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浜
野
さ
ん
と
京
都
の
関
わ
り
か

ら
お
話
を
う
か
が
え
ま
す
か
。

京
都
に
は

宗
門
改
帳
が
残
っ
て
い
る

私
は
、
京
都
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
歴
史

人
口
学
と
い
う
学
問
を
専
攻
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
昔
の
史
料
を
も
と
に
、
出

生
や
死
亡
、
結
婚
、
移
動
、
家
族
な
ど

人
口
に
ま
つ
わ
る
事
柄
を
調
べ
よ
う
と

い
う
も
の
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に

フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
で
生
ま
れ
た
学

問
で
す
。
現
在
は
人
口
統
計
が
整
備
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
英
仏
で
は
古
く
と
も

19
世
紀
半
ば
ま
で
し
か
そ
ろ
っ
て
お
ら

ず
、
そ
れ
以
前
は
ど
の
よ
う
に
人
口
が

推
移
し
て
き
た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
た
だ
、
両
国
は
キ
リ
ス
ト
教
国

で
す
か
ら
町
に
教
会
が
あ
り
ま
す
。
教

会
で
は
そ
の
教
区
に
住
ん
で
い
る
人
の

洗
礼
、
結
婚
、
埋
葬
な
ど
の
「
教
区
簿

冊
」
と
い
う
記
録
を
残
し
て
い
て
、
そ

れ
を
人
口
推
計
に
使
い
始
め
た
の
が
出

発
点
で
す
。

こ
の
結
果
い
く
つ
か
興
味
深
い
こ
と

が
判
明
し
ま
し
た
。
例
え
ば
、
当
時
フ

ラ
ン
ス
で
進
ん
で
い
た
少
子
化
は
急
に

起
き
た
も
の
で
は
な
く
、
ど
う
も
フ
ラ

ン
ス
革
命（
１
７
８
９
年
）の
こ
ろ
か
ら

始
ま
っ
た
と
い
う
事
実
で
す
。
少
子
化

は
長
期
に
わ
た
る
伝
統
に
な
っ
て
い
た
、

と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
の
で
す
。

そ
の
研
究
が
非
常
に
注
目
さ
れ
て
、
世

界
各
地
に
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

日
本
で
、
こ
の
分
野
を
本
格
的
に
伝

え
た
の
は
速
水

は
や
み

融
あ
き
ら

氏
（
現
・
麗
澤
大
学

教
授
）
で
す
。
速
水
氏
は
「
こ
れ
は
日

本
に
も
応
用
で
き
る
ぞ
」
と
考
え
ま
し

た
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
に
は
教
区
簿
冊

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
反
対
に
、
江
戸
幕

府
が
キ
リ
ス
ト
教
を
取
り
締
ま
る
た
め

に
作
ら
せ
た
「
宗
門
改
帳

し
ゅ
う
も
ん
あ
ら
た
め
ち
ょ
う

」
と
い
う
史

料
が
全
国
に
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

宗
門
改
帳
に
は
、
各
町
の
家
数
、
寺

の
宗
派
、
ど
こ
の
お
寺
の
檀
家
で
あ
っ

た
か
、
屋
号
と
人
名
、
そ
し
て
判
が
押

し
て
あ
り
ま
す
。
判
は
個
人
が
押
す
場

合
も
あ
れ
ば
、
寺
が
押
す
場
合
も
あ
り

ま
す
。
何
の
変
哲
も
な
い
人
口
台
帳
で

す
。
１
６
７
１
年
に
江
戸
幕
府
が
全
国

に
（
幕
府
直
轄
領
を
除
く
）
宗
門
改
帳

を
作
成
さ
せ
る
法
令
を
出
し
、
１
８
７

０
年
（
明
治
３
）
こ
ろ
ま
で
全
国
で
毎

年
作
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
宗
門
改
帳
が
京
都
で
は
町
単
位

で
山
の
よ
う
に
残
っ
て
い
る
の
で
す
。

町
の
史
料
と
い
う
も
の
は
町
の
年
寄
を

し
た
人
や
、
そ
れ
を
引
き
継
い
だ
個
人

が
持
っ
て
い
ま
す
。
残
っ
て
い
な
い
所

も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
京
都
に
は

数
百
の
町
が
あ
り
、
み
ん
な
ち
ょ
っ
と

し
た
文
書
は
残
し
て
い
ま
す
か
ら
、
現

在
で
も
膨
大
な
量
が
存
在
し
て
い
る
の

で
す
。

京
都
市
が
『
京
都
の
歴
史
』（
１
９

６
９
〜
76
年
）
を
編
纂
し
た
時
に
、
編

者
の
一
人
で
あ
っ
た
林
屋
辰
三
郎
氏
の

ア
イ
デ
ア
で
、
各
家
の
文
書
の
写
真
撮

影
を
さ
せ
て
頂
い
て
製
本
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
京
都
市
歴
史
史
料
館
に
保
管
さ

