
習
慣
を
育
て
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

百
姓
組
合
が
実
現
す
れ
ば
、
百
姓
の
暮
ら
し
が
楽
に
な
る
だ

け
で
な
く
、
新
田
全
体
の
基
礎
が
確
立
し
、
増
産
に
よ
っ
て
年

貢
の
上
納
も
増
え
る
は
ず
で
す
。
さ
ら
に
、
村
人
の
助
け
合
い

精
神
を
高
め
、
役
人
た
ち
が
上
か
ら
管
理
し
な
く
て
も
、
百
姓

た
ち
で
話
し
合
い
な
が
ら
自
主
的
に
進
め
る
こ
と
が
出
来
る
は

ず
で
す
。

　

百
姓
組
合
は
地
理
的
条
件
が
あ
る
の
で
、
南
と
北
で
そ
れ

ぞ
れ
ま
と
ま
る
と
し
て
、
二
組
合
が
必
要
で
す
。

　

平
右
衛
門
の
計
算
で
は
こ
う
し
た
仕
組
み
を
育
て
る
に
は

年
間
三
百
六
十
五
両
の
資
金
が
必
要
だ
と
わ
か
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
三
百
六
十
五
両
の
資
金
を
ど
う
や
っ
て
捻
出
す
る
か

が
問
題
に
な
り
ま
す
。

◆
養
い
料
組
合
の
提
案

　

平
右
衛
門
は
こ
う
し
た
考
え
を
上
坂
代
官
に
提
案
し
ま
す
。

そ
し
て
、
資
金
に
つ
い
て
は
幕
府
か
ら
の
出
金
で
は
な
く
、

元
金
と
し
て
五
千
三
百
六
十
両
を
六
年
間
貸
し
て
欲
し
い
。

そ
う
す
れ
ば
が
江
戸
市
中
で
資
金
を
必
要
と
す
る
商
人
や
富

農
に
年
利
一
割
で
貸
し
出
し
、
元
金
に
は
手
を
付
け
ず
、
そ

の
利
息
金
だ
け
で
新
し
い
営
農
体
制
を
つ
く
り
出
す
こ
と
が

出
来
ま
す
。
さ
ら
に
荒
れ
地
を
開
発
し
て
新
し
い
新
田
を
拡

大
し
、
同
時
に
凶
作
に
備
え
た
備
蓄
を
す
す
め
、
百
姓
の
生

産
意
欲
を
高
め
て
年
貢
を
増
加
さ
せ
、
病
人
の
手
当
て
も
で

き
る
。
そ
し
て
六
年
後
に
は
全
額
元
金
を
お
返
し
す
る
と
い

う
の
で
す
。

　

そ
れ
ま
で
開
発
貸
付
金
と
い
う
制
度
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、

「
開
発
さ
せ
る
」
と
い
う
立
場
か
ら
、
自
立
し
た
百
姓
を
養
い

育
て
る
と
い
う
心
で
「
養
い
料
金
」
と
し
ま
す
。

　

こ
う
し
た
考
え
方
は
突
然
上
坂
に
提
案
し
た
と
い
う
よ
り
、

新
田
世
話
役
と
し
て
上
坂
に
日
常
報
告
し
な
が
ら
、
上
坂
と

話
し
合
い
な
が
ら
一
緒
に
ま
と
め
た
も
の
で
し
ょ
う
。

　

上
坂
は
そ
れ
を
平
右
衛
門
に
目
論
見
書
と
し
て
ま
と
め
さ

せ
ま
す
。

◆
「
平
右
衛
門
心
一
盃
に
」

　

平
右
衛
門
の
目
論
見
書
を
見
て
、
大
岡
忠
相
は
驚
き
ま
す
。

　

新
田
開
発
に
当
た
っ
て
は
「
百
姓
の
目
で
見
よ
。
百
姓
の
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頭
で
考
え
よ
」
と
い
う
の
が
大
岡
の
方
針
で
し
た
。

