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玉
梓
以
前

内

2日
I木

虞

田

川
村
次
郎
は
一
九
八
四
年
（
昭
和
問
年
）

一
O
月
に
「
南
総
里
見
八
犬
伝
』
に
つ
い
て
の
評
論
、
『
里
見
八
犬
伝

古
典
、
を
読
む
』
を
岩
波

書
店
の
「
古
典
を
読
む
」
シ
リ
ー
ズ
の
一
巻
と
し
て
刊
行
し
た
。
そ
の
は
じ
め
の
部
分
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

「
『
八
犬
伝
』
の
物
語
は
一
人
の
女
の
呪
い
か
ら
は
じ
ま
る
。は
じ
ま
る
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、

そ
の
呪
い
が
最
後
に
打
ち
破
ら
れ
た
所

で
、
物
語
は
実
質
的
に
終
る
の
だ
と
見
る
こ
と
さ
え
可
能
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
呪
い
は
、
決
し
て
理
不
尽
で
も
超
自
然
的
で
も
な
く
、
至

極
正
当
な
根
拠
を
持
っ
て
い
る
。
」

こ
の
『
里
見
八
犬
伝

野
間
宏
が
『
文
学
界
』
で
三
回
に
渡
っ
て
取
り
上
げ
た
。

古
典
を
読
む
』
は
大
変
評
判
が
よ
か
っ
た
。
そ
れ
を
、

「
話
題
の
本
を
読
む
」
と
題
し
た
連
載
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
で
、
野
聞
は
「
川
村
次
郎
氏
の
『
里
見
八
犬
伝
』
（
岩
波
書
店
刊
）
は
、まこ
と

に
面
白
く
、
塞
い
で
い
た
眼
を
、
決
し
て
無
理
矢
理
に
で
は
な
く
、

ま
た
い
つ
の
間
に
か
と
い
う
よ
う
な
有
様
で
も
な
く
、
聞
か
れ
る
と
い
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う
あ
ざ
や
か
な
技
が
、
始
め
か
ら
終
り
ま
で
、
よ
く
振
ら
れ
て
い
て

七
冊
の
書
物
を
読
ん
だ
と

(2
) 

い
う
思
い
の
す
る
書
物
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
充
足
し
、
心
身
に
行
き
わ
た
っ
た
思
い
は
、
長
く
消
え
る
こ
と
が
な
い
。
」
と
語
り
、
川
村
の

一
冊
の
書
物
で
あ
り
な
が
ら
、
優
に
六
、

評
論
を
絶
賛
し
た
。
そ
こ
で
は
、
野
聞
の
表
題
「
『
里
見
八
犬
伝
』
を
透
し
て
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
意
識
的
に
八
犬
伝
の
問
題
を
通
り
越

し
、
ま
さ
に
「
透
し
て
」
、
近
代
文
学
の
問
題
か
ら
、さ
ら
に
近
代
と
い
う
時
代
に
対
す
る
問
題
に
ま
で
、
読
者
の
視
野
を
広
げ
て
い
っ
た
。

こ
れ
は
、
も
主
よ
り
、

『
八
犬
伝
』
で
馬
琴
が
意
図
し
た
事
で
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
、
近
代
を
客
観
視
し
て
、
考
え
直
す
時
期
と
な
っ
た

現
在
で
は
、
近
代
を
く
ぐ
り
抜
け
て
来
た
こ
の
作
品
を
通
じ
て
、
こ
れ
ま
で
に
、
こ
の
作
品
に
つ
み
重
な
っ
て
き
た
評
価
や

さ
ま
ざ
ま
な

グ
詰
叫
み
。
を
通
じ
て
、
時
代
そ
の
も
の
へ
の
思
索
が
可
能
に
な
っ
た
事
を
し
め
し
て
い
る
。

川
村
の
こ
の
評
論
と
そ
の
好
評
は
、
『
南
総
里
見
入
犬
伝
』
に
つ
い
て
の
評
価
変
更
に
拍
車
を
か
け
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
も
と
も
と
『
南

味
し
て
い
た
。
近
代
か
ら
の
離
脱
が
模
索
さ
れ
は
じ
め
る
度
に
、
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
評
価
が
変
化
し
た
と
も
言
え
る
。
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総
里
見
八
犬
伝
』
否
定
が
近
代
文
学
の
出
発
点
だ
っ
た
事
か
ら
、そ
の
評
価
の
変
化
は
、
坪
内
造
逢
以
来
の
近
代
文
学
の
方
向
の
修
正
を
意

最
近
の
『
八
犬
伝
」
評
価
の
変
化
で
、
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
の
は
一
九
七
三
年
（
昭
和
必
年
）四
月
か
ら
N
H
K

テ
レ
ビ
で
放

映
さ
れ
た
「
新
・
八
犬
伝
』
だ
ろ
う
。
古
典
文
学
の
再
評
価
が
、
文
学
評
論
や
研
究
論
文
と
し
て
出
現
し
た
の
で
は
な
く
、
媒
体
を
変
え
て
、

直
接
享
受
者
に
働
き
か
け
る
事
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
点
で
、
こ
の
現
象
は
今
後
の
メ
デ
ィ
ア
変
化
を
占
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
評
論

(3
) 

や
研
究
か
ら
の
リ
l

ド
で
は
な
く
、
自
身
が
受
容
し
た
作
品
像
を
持
っ
た
読
者
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
範
囲
は
広
大
だ
っ
た
。

こ
の
状
況
を
背
景
に
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
に
関
す
る
現
象
は
続
く
。
一
九
八
O
年
（
昭
和
田
年
）

に
は
高
田
衛
の
『
八
犬
伝
の
世
界
』

（
中
公
新
書
）
、一
九
八
二
年
（
昭
和
町
年
）
か
ら
の
山
田
風
太
郎
に
よ
る
「
朝
日
新
聞
』
で
の
連
載
、一
九
八
四
年
（
昭
和
印
年
）
正
月
封

切
り
の
角
川
映
画
『
里
見
八
犬
伝
』
と
、
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
は
研
究
者
の
机
上
か
ら
、
面
白
い
読
物
を
求
め
る
読
者
の
聞
に
、
あ
た
か
も



玉
の
と
び
散
る
如
く
、
広
く
浸
透
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
現
象
を
背
景
に
し
た
川
村
の
評
論
は
、
近
代
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
そ
の
基
盤
と
な
っ
た
近
代
的
合
理
主
義
に
対
抗
す
る
も
の
を
『
八

犬
伝
』
に
見
て
い
た
。
「
時
に
は
煩
わ
し
い
ま
で
に
実
の
根
と
葉
を
は
び
こ
ら
せ
繁
ら
せ
て
、
そ
の
上
に
巨
大
な
嘘
の
実
を
み
の
ら
せ
た
物
語

(4
) 

の
成
果
」
と
い
う
の
が
そ
の
認
識
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
馬
琴
が
方
法
と
し
て
、
作
品
の
中
に
、
読
者
が
実
在
感
を
も
っ
て
認
識
で
き
る
要
因

を
級
密
に
配
置
し
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
、
有
り
得
な
い
世
界
を
構
築
し
た
事
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
個
別
の
事
実
と
統
合

の
虚
構
と
い
う
方
法
で
あ
り
、
そ
れ
を
仮
想
現
実
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
川
村
は
、
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
構
成
要
素
を
こ
の
よ

容う
をに
促認
し（識
た立し
。 fこ

グ〉

で
あ
る

そ
し
て

こ
の
認
識
を
基
盤
に
、
「
近
代
文
学
」
の
読
者
に
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
、
娯
楽
読
物
を
越
え
る
受

こ
の
仮
想
現
実
は
、
空
間
的
認
識
を
例
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
高
田
衛
が
『
八
犬
伝
の
世
界
』
で
「
「
江
戸
」
古
地
誌
と
開
拓
郷-86-

民
幻
想
」
と
い
う
節
を
た
て
て
説
い
た
内
容
と
一
対
に
な
っ
て
い
る
。
「
南
総
里
見
八
犬
伝
』
に
現
れ
る
地
名
は
江
戸
時
代
に
実
在
し
た
地
名