れ
て
い
て
、
自
由
に
誰
で
も
閲
覧
で
き

ま
す
。
中
学
生
が
自
分
の
町
を
調
べ
に

行
っ
て
も
、
簡
単
に
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
私
は
、
東
京
か
ら
京
都
に
移
っ

て
き
て
、
こ
の
史
料
群
を
見
つ
け
た
時

に
、
一
生
京
都
に
い
よ
う
か
な
と
思
っ

た
の
で
す
。

東
京
で
は
、
こ
の
よ
う
な
史
料
は
ま

ず
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
江
戸
の
史
料
は

ほ
と
ん
ど
関
東
大
震
災
や
空
襲
で
灰
燼

に
帰
し
て
い
ま
す
。
江
戸
は
京
よ
り
も

人
口
が
多
く
、
宗
門
改
帳
も
多
く
あ
っ

た
は
ず
で
す
が
、
数
冊
し
か
見
つ
か
っ

て
い
ま
せ
ん
。
京
都
は
一
つ
の
町
で
50

冊
く
ら
い
残
っ
て
い
る
所
は
、
ざ
ら
に

あ
り
ま
す
か
ら
ね
。

江
戸
時
代
の
京
都
は

町
衆
の
自
治
都
市

京
都
の
場
合
、
千
年
以
上
も
続
い
て

い
る
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
ま
す
。
し

水と町衆が生み出す暮らしの勢い
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か
し
、
古
代
の
京
都
は
中
国
を
真
似
た

律
令
制
度
と
い
う
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
制
度

が
な
か
な
か
う
ま
く
機
能
せ
ず
に
、
ど

ん
ど
ん
崩
れ
て
い
き
ま
し
た
。
左
京
は

栄
え
、
右
京
は
人
が
住
ま
な
く
な
る
と

い
う
現
象
も
出
て
き
ま
す
。
こ
う
し
て

当
初
の
古
代
都
市
は
ど
ん
ど
ん
衰
退
し

て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
過
程
で
、
例
え

ば
室
町
幕
府
が
で
き
れ
ば
、
幕
府
権
力

が
一
時
そ
の
中
で
新
た
な
都
市
形
成
を

行
う
。
造
っ
て
は
衰
退
す
る
と
い
う
こ

と
を
繰
り
返
し
た
、
と
言
う
の
が
正
確

で
し
ょ
う
。

古
代
の
京
都
と
、
中
世
末
以
降
の
町

衆
の
京
都
は
違
う
、
と
い
う
の
が
私
の

考
え
で
す
。
そ
し
て
、
町
衆
の
自
治
の

伝
統
を
基
礎
に
つ
く
ら
れ
た
の
が
近
世

の
京
都
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
大
坂
、
江
戸
は
そ

れ
ほ
ど
の
歴
史
が
な
い
。
江
戸
や
大
阪

と
の
比
較
は
な
か
な
か
難
し
い
の
で
す

が
、
例
え
ば
、
江
戸
時
代
中
頃
、
江
戸

か
ら
京
に
や
っ
て
来
た
あ
る
狂
歌
師
が
、

街
路
の
美
し
さ
に
非
常
に
驚
い
て
い
ま

す
。
美
観
や
環
境
を
守
る
と
い
う
の
は
、

幕
府
が
そ
の
よ
う
な
規
制
を
加
え
て
い

る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
む
し
ろ
住
民

に
よ
る
中
か
ら
の
規
制
が
あ
り
守
ら
れ

て
い
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
今
で
も

京
都
で
は
高
い
ビ
ル
を
建
て
る
と
反
対

運
動
が
起
こ
り
ま
す
し
、
バ
ブ
ル
の
時

の
よ
う
な
乱
開
発
に
は
批
判
が
非
常
に

強
い
。
も
ち
ろ
ん
、
東
京
で
も
問
題
に

な
り
ま
し
た
が
、
お
そ
ら
く
京
都
ほ
ど

住
民
が
大
反
対
し
た
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
で
し
ょ
う
。

私
は
７
年
ほ
ど
前
に
東
京
か
ら
京
都

に
移
り
住
ん
で
き
た
の
で
す
が
、
町
内

会
活
動
、
自
治
会
活
動
が
た
い
へ
ん
し

っ
か
り
残
っ
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
意
味

で
は
、
京
都
の
持
っ
て
い
る
長
い
伝
統

だ
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
あ
る
時

「
運
動
会
が
あ
る
」
と
言
わ
れ
ま
し
た

の
で
、「
小
学
校
の
運
動
会
で
す
か
？
」

と
尋
ね
ま
し
た
ら
、「
町
の
運
動
会
が

あ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
。
町

毎
に
運
動
会
が
あ
る
。
最
近
ま
で
学
校

の
運
動
会
な
ど
は
平
日
に
行
い
、
む
し

ろ
町
の
運
動
会
を
日
曜
日
に
、
メ
イ
ン

の
行
事
と
し
て
行
っ
て
い
た
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
子
ど
も
も
町
の
運
動
会
に