　
「
そ
れ
に
し
て
も
途
方
も
な
い
こ
と
を
考
え
出
し
た
も
の
だ

な
。
な
る
ほ
ど
、
同
じ
百
姓
で
も
上
か
ら
命
じ
ら
れ
た
と
き
の

百
姓
と
、
お
の
れ
が
や
ろ
う
と
す
る
と
き
の
百
姓
で
は
力
の
出

し
方
は
何
倍
も
違
う
の
だ
な
。
平
右
衛
門
は
百
姓
た
ち
に
途
方

も
な
い
力
を
発
揮
さ
せ
る
男
だ
」

　

そ
こ
で
上
坂
は
進
言
し
ま
す
。

　
「
こ
れ
ま
で
は
些
細
な
こ
と
も
い
ち
い
ち
平
右
衛
門
よ
り
目

論
見
書
を
出
さ
せ
、
わ
た
し
が
目
を
通
し
た
上
で
お
頭
の
ご
判

断
を
伺
い
、
そ
の
上
で
平
右
衛
門
に
指
示
し
て
お
り
ま
し
た
が
、

こ
れ
よ
り
先
は
、
新
田
の
こ
と
は
す
べ
て
平
右
衛
門
の
思
う
が

ま
ま
に
や
ら
せ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
そ
の
場
で
自
由
に
判

断
来
ま
す
し
、
仕
事
も
早
く
進
み
ま
す
」

　
「
そ
れ
が
よ
い
。
新
田
開
発
の
儀
、
平
右
衛
門
の
心
一
盃
に
す

す
め
る
こ
と
を
許
す
。
そ
の
旨
幕
閣
に
上
申
致
そ
う
」

　

こ
の
「
新
田
開
発
の
儀
、
平
右
衛
門
の
心
一
盃
に
す
す
め
る

こ
と
を
許
す
」
は
幕
府
の
最
高
幹
部
の
間
で
も
承
認
さ
れ
ま
す
。

幕
府
と
し
て
は
異
例
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
事
実
上
、
代
官
と

同
じ
権
限
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
川
崎
平
右
衛
門

は
正
式
に
大
岡
忠
相
直
属
の
部
下
と
し
て
、
南
北
八
十
二
ヶ
村

専
任
の
責
任
者
と
な
り
ま
す
。

◆
芝
地
開
発

　

平
右
衛
門
は
次
に
芝
地
開
発
と
名
付
け
た
、
未
開
墾
地
の
開

発
に
取
り
か
か
り
ま
す
。

　

長
い
間
試
行
錯
誤
が
続
き
、
凶
作
で
苦
し
ん
だ
こ
と
も
あ
り
、

出
て
行
く
百
姓
は
い
て
も
新
し
く
入
植
す
る
百
姓
は
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
の
た
め
未
開
墾
地
が
広
く
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
を
貧
し
い
百
姓
に
食
料
を
与
え
な
が
ら
開
墾
さ
せ
ま
す
。

開
墾
し
た
土
地
は
開
墾
し
た
者
に
与
え
、
年
貢
は
三
年
免
除
し

ま
す
。
食
料
は
家
族
分
も
含
め
て
支
給
さ
れ
、
肥
料
も
無
償
で

貸
与
さ
れ
る
の
で
、
百
姓
は
安
心
し
て
開
墾
に
励
み
ま
す
。

　

こ
う
し
て
新
し
い
新
田
を
増
や
し
、
同
時
に
凶
作
に
備
え
た

備
蓄
を
す
す
め
ま
す
。
備
蓄
し
た
穀
物
は
食
い
ぶ
ち
の
な
い
百

姓
へ
の
手
当
と
し
て
貸
し
付
け
る
こ
と
も
出
来
ま
す
し
、
余
っ

た
穀
物
を
売
れ
ば 

病
人
の
手
当
も
で
き
ま
す
。

　

◆
立
ち
帰
り
料
の
支
給

　

平
右
衛
門
が
も
う
一
つ
課
題
に
し
て
い
た
こ
と
は
、
せ
っ
か

く
畑
を
開
い
た
の
に
作
物
が
取
れ
な
い
た
め
に
逃
げ
だ
し
た
百

姓
た
ち
の
こ
と
で
し
た
。
そ
ん
な
畑
が
あ
ち
こ
ち
に
荒
れ
放
題

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
耕
作
放
棄
地
で
す
。

　

