
l
、
は
じ
め
に
 
 

「
佐
橋
甚
五
郎
」
は
 
「
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
」
 
（
『
中
央
公
論
』
箪
 
 

二
十
七
年
第
十
号
、
大
正
元
年
十
月
）
 
「
阿
部
一
族
」
 
（
『
中
央
公
論
』
第
 
 

二
十
八
年
第
一
号
、
大
正
二
年
一
月
）
 
に
次
ぐ
鴎
外
歴
史
小
説
の
第
三
作
 
 

で
、
大
正
二
牛
四
月
発
行
の
 
『
中
央
公
論
』
第
二
十
八
年
第
五
号
に
掲
擬
 
 

さ
れ
、
前
二
作
の
改
訂
稿
と
併
せ
て
同
年
六
月
十
五
日
刊
行
の
歴
史
小
説
 
 

第
山
創
作
集
『
意
地
』
 
に
収
録
さ
れ
た
。
 
 
 

そ
の
執
筆
時
期
に
つ
い
て
は
、
『
鴎
外
日
記
』
 
三
月
九
日
の
条
に
 
「
佐
 
 

橋
甚
五
郎
を
叩
し
畢
る
」
 
と
見
え
、
こ
れ
は
 
「
阿
部
一
族
」
 
の
初
稿
本
脱
 
 

稿
の
約
三
ケ
日
後
、
再
稿
本
「
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
」
脱
稿
の
約
血
ケ
 
 

目
前
に
当
た
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
三
作
が
次
々
と
連
続
的
に
発
表
 
 

さ
れ
、
一
綿
の
作
品
集
に
ま
と
め
ら
れ
た
の
に
は
、
作
者
に
そ
れ
だ
け
の
 
 

意
気
込
み
が
あ
っ
た
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
 
「
佐
 
 

橋
甚
五
郎
」
が
前
二
作
の
課
題
を
完
全
に
消
化
し
き
っ
た
後
の
、
次
の
段
 
 

階
に
立
っ
て
の
新
し
い
試
み
で
は
な
く
、
一
連
の
つ
な
が
り
を
も
つ
作
品
 
 

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
 
『
意
地
』
刊
行
の
際
、
そ
の
主
旨
を
述
 
 

森
鴎
外
 
「
佐
橋
甚
五
郎
」
 
試
論
 
 

の
心
理
描
写
の
点
に
於
て
、
読
者
は
必
ら
ず
此
の
作
に
或
る
驚
く
べ
 
 

き
新
意
を
見
出
さ
ん
。
 
 

右
の
文
車
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
「
佐
橋
甚
五
郎
」
 
は
、
「
興
津
弥
五
右
 
 

衛
門
の
連
番
」
 
「
阿
部
一
族
」
 
に
比
肩
す
る
「
最
も
祈
ら
し
き
意
味
に
於
 
 

け
る
歴
史
小
説
」
と
し
て
、
「
史
実
の
祈
ら
し
き
取
扱
ひ
方
を
別
定
し
」
 
 

た
上
で
 
「
或
る
驚
く
べ
き
新
患
」
を
込
め
た
作
品
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

そ
し
て
、
広
告
文
に
続
く
三
作
品
の
梗
概
 
（
「
阿
部
一
族
」
 
「
興
津
弥
五
 
 

右
衛
門
の
避
雷
」
「
佐
橋
甚
五
郎
」
の
順
）
を
見
て
み
る
と
、
「
阿
部
一
族
」
 
 

に
つ
い
て
は
、
 
 

「
阿
部
一
族
」
は
細
川
家
の
史
料
に
拠
り
、
従
四
位
下
左
近
衛
少
将
 
 
 

て
⊥
 
 

べ
た
次
の
よ
う
な
広
告
文
に
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
 
 

「
意
地
」
は
習
矧
叫
剰
小
観
な
り
。
従
来
 
 
 

の
意
味
に
於
け
る
歴
史
小
説
の
行
き
方
を
全
然
破
壊
し
て
、
別
に
剋
 
 

実
の
斬
ら
し
き
取
扱
ひ
方
を
創
建
し
た
る
最
初
の
作
な
り
。
其
の
観
 
 

察
の
点
に
於
て
、
其
の
時
代
の
背
景
を
描
く
の
点
に
於
て
、
殊
に
其
 
 

貞
 
淑
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瀬
越
中
守
細
川
息
利
の
病
死
に
筆
を
起
し
、
思
利
が
其
の
臣
寺
本
八
 
 
 

左
衛
門
以
下
十
八
人
の
殉
死
の
願
ひ
を
聴
許
し
、
独
り
阿
部
弥
一
右
 
 

衛
門
に
の
み
之
を
許
さ
ゞ
り
し
よ
り
、
弥
一
右
衛
門
世
を
狭
う
し
、
 
 

つ
ひ
に
阿
部
の
一
族
主
家
の
討
手
を
引
受
け
、
悉
く
滅
亡
に
及
ぶ
の
 
 

物
語
。
 
 

と
自
作
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
 
『
意
地
』
発
刊
に
際
し
て
初
出
 
 

の
テ
ク
ス
ト
に
無
数
の
改
訂
を
加
え
た
 
「
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
」
 
に
 
 

つ
い
て
は
、
 
 

「
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
」
は
細
川
三
斎
公
避
愛
の
名
香
初
音
の
伽
 
 
 

羅
の
由
来
、
弥
五
右
衛
門
追
腹
の
次
第
を
述
ぶ
。
其
の
文
流
暢
明
噺
 
 

弥
五
右
衛
門
が
人
と
な
り
を
偲
ば
し
む
。
 
 

と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
今
回
取
り
上
げ
る
 
「
佐
橋
甚
五
郎
」
 
に
つ
 
 

い
て
は
、
 
 

小
山
の
城
の
月
見
の
宴
、
城
将
甘
利
四
郎
三
郎
の
簿
首
を
か
い
た
当
 
 

マ
マ
 
 
 

牛
の
美
少
年
「
左
橋
甚
五
郎
」
は
、
家
康
を
鼻
の
先
で
あ
ぎ
笑
ふ
て
、
 
 
 

浜
松
を
逐
電
し
て
、
窃
か
に
朝
鮮
に
往
き
て
、
慶
長
十
二
年
に
朝
鮮
 
 

国
の
使
者
と
な
つ
て
来
朝
し
て
、
済
ま
し
た
顔
で
家
康
に
謁
見
し
て
 
 

帰
り
た
る
奇
人
。
意
地
強
き
す
ね
者
。
流
石
の
家
康
も
警
戒
し
た
る
 
 
 

人
物
。
そ
の
一
代
の
奇
し
き
運
命
の
物
語
。
 
 

と
い
う
紹
介
が
全
文
で
あ
る
。
こ
の
梗
概
に
関
す
る
限
り
「
佐
橋
甚
五
郎
」
 
 

が
最
も
興
味
深
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
し
、
「
意
地
」
と
い
 
 

う
作
品
集
の
題
名
が
こ
の
作
品
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
 
 

い
る
の
が
わ
か
る
。
 
 
 

し
か
し
、
一
般
的
に
は
「
佐
橋
甚
五
郎
」
は
や
や
扱
い
が
軽
い
よ
う
に
 
 

思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
筑
摩
書
房
版
『
現
代
日
本
文
学
全
集
』
 
の
中
の
 
 

『
森
鴎
外
全
集
』
 
（
一
）
 
（
二
）
 
に
は
こ
の
作
品
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。
 
 

文
庫
本
で
も
新
潮
文
庫
、
岩
波
文
庫
は
「
佐
橋
甚
五
郎
」
を
は
ず
し
て
い
 
 

る
。
角
川
文
庫
は
『
山
椒
大
夫
・
阿
部
一
族
』
 
の
申
に
、
「
佐
橋
甚
五
郎
」
 
 

を
収
め
て
い
る
が
、
解
説
を
見
る
と
、
「
格
別
書
く
べ
き
こ
と
は
な
い
」
 
 

と
し
て
、
ま
っ
た
く
と
い
う
ほ
ど
こ
の
作
品
に
対
し
て
は
冷
淡
で
あ
る
。
 
 

先
行
研
究
を
見
て
も
、
歴
史
小
説
の
中
、
い
わ
ゆ
る
代
表
作
と
呼
ば
れ
る
 
 

作
品
に
こ
の
 
「
佐
橋
甚
五
郎
」
は
入
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
 
す
ユ
｛
3
）
 
 
 

こ
う
し
た
研
究
史
を
通
観
す
る
と
き
、
つ
と
に
尾
形
仇
氏
や
紅
野
敏
郎
 
 

氏
が
説
か
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
 
「
佐
橋
甚
五
郎
」
と
い
う
作
品
は
「
権
謀
 
 

術
数
」
と
「
深
謀
遠
慮
」
を
弄
し
て
封
建
社
会
体
制
を
構
築
し
た
「
老
檜
 
 

に
し
て
非
情
な
支
配
者
」
で
あ
る
家
康
と
、
「
自
己
の
能
力
に
対
す
る
強
 
 

い
自
信
を
資
本
」
に
し
て
「
自
己
の
意
地
を
貫
き
適
」
す
た
め
に
「
大
胆
 
 

不
敵
な
行
動
を
敢
然
と
や
っ
て
の
け
」
た
、
封
建
体
制
か
ら
の
逸
脱
者
・
 
 

自
由
人
で
あ
る
佐
橋
甚
五
郎
と
の
対
立
・
相
克
の
構
図
に
お
い
て
捉
え
る
 
 

の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
封
建
社
会
の
枠
組
み
に
よ
る
主
従
 
 

関
係
が
こ
の
歴
史
小
説
の
本
質
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
広
告
文
で
述
 
 

べ
た
よ
う
な
鴎
外
の
「
或
る
驚
く
べ
き
新
意
」
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
 
 

む
し
ろ
、
封
建
制
度
の
枠
組
み
を
実
体
と
し
て
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
 
 

そ
れ
を
ひ
と
つ
の
喩
と
い
う
虚
構
で
と
ら
え
た
と
こ
ろ
に
「
新
意
」
が
あ
 
 

る
の
で
は
な
い
か
。
よ
り
端
的
に
い
え
ば
、
鴎
外
の
 
「
新
患
」
に
こ
の
喩
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の
方
法
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
家
康
と
甚
五
郎
、
こ
の
 
 

二
人
の
人
間
の
葛
藤
と
対
立
を
、
権
力
者
と
臣
下
、
も
っ
と
広
く
、
時
代
 
 

限
定
を
は
ず
し
た
国
家
 
（
権
力
）
 
と
個
人
の
喩
と
し
て
解
釈
が
可
能
な
の
 
 

で
は
な
い
か
。
も
し
、
そ
こ
に
 
「
新
意
」
 
が
あ
る
と
す
る
な
ら
鴎
外
は
そ
 
 

の
喩
の
方
法
に
よ
っ
て
何
を
語
り
か
け
て
い
る
の
か
。
そ
れ
こ
そ
が
本
稿
 
 

の
課
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

「
佐
橋
甚
五
郎
」
を
「
最
も
新
ら
し
き
意
味
に
於
け
る
歴
史
小
説
」
と
 
 

し
て
読
む
た
め
に
は
、
作
品
世
界
の
背
景
を
な
す
歴
史
的
事
実
 
（
典
拠
）
 
 

の
確
認
と
復
元
が
必
要
条
件
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
作
品
 
 

分
析
が
当
然
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
 
 

「
佐
橋
甚
五
郎
」
を
創
作
し
た
作
者
鴎
外
が
生
き
た
明
治
・
大
正
と
い
う
 
 

同
時
代
的
背
景
を
生
か
し
て
こ
の
作
品
を
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
 
 

か
の
試
み
も
必
要
に
な
る
と
思
う
。
 
 
 

本
稿
の
試
み
は
、
こ
の
後
者
の
鴎
外
に
お
け
る
国
家
と
個
人
の
関
係
の
 
 

省
察
に
喩
の
方
法
が
求
め
ら
れ
た
と
み
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
 
 

て
 
『
意
地
』
 
の
総
超
の
下
に
収
め
ら
れ
た
小
説
「
佐
橋
甚
五
郎
」
 
と
そ
の
 
 

興
拠
お
よ
び
佐
橋
甚
五
郎
関
連
史
料
と
を
対
比
し
、
ま
た
作
者
の
同
時
代
 
 

の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
合
わ
せ
て
作
品
の
分
析
を
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
 

「
性
橋
甚
五
郎
」
 
の
歴
史
小
説
と
し
て
の
文
芸
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
 
 

と
思
う
。
 
 

二
、
「
佐
橋
甚
五
郎
」
と
 
『
通
航
一
覧
』
 
 

（
一
）
 
典
拠
の
確
認
 
 

鴎
外
が
「
佐
橋
甚
五
郎
」
執
筆
の
た
め
に
依
拠
し
た
史
料
は
、
鴎
外
自
 
 

ら
が
小
説
禾
尾
の
 
（
あ
と
が
き
）
 
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
綿
武
家
閑
 
 

話
」
 
と
い
う
本
で
あ
る
。
 
 

此
話
は
 
「
練
武
家
閑
話
」
 
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
。
佐
橋
家
の
家
譜
 
 

等
で
は
、
甚
五
郎
は
夙
く
永
禄
六
牛
山
向
宗
徒
に
与
し
て
討
死
し
て
 
 

ゐ
る
。
「
甲
子
夜
話
」
に
は
、
慶
長
十
二
年
の
朝
鮮
の
使
に
交
っ
て
 
 

ゐ
た
徳
川
家
の
旧
臣
を
、
蒐
又
蔵
だ
と
し
て
あ
る
。
杯
春
斎
の
 
「
韓
 
 
 

使
来
聴
記
」
等
に
は
、
家
康
に
謁
し
た
上
々
官
を
金
、
朴
の
二
人
だ
 
 

け
に
し
て
あ
る
。
若
し
佐
橋
甚
五
郎
が
事
に
就
い
て
異
説
を
知
っ
て
 
 

ゐ
る
人
が
あ
る
な
ら
、
そ
の
出
典
と
尊
顔
の
大
要
と
を
書
い
て
著
者
 
 

T
ユ
 
 

の
許
に
投
寄
し
て
貰
ひ
た
い
。
大
正
二
年
三
月
記
。
 
（
五
一
八
景
）
 
 

し
か
し
、
実
際
に
鴎
外
が
参
照
し
た
の
は
、
「
続
武
家
閑
話
」
 
の
原
興
 
 

二
J
）
 
 

で
は
な
く
、
国
書
刊
行
会
発
行
の
 
『
通
航
一
覧
』
第
三
に
引
用
さ
れ
た
抜
 
 

粋
本
文
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
早
く
尾
形
仇
氏
の
先
駆
的
 
 

；
エ
 
 

な
文
献
考
証
が
あ
り
、
そ
の
後
の
山
崎
一
穎
氏
の
追
跡
調
査
に
よ
っ
て
尾
 
 

形
氏
の
欠
が
補
わ
れ
、
そ
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
両
氏
の
調
査
を
 
 

要
約
す
れ
ば
、
鴎
外
が
依
拠
し
た
中
心
的
な
史
料
は
、
「
佐
橋
甚
五
郎
」
 
 

執
筆
直
前
の
大
正
二
牛
二
月
二
十
八
日
付
で
刊
行
さ
れ
た
 
『
通
航
一
覧
』
 
 

第
三
の
巻
之
八
十
七
で
あ
り
、
補
助
史
料
と
し
て
 
『
徳
川
実
記
』
 
『
韓
便
 
 

来
聴
記
』
を
参
照
し
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
『
通
航
一
 
 

覧
』
 
は
、
江
戸
時
代
の
朝
鮮
と
の
通
交
な
ど
を
含
む
外
交
の
経
緯
を
記
録
 
 

し
た
史
料
集
で
、
そ
の
復
刻
本
が
大
正
元
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
国
書
刊
 
 

行
会
か
ら
出
さ
れ
た
。
 
 
 

以
下
、
鴎
外
が
依
拠
し
た
 
『
通
航
一
覧
』
第
三
の
巻
之
八
十
七
の
 
「
続
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武
家
閑
話
」
の
内
容
を
挙
げ
て
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。
 
 

佐
橋
氏
の
説
に
日
、
当
時
世
に
行
は
る
、
処
に
三
州
後
風
土
記
類
 
 

の
偽
書
に
、
佐
橋
甚
五
郎
事
岡
崎
様
の
御
小
姓
た
り
し
か
、
傍
輩
の
 
 

金
製
斗
付
の
大
小
を
盗
取
、
甲
州
へ
行
て
勝
頼
に
仕
ふ
車
を
長
々
数
 
 

寄
の
せ
置
、
彼
佐
橋
甚
五
郎
と
申
は
大
御
番
頭
佐
橋
義
右
街
門
養
 
 

賢
、
同
役
義
佐
橋
源
太
夫
か
従
前
な
り
、
甚
五
郎
と
同
役
の
御
小
姓
 
 

を
故
有
て
殺
害
し
三
州
に
蟄
居
す
、
然
る
に
三
州
硝
錮
冊
虹
町
磯
小
山
の
機
 
 

番
に
甲
州
よ
り
籠
置
甘
利
四
郎
三
郎
を
殺
し
ロ
ロ
成
ら
は
御
勘
気
御
 
 

免
あ
ら
ん
と
の
権
現
様
仰
に
依
て
、
甚
五
郎
よ
く
箭
を
吹
し
か
は
、
 
 

こ
れ
を
申
立
甘
利
に
仕
ふ
、
或
夜
甚
五
郎
か
膝
を
枕
に
し
て
四
郎
三
 
 

郎
笛
を
聞
け
る
を
、
甚
五
郎
綬
害
し
て
帰
参
仕
、
甲
州
若
御
子
合
戦
 
 

の
時
も
、
水
野
勝
成
と
同
し
く
進
ん
て
手
負
ぬ
、
或
時
甚
五
郎
御
次
 
 
 

の
間
に
罷
在
候
得
者
、
権
現
様
、
署
妄
 

寝
首
を
切
来
、
余
り
情
な
し
と
上
意
あ
り
し
を
聞
て
、
御
下
げ
す
み
 
 