参
加
し
、
す
ご
く
盛
り
上
が
り
ま
す
。

な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
を
す
る
か
と
い
う

と
、
防
災
と
い
う
面
も
あ
る
の
で
し
ょ

う
。
よ
く
言
わ
れ
る
の
は
、「
火
を
出

す
よ
う
な
人
が
町
に
住
ん
で
い
た
ら
大

変
だ
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
い
う
意

味
で
、
町
の
規
制
は
非
常
に
強
い
。

江
戸
時
代
の
京
の
人
口
は
、
あ
ま
り

増
え
て
い
な
い
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。

京
都
に
住
む
と
い
う
こ
と
は
当
時
は
大

変
な
こ
と
で
、
そ
の
周
囲
の
人
、
町
が
、

人
物
を
鑑
定
し
て
居
住
許
可
を
与
え
た

か
ら
、
無
闇
に
増
え
る
こ
と
が
な
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
引
っ
越
し
て
く
る
場

合
、
借
家
人
で
あ
っ
て
も
保
証
人
を
立

て
る
と
い
う
厳
し
い
ル
ー
ル
が
、
当
時

宗門改帳から復元した住民基本台帳
宗門改帳（表紙：右、本文：上）を一点一点集めて、家ごとに台帳化したのが、BDS（Basic
Data Sheet）（右下）。このBDSは西陣にある花車町の史料、熊野屋文蔵、妻のやそ、以下15名
の記録。文政９年（1826）以降、名前の明記してある年には（ ）が記入されている。当初、

宗門改帳に年齢の記載の必要はなかったが、
天保15年（1844）以降、記載されるよう
になる。あとで年齢がわかれば、遡って年
齢をうめることができる。
途中でいなくなるのは死んだのか、どこ
かへ行ったのか、ここではわからない。
10歳程度でいなくなった場合、奉公に出
た可能性もある。これを一軒ずつ作成して
コンピューター入力すると、各年の人口を
出すことができる。
英仏の教区簿冊では、教会の洗礼、埋葬
のような、その時点の変化だけが記入され
ているので毎年の人口はわからない。しか
し生まれてすぐに洗礼するので、１週間後
に死んだとしても出生記録は残り、かつ１
週間後の埋葬の記録も残ることになる。一
方、宗門改帳には生まれてすぐ死んだ人は
書かれていないため、乳児死亡がとらえら
れないという欠点もある。

京都市歴史資料館蔵
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水と町衆が生み出す暮らしの勢い

お
り
、
寄
り
合
い
も
投
票
も
あ
り
、
こ

の
よ
う
な
人
の
出
入
り
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
て
い
ま
し
た
。
年
寄
は
現
在
の
町
内

会
長
で
、
輪
番
制
で
な
り
ま
す
。
そ
う

い
う
町
組
織
の
強
さ
は
京
の
特
徴
で
す
。

行
政
は
そ
の
よ
う
な
自
治
組
織
に
か
な

り
丸
投
げ
し
て
い
た
の
が
実
態
で
す
。

―
―
　
な
ぜ
中
世
末
期
に
は
各
地
に
存

在
し
た
町
衆
組
織
が
、
江
戸
時
代
に
も

残
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

基
本
的
に
自
治
に
任
せ
る
な
ら
任
せ

よ
う
、
住
民
自
治
で
う
ま
く
い
く
な
ら

ば
、
行
政
が
介
入
す
る
必
要
は
な
い
と

い
う
の
は
、
江
戸
時
代
の
考
え
方
で
す
。

裁
判
で
も
、
奉
行
所
の
お
白
砂
で
裁
き

を
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
で
き
る
限

り
当
事
者
が
和
解
調
停
し
た
ほ
う
が
い

い
と
い
う
考
え
方
が
根
底
に
あ
り
ま
し

た
。た

だ
、
京
都
が
武
士
の
極
め
て
少
な

い
町
だ
か
ら
、
と
い
う
こ
と
が
や
は
り

大
き
な
理
由
で
す
。
江
戸
は
百
万
都
市

と
言
わ
れ
て
も
、
半
分
は
参
勤
交
代
で

全
国
か
ら
や
っ
て
来
る
武
士
。
彼
ら
は

役
人
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
、
つ
ま
り
江

戸
は
役
人
だ
ら
け
の
町
で
、
い
わ
ば
住

民
の
半
数
が
公
務
員
と
い
う
奇
妙
き
て

れ
つ
な
町
で
し
た
。
京
都
に
は
、
京
都

町
奉
行
所
と
か
京
都
所
司
代
と
い
う
行

政
機
構
は
あ
り
ま
す
が
、
た
か
が
知
れ

て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
町
衆
に
任
さ

な
い
と
う
ま
く
い
く
は
ず
が
な
い
の
で
す
。

川
は
行
政
機
構
で

で
は
町
衆
の
自
治
に
任
せ
な
い
で
、

行
政
が
介
入
す
る
部
分
が
な
か
っ
た
の

と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
が

川
の
問
題
で
す
。

京
都
が
こ
れ
だ
け
人
口
を
抱
え
ら
れ

た
の
に
は
、
水
が
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
ま
す
。
第
１
に
は
、
飲
み
水
で