平
右
衛
門
は
逃
げ
出
し
た
百
姓
た
ち
に
、「
今
で
は
農
閑
期
で

も
井
戸
堀
り
、
た
め
池
の
掘
削
な
ど
の
事
業
で
賃
金
と
し
て
穀

物
が
支
給
さ
れ
る
」
こ
と
を
広
く
伝
え
、
村
に
戻
っ
て
く
る
場

合
に
は
立
ち
帰
り
料
と
し
て
金
三
両
を
支
給
し
、
心
配
せ
ず
に

農
地
を
回
復
で
き
る
仕
組
み
を
作
り
た
い
と
、
幕
府
に
願
い
出

ま
す
。

　

平
右
衛
門
を
絶
対
信
頼
し
て
い
る
大
岡
忠
相
は
す
べ
て
を
了

承
し
ま
す
。
平
右
衛
門
は
さ
っ
そ
く
新
田
の
責
任
者
や
村
人
に
、

「
帰
っ
て
き
た
い
者
に
は
立
ち
帰
り
料
を
渡
す
か
ら
、
帰
っ
て

く
る
よ
う
に
」
と
伝
え
ま
す
。
そ
の
話
は
人
か
ら
人
へ
伝
わ
り
、

江
戸
の
町
で
も
噂
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
元
の
村
人
が
次
々

と
帰
っ
て
き
ま
す
。

「
お
ー
い
、
五
助
、
帰
っ
て
き
た
ぞ
！
」

「
お
う
次
郎
、
帰
っ
て
き
た
か
。
お
う
、
お
う
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
も

戻
っ
て
き
た
か
」

「
ま
た
よ
ろ
し
う
頼
み
ま
す
じ
ゃ
」

「
よ
か
っ
た
。
よ
か
っ
た
」

「
弥
助
も
太
助
も
戻
っ
て
き
た
ぞ
」

「
さ
あ
、
さ
あ
、
う
ち
へ
来
い
。
う
ま
い
う
ど
ん
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
か
ら
な
、
う
ど
ん
を
食
わ
せ
る
ぞ
」

「
う
ど
ん
も
で
き
る
の
か
」

　

立
ち
帰
り
料
の
支
給
に
よ
っ
て
、
村
の
人
口
も
増
え
、
耕

作
放
棄
地
は
姿
を
消
し
ま
し
た
。

　

◆
飢
饉
に
備
え
て
ヒ
エ
蔵
を
つ
く
る

　

次
に
平
右
衛
門
は
、
凶
作
に
備
え
て
、
各
村
々
に
ヒ
エ
を

少
し
ず
つ
貯
め
る
村
共
有
の
ヒ
エ
蔵
を
作
ら
せ
ま
す
。
そ
こ

へ
豊
か
な
者
も
貧
し
い
者
も
、
毎
年
収
穫
の
十
分
の
一
を
出

し
合
っ
て
貯
め
て
お
く
の
で
す
。
灌
漑
や
溜
池
が
整
備
さ
れ

て
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
凶
作
を
経
験
す
る
こ
と
も
な
く
な
り
ま

し
た
か
ら
、
三
年
も
す
る
と
ヒ
エ
倉
は
一
杯
に
な
り
ま
す
。

翌
年
か
ら
は
最
初
の
一
年
分
を
取
り
出
し
て
江
戸
の
市
場
で

売
却
し
ま
す
。
ヒ
エ
は
三
十
年
た
っ
て
も
腐
ら
な
い
保
存
食

で
す
か
ら
、
売
り
時
を
見
計
ら
っ
て
売
却
す
る
と
い
い
値
段

で
売
れ
ま
し
た
。
蓄
え
た
ヒ
エ
は
み
ん
な
で
持
ち
寄
っ
た
も

の
で
す
か
ら
。
売
れ
た
代
金
は
村
の
共
有
資
金
と
な
り
、
村

の
催
し
や
、
病
人
の
手
当
て
な
ど
に
自
由
に
使
え
る
資
金
と

な
り
ま
す
。

　

か
つ
て
の
よ
う
に
、
名
主
が
個
人
個
人
か
ら
年
貢
を
取
り

立
て
る
や
り
か
た
に
代
わ
っ
て
、
厳
し
い
と
き
は
厳
し
い
な

り
に
村
全
体
が
助
け
合
っ
て
責
任
を
持
ち
、
余
裕
の
で
き
た

資
金
は
村
の
共
有
に
す
る
と
い
う
自
治
の
仕
組
み
が
根
づ
き

ま
す
。
こ
う
し
て
、
あ
の
極
貧
の
新
田
村
は
豊
か
な
村
に
姿

を
変
え
て
い
き
ま
し
た
。

　