を
う
け
て
は
不
動
と
御
家
を
立
退
き
、
商
買
舟
に
乗
て
朝
鮮
回
に
渡
 
 

る
、
慶
長
の
末
に
至
て
朝
鮮
国
の
三
使
来
朝
す
、
御
目
見
の
綾
上
官
 
 

の
中
の
一
人
は
見
知
た
る
や
と
、
老
中
へ
御
尋
あ
り
し
に
不
見
知
候
 
 

哀
憐
を
加
へ
召
仕
ふ
る
処
を
、
佐
橋
め
は
む
ご
ひ
奴
、
四
郎
三
郎
か
 
 

よ
し
各
言
上
あ
り
、
共
時
あ
れ
は
佐
橋
甚
五
郎
な
り
、
ふ
と
き
収
め
 
 

勅
封
と
御
意
あ
り
、
一
類
と
も
へ
御
尋
被
成
候
処
、
決
て
不
存
と
申
 
 

上
る
、
然
ら
は
文
通
堅
く
無
用
と
上
意
に
て
其
健
朝
鮮
国
へ
御
返
し
 
 

練
成
、
彼
信
使
も
我
従
弟
と
も
日
本
に
あ
れ
と
も
対
面
せ
は
殊
之
外
 
 

名
残
お
し
か
る
へ
き
と
存
無
其
儀
よ
し
申
過
る
と
云
々
、
依
之
共
時
 
 

の
沙
汰
に
、
慧
 
 云

々
、
彼
刀
を
盗
或
は
被
斬
罪
説
は
甚
非
な
り
、
紙
墓
開
墾
 
 

こ
の
 
「
練
武
家
閑
話
」
に
鴎
外
の
小
説
「
性
格
甚
五
郎
」
 
の
骨
格
を
な
 
 

す
べ
き
事
項
が
す
べ
て
網
羅
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
、
傍
線
 
 

部
分
の
 
「
甘
利
は
甚
五
郎
を
山
千
の
こ
と
く
哀
憐
を
加
へ
召
仕
ふ
る
処
 
 

を
、
佐
橋
め
は
む
ご
ひ
奴
、
四
郎
三
郎
が
寝
首
を
切
来
、
余
り
情
な
し
」
 
 

と
い
う
部
分
や
「
ふ
と
き
奴
め
か
な
」
な
ど
の
文
は
、
鴎
外
小
説
の
申
に
 
 

出
て
く
る
「
甘
利
は
あ
れ
を
我
子
の
や
う
に
可
寛
が
つ
て
を
つ
た
げ
な
。
 
 

そ
れ
に
む
ご
い
奴
が
輝
首
を
掻
き
を
つ
た
」
、
「
太
い
奴
、
好
う
も
朝
鮮
人
 
 

に
な
り
す
ま
し
を
つ
た
」
と
い
う
文
と
、
そ
の
語
餐
ま
で
が
共
通
し
て
い
 
 

る
。
そ
の
上
、
「
佐
橋
一
家
は
朝
鮮
の
使
よ
り
人
参
多
く
貿
け
る
と
云
々
」
 
 

と
い
う
部
分
に
は
、
同
じ
く
小
説
の
結
び
の
文
1
「
併
し
佐
橋
家
で
、
根
 
 

が
人
形
の
や
う
に
育
っ
た
人
参
の
上
品
を
、
非
常
に
多
く
貯
へ
て
ゐ
る
こ
 
 

と
が
後
に
知
れ
て
、
あ
れ
は
ど
う
し
て
手
に
入
れ
た
も
の
か
と
、
訝
し
が
 
 

る
も
の
が
あ
つ
た
」
－
と
ほ
ぼ
近
い
記
述
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
鴎
外
 
 

が
依
拠
し
た
と
い
う
 
（
あ
と
が
き
）
 
の
 
「
練
武
家
閑
話
」
 
の
内
容
が
、
こ
 
 

こ
に
引
用
し
た
記
事
に
相
当
す
る
こ
と
ば
、
ほ
と
ん
ど
疑
う
余
地
が
な
い
 
 

と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
 
 
 

の
み
な
ら
ず
、
『
通
航
一
覧
』
 
の
 
「
締
武
家
閑
話
」
 
の
前
後
の
記
事
を
 
 

小
説
「
佐
橋
甚
五
郎
」
 
の
 
（
あ
と
が
き
）
 
と
比
べ
て
み
て
も
、
鴎
外
は
 
 

『
通
航
山
覧
』
 
に
よ
る
引
用
を
そ
の
ま
ま
孫
引
き
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
 
 

る
。
そ
れ
に
佐
礪
家
の
家
諮
の
こ
と
、
「
甲
子
夜
話
」
、
「
寛
又
蔵
」
な
ど
 
 

の
異
説
も
ま
た
そ
こ
に
含
め
ら
れ
よ
う
。
例
え
ば
、
「
続
武
家
閑
話
」
 
の
 
 

記
事
の
す
ぐ
次
に
は
、
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白
石
先
生
紳
書
に
、
朝
鮮
の
信
使
東
武
よ
り
帰
る
と
き
駿
府
に
至
る
、
 
 
 

神
祖
信
使
を
御
覧
有
て
、
上
上
官
の
内
、
何
人
目
に
居
し
も
の
を
見
 
 
 

知
や
と
御
尋
あ
り
、
誰
も
不
知
と
御
請
申
上
し
時
、
こ
れ
篤
又
蔵
な
 
 

ら
ん
と
仰
有
し
と
を
、
叩
孟
溝
 

と
い
う
「
甲
子
夜
話
」
か
ら
の
引
用
が
並
記
さ
れ
て
い
て
、
鴎
外
の
 
（
あ
 
 

と
が
き
）
 
に
「
『
甲
子
夜
話
』
 
に
は
、
慶
長
十
二
年
の
朝
鮮
の
便
に
交
つ
 
 

て
ゐ
た
徳
川
家
の
旧
臣
を
、
寛
又
蔵
だ
と
し
て
あ
る
」
と
あ
る
の
は
、
ま
 
 

さ
し
く
こ
れ
に
該
当
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
佐
橋
甚
五
郎
」
 
の
本
文
 
 

に
、
「
あ
の
緑
に
ゐ
た
三
人
日
の
男
を
見
知
つ
た
も
の
は
無
い
か
」
と
あ
 
 

る
の
も
、
こ
の
記
事
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

ま
た
、
『
通
航
一
覧
』
の
「
練
武
家
閑
話
」
の
引
用
の
前
に
は
、
朝
鮮
 
 

の
使
節
に
ま
じ
っ
て
来
た
旧
臣
に
つ
い
て
、
佐
橋
・
寛
の
両
説
が
あ
る
こ
 
 

と
を
注
記
に
し
て
、
 
 

そ
の
家
譜
等
に
甚
五
郎
は
、
甚
兵
衛
の
男
に
し
て
、
永
禄
六
年
一
向
 
 

専
修
の
徒
叛
き
し
時
、
父
と
同
し
く
敗
徒
に
加
は
り
岡
大
平
の
戦
ひ
 
 

に
討
死
す
と
記
し
、
ま
た
又
蔵
は
棄
照
宮
に
仕
へ
奉
り
、
永
禄
三
牛
 
 

尾
張
国
丸
根
城
に
供
奉
し
戦
死
す
と
載
せ
た
れ
ば
、
姓
名
の
適
ひ
は
 
 

姑
く
舎
て
、
そ
の
人
と
も
に
あ
ら
さ
れ
ば
事
実
覿
酷
せ
り
、
然
れ
ば
引
 
 

で
・
）
 
 

用
爵
と
も
に
姓
名
を
誤
り
し
も
の
か
、
始
ら
く
存
し
て
後
勘
を
ま
つ
、
 
 

と
番
い
て
あ
る
。
鴎
外
が
 
（
あ
と
が
き
）
 
に
お
い
て
 
「
佐
橋
家
の
家
諮
等
 
 

で
は
、
甚
五
郎
は
夙
く
永
禄
六
年
一
向
穿
様
に
与
し
て
討
死
し
て
ゐ
る
」
 
 

と
し
た
の
は
、
こ
の
 
『
通
航
一
覧
』
 
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
の
に
 
 適

い
な
い
こ
と
が
こ
れ
で
言
え
る
か
と
思
う
。
 
 
 

な
お
、
尾
形
、
山
崎
両
氏
が
指
摘
し
た
『
通
航
一
覧
』
第
三
の
巻
之
八
 
 

十
七
の
他
に
、
巻
之
二
十
七
、
四
十
八
、
六
十
四
、
七
十
六
、
九
十
三
な
 
 

ど
に
も
関
連
記
事
が
あ
る
。
以
下
、
「
佐
橋
甚
五
郎
」
と
『
通
航
一
覧
』
 
 

の
犠
似
性
を
中
心
に
、
そ
の
典
拠
と
し
て
の
影
響
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
 
 

に
す
る
．
U
 
 
 

豊
臣
秀
吉
に
よ
る
文
禄
・
慶
長
の
役
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
後
、
宗
対
馬
 
 

守
義
智
の
尽
力
に
よ
り
朝
鮮
と
日
本
と
の
国
交
が
回
復
さ
れ
た
。
そ
の
た
 
 

め
に
朝
鮮
通
信
使
の
来
朝
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
過
程
に
つ
い
て
 
「
佐
橋
 
 

甚
五
郎
」
 
の
本
文
に
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
 
 

塵
太
閤
が
朝
鮮
を
攻
め
て
か
ら
、
朝
鮮
と
日
本
と
の
間
に
は
往
来
 
 

が
全
く
絶
え
て
ゐ
た
の
に
、
宗
対
馬
守
鶉
智
が
徳
川
家
の
旨
を
承
け
 
 

て
肝
煎
を
し
て
、
慶
長
九
年
の
蕃
に
、
松
雪
孫
、
文
或
、
金
孝
舜
と
 
 

（
五
〇
九
員
）
 
 

云
ふ
三
人
の
憎
が
朝
鮮
か
ら
様
子
を
見
に
来
た
。
 
 

こ
こ
で
鴎
外
は
「
慶
長
九
年
の
蓉
」
の
使
節
を
「
松
雪
孫
、
文
域
、
金
 
 

孝
舜
」
と
し
て
い
る
が
、
実
際
の
記
録
（
『
海
楼
録
』
な
ど
）
 
に
よ
る
と
、
 
 

使
節
と
し
て
来
聴
し
た
の
は
僧
松
雪
と
記
録
係
り
の
孫
文
戎
の
二
人
で
あ
 
 

り
、
金
孝
舜
は
通
事
と
し
て
従
っ
て
い
た
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
 
 

が
、
「
佐
橋
甚
五
郎
」
に
は
三
人
と
も
僧
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
僧
名
も
 
 

「
松
稟
孫
」
と
「
文
威
」
に
な
っ
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
、
史
料
に
忠
実
 
 

な
鴎
外
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
過
ち
を
犯
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
 
『
通
 
 

航
〓
整
巻
之
二
十
七
の
次
の
よ
う
な
記
述
に
拠
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
推
 
 

測
で
き
る
。
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慶
長
九
年
、
今
年
朝
鮮
使
人
憎
松
雪
孫
文
戎
金
華
舜
釆
噂
し
て
、
文
 
 

禄
の
朝
鮮
征
伐
に
と
ら
わ
れ
、
渡
海
の
も
の
を
原
免
せ
ら
れ
ん
事
を
 
 

乞
ふ
、
公
こ
れ
を
赦
し
朝
鮮
に
帰
ら
し
む
 
 

つ
ま
り
、
『
通
航
一
覧
』
巻
之
二
十
七
に
お
い
て
、
慶
長
九
年
に
来
聴
 
 

し
た
三
人
の
名
前
が
句
読
点
な
し
に
記
述
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
、
鴎
外
の
 
 

不
用
意
な
誤
読
か
ら
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
出
版
の
 
 

際
、
活
字
を
組
む
職
工
の
組
み
聞
達
い
で
あ
や
ま
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
 
 

れ
る
。
ど
ち
ら
と
は
は
っ
き
り
言
い
難
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
 
 

し
て
も
こ
れ
は
、
鴎
外
が
他
の
史
料
に
あ
た
る
こ
と
な
く
、
こ
の
 
『
通
航
 
 

一
覧
』
と
い
う
史
料
に
だ
け
忠
実
に
依
拠
し
て
「
佐
橋
甚
五
郎
」
を
番
い
 
 

た
と
い
う
こ
と
の
裏
づ
け
に
な
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

さ
ら
に
 
『
通
航
一
覧
』
 
と
の
影
響
関
係
を
挙
例
す
る
と
す
れ
ば
、
「
佐
 
 

橋
甚
五
郎
」
 
に
は
慶
長
十
二
年
来
嘱
し
た
朝
鮮
使
節
の
構
成
を
次
の
よ
う
 
 

に
記
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
 
 

此
度
の
使
は
通
政
大
夫
呂
祐
吉
、
通
訓
大
夫
慶
過
、
同
丁
好
寛
の
 
 

三
人
で
あ
る
。
本
国
か
ら
乗
物
を
三
つ
吊
ら
せ
て
釆
た
。
呂
祐
吉
の
 
 
 

乗
物
に
は
造
花
を
持
た
せ
た
人
形
が
座
の
右
に
据
ゑ
て
あ
つ
た
。
捧
 
 

げ
て
釆
た
朝
鮮
王
李
昭
の
国
書
は
江
戸
へ
差
し
出
し
た
。
次
は
上
々
 
 

官
金
愈
知
、
朴
愈
知
、
喬
愈
知
の
三
人
で
、
こ
れ
は
長
崎
で
造
ら
せ
 
 

た
白
木
の
乗
物
に
乗
っ
て
ゐ
た
。
次
は
上
官
二
十
六
人
、
中
宮
八
十
 
 

四
人
、
下
官
百
五
十
四
人
、
総
人
数
二
百
六
十
九
人
で
あ
つ
た
。
道
 
 

中
の
駅
々
で
は
鞍
置
馬
百
五
十
疋
、
小
荷
駄
馬
二
百
余
疋
、
人
足
百
 
 

日
本
人
少
々
在
之
、
是
は
先
年
彼
国
へ
打
人
し
時
、
残
留
居
住
の
者
 
 

か
、
（
中
略
）
御
分
領
代
官
衆
行
之
、
鞍
置
馬
首
四
五
拾
、
小
荷
駄
 
 

馬
弐
宙
疋
余
、
人
足
三
宮
人
計
也
、
（
中
略
）
 
勅
使
三
人
乗
物
に
乗
、
 
 

其
内
先
一
人
乗
物
之
内
に
、
書
物
を
左
に
置
、
右
に
人
形
を
置
作
花
 
 

を
持
せ
た
り
、
未
に
し
て
置
、
接
す
る
に
、
摘
謂
摘
㌍
て
だ
定
指
南
車
古
 
 

事
乃
木
人
か
、
此
三
つ
之
乗
物
は
、
高
腰
よ
り
の
乗
物
な
り
、
上
上
 
 

官
と
在
之
二
人
は
日
本
之
乗
物
也
、
 
 

こ
の
記
録
に
よ
る
と
、
勅
使
、
上
々
官
、
中
宮
を
含
め
た
朝
鮮
使
節
と
 
 

そ
れ
に
伴
う
人
員
を
Å
口
わ
せ
る
と
「
弐
百
六
拾
九
人
」
 
で
あ
る
と
記
し
て
 
 

い
る
。
鴎
外
の
小
説
「
佐
橋
甚
五
郎
」
 
の
本
文
に
お
い
て
は
、
「
上
々
官
 
 

金
愈
知
、
朴
愈
知
、
商
銀
知
」
と
そ
の
人
数
が
三
人
と
な
っ
て
い
る
が
、
 
 

右
の
引
用
文
に
は
 
「
弐
人
上
々
宮
人
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
を
 
 

ふ
ま
え
て
続
け
て
の
記
述
に
「
日
本
人
少
々
在
之
」
と
し
て
日
本
人
一
人
 
 

を
加
え
て
合
計
二
七
〇
人
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
中
に
は
 
 

こ
こ
か
ら
朝
鮮
使
節
と
随
行
員
の
聴
人
数
を
算
術
的
に
計
算
し
て
み
る
 
 

と
、
二
七
〇
人
に
な
る
。
し
か
し
、
鴎
外
は
こ
の
人
数
を
「
二
百
六
十
九
 
 

人
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
計
算
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
 
 

こ
の
人
数
の
差
に
つ
い
て
、
そ
の
典
拠
と
思
わ
れ
る
 
『
通
航
一
覧
』
巻
之
 
 

丁
ヱ
 
 

四
十
八
の
記
述
を
引
用
す
る
。
 
 

勅
使
三
人
、
対
人
 

下
面
五
拾
四
人
、
合
弐
百
六
拾
九
人
か
、
右
之
弐
百
七
拾
人
之
内
、
 
 

余
人
を
継
ぎ
立
て
た
。
 
 

（
五
〇
九
頁
）
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文
禄
・
慶
長
の
役
の
際
に
朝
鮮
に
投
降
し
た
日
本
人
山
人
が
含
ま
れ
て
い
 
 

る
と
し
て
い
る
。
鴎
外
は
こ
の
記
録
を
利
用
し
、
二
六
九
人
に
数
え
ら
れ
 
 

な
い
不
明
の
人
、
す
な
わ
ち
投
降
し
た
日
本
人
山
人
に
思
い
つ
き
、
そ
れ
 
 

を
香
魚
知
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
佐
橋
甚
五
郎
と
い
う
人
物
を
造
型
し
た
 
 

と
み
ら
れ
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
人
物
設
定
に
は
、
す
で
に
引
用
し
た
 
『
通
航
山
覧
』
 
巻
之
四
 
 

十
八
は
も
ち
ろ
ん
、
「
慶
長
十
二
牛
朝
鮮
信
使
来
、
或
日
、
先
年
彼
国
征
 
 

伐
の
時
、
残
り
止
り
し
日
本
人
、
或
は
本
朝
亡
命
の
徒
朝
鮮
に
渡
海
し
て
、
 
 