あ
る
井
戸
水
、
地
下
水
。
江
戸
は
埋
め

立
て
地
で
あ
る
た
め
に
、
神
田
用
水
や

玉
川
用
水
を
造
っ
て
あ
れ
だ
け
の
人
口

を
養
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
京
都
で

は
、
近
代
に
な
っ
て
も
し
ば
ら
く
は
井

戸
水
で
し
た
。
明
治
の
京
都
の
水
道
事

業
開
始
は
遅
い
の
で
す
が
、
逆
に
言
え

ば
そ
れ
だ
け
水
が
豊
か
だ
っ
た
の
で
す
。

第
２
に
は
、
運
搬
の
た
め
に
使
わ
れ

た
高
瀬
川
、
西
高
瀬
川
な
ど
の
水
路
は
、

流
通
の
上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て

い
ま
す
。

そ
し
て
、
第
３
に
桂
川
、
鴨
川
が
農

業
用
水
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
ま
し
た
。
こ
れ
だ
け
の
人
口
を
養

う
た
め
に
、
京
都
の
周
囲
の
農
村
地
帯

で
は
野
菜
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。
現
在

の
京
都
駅
の
南
側
の
住
宅
地
帯
に
な
っ

て
い
る
あ
た
り
は
一
面
の
純
農
村
で
し

た
。
そ
こ
か
ら
採
れ
る
も
の
が
、
行
商

の
形
で
市
中
に
運
ば
れ
て
い
き
ま
し
た
。

食
糧
供
給
地
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い

と
、
京
の
人
は
満
足
に
食
事
が
で
き
な

い
。

か
ら
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
保
証
人
も
、

町
の
近
隣
に
住
ん
で
い
る
人
で
な
い
と

い
け
な
い
。
全
然
知
ら
な
い
人
が
保
証

人
で
は
信
用
し
よ
う
が
な
い
か
ら
で
す
。

江
戸
の
初
期
に
、
鴨
川
の
河
川
敷
き

が
住
宅
地
に
な
り
ま
し
た
。
新
地
と
い

い
「
新
開
発
さ
れ
た
土
地
」
と
い
う
意

味
で
す
。
当
時
の
町
の
史
料
を
見
る
と
、

「
新
地
が
で
き
る
と
心
配
だ
」
と
い
う

記
述
が
見
ら
れ
ま
す
。
ス
ラ
ム
化
を
防

ぎ
町
の
美
観
を
維
持
す
る
た
め
に
も
、

妙
な
人
が
入
っ
て
こ
な
い
で
ほ
し
い
、

と
心
配
し
た
わ
け
で
す
。

現
在
で
は
、
都
市
の
人
口
が
増
え
る

と
地
域
経
済
が
活
性
化
す
る
の
で
、
町

に
人
口
を
呼
び
込
も
う
と
し
ま
す
。
し

か
し
、
こ
の
考
え
方
は
、
空
間
を
高
層

化
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
い
う

前
提
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ

が
、
江
戸
時
代
に
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
な

ど
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
都
市
の
人
口
が

増
え
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
過
密
を
意

味
し
ま
す
。
家
主
は
家
賃
収
入
が
得
ら

れ
ま
す
か
ら
人
が
住
ん
で
い
て
く
れ
れ

ば
儲
か
り
ま
す
が
、
過
密
は
衛
生
環
境

の
悪
化
に
も
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

当
時
は
、
町
が
行
政
組
織
に
な
っ
て
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こ
う
し
た
理
由
で
、
町
奉
行
所
な
ど

の
行
政
機
構
は
川
に
非
常
な
神
経
を
注

い
で
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
川
に
つ
い

て
だ
け
は
行
政
が
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
式
に

命
令
を
下
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

さ
ら
に
、
廃
棄
物
の
問
題
。
よ
く
、

前
近
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
で
は
、

道
路
の
方
々
に
屎
尿
が
捨
て
て
あ
っ
て
、

臭
か
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

日
本
の
都
市
で
は
屎
尿
を
堆
肥
に
再
利

用
し
て
い
ま
し
た
。
今
と
違
っ
て
、
ゴ

ミ
も
ほ
と
ん
ど
の
も
の
は
再
利
用
し
ま

し
た
が
、
そ
れ
で
も
出
る
ゴ
ミ
は
川
に

捨
て
て
い
ま
す
。
リ
サ
イ
ク
ル
で
き
な

い
ゴ
ミ
を
処
理
す
る
シ
ス
テ
ム
が
な
か

っ
た
の
で
す
。
す
る
と
、
川
が
汚
れ
た

り
、
農
業
用
水
の
取
水
堰
な
ど
が
詰
ま

っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
行
政
で
ゴ
ミ

捨
て
場
を
用
意
し
ま
す
。
こ
れ
は
住
民

自
治
で
は
対
処
で
き
な
い
こ
と
で
す
ね
。

つ
ま
り
、
町
同
士
の
利
害
に
関
わ
る
場

所
を
ど
の
町
が
提
供
す
る
の
か
、
空
き

地
は
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
町

奉
行
所
が
出
て
き
ま
す
。

町
で
異
な
る

居
住
者
の
定
住
と
移
動

京
都
の
文
書
を
読
ん
で
い
く
と
、
同

じ
京
都
で
も
町
々
に
特
色
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
西
九
条
境
内
・
志
水
町
で