平
右
衛
門
の
手
代
（
て
が
わ
り
）
を
勤
め
た
高
木
三
郎
兵

衛
が
書
き
残
し
た
記
録
に
よ
る
と
、
十
年
の
間
に
、
立
ち
帰
っ

た
百
姓
、
あ
る
い
は
出
百
姓
の
二
男
三
男
へ
の
分
地
な
ど
で
、

家
数
は
三
百
軒
増
え
、
人
数
も
千
人
余
り
増
え
、
開
墾
し
た

畑
は
二
千
町
歩
も
増
え
て
、
開
墾
す
る
土
地
は
な
く
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
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七
、
サ
ク
ラ
咲
く
村

◆
桜
を
植
え
る

　

農
村
の
暮
ら
し
を
自
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
村
人
が
安
心
し

て
集
ま
り
、
一
緒
に
楽
し
む
場
が
必
要
で
す
。
古
い
村
な
ら
神

社
や
お
寺
の
境
内
が
そ
う
し
た
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
が
、

新
し
く
生
ま
れ
た 

新
田
村
で
は
あ
た
ら
し
い
癒
（
い
）
や
し
の

場
が
必
要
で
し
た
。
た
ま
た
ま
玉
川
上
水
の
両
岸
の
松
並
木
が

老
朽
化
し
て
植
え
替
え
る
時
期
に
な
っ
た
と
き
、
平
右
衛
門
は

こ
れ
を
桜
並
木
に
す
る
計
画
を
立
て
ま
す
。

　

桜
を
植
え
始
め
た
時
期
に
つ
い
て
は
ま
だ
平
右
衛
門
が
新
田

世
話
役
に
な
る
以
前
の
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
と
い
う
説

と
、
実
際
に
新
田
専
任
の
役
人
に
な
っ
て
か
ら
の
寛
保
元
年

（
一
七
四
一
）
説
が
あ
り
ま
す
が
、す
で
に
元
文
二
年（
一
七
三
七

年
）
に
は
江
戸
の
飛
鳥
山
（
現
在
の
北
区
王
子
）
で
は
将
軍
吉

宗
が
桜
を
植
え
さ
せ
、
こ
れ
を
庶
民
に
開
放
し
、
春
に
な
れ
ば

誰
で
も
自
由
に
入
場
し
て
無
礼
講
で
花
見
の
宴
が
開
か
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

元
文
元
年
に
大
岡
忠
相
に
よ
る
武
蔵
野
新
田
検
地
が
行
わ
れ

た
際
、
上
坂
政
形
は
押
立
新
田
の
栗
林
を
見
て
、
平
右
衛
門
に

栗
の
上
納
を
勧
め
て
い
ま
す
。
す
で
に
飛
鳥
山
で
は
桜
の
植
樹

が
始
ま
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
平
右
衛
門
は
上
坂
代
官
と
の
間

で
、
武
蔵
野
の
百
姓
た
ち
が
集
ま
っ
て
花
見
が
出
来
る
よ
う
な

場
所
を
構
想
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
実
際
の
植
樹
は

小
金
井
村
の
関
勘
左
衛
門
が
担
当
し
た
と
の
記
録
が
残
っ
て
い

ま
す
か
ら
、
お
そ
ら
く
小
金
井
陣
屋
が
で
き
て
か
ら
後
だ
と
思

わ
れ
ま
す
。

　

平
右
衛
門
は
吉
野
か
ら
種
苗
を
取
り
寄
せ
、
農
閑
期
の
百
姓

の
た
め
の
扶
食
普
請
（
ふ
じ
き
ぶ
し
ん
）、
つ
ま
り
百
姓
を
支
援

す
る
公
共
事
業
と
し
て
、
桜
の
苗
を
栽
培
す
る
苗
場
を
つ
く
り

ま
す
。
こ
れ
は
現
在
の
小
金
井
市
本
町
あ
た
り
に
あ
っ
た
そ
う

で
す
が
、
そ
の
苗
場
で
育
て
た
苗
を
玉
川
の
両
岸
に
植
え
ま
し

た
。
桜
が
咲
く
よ
う
に
な
れ
ば
、
花
見
を
開
こ
う
ぞ
と
、
村
人

は
一
生
懸
命
働
き
ま
し
た
。

　