彼
国
に
仕
官
せ
し
族
、
今
度
来
聴
の
三
使
に
随
て
帰
国
せ
し
と
云
々
」
 
と
 
 

い
う
 
『
通
航
一
覧
』
巻
之
六
十
四
の
記
述
か
ら
も
そ
の
着
想
を
得
、
上
々
 
 

官
南
愈
知
と
佐
橋
甚
五
郎
と
を
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
あ
く
ま
 
 

で
も
鴎
外
は
朝
鮮
に
投
降
し
た
日
本
人
が
い
て
、
そ
の
者
が
朝
鮮
王
朝
に
 
 

仕
官
し
、
幕
府
に
よ
る
朝
鮮
通
信
使
の
来
聴
に
従
っ
て
渡
目
し
た
と
い
 
 

う
、
こ
の
 
『
通
航
一
覧
』
 
の
記
述
を
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

鴎
外
の
人
物
造
型
に
関
し
て
、
さ
ら
に
付
け
加
え
る
と
、
小
説
「
佐
橋
 
 

甚
五
郎
」
に
登
場
す
る
「
上
々
官
金
愈
如
、
朴
愈
知
、
商
会
知
」
 
の
三
人
 
 

に
つ
い
て
の
記
述
も
、
慶
長
十
二
年
呂
祐
吉
一
行
の
使
節
来
聴
の
時
、
通
 
 

訓
大
夫
慶
通
が
書
い
た
 
『
海
様
録
』
 
に
よ
る
と
、
金
孝
舜
と
朴
大
根
の
二
 
 

人
に
な
っ
て
い
る
。
『
海
樟
録
』
 
は
、
使
節
一
行
が
朝
廷
に
提
出
す
る
報
 
 

告
書
で
あ
る
た
め
、
史
料
と
し
て
の
信
憑
性
が
高
く
、
使
節
一
行
の
一
挙
 
 

一
動
が
具
体
的
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
使
節
一
行
の
人
員
及
 
 

び
氏
名
は
そ
の
役
割
と
と
も
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
実
を
踏
 
 

ま
え
る
な
ら
ば
、
上
々
官
喬
愈
知
に
佳
橋
甚
五
郎
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
と
 
 

い
う
こ
と
は
、
鴎
外
に
よ
る
創
作
で
あ
る
こ
と
が
よ
り
一
層
確
認
さ
れ
る
 
 

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

ま
た
、
右
に
引
用
し
た
 
『
通
航
一
覧
』
 
の
鞍
置
馬
と
小
荷
駄
馬
の
数
、
 
 

朝
鮮
か
ら
持
っ
て
き
た
乗
物
の
装
飾
な
ど
の
記
述
は
す
で
に
引
用
し
た
小
 
 

説
「
佐
橋
甚
五
郎
」
 
の
引
用
と
ほ
と
ん
ど
重
な
る
部
分
で
あ
る
。
し
た
 
 

が
っ
て
、
鴎
外
の
小
説
「
佐
橋
甚
五
郎
」
 
が
依
拠
し
た
の
は
、
尾
形
、
山
 
 

崎
両
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
 
『
通
航
一
覧
』
第
三
の
巻
之
八
十
七
は
も
ち
 
 

ろ
ん
、
『
通
航
一
覧
』
 
の
そ
れ
以
外
の
個
所
を
も
参
考
に
し
て
い
る
こ
と
 
 

が
わ
か
る
。
 
 

（
二
）
 
「
佐
橋
甚
五
郎
」
 
の
構
成
 
 

以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
小
説
「
佐
橋
甚
五
郎
」
 
の
構
成
は
、
『
通
 
 

航
一
覧
』
 
の
韓
使
来
聴
と
韓
使
謁
見
彼
の
家
康
の
言
葉
に
関
す
る
記
事
、
 
 

謎
の
上
々
宮
を
め
ぐ
る
考
証
史
料
、
と
り
わ
け
「
練
武
家
閑
話
」
所
載
の
 
 

佐
橋
説
話
と
を
原
資
料
と
し
て
再
構
成
さ
れ
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
 
 
 

そ
こ
で
、
「
佐
橋
甚
五
郎
」
の
全
体
的
な
あ
ら
す
じ
を
成
し
て
い
る
『
通
 
 

航
一
覧
』
 
の
 
「
練
武
家
閑
話
」
 
の
構
成
を
箇
条
書
き
に
し
て
み
る
と
、
次
 
 

の
よ
う
に
な
る
。
 
 

（
一
）
佐
橋
氏
の
説
に
従
え
ば
、
当
時
世
に
流
布
す
る
冒
一
州
後
風
土
記
』
 
 

と
同
類
の
文
書
は
偽
書
で
あ
っ
て
、
佐
橋
甚
五
郎
の
事
蹟
を
次
の
 
 

よ
う
に
誤
り
伝
え
て
い
る
。
 
 

①
甚
五
郎
は
岡
崎
三
郎
様
の
御
小
姓
で
あ
る
。
 
 

②
傍
輩
の
金
輿
斗
付
の
大
小
を
盗
み
取
っ
た
。
 
 

③
甲
州
に
赴
い
て
武
田
勝
頼
に
仕
え
た
。
 
 
 

（
二
）
 
 ①

甚
五
郎
は
大
番
頭
佐
橋
義
右
衛
門
義
賢
、
同
役
佐
橋
源
太
夫
の
従
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弟
に
当
た
る
。
 
 
 

②
甚
五
郎
は
同
役
の
小
姓
を
故
有
て
殺
害
し
、
三
河
に
蟄
居
し
た
。
 
 
 

③
周
囲
の
者
の
取
り
成
し
に
家
康
は
遠
州
小
山
の
城
番
と
し
て
甲
州
 
 

か
ら
派
遣
さ
れ
た
甘
利
四
郎
三
郎
を
討
ち
取
れ
ば
赦
免
す
る
と
し
 
 

た
。
 
 

（
三
）
 
 
 ①

甚
五
郎
は
家
康
の
仰
せ
に
従
っ
て
小
山
城
へ
と
向
か
い
、
笛
に
堪
 
 

能
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
申
し
立
て
て
甘
利
四
郎
三
郎
に
仕
え
た
。
 
 
 

②
或
る
夜
、
甚
五
郎
は
自
分
の
膝
を
枕
に
し
て
笛
を
聞
い
て
い
た
甘
 
 

利
を
刺
殺
し
て
家
康
の
も
と
に
帰
っ
た
。
し
か
し
小
姓
と
し
て
復
 
 

欄
は
し
て
も
家
康
の
側
に
は
近
づ
け
な
か
っ
た
。
 
 

（
四
）
 
 
 ①

甚
五
郎
は
甲
州
若
御
子
の
合
戦
で
も
水
野
勝
成
と
と
も
に
奮
戦
し
 
 

て
負
傷
し
た
。
 
 
 

②
あ
る
時
、
次
の
間
に
控
え
て
い
た
甚
五
郎
は
家
康
が
「
甘
利
は
甚
 
 

五
郎
を
一
子
の
こ
と
く
哀
憐
を
加
へ
召
仕
ふ
る
処
を
、
佐
橋
め
は
 
 

む
ご
ひ
奴
、
四
郎
三
郎
か
寝
首
を
切
来
、
余
り
情
な
し
」
と
言
う
 
 

吉
葉
を
漏
れ
聞
い
た
。
 
 
 

③
そ
こ
で
甚
五
郎
は
主
君
家
康
か
ら
侮
蔑
さ
れ
た
の
で
は
士
官
の
甲
 
 

斐
が
な
い
 
（
不
動
）
 
と
断
念
し
、
商
買
舟
に
乗
っ
て
朝
鮮
国
に
 
 

渡
っ
た
。
 
 

（
五
）
 
 
 ①

慶
長
の
末
に
朝
鮮
の
三
使
が
来
朝
し
た
。
 
 
 

②
家
騎
は
韓
使
に
謁
見
し
た
後
、
上
官
の
中
の
一
人
を
見
知
っ
て
い
 
 

る
か
と
老
中
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
心
当
た
り
が
な
い
と
返
事
し
た
。
 
 
 

③
そ
の
時
家
康
は
、
「
あ
れ
は
佐
橋
甚
五
郎
な
り
、
ふ
と
き
奴
め
」
 
 

と
言
っ
た
。
 
 
 

⑥
甚
五
郎
の
親
類
は
甚
五
郎
の
帰
郷
の
有
無
を
聞
か
さ
れ
た
が
、
全
 
 

く
知
ら
ぬ
と
告
げ
た
。
 
 
 

⑤
そ
こ
で
、
彼
ら
と
の
文
通
は
一
切
な
ら
ぬ
と
の
家
康
の
お
達
し
 
 

で
、
韓
使
の
一
行
は
直
ち
に
朝
鮮
国
に
帰
さ
れ
た
。
 
 

（
六
）
 
 
 ①

甚
五
郎
（
彼
信
使
）
も
、
従
兄
た
ち
が
日
本
に
い
る
が
、
対
面
す
 
 

れ
ば
未
練
が
残
る
か
ら
面
会
は
断
念
す
る
旨
の
通
報
を
ひ
そ
か
に
 
 

親
族
の
も
と
に
送
っ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

②
佐
橋
一
家
は
朝
鮮
国
の
使
者
か
ら
多
量
の
人
参
を
貰
っ
た
と
言
う
 
 

こ
と
で
あ
る
。
 
 

（
七
）
 
 
 ①

甚
五
郎
が
例
の
刀
を
盗
ん
だ
と
か
、
あ
る
い
は
 
（
旧
悪
が
露
見
し
 
 

て
）
 
斬
罪
さ
れ
た
と
か
い
う
輿
鋭
は
誤
り
で
あ
る
。
 
 

全
体
は
七
段
か
ら
成
る
が
、
筆
者
に
よ
る
異
説
の
紹
介
（
こ
 
と
そ
の
 
 

反
駁
（
七
）
を
試
み
た
前
後
二
段
を
除
け
ば
、
甚
五
郎
の
逸
話
は
五
段
に
 
 

限
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
鴎
外
は
綱
年
順
に
叙
述
さ
れ
た
「
練
武
家
閑
話
」
 
 

の
順
序
を
組
み
替
え
、
朝
鮮
使
節
と
し
て
甚
五
郎
が
家
康
と
対
崎
す
る
 
 

（
五
）
を
冒
頭
に
据
え
る
。
そ
し
て
、
後
は
原
史
料
の
構
成
順
序
に
従
っ
 
 

て
記
述
し
て
い
く
と
い
う
体
裁
を
取
っ
て
い
る
。
特
に
 
（
七
）
 
を
捨
象
し
 
 

て
 
（
六
）
を
結
び
と
し
、
冒
頭
と
照
応
さ
せ
て
い
る
点
に
特
色
が
認
め
ら
 
 

れ
る
。
の
ち
に
あ
た
ら
め
て
諭
ず
る
小
説
「
佐
橋
甚
五
郎
」
 
の
構
成
は
 
 

「
練
武
家
閑
話
」
と
同
じ
く
五
段
で
は
あ
る
が
、
（
五
）
 
（
二
）
 
（
三
）
 
（
四
）
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（
六
）
 
と
い
う
因
果
仕
立
て
の
順
序
か
ら
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
 
 

構
成
は
ま
ず
読
者
に
驚
き
の
事
実
を
伝
え
、
そ
の
事
が
ど
の
よ
う
な
原
因
 
 

に
拠
る
の
か
を
、
あ
た
か
も
謎
解
き
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
原
 
 

史
料
の
歴
史
叙
述
と
歴
史
小
説
と
の
差
異
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
構
成
も
持
つ
 
「
佐
橋
甚
五
郎
」
に
つ
い
て
、
尾
形
氏
は
そ
 
 

の
執
筆
の
き
っ
か
け
に
ふ
れ
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
 
 

『
通
航
一
覧
』
巻
八
十
七
が
、
洋
装
本
の
第
三
冊
と
し
て
国
賓
刊
行
 
 

会
か
ら
発
行
さ
れ
た
の
は
、
大
正
二
年
の
二
月
二
十
八
日
 
（
奥
付
）
 
 

で
あ
っ
た
。
佐
橋
の
こ
と
は
、
そ
の
第
三
ペ
ー
ジ
に
出
て
い
る
。
『
佐
 
 

橋
甚
五
郎
』
 
の
脱
稿
日
が
三
月
の
九
日
で
あ
る
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
 
 

れ
ば
、
あ
る
い
は
鴎
外
は
、
こ
の
発
行
に
な
っ
た
ば
か
り
の
洋
装
本
 
 

を
披
い
て
興
味
を
引
か
れ
、
た
だ
ち
に
本
作
の
執
筆
に
か
か
っ
た
も
 
 

〔
り
エ
 
 
 
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
 
 

お
そ
ら
く
氏
の
推
測
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
『
通
航
一
覧
』
 
の
記
述
に
触
 
 

発
さ
れ
た
鴎
外
が
、
ご
く
短
期
間
に
こ
の
作
品
を
書
き
あ
げ
た
に
適
い
な
 
 

い
。
し
か
し
、
佐
橋
甚
五
郎
に
関
す
る
記
述
は
わ
ず
か
山
ペ
ー
ジ
で
、
韓
 
 

使
来
聴
の
部
分
を
含
め
て
も
わ
ず
か
三
ペ
ー
ジ
の
史
料
か
ら
、
「
佐
橋
甚
 
 

五
郎
」
と
い
う
一
掃
の
物
語
を
作
り
出
す
に
は
、
そ
の
触
発
の
動
機
と
な
 
 

る
も
の
が
、
こ
の
時
点
の
鴎
外
側
に
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 

言
い
換
え
れ
ば
、
鴎
外
が
「
佐
橋
甚
五
郎
」
を
書
こ
う
と
し
た
際
、
彼
の
 
 

内
部
を
突
き
動
か
し
た
何
か
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

三
、
「
佐
橋
甚
五
郎
」
に
お
け
る
鴎
外
の
「
新
意
」
 
 

（
一
）
佐
橋
甚
五
郎
を
記
録
し
た
近
世
史
料
に
お
け
る
人
物
條
 
 

佐
橋
甚
五
郎
と
い
う
人
物
の
名
は
武
家
家
系
の
基
礎
資
料
で
あ
る
 
『
寛
 
 

政
垂
修
辞
家
譜
』
 
に
あ
り
、
ま
ず
開
通
い
な
く
実
在
し
た
人
物
の
よ
う
で
 
 

あ
る
。
そ
も
そ
も
、
戦
国
末
期
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
、
佐
橋
家
に
は
 
 

「
甚
五
郎
」
と
い
う
名
の
人
物
が
禎
数
存
在
す
る
た
め
、
佐
橋
甚
五
郎
の
 
 

特
定
を
困
難
に
し
て
い
た
。
し
か
し
、
佐
橋
甚
五
郎
に
関
す
る
史
料
は
、
 
 

『
通
航
一
覧
』
 
の
 
「
続
武
家
閉
講
」
以
外
に
も
案
外
に
少
な
く
な
い
。
 
 
 

ま
ず
、
佐
橋
甚
五
郎
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
詳
細
に
記
述
し
て
い
る
も
 
 

の
に
、
慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
）
平
岩
親
吉
に
よ
っ
て
善
か
れ
た
冒
一
 
 

河
後
風
土
記
』
が
あ
る
。
こ
こ
に
そ
の
内
容
を
引
用
す
る
と
次
の
よ
う
に
 
 

な
る
∴
J
 
 

「
佐
橋
甚
五
郎
無
道
之
事
」
 
 

其
頃
信
康
卿
ノ
御
小
姓
二
佐
橋
甚
五
郎
卜
云
者
ア
リ
。
永
井
伝
八
 
 

二
劣
ラ
ヌ
程
ノ
美
童
こ
テ
信
康
卿
モ
不
便
者
二
被
思
召
伝
八
卜
相
共
 
 
 

二
近
習
ニ
テ
勤
ケ
レ
ハ
勝
劣
更
二
無
リ
ケ
リ
。
然
レ
共
此
佐
橋
ハ
対
 
 

性
不
直
ニ
テ
第
一
欲
深
ク
シ
テ
義
ヲ
不
知
。
依
之
傍
輩
所
持
シ
タ
ル
 
 

金
野
ノ
大
小
ヲ
何
ト
シ
テ
盗
ケ
ン
、
岡
崎
ヲ
逃
走
り
甲
州
へ
赴
キ
武
 
 

田
勝
頼
二
奉
公
ス
。
佐
橋
元
来
美
東
ナ
レ
ハ
勝
頼
殊
に
寵
愛
シ
近
習
 
 
 

ニ
テ
被
仕
ケ
リ
。
年
ヲ
経
テ
元
服
シ
猶
近
習
ニ
テ
宮
仕
セ
リ
。
 
 

其
頃
勝
頼
ノ
小
姓
二
甘
利
二
郎
三
郎
ト
テ
無
双
ノ
美
童
有
ケ
ル
ヲ
 
 

佐
橋
架
二
恋
慕
シ
テ
様
々
l
基
肥
へ
共
甘
利
モ
人
不
知
国
ム
者
有
ケ
レ
 
 

ハ
佐
楕
力
心
二
不
随
空
ク
月
日
ヲ
送
リ
ケ
ル
ニ
、
或
時
小
山
ノ
城
加
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勢
ト
シ
テ
軍
士
大
勢
向
ヒ
シ
時
件
ノ
二
郎
三
郎
井
佐
橋
甚
五
郎
モ
彼
 
 

加
勢
二
被
催
相
共
二
向
ヒ
ケ
リ
。
然
ル
ニ
戎
夜
甚
五
郎
ハ
甘
利
力
陣
 
 

屋
へ
忍
ヒ
入
テ
二
郎
三
郎
力
寝
首
ヲ
掻
是
サ
へ
勇
士
ノ
法
ナ
ラ
ザ
ル
 
 

こ
剰
へ
三
郎
力
上
作
ノ
刀
差
タ
リ
シ
ヲ
兼
テ
ヨ
リ
知
タ
レ
ハ
己
力
刀
 
 