職
業
を
調
べ
る
と
、
行
商
人
が
多
い
。

あ
る
い
は
料
理
手
間
働
き
と
い
う
コ
ッ

ク
さ
ん
や
、
仕
立
て
人
。
こ
の
よ
う
な

で
あ
る
と
は
見
な
し
ま
せ
ん
。
仕
事
を

で
き
る
能
力
が
な
い
と
、
だ
め
な
わ
け

で
す
。

も
う
一
つ
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
結

構
、
コ
ネ
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
あ
る
村
か
ら
た
く
さ
ん
や
っ
て

来
る
。
あ
る
い
は
、
親
戚
を
頼
っ
て
来

る
。
京
都
に
お
じ
さ
ん
が
い
る
と
か
、

伝
手
が
な
い
と
な
か
な
か
難
し
い
と
言

う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
へ
ん
が
、
江

戸
、
大
坂
に
比
べ
て
、
京
都
は
厳
し
か

っ
た
と
思
い
ま
す
ね
。

デ
フ
レ
の
中
で
の

ブ
ラ
ン
ド
戦
略

京
都
の
商
人
は
薄
利
多
売
は
し
ま
せ

ん
。
買
う
人
も
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
な

金
襴
緞
子
な
ど
の
高
額
商
品
を
、
目
が

肥
え
た
大
名
や
大
商
人
達
に
販
売
す
る

の
で
す
。
売
る
側
も
長
年
の
経
験
が
必

要
で
す
。
ブ
ラ
ン
ド
商
売
で
す
か
ら
大

量
生
産
さ
れ
た
ら
困
り
ま
す
か
ら
、
や

た
ら
に
京
に
人
が
入
っ
て
き
て
も
仕
事

が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
へ
い
く
と
、
江
戸
は
、
薄
利
多

売
で
す
。
江
戸
中
期
以
降
に
、
ブ
ラ
ン

ド
を
守
る
と
い
う
の
で
日
本
中
が
必
死

に
な
る
時
代
が
あ
る
そ
う
で
す
。
と
い

う
の
は
、
織
物
で
も
名
産
地
の
品
に
似

せ
た
商
品
が
各
地
で
作
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、
産
地
間
競
争
が
起
き
て
き
ま
す
。

た
と
え
ば
、
米
沢
藩
の
上
杉
鷹
山
は

特
産
の
米
沢
織
を
藩
士
の
子
女
に
ま
で

奨
励
し
ま
し
た
が
、
ま
が
い
物
の
横
行

に
悩
み
ま
し
た
。
そ
の
た
め
米
沢
織
の

ブ
ラ
ン
ド
を
ど
う
や
っ
て
守
る
か
、
藩

で
も
必
死
に
な
っ
て
考
え
ま
し
た
。
い

わ
ば
、
藩
に
商
社
機
能
が
備
わ
っ
て
い

た
の
で
す
。
農
村
か
ら
の
年
貢
が
取
れ

な
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
だ
ん
だ
ん
そ

う
い
う
も
の
に
依
存
し
て
い
く
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

江
戸
前
期
は
日
本
の
人
口
が
爆
発
的

に
伸
び
る
期
間
で
す
。
新
田
開
発
で
食

糧
の
大
増
産
が
行
わ
れ
、
新
田
村
が
増

え
、
さ
ら
に
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
城
下

町
と
い
う
も
の
が
全
国
で
生
ま
れ
ま
す
。

城
下
町
は
、
そ
れ
ま
で
農
村
に
居
住
し

て
い
た
武
士
が
、
強
制
的
に
都
市
に
集

め
ら
れ
た
結
果
で
き
た
町
で
す
。
つ
ま

り
、「
今
ま
で
は
兵
隊
だ
っ
た
が
、
明

日
か
ら
は
公
務
員
」
と
い
う
よ
う
な
も

の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
だ
け
の
人

が
明
日
か
ら
食
べ
て
い
か
な
く
て
は
な

ら
な
い
よ
う
に
な
る
。
別
の
目
で
見
れ

ば
、
そ
こ
に
、（
自
分
た
ち
が
自
給
す

る
た
め
の
農
業
で
は
な
く
）
都
市
人
口

を
対
象
に
し
た
商
品
と
し
て
の
農
業
生

産
が
成
立
し
て
く
る
わ
け
で
す
。

特
産
物
も
、
地
域
差
が
あ
れ
ば
あ
る

ほ
ど
売
り
込
み
が
し
や
す
い
。
そ
の
た

め
に
は
、
全
国
的
な
流
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
が
必
要
で
、
海
運
も
整
備
さ
れ
て
き