後
に
こ
の
桜
は
小
金
井
桜
と
呼
ば
れ
、
江
戸
か
ら
た
く
さ
ん

の
人
が
花
見
に
や
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
小
金

井
桜
は
「
江
戸
近
郊
八
景
の
内
・
小
金
井
夕
照
」
と
題
さ
れ
、

広
重
の
浮
世
絵
に
ま
で
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

つ
い
で
な
が
ら
、
小
金
井
桜
は
大
正
十
三
年
に
国
の
名
勝
地

と
し
て
指
定
さ
れ
、
多
く
の
人
々
が
花
見
や
っ
て
く
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
そ
の
花
見
客
の
た
め
の
臨
時
停
車
場
と
し
て
仮
設

さ
れ
た
駅
が
現
在
の
武
蔵
小
金
井
駅
の
は
じ
ま
り
だ
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

上
か
ら
力
づ
く
で
脅
し
つ
け
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
江

戸
時
代
に
、
こ
の
武
蔵
野
新
田
で
は
「
一
人
は
み
ん
な
の
た
め

に
、
み
ん
な
は
一
人
の
た
め
に
」
と
い
う
現
代
の
協
同
組
合
の

先
駆
け
と
な
る
よ
う
な
仕
組
み
が
生
ま
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
現
代
の
協
同
組
合
組
織
は
一
八
四
四
年
に
イ
ギ

リ
ス
・
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
地
方
で
ス
ト
ラ
イ
キ
に
敗
れ
、
失
業
し

た
労
働
者
が
資
金
を
出
し
合
っ
て
生
活
物
資
を
共
同
購
入
し
、

利
益
を
分
配
し
合
っ
た
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
先
駆
者
組
合
か
ら
始

ま
っ
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
武
蔵
野
の
新
田
村
が
平
右
衛
門
の
指
導
に
よ
っ
て
協
同

の
仕
組
み
を
確
立
し
た
の
は
元
文
四
年
か
ら
延
享
五
年
に
か
け

て
、
西
暦
で
言
う
な
ら
一
七
三
九
年
か
ら
一
七
四
八
に
か
け
て

の
こ
と
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
先
駆
者
組
合
よ
り

百
年
も
前
の
こ
と
で
す
。

　

武
蔵
野
の
多
く
の
街
は
、
実
は
協
同
の
村
と
し
て
誕
生
し
て

い
た
の
で
す
。

　

◆
別
れ

　

新
田
開
発
が
は
じ
ま
っ
て
か
ら
二
十
三
年
目
の
延
享
二
年

（1745

）、
大
岡
越
前
守
忠
相
は
自
分
の
役
割
は
終
わ
っ
た

と
、
地
方
御
用
の
役
を
離
れ
ま
す
。
享
保
の
改
革
は
幕
府
の

立
て
直
し
に
成
功
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
平
右
衛
門
が
新
田

開
発
の
役
目
か
ら
離
れ
た
の
は
二
十
七
年
目
の
寛
延
二
年
で

す
。
あ
の
小
金
井
橋
で
の
お
救
い
米
配
り
か
ら
ち
ょ
う
ど
十

年
目
の
春
で
し
た
。

　

平
右
衛
門
は
洪
水
対
策
の
専
門
家
で
も
あ
り
ま
し
た
の

で
、
永
年
水
害
で
苦
し
ん
で
い
る
美
濃
国
（
み
の
の
く
に
）

へ
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
平
右
衛
門
が
旅
立
つ
と

き
、
玉
川
土
手
の
桜
並
木
は
も
う
か
な
り
伸
び
て
、
見
事
な

花
を
つ
け
始
め
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
と
き
み
ん
な
で
植
樹
し
た
玉
川
土
手
の
桜
並
木
が
つ