二
美
智
テ
甘
利
力
首
ヲ
打
落
シ
 
 
 

忽
浜
松
へ
釆
リ
ツ
ゝ
彼
ノ
首
ヲ
家
康
公
へ
献
上
シ
緑
ヲ
求
テ
申
ケ
 
 

ル
ハ
其
以
前
岡
崎
ヲ
立
除
ク
事
別
儀
ニ
テ
候
ハ
ス
。
新
参
ノ
御
小
姓
 
 

永
井
伝
八
卜
相
続
キ
御
奉
公
致
ス
事
情
ク
存
ル
故
こ
岡
崎
ヲ
立
除
勝
 
 

穐
二
奉
公
シ
候
何
ト
モ
シ
テ
武
田
ヲ
殺
害
シ
忠
節
こ
備
ン
ト
多
年
心
 
 

ヲ
尺
、
セ
ト
モ
運
強
ク
シ
テ
暇
ナ
ク
貴
テ
ノ
事
卜
存
ル
儀
今
度
小
山
ノ
 
 

加
勢
タ
ル
大
将
甘
利
二
郎
三
郎
力
首
取
テ
参
ル
由
、
委
細
二
申
上
タ
 
 

リ
ケ
リ
。
家
康
公
ハ
岡
崎
ニ
テ
刀
ヲ
盗
駆
落
セ
シ
事
増
テ
甲
府
ノ
様
 
 

終
知
タ
ル
人
モ
無
リ
ケ
レ
ハ
、
角
ソ
ト
申
ス
人
ナ
キ
故
此
専
管
テ
不
 
 

知
召
彼
二
郎
三
郎
ハ
備
前
守
力
二
男
ニ
テ
山
方
ノ
大
将
ヲ
モ
勤
ル
程
 
 

ノ
老
成
ル
ヲ
討
取
来
ル
ハ
神
妙
之
。
御
褒
美
ト
シ
テ
召
仕
ハ
レ
ン
ト
 
 

テ
則
御
家
人
卜
成
ニ
ケ
リ
。
 
 
 

信
康
卿
此
事
ヲ
伝
聞
給
ヒ
御
憤
り
有
ケ
ル
由
ハ
佐
橋
力
岡
崎
逐
魔
 
 

ハ
金
野
ノ
刀
故
之
。
然
ル
ヲ
其
儀
押
隠
シ
伝
八
二
奉
公
ヲ
越
レ
シ
事
 
 

ヲ
恨
思
ヒ
立
退
タ
ル
ト
中
条
以
ノ
外
成
虚
言
也
。
甘
利
力
首
ヲ
取
タ
 
 

ル
モ
金
野
付
ノ
刀
ノ
頬
ナ
ル
ヘ
シ
。
斯
ル
比
興
ノ
侍
ハ
啓
ヘ
ハ
武
田
 
 

ヲ
討
タ
ル
モ
賞
翫
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
。
況
ヤ
甘
利
ハ
小
冠
者
之
討
 
 

タ
リ
ト
テ
モ
高
名
ナ
ラ
ス
折
ヲ
窺
ヒ
可
諦
卜
御
憤
り
有
ケ
ル
ヲ
何
ト
 
 

カ
シ
テ
聞
タ
リ
ケ
ン
三
郎
殿
御
悪
ヲ
蒙
ル
由
こ
候
へ
ハ
御
奉
公
雉
成
 
 

卜
書
置
シ
テ
甚
五
郎
ハ
再
ヒ
駆
落
シ
タ
リ
ケ
リ
。
 
 
 

然
ル
ニ
信
康
卿
御
生
害
以
後
再
ヒ
帰
参
ヲ
願
シ
ニ
甲
州
若
御
子
軍
 
 

佐
橋
ハ
両
腕
被
打
落
二
ノ
太
刀
ニ
テ
首
ヲ
加
ラ
ル
渠
ハ
勇
有
テ
無
義
 
 

（
1
0
）
 
 
 

削
対
パ
矧
矧
可
矧
珂
ト
テ
不
便
ト
ハ
不
謂
シ
テ
時
ノ
人
爪
弾
シ
誹
ソ
 
 

ニ
こ
に
は
、
佐
橋
甚
五
郎
に
つ
い
て
の
き
わ
め
て
詳
細
な
記
述
が
見
え
 
 

る
。
そ
の
概
要
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
徳
川
家
康
の
長
男
信
康
の
小
姓
に
 
 

永
井
伝
八
、
佐
橋
甚
五
郎
と
い
う
二
人
の
美
少
年
が
い
た
。
性
格
は
天
性
 
 

欲
心
が
深
く
、
傍
輩
の
 
「
金
野
ノ
大
小
」
を
盗
ん
で
岡
崎
を
逐
電
、
甲
州
 
 

に
赴
い
て
武
田
勝
頼
に
奉
公
し
た
。
勝
頼
も
ま
た
甚
五
郎
の
美
貌
を
愛
 
 

し
、
近
習
と
し
て
寵
愛
し
た
が
、
佐
橋
は
同
じ
小
姓
仲
間
の
甘
利
二
部
三
 
 

郎
に
恋
慕
す
る
。
甘
利
に
は
他
に
「
念
者
」
 
（
想
い
人
、
男
色
の
相
手
）
 
 

が
あ
っ
た
の
で
、
容
易
に
佐
橋
の
心
に
従
お
う
と
し
な
い
。
あ
る
日
佐
橋
 
 
 

ノ
時
水
野
藤
十
郎
忠
極
力
手
こ
属
シ
里
騎
ノ
合
戦
二
無
此
頬
高
名
 
 

ス
。
元
来
此
佐
橋
ハ
強
チ
精
兵
ナ
レ
ハ
敵
陣
ヲ
射
立
ケ
ル
ニ
手
負
死
 
 

人
若
キ
ニ
テ
誠
二
無
双
ノ
働
キ
セ
リ
。
彼
軍
散
シ
テ
後
帰
参
再
三
願
 
 

ヒ
申
ス
。
然
ル
ニ
先
年
岡
崎
ヲ
出
走
セ
ン
時
ハ
金
野
付
ノ
大
小
ヲ
盗
 
 

取
駆
落
シ
タ
ル
ト
家
康
公
上
聞
二
連
ス
。
然
ラ
ハ
甘
利
ヲ
討
シ
事
モ
 
 

覚
蘭
ナ
シ
ト
仰
ニ
テ
甲
州
ヨ
リ
被
召
出
シ
新
参
衆
二
此
事
ヲ
尋
ラ
レ
 
 

シ
ニ
甘
利
二
郎
三
郎
力
寝
首
ヲ
掻
テ
其
刀
ヲ
己
力
刀
卜
差
替
テ
逃
タ
 
 

ル
由
霧
顧
シ
ケ
レ
ハ
家
康
公
仰
ニ
ハ
甚
五
郎
力
高
名
ハ
緒
喰
タ
ル
犬
 
 

二
等
ク
畜
生
二
同
ク
シ
テ
勇
士
ノ
法
ト
ハ
ス
ヘ
カ
ラ
ス
。
里
駒
ノ
働
 
 

キ
ハ
尤
高
名
ト
モ
ス
ヘ
ケ
レ
ト
モ
武
士
吟
味
ヲ
不
弁
二
同
シ
副
矧
副
 
 

矧
矧
葡
ハ
賄
賂
ヲ
与
へ
約
セ
ハ
主
ヲ
モ
親
ラ
モ
害
ス
ル
事
定
リ
タ
ル
 
 

事
ソ
カ
シ
。
邪
二
勇
ナ
ル
ハ
却
テ
害
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
也
。
後
人
ノ
懲
メ
 
 

ニ
誅
教
セ
ヨ
ト
仰
ケ
レ
ハ
阿
部
尊
九
郎
正
勝
仰
ヲ
請
テ
馳
向
ヒ
詞
ヲ
 
 

掛
テ
放
シ
打
二
討
タ
レ
ハ
甚
五
郎
モ
抜
合
テ
一
ツ
ニ
ッ
打
合
ケ
ル
カ
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は
、
甘
利
と
と
も
に
小
山
城
加
勢
の
役
に
選
ば
れ
た
。
あ
る
夜
ひ
そ
か
に
 
 

甘
利
の
陣
塵
に
忍
び
入
っ
た
甚
五
郎
は
、
甘
利
の
寝
首
を
掻
い
た
上
、
自
 
 

分
の
大
小
を
甘
利
の
上
作
の
刀
と
差
し
替
え
、
浜
松
に
舞
い
戻
っ
て
家
康
 
 

に
仕
官
を
願
い
出
た
。
佐
橋
は
以
前
の
岡
崎
逐
電
を
、
新
参
の
永
井
伝
八
 
 

に
差
し
越
え
ら
れ
た
の
が
無
念
だ
っ
た
か
ら
だ
と
釈
明
し
た
の
で
、
家
康
 
 

か
ら
奉
公
を
許
さ
れ
た
が
、
こ
の
話
を
聞
い
た
信
康
が
憤
慨
し
て
い
る
の
 
 

を
知
り
、
再
び
浜
松
を
出
奔
す
る
。
し
か
し
信
康
が
家
康
の
命
で
自
害
し
 
 

た
後
、
あ
ら
た
め
て
家
康
に
帰
参
を
願
い
出
、
若
御
子
の
合
戦
に
強
弓
を
 
 

も
っ
て
軍
功
を
た
て
た
が
、
家
康
は
佐
橋
の
岡
崎
逐
電
、
甘
利
殺
音
の
衷
 
 

の
顛
末
を
知
っ
て
、
そ
の
欲
深
さ
を
憎
み
、
つ
い
に
阿
部
尊
九
郎
正
勝
に
 
 

命
じ
て
佐
橋
を
殺
害
さ
せ
た
。
そ
の
当
時
、
佐
橋
の
行
為
は
、
勇
猛
で
は
 
 

あ
っ
た
が
、
そ
の
行
い
が
義
理
に
は
ず
れ
た
も
の
 
（
「
無
義
」
）
 
で
あ
っ
た
 
 

た
め
に
、
人
々
か
ら
同
情
も
さ
れ
ず
「
犬
の
勇
」
 
に
等
し
い
と
指
弾
さ
れ
 
 

た
と
い
う
。
 
 
 

以
上
が
概
要
だ
が
、
鴎
外
の
小
説
「
佐
橋
甚
五
郎
」
 
の
筋
立
を
念
頭
に
 
 

お
い
て
、
著
し
く
差
異
の
あ
る
点
に
触
れ
て
お
こ
う
。
ま
ず
第
一
に
佐
橋
 
 

甚
五
郎
は
男
色
の
者
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
見
て
と
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
 
 

が
幕
滞
体
制
下
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
表
現
で
あ
る
「
道
義
」
 
に
は
ず
れ
た
 
 

行
為
と
い
う
こ
と
か
ら
曖
昧
な
表
現
で
し
か
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
 
 

が
注
意
さ
れ
る
。
こ
の
造
型
の
抑
圧
は
後
述
す
る
他
の
史
料
に
お
い
て
 
 

は
、
よ
り
一
層
強
化
さ
れ
、
臭
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
も
し
な
く
な
っ
て
い
 
 

る
。
第
二
に
は
佐
橋
の
甘
利
殺
害
が
「
欲
深
キ
無
道
者
」
の
行
為
と
し
て
 
 

糾
弾
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
佐
橋
自
身
家
康
の
命
を
受
け
た
者
に
よ
っ
て
殺
 
 

害
さ
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
史
実
は
小
説
「
佐
橋
甚
 
 

五
郎
」
と
異
な
る
が
、
近
世
史
料
に
み
ら
れ
る
佐
橋
の
糾
弾
か
ら
殺
害
へ
 
 

と
い
う
過
程
は
、
こ
れ
も
「
道
義
」
 
に
そ
む
く
「
無
道
」
 
ゆ
え
の
断
罪
と
 
 

う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
に
、
さ
ら
に
 
 

第
三
と
し
て
家
康
と
い
う
絶
対
権
力
者
は
「
道
義
」
 
の
担
い
手
、
執
行
者
 
 

と
し
て
絶
対
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
 
 
 

こ
の
第
二
、
第
三
か
ら
と
ら
え
ら
れ
る
家
康
と
佐
橋
の
主
従
関
係
は
、
 
 

鴎
外
の
小
説
の
よ
う
に
、
佐
橋
の
甘
利
暗
殺
の
目
的
が
記
さ
れ
て
い
な
い
 
 

た
め
に
 
（
む
し
ろ
隠
蔽
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
）
、
内
的
な
関
係
 
 

と
し
て
は
と
ら
え
ら
れ
ず
、
一
面
的
か
つ
一
方
的
な
「
道
義
」
 
に
よ
る
倫
 
 

理
性
で
価
値
づ
け
ら
れ
て
排
除
さ
れ
る
主
従
関
係
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
 
 

れ
ゆ
え
に
、
佐
橋
甚
五
郎
は
「
天
性
不
直
ニ
テ
第
一
欲
深
ク
シ
テ
義
ヲ
不
 
 

知
」
と
し
て
「
道
義
」
に
照
ら
さ
れ
て
抹
殺
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
 
「
道
 
 

義
」
 
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
拳
接
す
る
家
康
が
「
道
義
」
の
執
行
者
と
し
て
 
 

佐
橋
の
殺
害
を
命
じ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
家
康
の
殺
 
 

害
実
行
の
ほ
う
は
む
し
ろ
「
道
義
」
 
の
発
動
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
 
 

に
な
る
。
た
だ
家
康
に
よ
る
佐
橋
殺
害
は
佐
橋
の
甘
利
殺
害
と
比
べ
て
み
 
 

れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
佐
橋
の
暗
殺
行
為
の
根
拠
が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
 
 

た
め
に
、
ま
っ
た
く
正
当
化
さ
れ
な
い
の
と
対
照
的
に
 
「
道
義
」
性
が
前
 
 

面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

近
世
の
テ
ク
ス
ト
が
 
「
道
義
」
 
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
 
 

に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
掌
握
し
執
行
す
る
家
康
は
絶
対
的
な
体
制
護
持
者
と
 
 

な
る
の
に
対
し
て
、
佐
橋
は
そ
の
す
べ
て
が
「
道
義
」
に
は
ず
れ
た
悪
の
 
 

権
化
と
し
て
、
「
道
義
」
に
支
え
ら
れ
た
体
制
か
ら
断
罪
・
抹
殺
さ
れ
る
 
 

の
も
必
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
人
間
の
行
為
が
本
来
畢
む
多
 
 

義
性
は
削
ぎ
落
と
さ
れ
、
「
道
義
」
と
い
う
、
た
っ
た
一
つ
の
価
値
観
に
よ
っ
 
 

て
 
（
国
家
）
 
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
こ
れ
が
ま
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さ
に
近
世
の
教
条
的
テ
ク
ス
ト
の
人
物
（
偉
人
）
表
象
の
方
法
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

そ
れ
ら
の
価
値
判
断
は
と
も
か
く
、
史
実
で
い
え
ば
、
佐
橋
の
岡
崎
逐
 
 

電
、
甘
利
殺
害
に
つ
い
て
の
件
、
そ
し
て
最
後
に
佐
橋
が
阿
部
沓
九
邸
正
 
 

勝
に
 
「
両
腕
被
打
落
二
ノ
太
刀
二
テ
首
ヲ
別
ラ
ル
」
 
と
い
う
布
切
れ
は
、
 
 

小
説
「
佐
橋
甚
五
部
」
と
比
較
し
て
見
て
も
、
鴎
外
が
こ
の
記
事
を
参
考
 
 

に
し
た
可
能
性
は
低
い
だ
ろ
う
と
思
う
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
冒
一
河
後
風
土
記
』
 
に
は
、
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
 
成
 
 

島
司
直
が
幕
命
を
受
け
て
補
訂
を
加
え
た
改
正
本
が
あ
る
。
そ
の
 
『
改
正
 
 

三
河
後
風
土
記
』
 
に
は
巻
第
十
六
に
 
「
佐
橋
甚
五
郎
の
事
」
と
し
て
、
次
 
 

の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
 
 

佐
橋
甚
五
郎
の
事
 
 

異
境
信
靡
君
近
く
召
使
は
れ
し
者
に
佐
橋
甚
五
郎
と
い
ふ
者
あ
り
、
 
 

義
左
衛
門
義
撃
と
い
ふ
も
の
ゝ
従
弟
に
て
召
出
さ
れ
し
と
ぞ
、
此
老
 
 

い
か
な
る
怨
み
あ
り
し
に
や
、
同
役
の
近
臣
を
討
果
し
て
岡
崎
を
逐
 
 

電
し
、
三
州
の
山
里
へ
逃
げ
て
蟄
居
せ
し
が
、
今
度
武
田
勝
頼
よ
り
 
 

遠
州
小
山
の
援
兵
と
し
て
三
百
余
厳
、
其
大
将
に
は
甘
利
二
郎
三
郎
 
 

と
い
へ
る
当
年
十
七
歳
な
る
を
差
添
へ
て
遭
は
し
た
り
、
甚
五
郎
此
 
 

弱
を
聞
い
て
ひ
そ
か
に
浜
松
へ
参
り
、
此
度
小
山
の
輝
明
大
将
甘
利
 
 

を
討
つ
て
参
る
べ
し
、
其
功
遂
げ
ば
帰
参
を
許
さ
る
べ
し
と
頼
置
き
 
 

て
、
緑
を
求
め
甘
利
が
方
へ
奉
公
に
出
で
た
り
、
甚
五
郎
元
来
怜
側
 
 

に
て
其
上
笛
を
よ
く
吹
き
け
れ
ば
、
甘
利
大
に
寵
愛
し
、
あ
る
時
甚
 
 

五
郎
の
膝
を
枕
と
し
苗
を
吹
く
を
聞
き
な
が
ら
眠
り
し
を
、
甚
五
郎
 
 

折
こ
そ
よ
け
れ
と
首
討
取
り
て
浜
松
へ
帰
参
せ
し
か
ば
、
所
領
賜
は
 
 