ま
す
。
こ
こ
か
ら
、
１
６
０
０
年
代
は

高
度
成
長
が
１
０
０
年
く
ら
い
続
き
、

需
要
が
ど
ん
ど
ん
拡
大
し
て
い
き
ま
し

た
。

人
々
が
住
む
町
に
は
、
外
か
ら
の
転
入

が
し
や
す
い
。
借
家
人
の
率
も
高
く
、

９
割
近
い
時
も
あ
り
ま
し
た
。
家
持
は

ず
っ
と
定
住
し
て
い
ま
す
か
ら
、
増
え

る
の
は
借
家
人
で
す
。
天
保
期
の
し
ば

ら
く
の
間
は
人
口
が
増
え
て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
人
々
の
年
齢
を
見
る
と

20
歳
〜
30
歳
台
で
す
。
20
歳
台
ま
で
は

ま
ず
奉
公
人
で
す
か
ら
、
単
身
で
転
入

し
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、
20
歳
台
後
半

か
ら
30
歳
台
に
か
け
独
立
し
、
所
帯
を

持
つ
。
都
市
で
所
帯
を
持
つ
こ
と
は
大

変
で
す
か
ら
、
晩
婚
に
な
り
ま
す
。

若
い
と
き
は
奉
公
人
で
間
借
り
を
し

て
い
て
、
や
が
て
独
立
し
行
商
人
に
な

り
ま
す
。
初
め
は
収
入
も
た
い
し
た
こ

と
は
な
い
の
で
、
家
も
ち
っ
ぽ
け
な
も

の
で
す
。
そ
れ
で
も
、
お
金
を
貯
め
る

と
中
心
部
に
移
動
し
た
り
、
い
い
職
を

探
し
て
、
す
ご
く
動
き
ま
す
。
で
す
か

ら
、
借
家
人
も
ど
ん
ど
ん
引
っ
越
し
を

重
ね
、
移
動
し
ま
す
。

―
―
　
だ
い
た
い
、
ど
の
あ
た
り
か
ら

京
に
集
ま
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。

九
州
、
北
陸
な
ど
、
か
な
り
遠
く
か

ら
も
来
て
い
ま
す
。
農
村
の
史
料
か
ら

は
も
っ
と
よ
く
分
か
り
ま
す
。
誰
が
ど

こ
へ
行
っ
た
と
い
う
こ
と
が
詳
し
く
出

て
い
ま
す
。
例
え
ば
濃
尾
地
方
、
今
の

岐
阜
県
あ
た
り
を
見
る
と
、
上
層
の
農

民
、
地
主
層
に
な
る
と
子
供
が
京
に
奉

公
に
行
っ
て
い
ま
す
。
京
都
に
行
く
と

一
口
に
い
っ
て
も
、
田
舎
で
た
だ
無
学

で
育
っ
た
人
に
は
住
め
な
い
所
で
し
た
。

例
え
ば
行
商
な
ら
何
と
か
な
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
仕
入
れ
と
か
、

お
金
の
や
り
と
り
、
工
夫
、
ち
ょ
っ
と

商
売
を
す
る
な
ら
ば
帳
簿
も
つ
け
ら
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
教
養
が
必
要
で

す
。
だ
か
ら
、
き
ち
ん
と
教
養
が
あ
っ

て
学
問
が
で
き
る
と
い
う
人
で
な
い
と
、

都
市
に
行
っ
て
も
仕
事
が
あ
る
か
ど
う

か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
農
村
で
も

比
較
的
豊
か
な
階
層
か
ら
来
て
い
る
の

で
す
。

た
だ
、
や
は
り
近
畿
が
多
い
で
す
ね
。

よ
く
わ
か
ら
な
い
の
は
、
近
在
の
農
村

か
ら
来
た
の
か
、
京
都
の
他
の
町
か
ら

来
た
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。
山
城
国
と

し
か
書
い
て
い
な
い
。
た
だ
、
旦
那
寺

が
ど
こ
か
を
見
る
と
、
周
辺
の
農
村
か

ら
も
来
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

極
め
て
多
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
。
雇
う
人
は
近
く
だ
か
ら
有
利上京区千本今出川の北、現在の花車町
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水と町衆が生み出す暮らしの勢い

出
て
、
あ
る
時
期
に
は
動
か
な
い
と
思

う
と
、
そ
う
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
転

入
率
よ
り
も
転
出
率
が
２
〜
３
％
高
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
ち
ょ
っ
と
し

た
差
で
人
口
が
変
わ
る
わ
け
で
す
。
つ

ま
り
、
西
陣
の
人
口
は
、
停
滞
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、
安
定
的
に
回
転
し
て

い
る
と
言
っ
た
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

人
間
の
「
勢
い
」
に
水
が

関
わ
る

あ
る
面
積
に
何
人
住
む
の
が
適
当
か
、

と
い
う
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
狩
猟

採
集
民
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
食
物

に
応
じ
た
最
適
人
口
と
い
う
も
の
が
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
農
耕
社
会
以
降
は
、