で
あ
る
が
、
表
現
さ
れ
た
結
果
は
、
読
者
の
知
る
そ
の
土
地
の
姿
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
地
名
は
実
在
す
る
が
、
書
か
れ
た
も
の
は
虚
構
で

あ
る
と
い
う
形
で
あ
る
。
二
人
の
論
者
は
そ
こ
か
ら
各
々
の
見
解
を
展
開
す
る
が
、

こ
の
指
摘
自
体
は
共
通
し
て
い
る
。

読
者
に
現
実
感
を
持
た
せ
る
た
め
に
、
実
在
す
る
も
の
（
地
名
）
に
依
拠
す
る
と
い
う
方
法
が
こ
こ
で
は
採
ら
れ
た
。
作
品
世
界
を
創
造

す
る
に
あ
た
っ
て
、
作
品
外
世
界
の
構
造
を
借
用
し
て
成
功
し
た
と
い
う
事
で
あ
る
。
そ
の
作
品
外
の
世
界
は
、
何
の
説
明
も
い
ら
な
い
。

(7
) 

そ
れ
は
、
読
者
が
日
常
的
に
親
し
ん
で
い
る
世
界
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
は
確
か
に
、
強
固
な
作
品
世
界
を
作
っ
て
い
る
。
そ
の
中
の
人
物
は
綿
密
に
関
係
し
、

そ
の
時
空
は
確
固
と
し
た

構
造
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し

だ
か
ら
と
い
っ
て

こ
の
仮
想
現
実
が
、
作
品
内
部
だ
け
で
完
成
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
作
品
内
部
に



(8
) 

む
か
う
、
外
か
ら
の
無
数
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
存
在
し
て
お
り
、
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
と
い
う
虚
構
世
界
を
活
性
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
南
総
里
見
八
犬
伝
』の
内
部
を
支
え
る
構
造
と
し
て
、
川
村
は
「
女
の
呪
い
」
を
上
げ
た
。
こ
の
呪
い
に
よ
っ
て
生
じ
た
葛
藤
が
こ
の

小
説
の
基
調
で
あ
る
と
し
た
。
フ
ロ
イ
ト
・
ユ
ン
グ
の
文
学
、
文
化
の
概
念
に
馴
染
ん
で
い
る
現
代
の
読
者
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
大
変
わ
か

り
や
す
い
整
理
で
あ
る
。
こ
の
主
題
は
「
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
内
部
で
完
結
し
て
お
り
、
作
品
の
外
部
か
ら
提
供
さ
れ
る
情
報
は
、
こ
の

主
題
を
活
か
す
背
景
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
受
け
取
る
時
は
、
こ
の
作
品
は
、
現
代
人
に
と
っ
て
も
、
前
提
と
な
る
特
別
の
知
識
な

(9
) 

し
で
、
読
む
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

発
生
に
結
び
付
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
伏
姫
の
話
」
に
は
そ
れ
自
体
の
導
入
が
あ
る
。そこ
に
は
、

ど
う
し
て
伏
姫
の
事
件
が
発
生
し
た
-87-

「
女
の
呪
い
」
は
「
伏
姫
の
話
」
と
し
て
ま
と
め
る
事
が
で
き
る
。
こ
の
呪
い
が
伏
姫
を
媒
介
に
し
て
八
犬
伝
の
主
筋
で
あ
る
八
犬
士
の

か
が
順
を
追
っ
て
展
開
さ
れ
る
。
伏
姫
謂
を
八
犬
伝
の
発
端
と
す
る
な
ら
、
こ
れ
は
発
端
の
発
端
に
な
る
。

」
れ
に
つ
い
て
、
少
し
説
明
し
て
お
く
。

里
見
義
実
は
、
結
城
の
合
戦
の
落
武
者
で
、
結
城
か
ら
三
浦
を
経
由
し
て
安
房
に
来
る
。
そ
の
聞
に
龍
を
見
る
な
ど
の
祥
瑞
に
あ
う
。

方
安
房
で
は
、
神
齢
、
安
西
、
麻
呂
の
三
家
の
領
主
の
内
、
神
像
長
狭
介
が
酒
色
に
ふ
け
り
好
臣
山
下
定
包
に
殺
さ
れ
、
山
下
は
神
像
の
領

地
を
纂
奪
し
そ
の
妾
玉
梓
を
手
に
入
れ
る
。
安
西
・
麻
巴
が
、
山
下
へ
の
対
策
を
協
議
す
る
と
こ
ろ
に
義
実
が
到
着
す
る
。
義
実
の
有
能
を

危
険
視
し
た
安
西
は
義
実
に
難
題
を
与
え
、
殺
害
を
謀
る
。
神
徐
の
忠
臣
金
碗
孝
吉
に
め
ぐ
り
あ
っ
た
義
実
は
そ
の
助
け
を
得
て
、独
自
に



山
下
を
倒
す
カf

そ
の
虚
に
乗
じ
て
、
安
西
は
も
う
一
人
の
安
房
領
主
で
あ
る
麻
呂
の
領
地
を
横
領
す
る
。
山
下
の
妾
玉
梓
は
義
実
が
自
分

の
助
命
に
応
じ
た
言
葉
を
翻
し
た
事
を
怨
み
里
見
家
を
呪
う
。

「
女
の
呪
い
」
が
成
立
す
る
前
に
、
そ
の
「
呪
い
」
の
原
因
を
里
見
義
実
が
作
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
遠
因
は
結
城
の
合
戦
で
あ
っ
た
。

結
城
の
合
戦
の
落
武
者
で
あ
る
里
見
義
実
が
い
か
に
し
て
安
房
に
里
見
家
を
樹
立
し
た
か
が
、
「
呪
い
」
の
か
ら
む
事
情
な
の
で
あ
る
。

（
叩
）

こ
の
部
分
は
義
実
流
浪
謹
と
し
て
一
編
の
物
語
と
な
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
馬
琴
は
、
「
八
犬
士
侍
の
発
端
な
れ
ば
」
と
『
犬

夷
評
判
記
』
で
こ
の
部
分
が
作
品
全
体
に
対
し
て
、
従
属
的
な
位
置
に
あ
る
事
を
示
し
て
い
た
。
こ
の
作
品
の
本
体
は
「
八
犬
士
侍
」
な
の

で
あ
る
。
こ
の
馬
琴
の
発
言
を
も
と
づ
け
ば
、
馬
琴
が
考
え
て
い
た
作
品
の
本
体
で
あ
る
、八
犬
士
の
発
生
と
受
難
の
原
因
と
し
て
、
近
年

-88-

の
評
者
は
、
「
女
の
呪
い
」
を
見
て
い
る
と
い
う
事
に
な
る
。

「
呪
い
」
に
至
る
過
程
を
、
読
者
に
納
得
き
せ
る
べ
き
機
能
を
も
っ
た
義
実
諸
に
つ
い
て
、
作
家
は
、
『
犬
夷
評
判
記
』
で
「
要
な
き
事
は

346 

そ
し
て
、
「
し
れ
た
る
事
は
看
官
に
、
預
け
て
し
る
し
つ
け
ぎ
り
き
、
」
（
『
江
戸
名
物
評
判
記
集
成
』p

（
日
）

岩
波
書
店
）
と
、
「
し
れ
た
る
事
」
つ
ま
り
作
品
の
外
で
読
者
の
知
識
に
委
ね
ら
れ
る
事
は
省
略
し
た
と
宣
言
し
て
い
る
。
作
品
に
記
さ

省
け
り
」
と
し
た
事
を
言
明
す
る
。

れ
て
い
る
事
だ
け
で
も
、
「
呪
い
」
の
発
生
原
因
は
理
解
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
作
品
の
現
在
に
及
ぶ
普
遍
性
は
保
て
な
い
。

け
れ
ど
、
原
因
の
持
つ
性
格
を
把
握
す
る
に
は
、
作
家
が
読
者
に
委
ね
た
部
分
、
つ
ま
り
こ
の
「
し
れ
た
る
事
」
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
。「

し
れ
た
る
事
」
は
読
者
と
作
家
が
共
有
す
る
日
常
の
無
意
識
的
な
領
域
ま
で
含
み
込
み
、
広
大
に
な
る
。
し
か
し
、
作
家
は
、
読
者
に