り
御
家
人
に
な
さ
れ
た
り
、
さ
れ
ど
も
岡
崎
に
て
先
に
同
役
を
討
つ
 
 
 て

立
退
き
し
か
ば
、
信
康
召
御
怒
と
け
ず
、
神
君
も
又
甘
利
が
寵
愛
 
 
 

を
う
け
な
が
ら
、
眠
り
し
首
を
討
ち
た
る
は
人
情
に
も
ど
り
不
l
q
別
 
 
 

封
割
と
し
て
御
賓
翫
も
な
け
れ
ば
、
甚
五
郎
心
安
か
ら
ず
又
浜
松
を
 
 
 

逐
竃
し
行
衛
知
れ
ぎ
り
し
が
、
後
に
は
朝
鮮
国
へ
渡
り
、
慶
長
の
末
 
 
 

に
朝
鮮
釆
礪
の
時
三
便
に
加
は
り
来
り
し
を
、
神
君
御
見
知
り
有
っ
 
 

て
、
山
族
と
も
文
通
せ
む
事
を
禁
ぜ
ら
れ
、
其
身
は
障
り
な
く
帰
国
 
 

せ
し
め
ら
れ
た
り
と
ぞ
 
（
綿
年
続
開
談
の
説
に
よ
る
、
原
書
に
は
甚
 
 
 

五
郎
此
後
甲
州
若
御
子
軍
の
時
帰
参
し
て
よ
く
働
き
た
り
、
さ
れ
ど
 
 

姦
邪
あ
ら
は
れ
阿
部
尊
九
邸
正
順
に
仰
せ
許
せ
ら
れ
た
り
と
あ
り
、
 
 
 

定
と
殊
也
、
続
開
談
の
説
よ
り
所
あ
る
に
似
た
り
、
伐
て
本
文
を
ば
 
 

改
め
注
文
に
附
し
ぬ
）
、
 
 

こ
こ
で
佐
橋
甚
五
郎
の
こ
と
は
「
姦
邪
」
で
「
不
仁
な
る
者
」
と
し
て
 
 

記
述
さ
れ
て
お
り
、
冒
一
河
後
風
土
記
』
 
の
封
建
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
同
じ
 
 

枠
組
み
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
 
 

■
〓
■
 
 
 

ま
た
、
『
本
朝
武
功
正
伝
』
 
に
よ
る
と
し
た
 
『
大
日
本
人
名
辞
書
』
に
 
 

お
け
る
佐
橋
甚
五
郎
に
関
す
る
記
述
も
右
に
挙
げ
た
引
用
文
と
似
て
い
 
 

る
け
 
 

サ
バ
シ
 
ジ
ン
ゴ
ラ
ウ
 
佐
橋
甚
五
郎
 
徳
川
滴
康
の
小
姓
、
其
性
 
 
 

怜
側
に
力
強
く
能
く
勤
弓
を
引
き
殊
に
射
芸
に
適
せ
り
、
然
れ
ど
も
 
 
 

矧
風
刺
割
に
し
て
朋
友
の
金
装
の
刀
を
盗
み
而
し
て
罪
を
同
僚
某
に
 
 

諌
て
逃
走
し
武
田
氏
に
仕
ふ
、
曾
て
甘
利
次
郎
三
郎
、
小
山
加
勢
の
 
 

大
将
と
し
て
出
陣
せ
し
と
き
甚
五
郎
も
之
に
従
て
往
き
し
が
私
恨
を
 
 

以
て
遂
に
甘
利
が
寝
首
を
取
り
其
刀
を
奪
て
浜
松
に
来
り
言
葉
を
工
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み
に
し
帰
服
を
詣
ふ
、
甚
五
郎
既
に
敵
の
大
将
を
討
ち
取
た
る
功
あ
 
 

る
を
以
て
其
の
請
を
容
る
べ
き
の
処
其
事
既
に
岡
崎
一
般
に
評
判
し
 
 
 

人
常
置
五
郎
の
無
道
を
鳴
ら
さ
ざ
る
は
無
く
遂
に
浜
松
に
聞
せ
り
乃
 
 
 

ち
之
を
斤
ぞ
く
、
甚
五
郎
為
す
所
な
く
去
て
諸
国
に
漂
流
す
、
後
徳
 
 
 

川
氏
革
を
甲
州
に
致
す
や
甚
五
郎
水
野
藤
十
郎
の
手
に
加
は
り
馳
せ
 
 
 

向
て
例
の
剛
弓
を
持
ち
敵
二
十
余
人
を
射
倒
し
矢
尽
て
太
刀
を
以
て
 
 
 

切
り
入
り
遂
に
大
勢
を
薙
ぎ
伏
せ
首
数
級
を
得
た
り
、
後
甚
五
郎
其
 
 

の
功
を
以
て
又
帰
服
の
願
を
為
せ
ど
も
凶
悪
既
に
世
人
の
知
る
所
と
 
 
 

な
る
を
以
て
阿
部
正
勝
を
過
し
て
之
を
殺
さ
し
む
と
云
ふ
 
 

こ
れ
は
、
先
に
挙
げ
た
『
三
河
後
風
土
記
』
 
の
記
述
を
要
約
し
た
よ
う
 
 

な
も
の
で
、
佐
橋
甚
五
郎
と
い
う
人
物
が
近
世
的
把
握
に
お
い
て
一
貫
し
 
 

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
以
上
の
二
讃
、
つ
ま
り
、
『
改
正
三
河
後
 
 

風
土
記
』
と
『
大
日
本
人
名
辞
書
』
 
に
お
け
る
佐
橋
甚
五
郎
に
は
男
色
の
 
 

美
少
年
と
い
う
記
述
が
す
で
に
「
道
義
」
 
の
価
値
観
か
ら
抑
圧
さ
れ
て
し
 
 

ま
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
 
 

（
l
ご
一
 
 
 

こ
の
他
、
元
文
ご
ろ
柏
崎
永
以
が
残
し
た
「
古
老
茶
話
」
も
、
佐
橋
乱
 
 

之
助
の
ち
甚
兵
衛
正
吉
と
名
乗
っ
た
武
士
の
嫡
孫
甚
右
衛
門
の
話
だ
と
し
 
 

て
、
佐
楕
甚
五
郎
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
 
 

佐
橋
乱
之
助
後
甚
兵
衛
正
吉
嫡
孫
甚
右
衛
門
談
、
先
祖
甚
兵
衛
正
吉
 
 
 

伯
父
甚
五
郎
不
敵
の
も
の
に
て
、
御
家
を
立
退
候
節
、
朝
鮮
に
渡
り
 
 

彼
国
の
宮
人
と
成
り
、
神
君
御
代
三
便
の
そ
の
一
人
と
成
り
、
江
戸
 
 

参
府
し
て
御
目
見
い
た
し
候
節
、
神
君
被
仰
候
は
、
あ
れ
は
た
し
か
 
 

に
佐
橋
甚
五
郎
に
て
は
な
き
か
、
尋
ね
よ
と
の
上
意
也
。
依
之
相
尋
 
 

候
処
、
成
ほ
ど
甚
五
郎
に
て
御
座
候
由
申
上
る
。
そ
の
分
に
被
成
御
 
 

返
し
被
成
候
。
依
之
別
し
て
延
癒
す
る
に
は
不
及
候
へ
共
、
佐
橋
一
 
 
 

党
に
て
は
、
甚
五
郎
と
は
名
を
付
ぬ
事
に
致
と
の
事
也
。
甚
五
郎
刀
 
 
 

を
盗
み
甲
州
に
往
き
、
そ
れ
よ
り
又
朝
鮮
に
往
く
。
神
君
は
刺
割
引
 
 

な
る
心
底
の
も
の
、
何
ほ
ど
武
功
あ
り
と
も
御
構
無
之
也
。
 
 

こ
れ
は
簡
略
で
あ
り
な
が
ら
も
、
佐
橋
甚
五
郎
の
性
格
、
朝
鮮
へ
の
渡
 
 

航
、
そ
の
後
朝
鮮
使
節
と
し
て
再
び
来
朝
し
そ
れ
が
家
康
に
知
ら
れ
る
と
 
 

の
経
緯
な
ど
、
鴎
外
の
「
佐
橋
甚
五
郎
」
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
 
 

さ
れ
る
。
 
 

■
〓
■
 
 
 

そ
し
て
「
当
代
記
」
の
天
正
四
年
（
一
五
七
六
）
九
月
の
条
に
も
佐
橋
 
 

甚
五
郎
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
り
、
な
お
天
正
十
二
年
二
五
八
四
）
 
の
 
 

小
牧
合
戦
の
条
に
は
そ
の
後
日
談
も
つ
い
て
い
る
。
 
 

さ
ば
せ
甚
五
郎
と
云
者
有
之
、
定
は
元
来
三
川
岡
崎
三
郎
信
康
小
姓
 
 

也
、
傍
輩
の
金
作
の
刀
大
小
を
盗
捕
事
霧
顕
之
間
欠
落
し
、
此
二
三
 
 

年
中
在
甲
州
、
彼
国
の
住
甘
利
三
郎
次
郎
を
於
小
山
陣
中
令
生
害
、
 
 

家
康
公
陣
中
へ
釆
、
彼
甘
利
と
日
来
令
知
音
、
別
て
懇
意
之
間
、
脚
 
 

無
隔
心
之
儀
、
甘
利
寝
入
た
る
処
を
刺
殺
す
、
我
刀
を
棄
て
、
甘
利
 
 

か
大
小
を
取
て
招
来
、
年
来
被
さ
ば
瀬
甘
利
に
令
恋
慕
芳
契
、
前
代
 
 

末
門
、
無
物
取
喩
、
家
康
公
へ
は
令
出
仕
、
乍
去
さ
し
て
挙
用
は
な
 
 

し
、
三
郎
信
康
主
意
之
絵
間
、
一
両
年
の
中
に
他
国
へ
又
欠
落
す
、
 
 

此
甘
利
年
十
七
歳
、
武
田
家
老
也
、
人
数
三
百
余
備
也
、
 
 

（
天
正
四
年
九
月
の
条
）
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此
比
さ
ば
せ
甚
五
郎
又
可
来
欺
の
由
家
康
公
日
処
に
、
如
来
此
陣
へ
 
 

来
、
家
康
公
に
出
仕
は
有
け
れ
と
も
、
無
挙
客
間
、
又
頓
て
逐
電
、
 
 

（
天
正
十
二
年
の
小
牧
合
戦
の
条
）
 
 

甘
利
の
年
齢
に
つ
い
て
の
記
録
は
信
憑
性
が
低
い
が
、
佐
橋
甚
五
郎
に
 
 

つ
い
て
の
記
述
、
つ
ま
り
、
甚
五
郎
が
同
輩
の
大
小
を
盗
み
岡
崎
か
ら
逐
 
 

電
、
そ
の
後
甲
州
の
武
田
陣
営
に
入
る
が
、
武
田
の
家
臣
甘
利
の
渾
首
を
 
 

掻
い
て
再
び
家
康
の
と
こ
ろ
に
戻
っ
て
く
る
と
い
っ
た
内
容
は
、
す
で
に
 
 

引
用
し
た
他
の
史
料
と
似
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
記
述
は
佐
橋
甚
五
郎
 
 

の
武
士
と
し
て
の
義
理
を
守
ら
な
い
、
武
士
失
格
者
と
い
う
ふ
う
な
と
ら
 
 

え
方
で
も
一
貫
し
て
お
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
佐
橋
甚
五
郎
を
欲
望
に
身
 
 

を
ま
か
せ
た
一
人
の
犯
罪
者
に
さ
え
お
と
し
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 

（
一
二
 
歴
史
小
説
「
佐
橋
甚
五
郎
」
に
お
け
る
人
物
像
 
 

佐
橋
甚
五
郎
が
実
在
の
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
引
用
し
た
諸
 
 

史
料
を
通
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
性
情
甚
五
郎
の
朝
 
 

鮮
行
き
に
つ
い
て
は
、
『
通
航
一
覧
』
 
の
 
「
続
武
家
閑
話
」
 
の
 
「
朝
鮮
国
 
 

に
洩
る
。
慶
長
の
末
に
至
て
、
朝
鮮
国
の
三
史
来
朝
す
」
と
、
随
筆
「
古
 
 

老
茶
話
」
 
の
 
「
朝
鮮
に
往
く
」
と
い
う
記
述
し
か
見
ら
れ
ず
、
朝
鮮
通
信
 
 

使
関
係
の
史
料
 
（
『
韓
使
来
聴
』
 
『
徳
川
実
記
』
な
ど
）
 
に
は
佐
橋
甚
五
郎
 
 

の
名
は
登
場
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
佐
橋
甚
五
郎
が
朝
鮮
に
渡
り
、
朝
 
 

鮮
通
信
使
の
一
員
と
し
て
来
朝
し
た
と
い
う
設
定
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
 
 

惜
を
確
認
す
る
術
は
な
い
。
従
来
の
研
究
に
お
い
て
も
、
佐
橋
甚
五
郎
が
 
 

朝
鮮
通
信
使
の
一
員
に
な
り
す
ま
し
て
家
康
の
前
に
あ
ら
わ
れ
、
家
康
が
 
 

そ
れ
と
見
破
っ
た
と
す
る
出
来
事
を
、
史
実
を
離
れ
た
一
種
の
奇
談
と
し
 
 

て
と
ら
え
て
い
る
が
、
稿
者
も
そ
こ
に
輿
論
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
言
説
を
踏
ま
え
た
場
合
、
確
か
な
こ
と
は
小
説
「
佐
橋
甚
 
 

五
郎
」
 
に
は
封
建
時
代
に
お
け
る
戦
国
か
ら
徳
川
幕
府
の
幕
藩
体
制
を
築
 
 

い
て
い
く
と
い
っ
た
時
代
背
景
の
申
、
そ
こ
で
生
ま
れ
る
主
従
関
係
が
描
 
 

か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
少
し
く
近
世
の
史
料
に
み
え
 
 

る
主
従
関
係
の
差
異
を
い
ま
一
度
確
認
し
て
お
く
と
、
近
世
史
料
に
お
け
 
 

る
主
従
関
係
が
「
道
義
」
 
の
価
値
観
を
背
景
に
主
君
の
家
康
が
「
道
義
」
 
 

の
担
い
手
、
執
行
者
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
家
臣
の
佐
橋
甚
五
郎
は
そ
の
 
 

「
道
義
」
 
に
は
ず
れ
た
ま
っ
た
く
の
悪
人
と
し
て
、
そ
の
執
行
者
に
よ
っ
 
 

て
抹
殺
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
一
面
的
に
し
か
表
現
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
 
 

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
言
及
し
て
お
い
 
 

た
こ
と
で
あ
る
が
、
佐
橋
甚
五
郎
が
な
ぜ
武
田
の
家
臣
甘
利
四
郎
三
郎
を
 
 

暗
殺
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
が
隠
蔽
さ
れ
る
と
い
っ
た
イ
デ
オ
ロ
 
 

ギ
ー
的
操
作
が
お
こ
な
わ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
鴎
外
の
 
 

小
説
で
は
佐
橋
甚
五
郎
の
甘
利
暗
殺
に
明
確
な
目
的
を
あ
た
え
る
。
そ
の
 
 

こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
主
従
関
係
は
体
制
を
構
築
す
る
権
力
者
家
康
と
、
家
 
 

康
の
体
制
構
築
を
さ
ま
た
げ
る
敵
対
者
を
暗
殺
し
て
主
君
の
体
制
構
築
に
 
 

協
力
す
る
家
臣
と
い
う
性
格
付
け
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
 
 

主
従
関
係
に
お
い
て
は
 
「
道
義
」
 
の
価
値
観
を
一
方
的
に
家
康
の
手
に
握
 
 

ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
主
従
関
係
は
 
 

明
ら
か
に
多
義
化
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

し
か
し
、
こ
う
し
た
時
代
設
定
と
資
料
的
な
限
界
の
上
で
、
主
君
と
従
 
 

者
の
関
係
を
そ
の
ま
ま
個
人
の
レ
ベ
ル
で
い
く
ら
精
密
に
、
独
創
的
に
作
 
 

為
を
ほ
ど
こ
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
に
鴎
外
の
 
「
新
意
」
 
が
あ
る
と
 
 

は
思
わ
れ
な
い
。
鴎
外
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
人
間
の
表
現
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が
あ
ま
り
に
一
面
的
な
近
世
の
テ
ク
ス
ト
の
、
そ
の
封
建
制
下
に
お
け
る
 
 

主
従
関
係
に
 
「
新
意
」
を
盛
り
込
ん
だ
と
は
と
う
て
い
思
え
な
い
の
で
あ
 
 

る
し
鴎
外
が
人
間
 
（
個
人
）
 
の
行
為
の
多
義
性
に
深
い
興
味
を
も
っ
て
い
 
 

た
と
す
れ
ば
、
そ
の
主
従
関
係
を
規
制
し
て
い
る
戦
国
時
代
か
ら
近
世
江
 
 

戸
時
代
へ
と
移
行
す
る
過
程
で
の
近
世
封
建
体
制
の
樹
立
と
い
う
背
景
と
 
 

し
て
の
歴
史
を
実
は
一
つ
の
喩
 
（
寓
意
）
 
と
し
て
認
識
し
、
そ
れ
を
鴎
外
 
 

が
生
き
た
明
治
維
新
国
家
、
つ
ま
り
明
治
近
代
国
家
の
成
立
と
人
間
 
（
個
 
 

人
）
 
と
い
う
問
題
の
寓
意
と
し
て
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
 
 

う
か
。
国
家
に
と
っ
て
人
間
 
（
国
民
・
個
人
）
 
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
 
 

か
と
い
う
こ
と
が
歴
史
小
説
の
主
題
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
も
し
か
し
 
 

た
ら
鶴
外
は
人
間
の
側
か
ら
国
家
の
非
人
間
性
を
反
照
す
る
こ
と
を
し
た
 
 

い
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
歴
史
小
説
な
る
も
の
 
 

が
そ
の
全
体
を
も
っ
て
作
者
鴎
外
に
と
っ
て
の
今
の
時
代
、
つ
ま
り
、
明
 
 