生
産
性
の
向
上
に
よ
り
人
口
が
稠
密
に

な
る
こ
と
も
可
能
に
な
り
ま
す
。
た
だ

稠
密
に
な
る
と
病
気
に
な
り
や
す
く
な

る
と
い
う
複
雑
な
要
素
も
出
て
く
る
た

め
、
現
在
で
は
、
適
度
な
人
口
と
い
う

解
答
は
な
い
と
い
う
の
が
結
論
で
す
。

む
し
ろ
、
何
を
も
っ
て
適
度
と
み
る
か

が
問
題
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
今

が
適
度
な
人
口
か
ど
う
か
と
い
う
判
断

は
難
し
い
。

環
境
に
よ
り
人
口
が
決
定
さ
れ
る
と

い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
が
、
大
事
な

こ
と
は
人
口
が
増
え
た
り
減
っ
た
り
す

る
と
、
そ
の
よ
う
な
変
化
に
適
応
す
る

た
め
に
、
他
の
社
会
シ
ス
テ
ム
や
生
態

系
シ
ス
テ
ム
が
変
わ
る
と
い
う
面
も
あ

る
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
と

人
口
は
、
相
互
依
存
関
係
に
あ
る
と
考

え
る
べ
き
で
す
。

そ
の
中
で
、
水
と
い
う
要
素
が
ど
の

よ
う
に
関
わ
る
か
。

歴
史
人
口
学
と
い
う
の
は
、
人
が

「
増
え
た
、
減
っ
た
」
と
い
う
事
実
を

探
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
、

dem
ography

を
「
人
口
学
」
と
訳
し

ま
す
が
、
明
治
時
代
で
は
「
民
勢
学
」

と
訳
し
ま
し
た
。
国
の
勢
い
がcensus

、

現
在
で
は
「
国
勢
調
査
」
と
訳
し
て
い

ま
す
。
か
つ
て
は
、
国
の
勢
い
、
民
の

勢
い
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
し
た
。

歴
史
人
口
学
は
こ
う
し
た
人
間
の

「
勢
い
」
を
探
る
も
の
で
す
。
人
間
が

勢
い
を
得
る
た
め
に
必
要
か
つ
、
非
常

に
重
要
な
も
の
が
「
水
」
で
す
。
水
は

病
気
も
媒
介
し
ま
す
が
、
水
が
あ
る
か

ら
人
が
住
め
る
。
食
糧
生
産
や
流
通
を

支
え
る
一
方
で
、
洪
水
も
あ
り
、
そ
の

対
策
と
し
て
河
川
改
修
や
暗
渠
も
で
き

る
。
水
は
恩
恵
を
も
た
ら
す
と
同
時
に

凶
器
に
も
な
る
。
人
間
が
活
き
活
き
と

生
活
す
る
た
め
に
、
水
を
い
か
に
活
用

し
て
い
っ
た
か
を
見
る
と
、
水
と
人
口

は
相
互
に
影
響
を
与
え
あ
っ
て
き
た
と

い
え
る
で
し
ょ
う

さ
ら
に
は
人
口
の
増
減
が
、
そ
れ
に

応
じ
た
水
利
シ
ス
テ
ム
、
社
会
シ
ス
テ

ム
を
つ
く
る
面
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。
水

は
「
勢
い
」
を
支
え
る
要
素
と
し
て
不

可
欠
な
要
素
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
一
転
し
て
、
享
保
期
（
１

７
１
６
〜
１
７
３
５
年
、
徳
川
吉
宗
の

時
代
）
か
ら
長
い
デ
フ
レ
に
入
り
ま
す
。

新
田
開
発
の
余
地
が
な
く
な
り
、
低
成

長
経
済
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
１
８
０

０
年
代
前
半
ま
で
の
約
１
０
０
年
は
デ

フ
レ
局
面
で
す
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
、

ま
さ
に
京
都
の
人
口
は
横
ば
い
に
な
る

わ
け
で
す
ね
。
デ
フ
レ
圧
力
の
中
で
、

商
品
の
ブ
ラ
ン
ド
力
と
質
を
維
持
す
る

た
め
に
は
、
や
た
ら
と
人
を
雇
わ
ず
に
、

で
き
る
だ
け
熟
練
度
の
高
い
職
人
を
抱

え
た
ほ
う
が
い
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

で
は
、
実
際
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。

西
陣
の
産
業
構
造
と人

口
推
移

こ
こ
で
京
都
の
水
な
ら
で
は
の
織
物

を
作
っ
て
い
た
、
西
陣
の
話
を
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
京
都
と
い
う
の
は
、
西

陣
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ブ
ラ
ン

ド
を
大
事
に
し
大
量
生
産
し
な
い
工
業

都
市
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
西
陣
地

区
の
人
口
が
増
え
る
と
、
西
陣
織
の
品

質
低
下
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

西
陣
・
花
車
町
の
宗
門
改
帳
か
ら
わ

か
る
こ
と
は
、
ま
ず
、
一
定
の
人
口
が

維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

た
だ
、
こ
れ
は
人
々
が
移
動
し
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
せ
ん
。