ぼ
み
を
付
け
は
じ
め
て
い
ま
し
た
。

「
お
ー
い
、
サ
ク
ラ
だ
、
サ
ク
ラ
だ
、
サ
ク
ラ
が
つ
ぼ
み
を
付

け
始
め
た
ぞ
」

「
平
右
衛
門
様
、
お
帰
り
に
な
ら
れ
た
と
き
は
、
武
蔵
野
は
桜

の
村
に
な
り
ま
す
ぞ
！
」

　

平
右
衛
門
は
村
人
に
送
ら
れ
て
、
新
し
い
任
地
に
向
か
い

ま
す
。

　
【
合
唱
】
い
ま
に
サ
ク
ラ
の
村
と
な
る

　

平
右
衛
門
は
そ
の
後
、
長
良
川
の
治
水
工
事
を
完
成
さ
せ

る
と
、
い
っ
た
ん
関
東
代
官
に
戻
り
ま
す
が
、
二
年
後
、
今

度
は
現
在
の
島
根
県
に
あ
る
石
見
銀
山
の
代
官
・
奉
行
と
し

て
派
遣
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
明
和
四
年
（
一
七
六
六
年)

、

幕
府
の
勘
定
吟
味
役
（
幕
府
財
政
の
監
視
役
）
に
任
命
さ
れ
、

江
戸
に
戻
り
ま
す
が
、
病
に
倒
れ
、
七
四
歳
で
没
し
ま
す
。
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川
崎
平
右
衛
門
は
押
立
村
の
名
主
か
ら
幕
府
の
役
人
に
な
り

ま
し
た
が
、
い
つ
も
働
く
者
の
側
に
立
ち
、
働
く
者
た
ち
が
力

を
合
わ
せ
る
喜
び
を
見
つ
け
出
せ
る
よ
う
な
事
業
を
作
り
出
し

て
い
ま
す
。

　

平
右
衛
門
の
没
後
、
武
蔵
野
新
田
、
美
濃
国
、
石
見
銀
山
の

人
々
は
、
平
右
衛
門
の
徳
を
語
り
継
ぎ
、
多
く
の
慰
霊
塔
や
感

謝
の
記
念
碑
を
建
て
て
お
り
ま
す
。

　

◆
川
崎
平
右
衛
門
の
歴
史
的
功
績

　

川
崎
平
右
衛
門
の
功
績
に
つ
い
て
は
幕
府
の
公
的
資
料
か
ら

あ
る
程
度
知
る
こ
と
が
出
来
ま
す
が
、
実
際
の
人
と
な
り
を
伝

え
る
資
料
は
明
和
九
年
（
一
七
七
二
年
）
の
大
火
で
焼
失
し
た

こ
と
も
あ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
研
究

者
た
ち
も
大
変
苦
労
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

農
村
の
一
名
主
か
ら
代
官
に
取
り
立
て
ら
れ
、
最
後
は
幕
府

の
勘
定
吟
味
役
と
い
う
大
幹
部
に
ま
で
出
世
し
た
人
物
で
す
か

ら
、
と
か
く
出
世
し
て
偉
く
な
っ
た
人
物
と
し
て
語
ら
れ
が
ち

で
す
。
あ
る
い
は
ま
た
、
ま
れ
に
見
る
合
理
的
思
考
の
で
き
る

天
才
と
の
評
価
も
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
震
災
か
ら
の
復
興
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
現
代
か

ら
振
り
返
る
と
き
、
本
当
に
知
り
た
い
の
は
、
打
ち
ひ
し
が
れ

た
百
姓
た
ち
が
、
な
ぜ
あ
の
よ
う
な
大
事
業
を
成
し
遂
げ
る
ま

で
に
立
ち
直
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
力
に
頼
る

指
導
や
損
得
勘
定
に
動
か
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
く
、
人
間
の
中

に
眠
る
協
同
性
を
自
覚
し
、
働
く
喜
び
を
知
っ
た
か
ら
だ
と
思

わ
れ
ま
す
。

　

平
右
衛
門
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
を
調
べ
る
と
、
断

片
的
で
は
あ
っ
て
も
、
大
岡
忠
相
や
上
坂
政
形
が
平
右
衛
門
に

対
し
て
人
間
的
に
好
感
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
ま

す
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
村
を
つ
く
る
村
民
か
ら
愛
さ
れ
た

よ
う
で
す
。

　