治
の
国
家
と
人
間
と
を
照
ら
し
出
し
、
そ
こ
に
「
新
意
」
を
見
出
し
た
の
 
 

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

そ
こ
で
、
小
説
「
佐
橋
甚
五
郎
」
の
 
「
新
意
」
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
 
 

明
治
近
代
国
家
の
成
立
と
人
間
と
い
う
枠
組
み
を
通
じ
て
と
ら
え
る
こ
と
 
 

が
可
能
か
ど
う
か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
ま
ず
、
「
佐
橋
甚
五
 
 

郎
」
の
枠
組
み
の
寓
意
を
と
ら
え
る
た
め
に
、
佐
橋
甚
五
郎
と
家
康
の
人
 
 

物
像
を
分
析
し
た
い
と
思
う
。
 
 
 

鴎
外
は
「
佐
橋
甚
五
郎
」
の
広
告
文
に
「
家
康
を
鼻
の
先
で
あ
ぎ
笑
う
 
 

て
 
（
中
略
）
 
済
ま
し
た
顔
で
家
康
に
謁
見
し
て
帰
り
た
る
奇
人
。
意
地
強
 
 

き
す
ね
者
。
流
石
の
家
康
も
懲
戒
し
た
る
人
物
」
と
、
佐
構
甚
五
郎
を
紹
 
 

介
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
家
康
の
も
と
か
ら
逃
げ
去
っ
た
者
が
 
 

他
国
の
臣
下
と
な
り
、
あ
ら
た
め
て
海
の
向
こ
う
の
朝
鮮
か
ら
や
っ
て
き
 
 

て
、
当
時
の
幕
滴
体
制
を
創
設
し
た
絶
対
権
力
者
で
あ
る
徳
川
家
康
と
対
 
 

崎
す
る
。
そ
こ
に
は
一
義
的
な
主
従
関
係
を
乗
り
越
え
た
佐
橋
甚
五
郎
が
 
 

い
る
。
そ
の
彼
が
今
日
本
国
の
家
康
と
距
離
を
置
け
る
位
置
か
ら
こ
の
絶
 
 

対
的
な
権
力
者
を
批
判
的
に
見
つ
め
る
と
い
っ
た
、
大
胆
な
行
動
力
を
持
 
 

つ
人
物
と
し
て
形
象
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
小
説
の
作
為
は
ま
ず
こ
の
人
 
 

物
條
に
萌
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
鵬
外
は
絶
対
権
力
者
家
康
に
仕
 
 

え
て
い
た
人
物
が
、
今
で
は
異
国
の
立
場
か
ら
対
等
に
家
康
を
見
つ
め
る
 
 

人
物
に
変
貌
し
た
と
い
う
造
型
を
あ
た
え
、
そ
の
数
奇
な
運
命
に
日
本
と
 
 

い
う
国
家
の
絶
対
権
力
者
を
対
地
化
す
る
視
点
を
付
与
で
き
る
こ
と
に
興
 
 

味
を
持
っ
た
。
こ
こ
に
こ
の
小
説
の
主
題
が
示
唆
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
 
 

の
人
物
造
型
に
ま
ず
「
新
意
」
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
 
 
 

そ
れ
で
は
、
小
説
「
佐
橋
甚
五
郎
」
に
お
い
て
は
、
甚
五
郎
の
人
物
に
 
 

つ
い
て
ど
の
よ
う
に
造
形
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
 
 

こ
の
岡
崎
殿
が
十
八
歳
ば
か
り
の
時
、
主
人
よ
り
年
の
二
つ
程
若
い
 
 

小
姓
に
佐
橋
甚
五
郎
と
云
ふ
も
の
が
あ
つ
た
。
口
に
出
し
て
言
ひ
附
 
 

け
ら
れ
ぬ
う
ち
に
、
何
の
用
事
で
も
果
す
や
う
な
、
敏
捷
な
若
者
で
、
 
 

武
芸
は
同
じ
年
頃
の
同
輩
に
、
傍
へ
寄
り
附
く
者
も
無
い
程
で
あ
つ
 
 

た
。
そ
れ
に
遊
芸
が
巧
者
で
、
殊
に
笛
を
上
手
に
吹
い
た
。
 
 

（
五
一
二
頁
）
 
 

鴎
外
に
よ
る
と
、
家
康
の
嫡
子
倍
康
の
小
姓
で
あ
る
佐
橋
甚
五
郎
は
、
 
 

「
敏
捷
」
 
で
 
「
武
芸
」
 
「
遊
芸
」
に
優
れ
た
著
者
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
 
 

る
。
さ
ら
に
加
え
て
、
甚
五
郎
は
「
平
生
何
事
か
苫
ひ
出
す
と
跡
へ
引
か
 
 

ぬ
」
意
地
の
強
い
人
物
で
あ
り
、
家
康
に
言
わ
せ
る
と
「
怜
憫
な
若
者
」
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で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
本
文
の
わ
ず
か
二
、
三
行
の
描
写
の
中
に
、
 
 

小
説
「
佐
橋
甚
五
郎
」
に
必
要
な
条
件
1
「
敏
捷
」
、
「
武
芸
」
、
「
遊
芸
」
、
 
 

特
に
 
「
笛
」
－
が
揃
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
佐
橋
甚
五
郎
は
文
武
両
 
 

道
の
達
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
た
だ
そ
の
文
と
い
う
の
が
滞
籍
や
古
 
 

典
籍
と
い
っ
た
常
套
的
な
文
で
は
な
く
、
「
遊
芸
」
、
特
に
「
笛
」
と
い
う
 
 

音
楽
に
達
者
だ
と
い
う
点
で
、
以
後
の
筋
立
の
伏
線
に
な
っ
て
い
る
こ
と
 
 

に
注
意
し
た
い
。
し
か
も
こ
う
し
た
設
定
は
、
典
拠
の
 
「
続
武
家
開
講
」
 
 

に
は
な
い
 
（
驚
撃
ち
事
件
）
 
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
を
通
じ
て
具
体
化
さ
れ
て
 
 

い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
佐
橋
甚
五
郎
の
 
「
敏
捷
」
 
「
怜
例
」
な
性
格
が
、
 
 
 

（
鷺
撃
ち
事
件
）
 
の
場
面
描
写
に
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
を
 
 

詳
し
く
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
 
 
 

（
鷺
撃
ち
事
件
）
 
は
、
甚
五
郎
が
家
康
の
嫡
子
信
康
の
小
姓
と
し
て
仕
 
 

え
て
い
た
十
六
歳
の
時
に
起
こ
っ
た
。
信
康
が
小
姓
を
率
い
て
出
た
寺
社
 
 

参
詣
の
帰
り
に
、
城
下
は
ず
れ
の
沼
に
降
り
立
っ
て
い
た
一
羽
の
鷺
を
目
 
 

に
し
、
「
ふ
と
小
姓
の
鵬
人
が
、
あ
れ
が
撃
て
る
だ
ら
う
か
」
と
言
い
出
 
 

し
た
。
み
ん
な
が
 
「
所
詮
撃
て
ぬ
」
と
決
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
甚
五
郎
 
 

が
 
「
な
に
撃
て
ぬ
に
も
限
ら
ぬ
」
と
つ
ぶ
や
き
、
そ
れ
を
聞
い
た
同
役
の
 
 

蜂
谷
と
撃
て
る
か
否
か
の
賭
け
を
す
る
。
蜂
谷
は
「
今
こ
こ
に
持
っ
て
ゐ
 
 

る
物
を
な
ん
で
も
賭
け
う
」
と
約
束
し
た
。
す
る
と
、
甚
五
郎
が
そ
の
驚
 
 

を
首
尾
よ
く
撃
っ
て
賭
け
に
勝
つ
。
場
面
描
写
は
そ
こ
ま
で
で
、
そ
の
あ
 
 

と
の
経
緯
は
、
甚
五
郎
の
従
兄
源
太
夫
の
証
言
に
移
る
。
そ
れ
に
よ
る
 
 

と
、
蜂
谷
が
約
束
の
も
の
を
渡
さ
な
か
っ
た
た
め
に
い
さ
か
い
が
あ
っ
た
 
 

そ
う
で
あ
る
。
翌
朝
、
蜂
谷
は
死
体
で
発
見
さ
れ
、
蜂
谷
の
持
っ
て
い
た
 
 

「
金
輿
斗
附
の
大
小
」
 
が
な
く
な
っ
て
お
り
、
代
わ
り
に
甚
五
郎
の
大
小
 
 

が
置
か
れ
て
あ
っ
た
。
前
日
、
甚
五
郎
が
 
「
約
束
の
事
は
跡
で
談
合
す
る
 
 

ぞ
」
と
蜂
谷
に
言
い
放
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
み
ん
な
は
甚
五
郎
が
蜂
谷
 
 

を
殺
害
し
て
、
大
事
に
し
て
い
た
蜂
谷
の
 
「
金
慰
斗
附
の
大
小
」
を
奪
っ
 
 

て
逃
走
し
た
と
推
測
し
た
。
蜂
谷
の
体
に
は
傷
が
な
く
、
そ
ば
に
甚
五
郎
 
 

の
大
小
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
周
囲
の
不
審
を
か
き
立
て
る
。
 
 

一
年
後
、
甚
五
郎
の
従
兄
源
太
夫
が
家
康
に
助
命
を
嘆
願
し
た
と
こ
ろ
 
 

で
、
そ
の
殺
害
の
事
情
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
本
文
を
引
用
し
て
み
る
と
 
 

次
の
よ
う
に
な
る
。
 
 

甚
五
郎
は
鷺
を
撃
つ
と
き
蜂
谷
と
賭
を
し
た
。
蜂
谷
は
身
に
着
け
て
 
 

ゐ
る
物
を
何
な
り
と
も
賭
け
よ
う
と
云
つ
た
。
甚
五
郎
は
運
好
く
鷺
 
 

を
撃
っ
た
の
で
、
不
断
望
を
掛
け
て
ゐ
た
蜂
谷
の
大
小
を
黄
は
う
と
 
 

云
つ
た
。
そ
れ
も
只
貿
ふ
の
で
は
無
い
。
代
り
に
自
分
の
大
小
を
遣
 
 

ら
う
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
併
し
蜂
谷
は
、
こ
の
金
輿
斗
附
の
大
小
は
 
 

蜂
谷
家
で
由
緒
の
あ
る
品
だ
か
ら
遮
ら
ぬ
と
云
つ
た
。
甚
五
郎
は
聴
 
 

か
な
ん
だ
。
「
武
士
は
誓
言
を
し
た
か
ら
は
、
一
命
を
も
棄
て
る
。
 
 

よ
し
や
由
緒
が
あ
ら
う
と
も
、
お
ぬ
し
の
身
に
着
け
て
ゐ
る
物
の
中
 
 

で
、
わ
し
が
望
む
の
は
大
小
ば
か
り
ぢ
や
、
定
非
く
れ
い
」
と
云
つ
 
 

た
。
「
い
や
、
さ
う
は
な
ら
ぬ
。
命
な
ら
い
か
に
も
棄
て
う
。
家
の
 
 
 

重
宝
は
命
に
も
換
へ
ら
れ
ぬ
」
と
蜂
谷
は
云
つ
た
。
「
誓
言
を
反
古
 
 

に
す
る
犬
侍
奴
」
と
甚
五
郎
が
偽
る
と
、
蜂
谷
は
怒
っ
て
刀
を
抜
か
 
 

う
と
し
た
。
甚
五
郎
は
当
身
を
食
せ
た
。
そ
れ
切
り
蜂
谷
は
息
を
吹
 
 

き
返
さ
な
か
つ
た
。
平
生
何
事
か
言
ひ
出
す
と
跡
へ
引
か
ぬ
甚
五
郎
 
 
 

は
、
と
う
〈
蜂
谷
の
大
小
を
取
っ
て
、
自
分
の
大
小
を
代
り
に
残
 
 

し
て
立
ち
退
い
た
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
 
 
 
（
五
一
三
～
五
一
四
頁
）
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源
太
夫
の
陳
述
に
よ
る
と
、
蜂
谷
は
「
身
に
着
け
て
ゐ
る
物
を
何
な
り
 
 

と
も
暗
け
う
」
と
言
っ
た
が
、
「
金
慰
斗
附
の
大
小
は
蜂
谷
家
で
由
緒
の
 
 

あ
る
品
だ
か
ら
遣
ら
ぬ
」
と
し
、
「
家
の
重
宝
は
命
に
も
換
へ
ら
れ
ぬ
」
 
 

と
拒
否
し
た
た
め
に
い
さ
か
い
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
甚
五
郎
は
 
 

「
武
士
は
誓
言
を
し
た
か
ら
は
、
一
命
を
も
棄
て
る
」
と
「
哲
言
を
反
古
 
 

に
す
る
犬
侍
奴
」
 
と
言
っ
て
蜂
谷
を
罵
っ
た
。
怒
っ
て
刀
を
抜
こ
う
し
た
 
 

蜂
谷
に
当
身
を
食
わ
せ
る
と
、
蜂
谷
は
そ
の
ま
ま
絶
命
し
た
の
で
、
甚
五
 
 

郎
は
大
小
を
取
り
替
え
て
逐
電
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
陳
述
に
よ
り
、
蜂
谷
の
死
と
甚
五
郎
の
逐
電
の
事
情
が
知
ら
れ
 
 

る
。
甚
五
郎
は
、
蜂
谷
が
「
家
の
重
宝
」
と
い
う
こ
と
で
「
誓
言
」
を
 
 

「
反
古
」
に
し
、
約
束
を
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
に
憤
る
。
し
か
も
そ
れ
 
 

は
、
蜂
谷
が
「
家
の
重
宝
」
と
い
う
旧
来
の
価
値
観
を
た
て
に
「
誓
言
」
 
 

の
履
行
を
拒
否
し
た
こ
と
か
ら
で
あ
っ
た
。
甚
五
郎
は
 
「
家
の
重
宝
」
と
 
 

い
う
古
い
価
値
観
を
持
つ
蜂
谷
に
対
し
て
、
蜂
谷
の
そ
の
価
値
観
を
も
否
 
 

定
す
る
。
甚
五
郎
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
命
に
も
勝
る
武
士
の
 
「
誓
言
」
 
 

の
重
さ
で
あ
り
、
蜂
谷
は
「
誓
言
」
の
履
行
を
拒
否
し
た
た
め
に
死
に
至
っ
 
 

た
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
事
件
の
設
定
に
鴎
外
は
何
を
意
図
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
 
 

こ
に
「
道
義
」
 
の
解
釈
の
新
し
さ
が
見
て
と
れ
る
。
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
か
ら
 
 

は
人
間
と
人
間
の
「
誓
言
」
に
「
道
義
」
の
発
生
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
。
 
 

そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
人
間
は
人
間
以
外
に
 
「
道
義
」
を
求
め
て
は
な
 
 

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
蜂
谷
は
そ
の
人
間
中
心
の
「
道
義
」
 
 

に
対
し
て
、
「
誓
言
」
の
（
外
部
）
、
す
な
わ
ち
「
家
の
重
宝
」
に
「
道
義
」
 
 

を
越
え
る
価
値
を
付
与
す
る
こ
と
で
、
人
間
の
「
誓
言
」
の
も
つ
道
義
性
 
 

を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
（
外
部
）
 
の
崇
高
な
る
物
そ
れ
 
 

自
体
に
 ．

 

物
神
信
仰
と
い
う
古
い
 
（
細
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
甚
五
郎
が
憤
っ
た
の
 
 

は
人
間
が
人
間
以
外
の
存
在
に
人
間
と
し
て
の
価
値
を
求
め
る
と
い
っ
 
 

た
、
古
い
 
（
知
）
 
に
よ
っ
て
人
間
中
心
の
 
「
道
義
」
が
否
定
さ
れ
た
か
ら
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
に
は
家
を
重
ん
じ
る
態
度
に
よ
っ
て
、
武
士
の
誓
約
を
や
ぶ
っ
た
 
 

蜂
谷
が
、
そ
し
て
、
そ
の
考
え
方
は
古
い
と
否
定
し
、
人
間
の
「
道
義
」
 
 

を
重
ん
ず
る
甚
五
郎
が
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
面
に
は
古
い
価
値
観
を
 
 

固
執
す
る
古
い
人
物
に
対
し
て
、
人
間
に
中
心
を
置
く
こ
と
で
新
し
い
時
 
 

代
に
す
ば
や
く
対
応
し
て
い
け
る
人
物
が
対
比
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
 
 

そ
こ
に
は
甚
五
郎
の
「
怜
倒
」
さ
が
ひ
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
刀
を
抜
 
 

こ
う
し
た
蜂
谷
に
当
身
を
食
わ
せ
た
と
こ
ろ
に
甚
五
郎
の
 
「
敏
捷
」
さ
を
 
 

見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
は
、
家
臣
と
し
て
あ
る
ま
じ
き
行
為
を
 
 

し
た
と
察
す
る
や
、
そ
れ
で
も
自
己
に
「
道
義
」
が
あ
る
以
上
、
人
間
中
 
 

心
に
も
と
づ
い
て
自
己
の
命
を
重
視
し
、
主
従
関
係
を
な
ん
ら
考
慮
す
る
 
 

こ
と
な
く
逃
亡
し
た
こ
と
に
も
「
敏
捷
」
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
 
 

こ
に
甚
五
郎
の
「
敏
捷
」
「
怜
例
」
の
具
体
的
な
表
現
が
と
ら
え
ら
れ
て
 
 

い
る
。
 
 
 

甚
五
郎
の
人
間
中
心
主
義
が
主
従
関
係
を
越
え
る
も
の
と
す
れ
ば
、
あ
 
 

る
意
味
で
主
従
関
係
を
背
景
と
す
る
「
道
義
」
を
も
越
え
て
い
る
こ
と
に
 
 

な
る
。
鴎
外
は
こ
の
人
物
造
型
に
、
「
道
義
」
に
束
縛
さ
れ
る
近
世
の
武
 
 

士
、
あ
る
い
は
推
新
彼
の
国
家
主
義
的
な
道
徳
に
束
縛
さ
れ
る
官
僚
・
軍
 
 