参
照
し
て
欲
し
い
事
象
を
明
示
し
て
、
読
者
に
「
し
れ
た
る
事
」
の
読
み
取
り
を
一
任
し
て
し
ま
う
事
も
で
き
る
。
故
事
や
人
物
の
事
績
を



示
し
て
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
読
者
の
知
識
に
ゆ
だ
ね
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

そ
の
知
識
に
つ
い
て
の
探
索
を
読
者
に
課
す
る
わ

け
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
「
南
総
里
見
八
犬
伝
』
第
一
回
の
白
龍
の
出
現
は
よ
く
知
ら
れ
た
場
面
で
だ
が
、その
直
前
に
、
安
房
に
渡
ろ
う
と
し
て
い
た

義
実
は
、
三
浦
で
土
地
の
者
に
食
と
船
を
乞
い
、
土
を
ぶ
つ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

き
ど
ぱ
お
り
ら
ん
ほ
う
ぎ
ら
う
た
め
く
る
し

い
き
ど
お
る
従
者
の
杉
倉
に
た
い
し
て
、
「
木
曾
介
大
人
気
な
し
、
蝦
験
も
老
て
は
駕
馬
に
劣
り
、
亦
周
鳳
も
窮
す
れ
ば
、
蟻
榔
の
為
に
苦
め

き
の
ふ
け
ふ
み
か
か
れ
ら
あ
い
て

ら
る
。
昨
は
き
の
ふ
、
今
は
け
ふ
。
よ
る
べ
な
き
身
を
忘
れ
し
欺
。
彼
等
は
敵
手
に
足
ら
ぬ
も
の
也
。
つ
ら
／
＼
も
の
を
案
す
る
に
、
土
は

わ
た
て
ん
く
に
き
ざ
し
か
な
め
げ

こ
れ
国
の
基
也
。
わ
れ
今
安
房
へ
渡
る
に
及
ぴ
て
、
天
そ
の
国
を
た
ま
ふ
の
兆
敗
。
彼
を
無
礼
也
と
見
る
と
き
は
、
憎
む
に
堪
た
り
。
こ
れ

き
さ
が
よ
ろ
こ
し
ん
ぷ
ん
こ
う
ご
ろ
く
そ
う
の
く
に
ふ
る
こ
と
こ
ん
に
ち
が

を
吉
祥
と
す
る
と
き
は
、
欽
ぶ
べ
き
事
な
ら
ず
や
。
晋
の
文
公
が
五
鹿
［
曹
国
の
地
名
也
］
の
故
事
。
よ
く
今
日
の
こ
と
に
似
た
り
。
賀
す

っ
ち
く
れ
み
た
び
い
た
ダ
ふ
と
こ
ろ
お
さ
め
さ
と
り
か
た
な
つ
か
か
け
て
と
も
い
か

べ
し
／
＼
。
と
み
づ
か
ら
祝
し
て
、
塊
を
三
度
戴
き
。
そ
が
ま
、
懐
へ
挟
た
ま
へ
ば
、
氏
元
も
や
、
暁
て
、
万
の
斬
に
掛
し
手
と
、
共
に
怒

た
の
も
こ
と
ぷ
た
て
ま
つ
あ
ま
て
う
ち
わ
ら

り
を
鮮
お
さ
め
、
そ
の
ゆ
く
す
ゑ
は
恋
し
き
、
主
君
を
害
時
き
奉
れ
は
、
白
水
郎
が
子
ど
も
は
掌
を
拍
て
、
い
よ
／
＼
あ
ざ
み
笑
ひ
け
り
。
」
（
上

（
ロ
）

P

幻
）
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義
実
が
そ
の
土
く
れ
を
い
た
だ
い
て
思
い
起
こ
す
の
は
晋
の
文
公
の
五
鹿
の
故
事
で
あ
る
。

こ
れ
は
『
史
記
世
家
』
『
国
語
晋
語
』
な
ど
に
記
さ
れ
る
出
来
事
で
、擁
姫
の
乱
を
避
け
て
流
浪
し
た
文
公
が
五
鹿
で
土
地
の
者
に
土
を
投

げ
か
け
ら
れ
た
が

」
れ
を
瑞
兆
と
し
た
故
事
に
よ
る
。

「
重
耳
居
秋
凡
十
二
年
而
去
。
過
衛
。
衛
文
公
不
礼
。
去
過
五
鹿
。
飢
而
従
野
人
乞
食
。
野
人
盛
土
器
中
進
之
。
重
耳
怒
。
越
衰
目
、
土

者
有
土
也
。
君
其
拝
受
之
。
」
（
明
治
書
院
新
釈
漢
文
大
系
『
史
記
』
（
五
）
「
世
家
」

p

湖
）

『
史
記
』
の
出
来
事
で
は
、
文
公
は
怒
り
、
越
衰
が
な
だ
め
て
い
る
が
、
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
で
は
そ
れ
が
逆
転
し
て
い
る
。
義
実
の
名



君
性
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
出
来
事
の
直
後
に
白
龍
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
義
実
の
安
房
で
の
栄
達
が
予
測
さ
れ

る
場
面
に
な
っ
て
い
る
。

安
房
の
里
見
に
つ
い
て
は
、
『
北
条
五
代
記
』
を
始
め
と
し
て
、
そ
の
勃
興
の
顛
末
は
江
戸
の
人
々
に
あ
る
程
度
知
ら
れ
て
い
た
。
「
南
総

の
読
者
が
こ
こ
で
、
義
実
の
将
来
に
不
安
を
持
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

（
日
）

主
と
な
る
事
は
読
者
の
期
待
に
属
し
て
い
た
。
そ
の
流
離
謂
の
中
で
、
語
ら
れ
る
べ
き
事
は
、
流
離
す
る
主
人
公
の
受
難
で
あ
っ
た
。
こ
れ

里
見
八
犬
伝
」

い
わ
ば
「
約
束
」
と
し
て
、
義
実
が
安
房
の
領

に
筆
を
費
や
す
事
は
こ
の
部
分
の
性
格
上
出
来
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
「
し
れ
た
る
事
」
と
し
て
こ
れ
を
処
理
す
る
た
め
に
は
、
適
当
な
歴
史

上
の
存
在
が
参
照
さ
れ
る
事
が
望
ま
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、

そ
の
前
兆
が
い
か
に
義
実
の
安
房
領
有
に
ふ
さ
わ
し
く
設
定
さ
れ
る

か
に
作
家
の
技
量
が
か
か
っ
て
い
た
は
ず
だ
。
晋
文
公
の
参
照
が
義
実
の
形
象
の
一
部
を
担
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
な
か
な
か
の
名
文
で
あ
る
。

(U
) 

ま
た
、
義
実
に
土
塊
を
投
げ
つ
け
、
啓
示
を
与
え
る
「
悪
太
郎
」
は
魅
力
的
な
形
象
で
あ
る
。
『
頼
豪
阿
閤
梨
怪
鼠
伝
』
に
登
場
し
、
西
行
の

後
に
こ
の
場
面
は
常
盤
津
に
採
ら
れ
て
『
悪
太
郎
』
の
曲
名
が
付
さ
れ
る
が
、
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金
の
猫
を
争
う
大
童
の
よ
う
に
、
馬
琴
の
作
品
に
現
れ
る
当
時
の
若
者
の
一
例
で
あ
る
。

あ
く
た
ら
う
し
や
ひ
ま
ひ
た
ゐ
が
み
し
ほ
か
ぜ
ふ
き
く
ろ
ま
か
き
あ
げ
ね
ぢ
き
あ
を
は
な
す
す
こ
め

「
年
十
四
五
な
る
悪
太
郎
、
赤
熊
に
似
た
る
額
髪
、
潮
風
に
吹
黒
れ
し
、
顔
に
垂
る
、
を
掻
も
揚
ず
、
探
断
る
ご
と
き
青
演
を
、
畷
り
龍

い
で
し
れ
う
ち
ふ
ね
お
ほ
か
た
か
り
す
な
ど
る
た
れ
む
か
ひ

っ
、
す
、
み
出
、
痴
た
る
こ
と
を
い
ふ
人
か
な
。
打
つ
ゾ
く
合
戦
に
、
松
は
過
半
借
と
ら
れ
て
、
漁
猟
だ
に
も
物
足
ら
ぬ
に
、
誰
か
前
向
へ