動
き
は
非
常
に
あ
り
ま
す
。

西
陣
で
作
る
高
級
品
は
増
産
で
き
ま

せ
ん
。
手
間
暇
か
け
ま
す
か
ら
、
人
を

雇
っ
て
も
急
に
う
ま
く
な
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
す
。
そ
の
た
め
人
を
雇
う
の

は
何
年
か
お
き
に
し
て
、
時
間
を
か
け

て
一
人
前
に
す
る
と
、
さ
ら
に
何
年
か

御
礼
奉
公
を
し
て
も
ら
っ
た
後
に
独
立

し
て
い
く
と
い
う
雇
用
行
動
が
生
ま
れ

ま
す
。

奉
公
人
は
、
西
陣
の
中
に
た
く
さ
ん

い
ま
す
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
西
陣
と

い
う
地
域
の
中
で
奉
公
人
を
回
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
つ

ま
り
、
西
陣
の
人
口
の
容
量
は
ほ
ぼ
決

ま
っ
て
お
り
、
あ
ま
り
外
部
か
ら
人
が

入
っ
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

機
織
屋
が
増
え
過
当
競
争
に
な
り
、

質
が
落
ち
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
江
戸

時
代
中
期
に
な
る
と
株
仲
間
が
で
き
ま

す
。
機
織
屋
の
数
が
増
え
な
い
の
で
す

か
ら
、
人
口
が
増
え
な
い
の
も
当
然
で

す
。た

だ
、
西
陣
の
人
口
が
増
え
て
い
な

い
の
は
衰
退
で
は
な
く
、
工
業
の
あ
り

方
が
そ
の
よ
う
な
人
口
構
造
を
求
め
て

い
る
の
で
す
。
西
陣
の
人
々
は
、
人
を

ど
ん
ど
ん
雇
い
、
生
産
量
を
拡
大
す
る

こ
と
が
自
分
た
ち
の
首
を
し
め
る
こ
と

を
わ
か
っ
て
い
た
の
で
す
。

天
保
期
は
、
転
入
し
て
く
る
人
間
よ

り
転
出
す
る
人
間
が
多
く
な
り
ま
す
。

こ
れ
が
、
人
口
減
少
と
な
っ
て
表
れ
ま

す
。
な
ぜ
、
天
保
の
時
に
落
ち
る
の
か
。

従
来
は
、
天
保
の
危
機
（
１
８
３
４
、

３
６
年
）
と
呼
ば
れ
る
疫
病
の
流
行
が

あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
後
、
天
保
の
改
革

を
進
め
た
老
中
水
野
忠
邦
が
奢
侈
禁
止

令
を
出
し
、
絹
物
禁
止
令
を
出
し
、
西

陣
に
と
っ
て
打
撃
を
与
え
た
こ
と
が
原

因
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
で

あ
れ
ば
、
天
保
の
危
機
の
後
に
さ
ら
に

西
陣
の
人
口
が
減
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。

と
こ
ろ
が
調
べ
て
み
る
と
、
天
保
の
危

機
で
人
口
は
減
っ
て
い
る
も
の
の
、
天

保
の
改
革
で
は
人
口
は
ほ
と
ん
ど
減
っ

て
い
な
い
の
で
す
。
改
革
に
関
し
て
は

江
戸
で
は
う
る
さ
く
取
り
締
ま
り
が
行

わ
れ
た
け
れ
ど
、
京
都
で
そ
れ
が
実
質

的
に
機
能
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
疑
わ

し
い
。
こ
れ
は
通
説
に
対
す
る
疑
問
点

で
す
ね
。

さ
ら
に
、
開
国
（
１
８
５
４
年
）
に

な
る
と
、
国
内
で
価
格
革
命
と
呼
ば
れ

る
現
象
が
起
き
ま
す
。
国
内
で
生
産
し

て
い
た
生
糸
が
、
横
浜
か
ら
海
外
に
流

出
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
当
時
、
た

ま
た
ま
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
蚕
の
病
気
が
流

行
り
、
絹
糸
の
価
格
が
暴
騰
し
ま
す
。

そ
こ
で
外
国
商
人
が
日
本
の
生
糸
に
目

を
つ
け
て
、
あ
っ
と
い
う
間
に
買
い
取

ら
れ
て
海
外
に
出
て
い
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
西
陣
で
は
織
物
を
作
ろ
う
と
し

て
も
生
糸
が
な
い
。
そ
こ
で
短
期
間
人

口
が
落
ち
、
す
ぐ
に
は
回
復
し
ま
せ
ん

で
し
た
。

文
政
、
天
保
、
開
港
と
通
し
て
、
あ

る
家
が
翌
年
転
出
し
て
い
く
割
合
は
約

２
割
。
常
に
一
定
で
す
。
人
口
が
変
動

し
て
い
る
か
ら
、
あ
る
時
期
に
は
人
が