人
の
生
き
方
を
軽
々
と
乗
り
越
え
て
い
く
「
新
患
」
を
と
ら
え
よ
う
と
し
 
 

た
の
で
は
な
い
か
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
鴎
外
は
甚
五
郎
の
た
び
た
び
の
出
 
 

奔
と
い
う
行
動
に
、
国
家
と
人
間
（
個
人
）
 
の
関
係
を
相
対
化
す
る
（
他
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者
）
と
し
て
の
人
格
を
見
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

鴎
外
は
こ
の
 
（
鷺
撃
ち
事
件
）
に
お
い
て
、
甚
五
郎
の
大
小
を
盗
み
取
 
 

り
同
役
の
小
姓
蜂
谷
を
殺
害
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
単
に
自
己
の
欲
望
や
 
 

「
無
道
者
」
の
行
為
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
る
必
然
的
な
理
由
が
あ
っ
て
、
 
 

結
果
と
し
て
蜂
谷
を
死
に
至
ら
し
め
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
蜂
谷
殺
害
に
 
 

か
か
わ
る
甚
五
郎
を
描
く
鴎
外
の
立
場
も
ま
た
明
確
で
あ
る
。
そ
れ
は
近
 
 

世
の
教
条
的
テ
ク
ス
ト
が
甚
五
郎
の
行
為
・
行
動
の
根
拠
を
説
明
す
る
こ
 
 

と
な
く
、
一
方
的
に
体
制
側
の
視
点
か
ら
彼
を
（
他
者
化
）
 
し
て
い
た
の
 
 

に
対
し
て
い
え
ば
、
ま
さ
に
反
対
側
に
立
つ
視
点
の
獲
得
と
い
う
こ
と
に
 
 

な
る
。
つ
ま
り
、
甚
五
郎
の
行
為
・
行
動
に
理
由
を
あ
た
え
る
こ
と
は
、
 
 

主
従
関
係
を
両
者
の
側
か
ら
見
つ
め
る
と
い
う
方
法
の
獲
得
で
も
あ
る
。
 
 

そ
の
構
造
自
体
が
テ
ク
ス
ト
の
教
条
性
を
超
越
し
て
、
人
間
 
（
甚
五
郎
、
 
 

そ
し
て
の
ち
の
家
康
）
 
を
多
面
的
、
多
義
的
に
と
ら
え
る
こ
と
へ
と
つ
な
 
 

が
っ
て
い
く
。
 
 
 

鴎
外
に
よ
る
こ
の
方
法
と
構
造
の
獲
得
が
こ
の
小
説
に
お
け
る
冒
頭
部
 
 

の
プ
ロ
ッ
ト
の
内
面
化
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
絶
対
 
 

的
権
力
者
、
す
な
わ
ち
国
家
権
力
の
 
（
他
者
化
）
 
と
い
う
こ
と
は
の
ち
に
 
 

見
る
と
し
て
、
こ
れ
は
前
節
で
見
た
よ
う
な
佐
橋
甚
五
郎
を
記
録
し
た
近
 
 

世
史
料
に
お
け
る
 
「
天
性
不
直
」
 
で
 
「
欲
深
キ
無
道
者
」
、
「
姦
邪
」
 
で
 
 

「
不
仁
な
る
も
の
」
、
「
性
質
不
着
」
に
し
て
「
凶
悪
」
な
も
の
と
し
て
の
 
 

佐
礪
甚
五
郎
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
お
り
、
価
値
顛
倒
し
た
人
物
と
し
 
 

て
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
小
説
「
佐
橋
甚
五
郎
」
 
に
お
い
て
の
甚
五
 
 

郎
は
、
佐
橋
甚
五
郎
の
関
連
史
料
に
お
け
る
封
建
体
制
の
倫
理
観
に
よ
っ
 
 

て
断
罪
・
抹
殺
さ
れ
る
と
い
っ
た
 
（
負
）
 
の
イ
メ
ー
ジ
が
す
っ
か
り
取
り
 
 

除
か
れ
、
む
し
ろ
人
間
中
心
主
義
を
休
現
し
た
 
（
正
）
 
の
評
価
が
与
え
ら
 
 れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
鴎
外
の
小
説
「
佐
橋
甚
五
郎
」
に
お
け
る
 
 

創
作
の
「
新
意
」
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ち
な
み
に
、
「
佐
橋
 
 

甚
五
郎
」
 
の
典
拠
で
あ
る
 
『
通
航
一
覧
』
 
の
 
「
練
武
家
閑
話
」
 
に
お
い
て
 
 

は
佐
橋
甚
五
郎
の
人
物
に
つ
い
て
 
「
佐
橋
甚
五
郎
事
岡
崎
三
郎
様
の
御
小
 
 

姓
な
り
し
か
」
と
だ
け
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
。
 
 
 

佐
橋
甚
五
郎
の
姿
が
、
史
料
と
鴎
外
の
小
説
と
で
こ
う
ま
で
適
え
ば
、
 
 

幕
藩
体
制
を
構
築
し
た
家
康
も
、
史
料
の
中
と
は
ま
た
別
の
姿
で
あ
ら
わ
 
 

れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
小
説
で
は
、
甚
五
郎
に
対
す
る
家
康
の
冷
淡
な
態
度
 
 

が
、
数
度
に
わ
た
っ
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
通
航
一
覧
』
 
 

の
 
「
続
武
家
閑
話
」
 
で
は
た
だ
一
度
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
を
挙
げ
て
み
る
 
 

と
、
 
 

権
現
様
、
甘
利
は
甚
五
郎
を
一
子
の
こ
と
く
裳
憐
を
加
へ
召
仕
ふ
る
 
 

処
を
、
佐
摘
め
は
む
ご
ひ
奴
、
四
郎
三
郎
か
寝
首
を
切
来
、
余
り
情
 
 

な
し
と
上
意
あ
り
し
を
聞
て
、
御
下
げ
す
み
を
う
け
て
は
不
動
と
御
 
 

家
を
立
退
き
、
商
買
舟
に
乗
て
朝
鮮
国
に
渡
る
 
 

と
あ
る
。
 
 
 

す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
甘
利
暗
殺
の
背
景
理
由
が
語
ら
れ
て
い
な
い
 
 

た
め
に
、
甚
五
郎
の
行
為
は
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
 
 

「
道
義
」
 
の
担
い
手
の
 
「
上
意
」
を
聞
く
や
、
甚
五
郎
は
こ
の
国
を
逃
走
 
 

す
る
以
外
に
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
一
面
的
な
人
間
表
象
で
あ
る
こ
と
に
変
 
 

わ
り
は
な
い
。
典
拠
で
は
こ
う
い
う
形
で
し
か
記
述
さ
れ
て
い
な
い
家
康
 
 

の
甚
五
郎
に
対
す
る
反
応
を
、
鴎
外
は
、
家
康
の
助
命
嘆
願
に
対
す
る
対
 
 

応
、
甘
利
殺
害
後
の
召
し
出
し
か
た
、
そ
し
て
そ
の
後
の
待
遇
な
ど
を
通
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じ
て
、
幕
藩
体
制
構
築
の
た
め
に
は
万
難
を
排
す
と
い
っ
た
冷
酷
な
絶
対
 
 

権
力
者
の
姿
を
徹
底
的
に
描
い
て
い
る
。
そ
れ
を
以
下
に
見
て
い
き
た
 
 
 

ヽ
一
 
〇
 
 

l
し
▼
 
 
 

ま
ず
、
（
鷺
撃
ち
事
件
）
後
甚
五
郎
の
助
命
に
き
た
甚
五
郎
の
従
兄
源
 
 

太
夫
の
話
を
じ
っ
く
り
聞
く
場
面
が
あ
る
。
そ
の
描
写
は
次
の
よ
う
で
あ
 
 

る
。
 
 

家
康
は
こ
れ
を
聞
い
て
、
暫
く
考
へ
て
云
つ
た
。
「
そ
ち
が
詰
を
聞
 
 

け
ば
、
甚
五
郎
の
申
分
や
所
行
も
一
応
道
理
ら
し
く
聞
え
る
が
、
所
 
 

詮
は
間
違
う
て
を
る
ぞ
よ
。
併
し
そ
ち
も
云
ふ
通
り
、
弱
年
の
者
ぢ
 
 

や
か
ら
、
何
か
一
廉
の
奉
公
を
い
た
し
た
ら
、
そ
れ
を
し
ほ
に
助
命
 
 

（
五
一
四
貢
）
 
 

い
た
し
て
追
は
さ
う
。
」
 
 

家
康
は
、
助
命
嘆
願
を
す
か
さ
ず
「
奉
公
」
に
変
え
、
「
『
甚
五
郎
は
怜
 
 

例
な
若
者
で
、
武
芸
に
も
長
け
て
ゐ
る
さ
う
な
。
手
に
合
ふ
な
ら
、
甘
利
 
 

を
討
せ
い
。
』
 
か
う
冨
ひ
放
っ
た
使
」
 
「
座
を
起
」
 
っ
て
い
く
。
こ
こ
に
は
 
 

「
敏
捷
」
 
で
「
怜
倒
」
な
佐
橋
甚
五
郎
の
性
格
に
暗
殺
者
、
つ
ま
り
刺
客
 
 

に
相
応
し
い
性
格
を
冷
徹
に
見
抜
き
、
そ
の
人
物
に
ふ
さ
わ
し
い
役
を
あ
 
 

た
え
る
と
い
っ
た
、
有
無
を
言
わ
せ
な
い
権
力
者
と
し
て
の
家
康
の
言
動
 
 

が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
 
 
 

命
令
を
受
け
た
甚
五
郎
は
、
「
甲
斐
の
武
田
勝
頼
」
 
の
家
臣
で
あ
る
甘
 
 

利
四
郎
三
郎
の
殺
害
に
と
り
か
か
る
。
そ
の
甘
利
殺
害
、
す
な
わ
ち
暗
殺
 
 

の
場
面
は
次
の
よ
う
に
淡
々
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
 
 

忽
ち
第
の
音
が
と
切
れ
た
。
「
申
し
。
お
寒
う
は
ご
ぎ
り
ま
せ
ぬ
 
 

か
ご
笛
を
置
い
た
若
衆
の
左
の
辛
が
、
仰
向
に
な
つ
て
ゐ
る
甘
利
 
 

の
左
の
胸
を
軽
く
押
へ
た
。
丁
度
浅
葱
色
の
袷
に
紋
の
染
め
抜
い
て
 
 

あ
る
辺
で
あ
る
。
 
 

甘
利
は
夢
現
の
堺
に
、
寛
い
だ
襟
を
直
し
て
く
れ
る
の
だ
な
と
思
 
 

つ
た
。
そ
れ
を
同
時
に
氷
の
や
う
に
冷
た
い
物
が
、
た
つ
た
今
平
手
 
 

が
障
つ
た
と
思
ふ
処
か
ら
、
胸
の
底
深
く
染
み
込
ん
だ
。
何
と
も
知
 
 

れ
ぬ
温
か
い
物
が
逆
に
胸
か
ら
咽
へ
升
つ
た
。
甘
利
は
気
が
速
く
な
 
 

（
五
一
六
頁
）
 
 

つ
た
。
 
 

こ
の
場
面
で
す
ぐ
気
づ
く
こ
と
は
、
主
従
関
係
が
両
者
を
焦
点
化
し
て
 
 

見
つ
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
、
恋
愛
場
面
に
似
て
い
る
。
 
 

そ
れ
も
そ
う
で
、
こ
の
場
面
の
背
景
に
あ
る
の
は
主
君
甘
利
と
「
美
少
年
」
 
 

甚
五
郎
の
男
色
関
係
で
あ
り
、
そ
れ
が
主
従
関
係
を
覆
っ
て
い
る
の
で
あ
 
 

る
。
す
る
と
、
こ
の
場
面
に
は
、
近
世
の
佐
橋
甚
五
郎
関
連
の
記
録
や
 
 

『
意
地
』
 
の
広
告
文
の
梗
概
か
ら
知
ら
れ
る
甚
五
郎
の
 
「
美
少
年
」
ぶ
り
 
 

が
そ
れ
と
な
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
美
し
い
若
者
と
し
て
の
 
 

直
接
的
な
表
現
は
な
い
が
、
甚
五
郎
が
男
色
を
手
段
に
甘
利
に
近
づ
い
た
 
 

と
い
う
意
味
を
は
っ
き
り
と
読
み
と
っ
て
も
い
い
の
だ
ろ
う
。
近
世
の
封
 
 

建
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
抑
圧
し
て
い
た
タ
ブ
ー
を
鴎
外
は
あ
っ
さ
り
と
破
っ
 
 

て
い
る
。
そ
れ
を
手
段
に
し
て
甘
利
を
油
断
さ
せ
た
、
そ
の
す
き
に
暗
殺
 
 

し
た
こ
の
場
面
に
も
、
さ
き
ほ
ど
の
佐
橋
甚
五
郎
の
「
怜
倒
」
な
計
算
が
 
 

は
た
ら
い
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
場
面
に
応
じ
た
人
間
存
在
の
多
面
性
、
 
 

多
義
性
が
鴎
外
に
よ
っ
て
は
何
よ
り
も
興
味
深
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

し
か
し
こ
の
小
説
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
の
は
ロ
マ
ン
で
は
な
い
。
歴
史
 
 

の
事
実
な
の
だ
。
こ
の
暗
殺
の
背
後
に
は
家
康
が
権
力
を
掌
中
に
納
め
て
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い
く
歴
史
的
な
過
程
が
潜
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
甘
利
殺
害
に
よ
り
「
家
 
 

康
が
多
年
目
の
上
の
瘡
の
や
う
に
思
っ
た
小
山
の
城
が
落
ち
」
、
そ
れ
に
 
 

よ
り
家
康
の
領
国
拡
大
を
は
ば
ん
で
い
た
武
田
勢
が
衰
退
す
る
の
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

「
三
河
勢
の
手
に
余
つ
た
甘
利
を
容
易
く
討
ち
果
し
て
、
磐
を
し
る
し
に
 
 

切
り
取
っ
た
」
甚
五
郎
は
、
「
鮎
鼠
の
や
う
に
身
軽
に
」
、
す
な
わ
ち
「
敏
 
 

捷
」
 
に
帰
る
が
、
し
か
し
暗
殺
に
成
功
し
た
甚
五
郎
に
と
っ
た
家
康
の
態
 
 

度
は
「
目
見
え
の
時
二
言
も
甘
利
の
事
は
言
は
な
ん
だ
」
 
で
あ
る
。
こ
の
 
 

一
文
は
典
拠
に
は
な
い
鴎
外
の
創
作
で
あ
っ
て
、
甚
五
郎
の
功
を
頑
な
に
 
 

認
め
よ
う
と
し
な
い
家
康
の
様
子
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
刺
嘗
は
目
 
 

的
を
達
成
す
れ
ば
あ
と
は
不
用
と
な
る
。
家
康
は
助
命
の
約
束
は
履
行
し
 
 

た
が
、
そ
れ
は
形
式
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
 
 
 

家
康
と
佐
橋
甚
五
郎
の
主
従
関
係
は
、
明
治
維
新
国
家
建
国
に
お
け
る
 
 

元
勲
と
そ
の
手
足
と
な
っ
て
は
た
ら
い
た
国
家
官
僚
に
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
き
 
 

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
近
世
の
佐
橋
甚
五
郎
は
反
国
家
的
 
 

な
人
物
を
殺
害
、
暗
殺
す
る
、
あ
る
い
は
暴
力
を
も
っ
て
反
対
者
を
抑
圧
、
 
 

制
圧
す
る
影
の
存
在
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
国
家
官
僚
の
場
合
は
 
 

近
世
の
ご
と
く
直
接
的
で
は
な
い
。
（
法
）
と
い
う
規
範
を
隠
れ
蓑
に
し
 
 

て
反
国
家
的
・
反
元
勲
的
存
在
を
抑
圧
・
断
罪
し
て
い
く
。
（
法
）
 
が
あ
 
 

る
か
ど
う
か
の
差
異
を
は
ず
せ
ば
、
佐
橋
甚
五
郎
は
一
人
で
国
家
官
僚
を
 
 

体
現
す
る
と
も
読
み
と
れ
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

国
家
建
設
の
途
中
に
お
い
て
は
佐
橋
甚
五
郎
の
 
「
敏
捷
」
と
「
怜
側
」
 
 

さ
ば
 
（
正
）
 
の
価
値
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
い
っ
た
ん
国
家
が
成
立
 
 

し
、
国
家
が
そ
の
内
部
の
秩
序
、
道
徳
な
ど
を
う
ち
た
て
て
い
く
と
き
に
、
 
 

甚
五
郎
の
持
つ
 
「
敏
捷
」
 
「
怜
側
」
は
そ
れ
を
破
壊
す
る
も
の
と
し
て
 
 

（
負
）
の
価
値
へ
と
一
挙
に
転
化
す
る
。
つ
ま
り
、
甚
五
郎
は
（
両
義
性
）
 
 

を
持
つ
、
（
正
）
 
で
あ
り
、
（
負
）
 
で
あ
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
 
 

こ
で
問
題
な
の
は
、
甚
五
郎
と
い
う
個
人
の
 
（
正
）
 
（
負
）
 
で
は
な
い
。
 
 

む
し
ろ
彼
が
絶
対
権
力
者
で
あ
る
家
康
の
 
（
負
）
 
の
分
身
だ
と
い
う
こ
と
 
 

で
あ
る
。
家
康
が
国
家
建
設
の
ヒ
ー
ロ
ー
だ
と
す
れ
ば
、
甚
五
郎
は
ア
ン
 
 

チ
・
ヒ
ー
ロ
ー
な
の
で
あ
る
。
鴎
外
小
説
の
喩
の
方
法
は
個
人
の
問
題
を
 
 

家
康
に
体
現
さ
れ
る
国
家
体
制
の
両
義
性
へ
と
向
か
う
と
こ
ろ
に
大
き
な
 
 

意
味
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
国
家
と
個
人
、
個
人
は
国
 
 