平
右
衛
門
の
没
後
、
武
蔵
野
新
田
の
人
々
は
平
右
衛
門
の
功

績
を
讃
え
、
小
金
井
市
関
野
町
の
真
蔵
院
に
供
養
塔
を
建
て
て

い
ま
す
。
ま
た
、
国
分
寺
市
の
妙
法
寺
や
東
村
山
市
の
観
音
寺

に
も
謝
恩
塔
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
埼
玉
県
鶴
ヶ
島
に
は「
川

崎
大
明
神
」
の
ほ
こ
ら
を
建
て
て
祀
っ
た
遺
跡
が
残
っ
て
い
ま

す
し
、
坂
戸
市
の
神
明
神
社
境
内
に
も
没
後
九
十
六
年
目
の
嘉

永
六
年
に
「
川
崎
大
明
神
」
と
刻
ま
れ
た
記
念
碑
が
残
さ
れ
て

い
ま
す
。
永
く
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

享
保
の
改
革
の
大
き
な
特
徴
は
、
破
綻
し
か
か
っ
た
幕
府
財

政
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
、
世
襲
の
官
僚
で
は
な
く
、
農
民
出

身
者
が
活
躍
し
た
こ
と
で
す
。
永
年
解
決
の
つ
か
な
か
っ
た
荒

川
、
酒
匂
川
の
治
水
工
事
を
成
功
さ
せ
た
田
中
丘
隅
、
飢
饉
に

備
え
て
全
国
的
に
薩
摩
芋
を
普
及
し
た
青
木
昆
陽
、
そ
し
て
、

享
保
の
改
革
最
大
の
事
業
で
あ
る
武
蔵
野
新
田
八
十
二
ヶ
村
を

完
成
さ
せ
た
川
崎
平
右
衛
門
と
、
い
ず
れ
も
農
民
出
身
者
で
し

た
。
農
業
の
原
点
は
協
同
作
業
で
あ
り
、
農
民
出
身
の
指
導
者

た
ち
は
農
民
特
有
の
協
同
の
力
を
知
っ
て
い
た
と
言
え
ま
す
。

　

こ
う
し
た
農
民
の
自
助
協
同
を
原
則
と
し
た
改
革
は
、
そ
の

後
江
戸
後
期
の
二
宮
尊
徳
に
よ
る
報
徳
社
の
活
動
や
、
大
原
幽

学
に
よ
る
農
民
の
協
同
組
織
・
先
祖
株
の
活
動
が
あ
り
ま
す
。

い
ず
れ
も
飢
饉
や
災
害
に
揺
れ
た
時
代
で
あ
り
、
農
民
自
身
の

自
立
を
原
則
と
す
る
運
動
で
し
た
。
平
右
衛
門
の
協
同
に
よ
る

村
作
り
の
先
例
は
、
こ
う
し
た
人
々
に
も
影
響
を
与
え
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

【
参
照
文
献
】

・『
代
官
川
崎
平
右
衛
門
の
事
績
』　

渡
辺
紀
彦
著
（
一
九
八
八
年
刊
）

・『
わ
た
し
た
ち
の
ま
ち
小
金
井
』

　
　
　
　
　
　
　
　

小
金
井
市
誌
編
纂
委
員
会
編
（
一
九
八
八
年
刊
）

・『
大
岡
忠
相
と
新
田
開
発
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
戸
東
京
た
て
も
の
園
編
（
二
〇
〇
二
年
刊
）

・
府
中
市
郷
土
の
森
博
物
館
・
紀
要21

号
（
二
〇
〇
八
年
刊
）
よ
り

　
　
『
川
崎
平
右
衛
門
定
孝
関
連
資
料
の
所
在
と
「
御
代
官
川
崎
平
右

　
　

衛
門
発
起
書
」
現
代
語
訳
』　

馬
場
治
子
著

・
府
中
市
郷
土
の
森
博
物
館
・
紀
要22

号
（
二
〇
〇
九
年
刊
）
よ
り

　
　
『
川
崎
平
右
衛
門
が
開
い
た
武
蔵
野
新
田
御
栗
林
に
つ
い
て
』

 
 

 
 

 

野
田
政
和
著

・『
代
官
川
崎
平
右
衛
門
』

　
　
　
　
　
　
　