し
ほ
こ
ゃ
な
れ
う
へ

人
を
わ
た
さ
ん
。
き
れ
ば
又
こ
の
浦
に
、
汲
む
塩
よ
り
も
か
ら
き
世
は
、
わ
が
腹
ひ
と
つ
肥
し
か
ぬ
る
に
、
馴
も
え
し
ら
ぬ
人
の
飢
を
、
救

か
て
た
へ
ひ
だ
ゆ
く
ら
ほ
こ
っ
っ
ち
く
れ
か
い
と
り
か
げ
ほ
ど

ふ
べ
き
糧
は
な
し
。
堪
が
た
き
ま
で
牌
携
く
は
、
こ
れ
を
食
へ
。
と
あ
ざ
み
誇
て
、
塊
を
掻
取
つ
＼
投
か
け
ん
と
す
る
程
に
、
・
：
」
（
上
p

26 
こ
う
し
た
微
細
な
登
場
人
物
の
与
え
る
現
実
感
は
、
基
盤
に
あ
る
『
史
記
』の
故
事
に
対
す
る
馬
琴
の
肉
付
け
で
あ
っ
て
、
こ
の
エ
ピ
ソ



ー
ド
を
単
に
『
史
記
』
の
引
き
写
し
に
と
ど
め
て
い
な
い
。

こ
う
し
た
肉
付
が
馬
琴
の
作
品
を
虚
構
の
世
界
か
ら
当
時
の
現
実
に
架
橋
す
る

の
で
あ
る
。

興
隆
が
予
定
さ
れ
て
い
る
落
ち
武
者
に
よ
っ
て
、
晋
文
公
は
参
照
す
る
の
に
最
適
と
い
え
る
存
在
で
あ
る
。
馬
琴
は
義
実
に
対
し
て
、し

山
下
定
包
を
攻
略
す
る
時
、
金
碗
等
の
軍
略
を
批
判
し
て
義
実
は
、

せ
い
わ
う
け
ん
せ
う
い
く
さ
い
つ
は
か
つ
も
ろ
こ
し

「
お
も
ふ
に
い
に
し
へ
の
聖
王
賢
将
、
仁
義
の
軍
を
起
す
も
の
か
ら
、
読
り
を
も
て
捷
こ
と
を
は
か
ら
ず
、
唐
山
晋
の
文
公
は
、

し
ゅ
う
し
っ
た
す
け
そ
ん
ご
へ
い
ほ
う
い
つ
は
り
の
な
ら
ひ
は
か
り
こ
と

ず
し
て
、
五
伯
の
一
と
稽
せ
ら
れ
、
よ
く
周
室
を
佐
た
り
。
孫
呉
が
兵
法
、
詑
道
を
旨
と
す
。
こ
は
戦
国
の
習
俗
也
、
策
よ
し
と
い
ふ
と

を
し
え

も
、
諸
を
も
て
敵
を
滅
し
、
何
を
も
て
民
を
教
ん
。
」

ば
し
ば
文
公
を
使
、7

。

識
を
用

そ
の
土
地
を
た
も
っ
と
き
は
、

（
上p
m
）

と
自
ら
晋
文
公
の
行
動
が
彼
の
手
本
で
あ
る
事
を
示
し
、
そ
の
功
績
を
認
定
し
て
い
る
。
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こ
れ
は
義
実
に
よ
っ
て
自
任
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
他
か
ら
の
評
価
で
も
彼
の
行
為
が
文
公
に
重
ね
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
義
実
が
山

下
討
伐
に
成
功
し
、
安
西
が
麻
日
の
領
地
を
横
領
し
た
後
に
、
安
西
が
家
臣
蕪
戸
前
平
を
義
実
の
元
に
派
遣
し
て
、
言
わ
せ
る
詞
に
見
え
る
。

ぷ
ん
こ
う
よ
ぎ
う
ら
み
は
げ
ま
お
こ
ま
こ
と

「
晋
の
文
公
が
、
曹
を
過
り
し
憾
に
似
つ
ら
め
、
し
か
れ
ど
も
そ
の
事
な
く
は
、
誰
か
君
を
激
し
て
、
こ
の
大
業
を
興
す
に
至
ら
ん
。
賓

か
り
つ
れ
な
く

を
推
せ
ば
初
め
よ
り
、
大
か
た
な
ら
ず
君
を
思
ふ
、
景
連
が
す
志
に
て
、
仮
に
強
顔
も
て
な
し
た
り
」
（
上

p
ω
）

こ
こ
で
は
相
手
側
か
ら
も
、
義
実
は
晋
文
公
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

文
公
の
故
事
の
背
景
に
は
、
膿
姫
と
い
う
女
が
居
て
、
文
公
の
受
難
語
の
原
因
と
な
っ
た
。
文
公
の
故
事
を
知
る
読
者
は
、
女
性
に
よ
る

英
雄
の
受
難
と
い
う
期
待
を
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』

の
こ
の
部
分
で
抱
く
可
能
性
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

「
し
れ
た
る
事
」の
一
つ
で
あ
る
晋
文
公
の
故
事
は
、
義
実
謹
に
お
け
る
義
実
の
形
象
の
一
部
を
担
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
「
し

れ
た
る
事
」
で
作
ら
れ
た
の
は
、
呪
い
の
対
象
に
な
る
側
の
徳
性
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
こ
の
先
に
も
展
開
し
て
い
く
。
そ
の
過
程
を
見
な
が



ら
、
そ
の
徳
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
見
た
い
。

伏
姫
と
八
房
が
富
山
に
入
る
直
接
の
原
因
と
な
っ
た
安
西
と
里
見
の
合
戦
も
、
こ
の
文
公
謹
と
対
応
す
る
。
こ
れ
も
『
史
記
』
世
家
の
記

述
か
ら
借
用
で
あ
る
。

晋
恵
公
四
年
（
信
公
十
三
年
）
に
晋
が
飢
僅
に
見
舞
わ
れ
秦
に
食
料
援
助
を
依
頼
し
た
。
秦
で
は
続
豹
が
晋
を
討
つ
事
を
主
張
し
た
が
、

「
其
君
是
悪
、
其
民
何
罪
」
と
秦
謬
公
は
晋
へ
の
食
料
援
助
を
行
っ
た
。と
こ
ろ
が
翌
年
秦
が
飢
僅
に
見
舞
わ
れ
た
時
、
晋
は
秦
を
攻
め
却

て
秦
に
よ
っ
て
攻
め
ら
れ
て
晋
恵
公
は
虜
に
な
っ
た
。

で
は
、
安
西
が
晋
の
恵
公
で
あ
り
、
里
見
が
秦
で
あ
る
が
、
起
こ
っ
た
事
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
安
西
が
凶
作
で
里
見
か
ら
食
料
を
借
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『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
第
八
回
か
ら
九
回
に
か
け
て
に
設
定
さ
れ
た
里
見
と
安
西
の
関
係
は
、
秦
と
晋
の
関
係
を
元
に
し
て
い
る
。
こ
こ

り
、
翌
年
、
里
見
が
凶
作
で
安
西
か
ら
米
の
返
却
を
、
つ
け
よ
う
と
し
た
時
に
、
安
西
は
里
見
を
討
つ
。
こ
の
基
本
構
造
に
一
致
が
み
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
晋
が
不
義
に
な
っ
て
い
る
。
『
史
記
』
で
は
、
こ
の
事
件
に
先
だ
っ
て
、膿姫
に
追
わ
れ
て
い
た
晋
の
恵
公
が
、
秦
の
援
助
で
普

に
帰
り
位
に
就
く
事
が
出
来
た
事
情
が
記
さ
れ
る
。
恵
公
は
そ
の
時
に
秦
に
領
土
の
一
部
の
割
譲
を
約
束
し
て
い
な
が
ら
、
晋
で
位
に
就
い

た
後
、
そ
れ
を
果
た
さ
な
か
っ
た
。

恵
公
と
文
公
の
関
係
は
、
ど
ち
ら
も
膿
姫
に
追
わ
れ
た
晋
の
公
子
で
は
あ
っ
た
が
、
両
者
は
晋
の
主
権
を
め
ぐ
っ
て
対
立
・
競
合
す
る
関