家
に
対
し
て
何
を
な
す
べ
き
か
、
ま
た
国
家
は
個
人
に
何
を
な
し
た
の
 
 

か
。
鵬
外
の
省
察
は
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

時
代
は
激
動
の
時
代
で
あ
り
、
歴
史
は
急
テ
ン
ポ
に
変
わ
っ
て
い
く
。
 
 

古
い
封
建
制
が
く
ず
れ
、
新
し
い
徳
川
幕
藩
体
制
に
締
成
さ
れ
よ
う
と
す
 
 

る
時
代
で
あ
る
。
武
田
氏
が
滅
び
、
織
田
信
長
は
本
能
寺
で
明
智
光
秀
に
 
 

討
た
れ
、
そ
の
光
秀
も
豊
臣
秀
吉
に
討
た
れ
る
。
徳
川
氏
は
、
小
田
原
の
 
 

北
条
方
と
戦
い
、
そ
の
若
御
子
の
戦
で
も
甚
五
郎
は
傷
を
負
い
な
が
ら
命
 
 

が
け
で
戦
い
、
功
を
た
て
た
。
し
か
し
、
戻
っ
て
き
た
甚
五
郎
に
対
し
て
 
 

功
を
め
で
て
、
功
に
見
合
う
恩
は
加
増
と
い
っ
た
形
で
ほ
ど
こ
す
が
、
家
 
 

康
か
ら
の
 
「
賞
美
の
詞
」
は
な
く
、
自
分
の
そ
ば
に
近
づ
け
よ
う
と
も
し
 
 

な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
家
康
の
対
応
に
は
、
甚
五
郎
に
対
す
る
信
頼
感
が
 
 

微
塵
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
佐
橋
甚
五
郎
の
「
敏
捷
」
と
「
怜
憫
」
と
い
う
 
 

も
の
は
決
し
て
家
康
の
絶
対
的
な
命
令
の
も
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
権
 
 

力
者
に
と
っ
て
は
両
義
的
な
危
険
性
を
も
窄
む
も
の
で
あ
っ
た
。
家
康
は
 
 

む
し
ろ
甚
五
郎
に
よ
っ
て
い
つ
か
自
分
も
殺
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
暫
 
 

成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
権
力
者
を
支
え
る
 
（
負
）
 
の
存
在
と
 
 

し
て
の
両
義
的
な
刺
客
の
悲
惨
な
様
子
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
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て
、
国
家
建
設
に
助
力
す
る
刺
寄
、
暗
殺
者
の
存
在
は
国
家
建
設
が
成
立
 
 

し
た
と
た
ん
に
権
力
者
自
身
が
警
戒
し
、
そ
の
抹
殺
を
は
か
ら
ぎ
る
を
え
 
 

な
い
と
い
っ
た
関
係
が
描
か
れ
て
い
る
。
 
 
 

そ
し
て
遂
に
家
康
は
家
臣
に
次
の
よ
う
な
言
葉
を
も
ら
す
。
 
 

あ
れ
は
手
放
し
て
は
使
ひ
た
う
無
い
。
此
頃
身
方
に
附
い
た
甲
州
方
 
 

の
者
に
聞
け
ば
、
甘
利
は
あ
れ
を
我
子
の
や
う
に
可
寒
が
つ
て
お
つ
 
 

た
げ
な
。
そ
れ
に
む
ご
い
奴
が
帝
首
を
掻
き
を
つ
た
。
 
 

（
五
山
七
～
五
一
八
貢
）
 
 

こ
れ
は
、
甚
五
郎
の
甘
利
殺
害
は
武
士
の
 
「
道
義
」
 
（
大
儀
名
分
）
 
に
 
 

反
す
る
卑
怯
な
行
為
で
あ
る
と
い
う
家
康
の
指
弾
の
言
葉
で
あ
る
。
鴎
外
 
 

の
小
説
に
あ
っ
て
も
、
「
道
義
」
は
け
っ
し
て
（
天
）
な
ど
と
い
っ
た
（
外
 
 

部
）
 
の
崇
高
な
る
も
の
に
も
と
づ
く
の
で
は
な
く
、
絶
対
権
力
者
の
掌
中
 
 

に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
甚
五
郎
は
家
康
に
命
ぜ
ら
れ
る
ま
ま
に
甘
利
の
首
 
 

を
取
っ
た
。
し
か
し
、
家
康
は
そ
の
功
績
を
た
た
え
る
こ
と
な
く
、
む
し
 
 

ろ
甘
利
殺
害
の
方
法
と
、
主
従
の
義
理
を
欠
い
た
甚
五
郎
の
態
度
を
鋭
く
 
 

指
弾
す
る
。
い
か
な
る
手
段
を
労
し
て
も
甘
利
を
討
ち
、
武
田
の
脅
威
を
 
 

除
い
て
お
き
た
い
と
い
う
望
み
を
甚
五
郎
に
託
す
と
い
っ
た
冷
酷
な
命
令
 
 

を
家
康
自
ら
「
言
い
放
つ
」
。
そ
の
命
令
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
命
が
助
か
 
 

ら
な
い
窮
地
に
お
と
し
入
れ
て
お
い
て
、
や
む
な
く
残
忍
な
暗
殺
を
果
た
 
 

し
て
帰
参
す
る
と
、
手
の
ひ
ら
を
返
し
た
よ
う
に
、
家
康
は
今
度
は
主
従
 
 

の
「
道
義
」
を
強
調
し
て
、
そ
の
報
い
が
不
信
と
嫌
悪
と
な
っ
て
は
ね
返
っ
 
 

て
く
る
。
 
 
 

そ
れ
は
、
戦
国
乱
世
を
く
ぐ
り
抜
け
、
三
百
年
に
わ
た
る
徳
川
幕
藩
体
 
 

別
の
不
動
の
礎
を
築
い
た
者
に
似
つ
か
わ
し
い
非
情
さ
で
あ
ろ
う
か
。
権
 
 

力
の
冷
徹
性
・
残
酷
性
・
非
情
性
で
あ
っ
て
、
有
能
な
個
人
は
そ
の
下
で
 
 

翻
弄
さ
れ
る
。
国
家
権
力
の
究
極
的
な
意
思
は
個
人
を
自
在
に
操
る
こ
と
 
 

と
い
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
実
際
家
康
自
身
も
政
略
上
の
必
要
と
 
 

な
れ
ば
、
嫡
子
信
康
を
自
害
さ
せ
、
娘
を
豊
臣
家
へ
嫁
が
せ
る
な
ど
我
が
 
 

子
を
も
生
け
蟄
に
し
て
動
乱
の
時
代
を
く
ぐ
り
抜
け
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
 
 

に
、
「
む
ご
い
奴
」
と
言
い
放
つ
家
康
本
人
の
む
ご
さ
を
、
鴎
外
は
見
て
 
 

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
安
定
に
向
か
う
時
代
に
あ
っ
て
 
 

国
家
が
秩
序
を
指
向
す
る
段
階
に
な
る
と
、
秩
序
か
ら
逸
脱
し
た
（
自
由
）
 
 

な
行
勤
を
と
る
こ
と
は
絶
対
権
力
者
に
し
か
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
分
身
的
 
 

存
在
は
抹
殺
さ
れ
る
。
も
は
や
甚
五
郎
の
よ
う
な
乱
世
の
 
「
奇
人
」
は
、
 
 

逆
に
危
険
人
物
と
し
て
忌
避
さ
れ
る
と
い
う
点
も
鴎
外
は
見
逃
し
て
は
い
 
 

な
い
し
 
 
 

も
し
、
鴎
外
が
小
説
「
佐
橋
甚
五
郎
」
 
に
お
け
る
家
康
と
甚
五
郎
を
、
 
 

単
に
明
治
国
家
建
設
の
元
勲
と
そ
の
助
力
者
に
寓
意
し
た
だ
け
で
あ
れ
 
 

ば
、
元
勲
は
国
家
の
秩
序
や
道
徳
、
さ
ら
に
は
自
分
の
生
命
に
脅
威
を
あ
 
 

た
え
る
で
あ
ろ
う
助
力
者
を
抹
殺
す
る
形
で
収
ま
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
 
 

し
、
な
ぜ
鴎
外
は
こ
の
素
材
に
興
味
を
お
ぼ
え
た
の
か
、
一
概
に
は
言
え
 
 

な
い
が
そ
の
一
つ
に
、
権
力
の
分
身
と
し
て
活
躍
し
た
暗
殺
者
自
ら
が
自
 
 

身
の
存
在
が
無
用
と
な
っ
た
こ
と
を
自
覚
し
た
と
き
に
、
そ
の
国
家
か
ら
 
 

逃
走
し
た
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
鴎
外
は
、
佐
橋
甚
五
郎
が
他
国
の
臣
 
 

と
な
り
、
国
家
権
力
に
と
っ
て
は
ま
っ
た
く
の
 
（
他
者
）
 
と
し
て
、
権
力
 
 

者
の
冷
徹
性
、
残
酷
性
、
非
情
性
を
見
つ
め
か
え
す
こ
と
で
、
国
家
の
建
 
 

設
と
い
う
も
の
が
い
か
に
「
敏
捷
」
「
怜
憫
」
な
若
者
の
犠
牲
の
上
に
成
 
 

り
立
つ
も
の
か
を
批
判
的
に
見
つ
め
さ
せ
て
い
た
。
「
佐
橋
甚
五
郎
」
 
の
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お
も
し
ろ
さ
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
っ
た
国
家
建
設
を
め
ぐ
る
権
力
と
個
人
 
 

の
関
係
を
語
る
ド
ラ
マ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
明
治
維
新
国
家
と
 
 

官
僚
と
国
民
の
ド
ラ
マ
と
も
読
め
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

こ
う
し
て
家
康
と
甚
五
郎
の
生
き
た
歴
史
的
情
況
は
、
喩
の
方
法
を
媒
 
 

介
に
し
て
鴎
外
が
生
き
て
き
た
明
治
及
び
大
正
的
現
実
と
結
び
つ
く
。
鴎
 
 

外
は
過
去
三
十
年
余
、
一
貫
し
て
明
治
維
新
国
家
の
中
に
生
き
る
一
宮
僚
 
 

と
し
て
懸
命
に
奉
公
し
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
鴎
外
に
と
っ
て
、
「
佐
橋
 
 

甚
五
郎
」
は
単
に
権
力
者
家
康
と
臣
下
甚
五
郎
の
物
語
で
は
な
く
、
鴎
外
 
 

の
生
き
た
明
治
の
近
代
国
家
と
個
人
の
寓
意
と
し
て
読
ん
で
も
ら
う
こ
と
 
 

を
期
待
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
個
人
と
は
、
あ
く
ま
で
も
 
 

国
家
建
設
を
担
っ
て
権
力
に
奉
公
し
、
か
つ
俄
烈
な
手
段
を
持
っ
て
国
家
 
 

建
設
に
反
対
し
た
者
を
打
倒
し
て
き
た
個
人
に
限
ら
れ
る
。
そ
れ
は
国
民
 
 

の
側
に
で
は
な
く
、
国
家
権
力
の
意
思
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
の
官
僚
 
 

の
立
場
に
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
な
る
。
生
き
の
び
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
槍
力
 
 

の
残
酷
性
、
非
情
性
を
見
つ
め
な
お
し
た
佐
橋
甚
五
郎
と
家
康
の
形
象
化
 
 

は
、
明
治
近
代
国
家
の
中
で
奉
公
し
官
僚
と
し
て
生
き
た
鴎
外
に
と
っ
 
 

て
、
国
家
と
国
民
の
間
に
官
僚
、
こ
の
三
者
の
関
係
を
問
い
な
お
す
も
の
 
 

と
し
て
明
治
へ
の
厳
し
い
自
己
凝
視
や
省
察
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
 
 

に
適
い
な
い
。
 
 

四
、
む
す
び
 
 

以
上
、
小
説
「
佐
橋
甚
五
郎
」
 
の
典
拠
と
な
る
史
料
や
、
歴
史
上
の
人
 
 

物
佐
橋
甚
五
郎
に
関
す
る
近
世
の
史
料
な
ど
を
検
討
し
て
み
た
。
ま
ず
、
 
 

鴎
外
が
典
拠
と
し
た
の
は
、
先
学
が
指
摘
し
た
と
お
り
 
『
通
航
一
覧
』
 
第
 
 三

の
巻
之
八
十
七
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
ほ
か
に
も
 
『
通
航
一
覧
』
 
の
巻
之
 
 

二
十
七
、
四
十
八
、
六
十
四
、
七
十
六
、
九
十
三
な
ど
に
も
関
連
記
事
が
 
 

あ
り
、
そ
れ
に
依
拠
し
「
佐
橋
甚
五
郎
」
を
執
筆
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
 
 
 

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
史
料
に
基
づ
き
、
鴎
外
の
構
想
力
に
よ
っ
て
再
構
 
 

築
さ
れ
た
小
説
「
佐
橋
甚
五
郎
」
に
お
け
る
「
新
意
」
を
探
る
べ
く
、
佐
 
 

橋
甚
五
郎
と
家
康
の
人
物
條
の
分
析
を
試
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
近
世
の
 
 

史
料
が
こ
れ
ら
の
人
物
に
つ
い
て
封
建
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
支
配
の
下
、
そ
 
 

の
主
従
関
係
は
一
方
的
に
絶
対
権
力
者
の
側
に
立
つ
視
点
か
ら
一
面
的
に
 
 

し
か
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
鴎
外
は
佐
橋
甚
五
郎
 
 

に
も
視
点
を
あ
た
え
、
そ
の
主
従
関
係
を
両
者
の
側
か
ら
見
つ
め
る
と
い
 
 

う
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
鴎
外
は
国
家
建
設
に
お
け
る
権
力
者
 
 

と
そ
の
権
力
を
英
行
し
よ
う
と
す
る
者
の
関
係
性
の
中
に
家
康
と
甚
五
郎
 
 

を
と
ら
え
て
お
り
、
封
建
社
会
の
枠
組
み
に
よ
る
主
従
関
係
を
国
家
と
個
 
 

人
の
寓
意
へ
と
移
行
さ
せ
た
。
こ
れ
を
本
稿
で
は
喩
の
方
法
と
み
な
し
、
 
 

こ
れ
は
つ
ま
り
、
個
人
か
ら
国
家
を
相
対
化
す
る
方
法
で
あ
る
と
と
も
 
 

に
、
も
ち
ろ
ん
国
家
に
対
し
て
個
人
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
関
係
の
 
 

相
対
化
と
い
う
方
法
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
小
説
「
佐
橋
甚
五
 
 

郎
」
は
明
治
期
の
国
家
と
人
間
の
関
係
を
問
い
な
お
す
も
の
と
し
て
 
（
読
 
 

み
）
 
の
反
復
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
は
ま
さ
に
そ
こ
に
鴎
外
 
 

の
 
「
新
意
」
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
鴎
外
の
 
「
新
意
」
は
、
「
佐
橋
甚
五
郎
」
 
の
み
な
ら
ず
『
意
 
 

地
』
 
に
収
録
さ
れ
た
「
興
津
弥
五
右
衛
門
の
週
番
」
 
「
阿
部
一
族
」
に
も
 
 

一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ひ
き
つ
づ
き
、
『
意
地
』
三
部
作
に
お
け
 
 

る
鴎
外
の
 
「
新
意
」
を
探
る
作
業
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。
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『
鴎
外
全
集
』
第
三
十
八
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
十
二
月
 
 

尾
形
佃
「
森
鴎
外
『
佐
橋
甚
五
郎
』
の
典
拠
と
方
法
」
『
文
学
』
一
九
六
四
年
十
月
、
 
 

の
ち
に
「
佐
橋
甚
五
郎
T
⊥
窟
地
1
」
と
改
題
の
う
え
『
森
鴎
外
の
歴
史
小
説
】
－
史
 
 

料
と
方
法
』
 
（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
九
年
十
二
月
）
 
所
収
。
 
 

紅
野
敏
郎
「
佐
橋
甚
五
郎
」
『
国
文
学
』
一
九
五
六
年
九
月
 
 

「
佐
橋
甚
五
郎
」
 
の
本
文
は
『
鴎
外
全
集
』
第
十
一
巻
 
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
 
 

年
七
月
）
 
に
よ
る
。
 
 

『
通
行
一
覧
』
霜
永
六
年
 
（
一
八
五
三
）
 
永
禄
よ
り
文
政
に
至
る
二
百
六
十
余
年
 
 

間
の
国
外
交
の
経
緯
を
多
く
文
献
を
引
証
し
て
編
術
し
た
も
の
。
活
字
翻
刻
は
 
 

叫
九
山
二
1
⊥
九
三
年
、
国
書
刊
行
会
踊
り
 
 

山
崎
一
頼
「
『
佐
橋
甚
五
郎
』
致
」
『
跡
見
学
園
女
子
大
学
園
文
学
科
報
』
一
九
八
 
 

四
年
三
月
、
の
ち
に
 
『
森
鴎
外
・
歴
史
文
学
研
究
』
 
（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
二
牛
 
 

十
月
）
 
所
収
。
 
 

『
椀
武
家
閑
話
』
 
『
甲
子
夜
話
』
を
指
す
。
 
 

『
通
航
一
覧
』
巻
之
六
十
四
に
も
同
じ
記
述
が
あ
る
。
 
 

注
 
（
2
）
 
に
同
じ
。
一
一
四
八
頁
 
 

段
落
は
私
意
に
よ
る
。
 
 

『
大
日
本
人
名
辞
番
』
請
談
杜
、
一
九
四
四
年
四
月
、
一
一
八
四
束
 
 

「
古
老
茶
話
」
『
日
本
随
筆
大
成
』
六
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
二
七
牛
九
月
、
 
 

一
〇
三
巽
 
 

「
当
代
紀
」
 
『
史
籍
雑
凝
』
第
二
、
国
書
刊
行
会
、
明
治
四
十
四
年
 
（
一
九
山
 
こ
 
 

十
一
月
 
 

（
ハ
ン
 
ジ
ョ
ン
ズ
ク
 
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
 
 

人
文
社
会
科
学
研
究
科
 
総
合
文
学
）
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