府
中
市
郷
土
の
森
博
物
館
編
（
二
〇
〇
九
年
刊
）

・『
霊
松
院
殿
忠
山
堂
栄
大
居
士
川
崎
平
右
衛
門
定
孝
の
生
涯
』

 
 

 

木
野
主
計
著
（
二
〇
一
〇
年
）

・『
霊
松
院
殿
忠
山
道
栄
大
居
士
川
崎
平
右
衛
門
定
孝
編
年
史
料
集
』

　
　
　

―
川
崎
平
右
衛
門
定
孝
関
係
史
料
の
釈
文
と
解
題
―

 
 

 

木
野
主
計
編
（
二
〇
一
〇
年
）

府中の森公園に立つ川崎平右衛門像
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西暦 　和　暦 年齢 　　　　　出　　来　　事
1694 元禄 7年 1 ★多摩郡押立村川崎家の長男として生まれる。幼名・辰之介。
1703 元禄 16年 10 関東を中心に元禄大地震が起こる。死者 6,700 人。流失家屋 28,000 軒。
1707 宝永 4年 14 関東ら四国にかけて、宝永大地震が起こる。49 日後、富士山大噴火が起こる。
1709 宝永 6年 16 第六代将軍徳川家宣就任。
1713 正徳 03 20 第七代将軍徳川家継就任。
1716 享保元年 23 第八代将軍徳川吉宗就任。
1717 享保 2年 24 大岡忠相、江戸町奉行および地方御用を命じられる。
1722 享保 7年 29 大岡忠相地方御用（国土開発業務）開始。日本橋に新田開発の高札。
1723 享保 8年 30 ★父平右衛門没し、平右衛門を襲名。押立村名主となる。
1725 享保 10年 32 ★上坂安左右衛門が代官となり、平右衛門との信頼関係生まれる
1732 享保 17年 39 　享保の大飢饉、サツマイモの普及がはかられる。
1735 享保 20年 42 ★平右衛門、村民協同で多摩川用水路修復工事を完成させ、幕府の信頼を得る。
1736 元文元年 43 大岡忠相による武蔵野新田検地が行われる。
1738 元文 3年 45 ２年続きの武蔵野新田凶作、吉宗の厳命で上坂代官と平右衛門、新田農民救済にあたる。
1739 元文 4年 46 ★苗字帯刀許され、川崎平右衛門定孝を名乗り、新田世話役となるる。

★幕府から 4060 両借入し、その利金を百姓に支給する養料金制度実施。
1740 元文 5年 47 ★武蔵野 82 ｶ村専任となり、思うように事業を進めてよいと認められる。
1741 寛保元年 48 ★一旦逃げ出した者も、帰村すれば立ち帰り料（再開準備資金）を支給。

★芝地開発料実施。（百姓に食料を支給して未開墾地を拓き、共有財産としての備蓄をはかる）
1743 50 ★上坂代官は勘定方へ移動し、平右衛門は支配勘定格（幕府勘定所役人と同格）となる。
1745 延享 2年 52 ★大岡忠相の関東地方御用引退により、平右衛門は勘定奉行支配下となる。

第九代将軍徳川家重就任。徳川吉宗は西丸へ入り院政を敷く。
1947 延享 4年 55 ★甲州より苗木を取り寄せ、新田内に植林、10ヶ村に管理を任せる。
1749 寛延 2年 57 ★平右衛門、武蔵野新田の支配から離れ、美濃本田代官となり長良川治水に当たる。
1751 寛延 4年 58 6 月、徳川吉宗没。12月、大岡忠相没 (75)。
1754 宝暦 4年 63 ★平右衛門、御目見得以上となる。（将軍に謁見できる資格）
1759 宝暦 9年 65 上坂政形没 (64)
1760 宝暦 10年 67 ★平右衛門、関東代官に戻る。将軍交替、第十代将軍徳川家治。
1762 宝暦 12年 69 ★平右衛門、石見国大森代官・奉行（石見銀山の最高責任者）となる。
1767 明和 4年 74 ★平右衛門、勘定吟味役（幕府財政全般を監視する役）となり、江戸へ帰任。

★平右衛門、江戸に帰着するも病に倒れ、没。74歳。

武蔵野新田および川崎平右衛門略年表　　★印は平右衛門にかかわる事項