係
に
あ
っ
た
。
文
公
の
立
場
に
立
て
ば
、
恵
公
は
秦
と
の
信
頼
関
係
を
崩
壊
き
せ
た
事
を
は
じ
め
、
い
く
つ
か
の
、
君
主
と
し
て
の
資
格
の

欠
如
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
関
係
を
逆
に
見
れ
ば
、
文
公
は
恵
公
と
秦
と
の
亀
裂
に
乗
じ
て
主
権
を
纂
奪
し
た
者
と
な
る
。
こ
の
関
係
を
『
史



記
』
な
ど
は
、
文
公
の
徳
義
を
強
調
す
る
事
で
、
そ
の
即
位
を
正
統
化
し
て
済
ま
せ
る
。
こ
こ
で
安
西
に
よ
っ
て
と
ら
れ
た
晋
恵
公
と
同
じ

行
動
は
、
文
公
に
対
立
す
る
存
在
と
し
て
の
恵
公
が
と
っ
た
行
動
に
な
る
。
義
実
は
そ
れ
に
対
し
て
、
文
公
の
行
動
、
つ
ま
り
義
に
か
な
っ

た
行
動
を
選
択
す
る
者
と
し
て
描
か
れ
る
。
こ
の
場
面
で
義
実
は
、
表
面
的
に
は
秦
惣
公
の
行
動
を
と
る
者
と
し
て
設
定
さ
れ
る
が
、
恵
公

の
不
義
と
対
立
す
る
上
で
、
文
公
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
資
格
を
保
持
し
続
け
る
の
で
あ
る
。

里
見
と
安
西
の
関
係
で
、
安
西
は
、
里
見
の
山
下
討
伐
の
機
に
乗
じ
て
も
う
一
人
の
領
主
麻
巴
の
領
地
を
併
呑
し
た
。
こ
の
行
為
に
つ
い

て
、
近
代
の
評
者
は
、
歴
史
上
の
戦
国
期
の
武
将
と
し
て
当
然
の
行
為
と
こ
れ
を
捉
え
る
。
こ
れ
は
近
代
人
の
推
論
で
、
馬
琴
は
そ
の
よ
う

に
設
定
は
し
て
い
な
い
。
安
西
の
行
動
は
、
里
見
の
反
乱
に
よ
っ
て
窮
地
に
陥
っ
た
山
下
の
求
め
に
応
じ
て
麻
呂
と
共
同
し
て
出
兵
し
な
が

ら
、
麻
目
を
裏
切
っ
て
、
里
見
側
に
殺
さ
せ
、
麻
呂
の
領
地
を
横
領
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
結
果
と
し
て
は
、そ
の
行
動
か
ら
利
益
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を
得
た
義
実
だ
が
、
彼
は
こ
れ
を
「
好
計
」
（
江
戸
名
著
P

鉛
）
と
呼
ぴ
、
安
西
の
人
と
な
り
を
「
巣
雄
」
（
江
戸
名
著p
ω
）
と
し
て
い
る
。

晋
と
秦
の
関
係
の
よ
う
に
、
領
土
を
繰
る
明
ら
か
な
契
約
違
反
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
が
、
馬
琴
は
晋
の
秦
に
対
す
る
不
信
義
に
近
付
け

て
安
西
と
里
見
の
関
係
を
設
定
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
安
西
と
義
実
の
関
係
は
、
麻
呂
の
領
地
を
繰
る
問
題
以
前
に
、
義
実
が
安
房
に
漂
着
し
た
時
の
処
遇
か
ら
、
敵
対
関
係
に
陥
っ

て
い
た
。
こ
の
時
、
安
西
は
明
ら
か
に
義
実
の
殺
害
を
謀
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
に
つ
い
て
安
西
は
、山
下
討
伐
に
成
功
し
た
義
実
の
元

に
使
者
を
派
遣
し
、
前
掲
の
引
用
の
よ
う
な
説
明
を
し
て
い
た
。
馬
琴
は
、
義
実
に
は
、
晋
の
文
公
の
形
象
を
取
ら
せ
て
、文
公
と
対
立
関

係
に
あ
り
、
不
義
で
あ
っ
た
前
代
の
恵
公
の
事
蹟
を
安
西
に
当
て
は
め
、
こ
の
二
つ
の
形
象
の
聞
に
対
立
を
設
定
し
た
の
で
あ
る
。
『
史
記
』

な
ど
に
お
け
る
晋
文
公
の
場
合
に
は
、
拡
散
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
対
立
相
手
を
安
西
一
人
に
代
表
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

晋
の
故
事
か
ら
の
趣
向
は
八
犬
士
の
列
伝
に
な
っ
て
か
ら
も
登
場
す
る
。
こ
れ
も
有
名
な
場
面
に
な
る
が
、
犬
川
荘
介
が
犬
田
小
文
吾
と



そ
れ
が
し
も
し
い
ち
守
ん
は
か

と
も
に
、
簸
大
万
自
に
捉
え
ら
れ
、
家
老
稲
戸
由
充
に
助
け
ら
れ
た
時
に
、
「
晩
生
僕
幸
に
良
主
に
仕
へ
て
、
一
軍
の
、
大
将
を
奉
り
、
料
ら

な
が
を
ど
の
ほ
こ
さ
ん
し
ゃ
し
り
ぞ

ず
も
長
尾
殿
と
、
鋒
を
交
る
こ
と
あ
ら
ば
、
為
に
三
舎
を
退
く
べ
し
。
」
（
上
、
p
m
）
と
誓
い
を
立
て
る
。
そ
の
結
果
、
第
百
六
十
二
回
で

こ
ろ
ち
か
ご
と
は
た
ふ
た

稲
戸
の
指
揮
す
る
長
尾
の
部
隊
に
遭
遇
し
た
荘
介
は
、
「
今
こ
の
地
方
に
て
、
其
誓
言
を
果
す
に
至
流
は
、
二
た
び
得
か
た
き
欽
ひ
な
れ
。
」

か
く

（
下p
叩
）
と
、
撤
退
す
る
。
こ
の
時
に
荘
介
は
、
里
見
家
に
臣
従
す
る
者
と
し
て
の
義
務
を
長
尾
隊
の
旗
を
射
切
る
事
で
果
た
す
。
「
任
心
は

ふ
た
つ
か
〉
み
た
す
べ

い
へ
ど
も
、
今
日
の
事
は
是
、
我
君
の
命
令
也
。
人
情
を
も
て
私
議
す
べ
か
ら
ず
。
公
道
人
情
両
な
が
ら
、
都
ず
盈
ざ
る
術
こ
そ
あ
れ
。
」
（
下

お
も
し
ん
の
さ
く

P

紺
）
と
「
公
道
人
情
」
に
か
な
う
行
為
と
し
て
荘
介
は
自
任
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
た
由
充
側
も
、
「
我
意
ふ
に
、
晋
文
公
、
三
舎
を
避

る
事
あ
り
。
三
舎
は
、
幾
里
な
る
を
知
ら
ず
。
」
と
そ
の
行
為
を
文
公
に
な
ぞ
ら
え
て
理
解
し
て
い
た
。

晋
の
故
事
と
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
よ
り
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
部
分
だ
け
で

は
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
主
人
公
側
に
、
晋
が
戦
国
の
雄
と
し
て
、
政
治
倫
理
的
に
肯
定
で
き
る
側
面
で
、
あ
て

し
ゅ
う
し
っ
た
す
け

そ
れ
は
、
「
唐
山
晋
の
文
公
は
、
誌
を
用
ず
し
て
、
五
伯
の
一
と
構
せ
ら
れ
、
よ
く
周
室
を
佐
た
り
。
」
と
い
う
前
掲
の-94-

も
、
里
見
家
側
、

義
実
の
発
言
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
諸
侯
の
一
員
と
し
て
の
評
価
に
よ
る
。

」
れ
は
肇
輯
の
序
文
の
冒
頭
「
初
里
見
氏
興
於
安
房
也
。
徳
誼

以
率
衆
。
英
略
以
擢
堅
。
平
呑
二
総
。
侍
十
世
。
威
服
八
州
。
良
為
百
特
冠
。
」
で
も
明
確
に
す
る
よ
う
に
、里
見
家
の
範
囲
が
「
八
州
」
に

限
ら
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
事
に
対
応
し
て
い
る
。

馬
琴
の
形
象
し
た
里
見
家
の
性
格
は
、
統
治
の
頂
上
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
統
治
の
枠
の
中
で
正
統
に
発
展
し
た
、
こ
の
ま
し
い

一
家
で
あ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
好
ま
し
い
性
格
を
現
す
の
に
、
馬
琴
は
作
品
外
の
故
事
で
あ
る
晋
文
公
を
借
り
、
効
果
的
に
利
用
し

た
の
で
あ
る
。

こ
の
好
ま
し
い
一
家
に
起
こ
る
悲
劇
が
伏
姫
の
事
件
に
な
る
の
で
あ
る
が
、

と
が
（
日
）

そ
の
原
因
と
な
っ
た
も
の
は
義
実
の
「
口
の
過
」
で
あ
る
。



こ
の
卑
近
な
テ
ー
マ
は
、

（
凶
）

処
女
作
で
あ
っ
た
「
蓋
用
而
二
分
狂
言
』
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
「
仁
義
八
行
の
化
物
」
と
言
わ
れ
る
馬
琴
の
登
場

こ
れ
も
幾
多
の
指
摘
が
出
来
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
「
女
の
呪

人
物
が
誤
り
を
犯
し
、
そ
の
誤
り
が
原
因
で
物
語
が
展
開
す
る
事
は
、

い
」
が
引
き
出
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
八
犬
士
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
に
限
ら
ず
、
善
主
人
公
の
誤
り
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
出
来
事
は
、
主
人
公
の
側
に
属
す
る
非
常
に
大
き
く
、

し
か
も
強
力
な
徳
性
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
。

た
し
か
に
、
作
品
を
構
成
す
る
事
件
は
、
こ
の
「
誤
り
」
を
原
因
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
そ
の
解
決
は
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
読
者
は
そ
の
解
決
の
過
程
を
作
者
の
案
内
で
楽
し
む
事
に
な
る
。
そ
し
て
解
決
の
保
証

は
、
作
品
全
体
を
包
む
主
人
公
の
徳
性
の
保
証
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
に
お
け
る
「
女
の
呪
い
」
は
重
要
な
要
素

で
は
あ
る
が
、

そ
れ
を
作
品
の
す
べ
て
と
見
る
と
、
馬
琴
の
狙
い
か
ら
は
外
れ
る
恐
れ
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

四
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ふ
だ
い
さ
う
で
ん
そ
も
そ
も

ど
の
よ
う
な
家
で
あ
っ
た
の
か
。
「
し
ら
ず
や
足
利
持
氏
ぬ
し
は
、
譜
代
相
侍
の
主
君
に
あ
ら
ず
、
抑
わ
が
祖

し
た
が
げ
ん
こ
う
け
ん
む
め
い
と
く

新
田
義
貞
朝
臣
に
従
ひ
て
、
元
弘
建
武
に
戦
功
あ
り
、
し
か
り
し
よ
り
新
田
の
徐
類
、
南
朝
の
忠
臣
た
れ
ど
も
、
明
徳
三
年

。
ゆ
ら
く
た
の
こ
の
も
と
あ
め
も

の
冬
の
は
じ
め
、
南
帝
入
洛
ま
し
／
＼
て
、
鳩
山
む
樹
下
雨
漏
り
し
よ
り
、
こ
、
ろ
な
ら
ず
も
鎌
倉
な
る
、
足
利
家
の
招
き
に
随
ひ
た
ま
ひ
し
、

お
ほ
ゐ
の
す
け
も
と
よ
し
み
つ
か
ね
由
し
し
ゆ
っ
し
た
め
こ
こ
ろ
ざ
し

亡
父
は
〈
里
見
大
炊
介
元
義
〉
満
兼
主
〈
持
氏
の
父
〉
に
出
仕
し
、
今
幼
君
の
為
に
死
す
。
志
は
致
し
た

り
ぎ
わ
き
ま

り
。
こ
れ
ら
の
理
義
を
排
へ
す
は
、

諸
侯
と
し
て
の
里
見
と
は
、

は
一
族
た
る
、

わ
れ
は
持
氏
ぬ
し
に
つ
か
へ
て
、

が
く
も
ん

只
死
す
る
を
の
み
武
士
と
い
は
ん
や
。
学
問
も
又
そ
の
か
ひ
な
し
。
」（
上p
日
）
と
『
南
総
里
見
八
犬

伝
』
第
一
輯
巻
一
の
冒
頭
で
、
里
見
季
基
が
息
子
義
実
を
諭
す
。
馬
琴
が
畢
世
の
大
作
の
主
人
公
と
し
て
選
ぴ
、
晋
文
公
の
形
象
を
付
加
し

た
対
象
は
南
朝
の
忠
臣
の
末
奇
で
あ
っ
た
。



里
見
家
が
新
田
の
支
族
で
あ
っ
た
事
は
、
里
見
家
に
関
す
る
諸
記
録
で
も
確
認
で
き
る
。
ま
た
『
三
河
国
後
風
土
記
』
に
も
世
良
田
徳
川

家
と
近
い
関
係
に
あ
る
氏
族
と
し
て
里
見
家
の
名
が
見
え
て
い
る
。
徳
川
家
も
ま
た
、
新
田
の
支
族
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
南
朝
に
つ
な

（
日
）

が
る
と
さ
れ
て
い
た
。
江
戸
時
代
全
体
の
南
朝
最
展
や
、
そ
の
徳
川
賛
美
と
の
関
係
は
別
に
考
え
る
機
会
が
あ
る
の
で
、
今
は
控
え
る
が
、

（
凹
）

馬
琴
に
関
し
て
も
、
南
北
朝
の
前
後
を
主
題
に
し
た
作
品
で
、
北
朝
側
に
立
つ
も
の
は
ほ
と
ん
ど
無
い
。
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
と
時
期
を
前

後
し
て
書
か
れ
た
作
品
で
は
、
「
近
世
説
美
少
年
録
』
の
菊
池
、
『
開
巻
驚
奇
侠
客
侍
』

（
却
）

こ
う
し
た
傾
向
は
、
幕
末
の
動
向
に
も
絡
ん
で
展
開
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
の
新
田
・
楠
の
よ
う
に
、
特
に
南
朝
方
へ
の
傾
斜
が

激
し
く
、

馬
琴
が
足
利
体
制
の
賛
美
者
と
し
て
里
見
家
を
設
定
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
作
品
の
内
部
で
は
、
親
兵
衛
の
在
京
時
期
の
活
躍

が
足
利
政
権
へ
の
批
判
と
な
っ
て
い
る
事
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
し
た
場
面
か
ら
考
え
て
、
南
帝
の
忠
臣
で
あ
っ
た
事
の
強
調
は
、里
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見
家
の
性
格
を
方
向
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

て
、 そ
の
方
向
付
け
を
考
え
る
上
で
、
参
照
す
べ
き
は
「
開
巻
驚
奇
侠
客
侍
』
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
と
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
関
係
と
し（

況
）

の
中
に
「
侠
」
と
称
せ
ら
れ
る
人
物
が
増
加
す
る
傾
向
を
以
前
に
指
摘
し
た
が
、

こ
の
作
品
の
執
筆
と
同
時
に
、
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』

「
開
巻
驚
奇
侠
客
博
』
の
主
題
が
「
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
中
に
流
入
し
、
『
開
巻
驚
奇
侠
客
侍
』
の
中
断
後
も
続
い
て
い
た
事
は
、
考
慮
す

べ
き
事
象
だ
ろ
う
。
『
開
巻
驚
奇
侠
客
侍
』の
持
っ
て
い
た
南
朝
を
正
統
と
し
つ
つ
、
現
実
の
政
権
に
対
し
て
の
反
乱
を
抑
制
す
る
思
考
は
、

「
南
総
里
見
八
犬
伝
』
に
投
影
し
て
行
く
と
考
え
ら
れ
る
。

『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
中
の
里
見
家
が
、
単
純
に
足
利
の
体
制
を
受
け
入
れ
て
い
る
な
ら
ば
、そ
れ
は
馬
琴
の
こ
の
時
代
の
善
な
る
主

人
公
と
し
て
は
失
格
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
『
開
巻
驚
奇
侠
客
侍
』
で
説
い
て
い
る
よ
う
に
、正義
の
た
め
と
は
言
え
、
世
の
動
乱
を

起
こ
し
て
人
々
を
穀
苦
に
導
く
事
も
又
善
主
人
公
と
し
て
の
資
格
を
欠
く
事
に
な
る
。
こ
れ
は
、
『
頼
豪
阿
闇
梨
怪
鼠
侍
』
の
結
末
と
も
関
連



し
て
く
る
し
、

『
椿
説
弓
張
月
』
に
珍
け
る
為
朝
の
行
動
に
も
関
わ
っ
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
主
人
公
に
共
通
す
る
状
況
は
、
心
な
ら
ず
も
、
不

正
の
横
行
す
る
非
友
好
的
な
環
境
に
身
を
置
い
て
、

そ
の
環
境
そ
の
も
の
を
崩
壊
さ
せ
る
事
は
で
き
な
い
と
い
う
状
態
で
あ
る
。

（
お
）

ど
の
よ
う
に
身
を
処
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
閉
塞
時
期
の
対
処
法
な
の
で
あ
る
。
里
見
家
は
、
家
全
体
で
そ
う
し
た
状
況

し
か
も
、

そ
こ
に
お
い
て
、

に
置
か
れ
る
。
こ
れ
は
、
規
模
こ
そ
違
え
、
信
乃
が
体
験
し
た
大
塚
村
で
の
状
況
に
そ
の
ま
ま
移
行
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

馬
琴
が
設
定
し
た
諸
侯
と
し
て
の
里
見
家
は
、
現
政
権
に
対
し
て
、

そ
の
正
統
性
を
疑
い
つ
つ
も
秩
序
維
持
の
任
に
た
え
な
け
れ
ば
成
ら

正
統
性
へ
の
疑
問
は
、
南
北
朝
に
遡
る
根
底
的
な
問
題
か
ら
ま
ず
発
す
る
だ
ろ
う
。
次
に
、
結
城
の
合
戦
と
そ
の
処
置
に
対
す
る
里

(M
) 

見
家
の
態
度
が
問
題
に
な
る
。

P
L
3
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7
プ
U先

の
引
用
部
分
に
は
、
関
東
公
方
に
対
す
る
忠
義
は
、

父
季
基
の
戦
死
に
よ
っ
て
解
消
す
る
と
い
う
考
え
が
示
き
れ
る
。
義
実
は
家
を
再
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興
す
る
た
め
に
戦
場
を
離
脱
す
る
。
こ
こ
で
の
里
見
家
は
、
既
に
臣
従
す
る
対
象
を
喪
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
季
基
の
戦
死
に
際
し
て
、

そ
れ
に
殉
じ
た
八
人
の
家
臣
が
い
た
。

こ
れ
は
季
基
に
対
す
る
忠
義
で
あ
る
と
同
時
に
、
義
実
を
通
じ
て
里
見
家
を
存
続
き
せ
る
べ
く
、
行

里
見
の
家
を
守
る
忠
臣
の
八
人
で
あ
っ
た
の
だ
。

た
づ
な
く
の
り

わ
が
子
を
吾
妻
時
目
送
り
つ
、
今
は
し
も
心
や
す
し
、
さ
ら
ば
最
期
を
い
そ
が
ん
と
て
、
駒
か
い
繰
り
、
馬
騎
か
へ

く
わ
く
よ
く
そ
な
へ
む
ら
が
き
止
し
ゃ
く
つ
い
し
も
し
ゅ
う
け

し
て
、
十
騎
に
足
ら
ぬ
残
兵
を
、
鶴
翼
に
備
つ
＼
群
り
来
つ
る
大
軍
へ
会
稗
も
な
く
突
て
入
る
。
勇
将
の
下
に
弱
卒
な
け
れ
ば
、
主
も
家

ら
い
き
き
て
き
う
た
ね
が
う
し
ろ
お
と
ほ
か

隷
も
二
騎
三
騎
、
敵
を
撃
ざ
る
も
の
は
な
く
、
願
ふ
所
は
義
実
を
、
後
や
す
く
落
さ
ん
、
と
思
ふ
外
又
他
事
な
け
れ
ば
、
目
に
あ
ま
る
大
軍

ひ
と
あ
し
す
す
ま
み
か
た
ふ
み
こ
え
ひ
き
く
ん
さ
し
ふ
す
た
い
せ
う

を
、
一
足
も
進
せ
ず
、
民
方
の
死
骸
を
踏
総
て
、
引
組
で
は
刺
ち
が
へ
、
お
な
じ
枕
に
臥
ほ
ど
に
、
大
将
季
基
は
い
ふ
も
き
ら
な
り
、

り
ゅ
う
そ
つ
ひ
と
り
の
こ
み
な
ら
ん
守
ん
う
ち
う
た
ち
し
ほ
や
け
い
く
さ
ば
そ
め

の
従
卒
一
人
も
残
ら
ず
、
余
乱
軍
の
中
に
撃
れ
て
、
鮮
血
は
野
還
の
草
葉
を
染
、
：
・
」
（
p
n
）

わ
「れ
季た
基忠
は義
落号で
ても
ゆあ
くる

八
騎

こ
の
第
一
回
の
記
述
は
、
「
十
騎
に
足
ら
ぬ
残
兵
を
」
と
さ
り
げ
な
く
数
を
限
定
し
な
が
ら
、そ
の
非
凡
な
忠
義
と
活
躍
を
述
べ
た
上
で
、



実
数
が
八
で
あ
っ
た
事
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
趣
向
は
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
の
大
序
の
設
定
に
類
似
す
る
。
『
忠
臣
蔵
』
の
趣
向
は
、
当
時
の
読
者
の
誰
も
が
悉
知
し
て
い
た
ろ
う
。

そ
れ
だ
け
に
、

そ
れ
を
強
調
す
る
事
は
、
作
家
と
し
て
は
、
「
陳
腐
」
に
な
る
事
を
防
ぐ
必
要
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

」
こ
に
「
八
騎
の
従
卒
」の
戦
死
を
設
定
し
た
事
は

こ
の
趣
向
に
馬
琴
の
な
に
が
し
か
の
意
図
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

『
忠
臣
蔵
』は
南
朝
の
忠
臣
新
田
義
貞
の
兜
改
め
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
時
に
登
場
す
る
義
貞
以
外
の
兜
四
十
七
鉢
が
四
十
七
士
に
な
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
四
十
七
士
の
登
場
の
予
告
と
し
て
受
け
取
る
よ
り
は
、
忠
臣
と
し
て
転
生
す
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
時
に
、
転
生

す
る
先
は
、
南
朝
方
の
武
将
の
も
と
で
は
な
く
、
足
利
の
武
将
の
も
と
に
転
生
し
て
、

そ
こ
で
忠
義
を
尽
く
す
の
で
あ
る
。
こ
の
忠
義
は
、

足
利
方
幕
府
の
乱
脈
、
具
体
的
に
は
権
臣
の
横
暴
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
。

馬
琴
の
足
利
幕
府
観
は
『
近
世
説
美
少
年
録
』
の
次
の
箇
所
に
も
詳
し
い
。

ぢ
ゆ
か
っ
さ
か
さ
ま
か
か
く
わ
ん
り
と
こ
ろ
か
ゆ
い
た
こ
と
の
も
と
た
づ
ぬ
い
と
か
し
こ
と
う
ぢ
い
ん
た
か
う
ぢ
け
う
ご

「
き
れ
ば
、
嬬
葛
倒
に
躍
り
、
冠
履
地
を
易
る
に
至
り
し
、
縁
故
を
原
る
に
、
最
も
恐
き
こ
と
な
が
ら
、
等
持
院
尊
氏
卿
、
さ
し
も
後

だ
い
ご
て
ん
わ
う
ち
ゃ
う
お
ん
あ
た
か
へ
な
ん
ほ
く
ち
ゃ
う
り
ゃ
う
て
ん
し
み
く
ら
ゐ
あ
ら
そ
な
ぎ
や
く
と
り
ぎ
や
く
ま
も
よ
わ
う
ま
の
あ
た
り

醍
醐
天
皇
の
、
寵
思
を
讐
も
て
復
し
、
南
北
朝
両
天
子
の
、
御
位
争
ひ
に
と
り
成
し
て
、
逆
に
取
て
逆
に
守
り
た
ま
ひ
し
、
徐
映
眼
前

む
く
き
た
だ
よ
し
た
だ
ふ
ゆ
も
ろ
な
ほ
ら
ぎ
や
く
ら
ん
お
や
こ
き
ゃ
う
だ
い
せ
め
た
た
か
か
し
ん
し
ゅ
く
ん
と
り
こ
め
こ
れ
き
ょ
う
ぢ
な
ほ
つ
ね
う
ぢ
き
よ
よ
し
ひ
ろ
ら

に
報
ひ
来
て
、
直
義
直
冬
、
師
直
等
の
逆
乱
に
、
父
子
兄
弟
攻
戦
ひ
、
家
臣
は
主
君
を
禁
鋼
た
り
。
是
よ
り
し
て
清
氏
直
常
、
氏
清
義
弘
等

む
ほ
ん
く
ん
し
ん
げ
こ
く
じ
ゃ
う
た
た
か
た
え
か
ま
く
ら
く
わ
ん
れ
い
し
ょ
こ
く
り
や
う
し
ゅ
ま
た
ご
と
つ
ひ
か
き
つ
お
う
に
ん
た
い
ら
ん
き
は
ま

謀
反
し
て
、
君
臣
下
刻
上
の
戦
ひ
絶
ず
。
鎌
倉
の
管
領
、
諸
国
の
領
、
王
も
、
亦
か
く
の
如
く
に
し
て
、
終
に
嘉
吉
応
仁
の
大
乱
こ
こ
に
極
り

す
な
は
ち
こ
れ
な
ん
ぢ
い
で
な
ん
ぢ
か
へ
ぜ
ん
て
っ
し
ば
し
ば
く
つ
が
へ
こ
う
し
ゃ
い
ま
し
め
し
ら
う
ら
お
ろ
か
さ

ぬ
。
便
是
汝
に
出
て
、
汝
に
返
る
も
の
な
る
を
、
前
轍
屡
覆
れ
ど
も
、
後
車
の
誠
を
知
ず
し
て
、
こ
れ
を
恨
む
は
愚
に
こ
そ
。
然
は
思

ひ
た
ま
は
ず
や
。
」
（
『
近
世
説
美
少
年
録
』
第
二
回
。
叢
書
江
戸
文
庫上
、
P
G
）

『
近
世
説
美
少
年
録
』で
素
陀
六

つ
ま
り
白
蛇
の
化
身
が
こ
の
よ
う
に
分
析
し
た
室
町
時
代
は
、
君
臣
関
係
の
乱
れ
を
原
因
と
し
て
戦

国
時
代
に
陥
っ
て
い
く
。
ほ
ぽ
同
時
代
に
成
立
し
た
の
が
安
房
里
見
で
あ
っ
た
。
そ
こ
は
時
代
の
風
潮
と
は
異
な
っ
て
、
秩
序
あ
る
体
制
が -98-



と
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

五

馬
琴
が
「
女
の
呪
い
」
に
よ
っ
て
始
め
た
こ
の
作
品
の
主
要
な
事
件
の
外
側
に
は
、足利
幕
府
に
つ
い
て
の
馬
琴
の
見
方
が
存
在
し
た
。

そ
れ
は
南
北
朝
正
統
論
に
か
ら
む
歴
史
観
で
あ
り
、
当
然
そ
れ
は
、
当
代
、

つ
ま
り
徳
川
の
体
制
と
も
無
縁
で
は
な
い
問
題
で
あ
っ
た
。

作
品
の
外
側
か
ら
読
者
に
作
品
の
理
解
の
た
め
の
情
報
を
供
給
す
る
の
は
、
作
者
が
参
照
を
指
示
す
る
の
で
は
な
く
、
読
者
が
そ
の
作
品

に
触
れ
る
以
前
の
知
的
経
験
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
は
地
名
な
ど
の
作
家
と
読
者
が
共
有
す
る
日
常
的
な
知
識
だ
け
で
な
く
、
歴
史
観

な
ど
の
抽
象
的
な
知
的
共
有
基
盤
で
あ
っ
て
も
良
い
。
ど
ち
ら
も
作
品
の
活
性
化
と
作
品
に
関
わ
る
人
々
の
共
同
意
識
を
創
造
す
る
。
読
者

は
、
作
品
の
中
に
展
開
き
れ
て
い
る
既
知
の
歴
史
観
を
読
む
事
に
よ
っ
て
確
認
し
、
よ
り
確
か
な
も
の
と
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
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こ
の
歴
史
観
に
基
づ
い
て
、
室
町
の
乱
脈
に
対
峠
す
る
の
が
里
見
家
の
徳
で
あ
る
。
「
女
の
呪
い
」
を
八
犬
士
侍
の
起
源
と
し
て
捉
え
た
場

合
、
そ
の
受
難
か
ら
抜
け
出
す
事
が
出
来
る
の
は
「
女
の
呪
い
」
以
前
に
成
立
し
て
い
る
主
人
公
の
徳
性
に
よ
る
。
そ
れ
は
里
見
家
の
徳
と

重
な
り
、
作
品
内
で
は
そ
れ
に
対
し
て
守
護
が
加
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

義
実
を
祖
と
す
る
安
房
里
見
家
の
徳
は
何
だ
っ
た
か
。
心
な
ら
ず
も
統
治
者
に
対
し
て
、
節
度
を
守
り
な
が
ら
そ
の
諸
侯
と
し
て
の
立
場

を
守
っ
た
事
で
あ
る
。
つ
ま
り
領
内
の
治
安
を
、
危
機
に
直
面
し
な
が
ら
も
維
持
し
た
事
で
あ
る
。
君
臣
秩
序
の
崩
壊
期
に
、
秩
序
の
回
復

に
必
要
な
資
格
を
備
え
、
局
地
的
に
で
は
あ
る
が
秩
序
を
回
復
さ
せ
た
事
に
そ
の
徳
は
現
れ
た
の
で
あ
る
。

里
見
家
の
「
仁
」
は
既
に
『
北
条
五
代
記
』
に
強
調
さ
れ
る
所
で
あ
っ
た
。
巻
三
の
二
コ
房
州
里
見
家
の
事
」
冒
頭
に
は
「
主
君
里
見
義

高
、
仁
を
第
一
と
し
給
へ
ば
、
諸
侍
皆
仁
の
道
を
、
を
こ
な
ふ
仁
者
か
な
ら
ず
勇
あ
り
と
云
々
。
」
と
あ
り
、
こ
れ
ら
の
通
俗
軍
書
を
通
じ
て



里
見
の
徳
性
に
つ
い
て
の
読
者
の
知
識
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
徳
に
対
し
て
、
馬
琴
は
読
本
と
し
て
の
意
味
を
付
加
し
た
。
そ

れ
は
、
秩
序
回
復
者
、
と
り
わ
け
戦
国
か
ら
の
秩
序
回
復
者
と
し
て
の
働
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
戦
国
か
ら
の
国
家
的
救
済
者
と
し
て
の
神
君
、

徳
川
家
康
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

里
見
家
の
功
績
は
、
安
房
の
平
和
を
確
立
し
た
事
で
あ
り
、
そ
れ
が
崩
れ
る
事
に

よ
っ
て
終
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
崩
壊
を
幕
末
の
徳
川
政
権
と
同
一
視
は
で
き
な
い
。
馬
琴
の
知
る
限
り
の
徳
川
幕
府
は
、

（
お
）

も
父
親
を
喪
っ
て
、
将
来
が
不
安
な
孫
の
太
郎
を
委
ね
ら
れ
る
程
度
に
は
確
か
な
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。

少
な
く
と

義
実
を
晋
の
文
公
に
な
ぞ
ら
え
る
時
、
馬
琴
は
義
実
の
形
象
の
不
足
部
分
を
、
『
史
記
』
な
り
『
国
語
』
な
り
を
通
じ
て
、
江
戸
の
読
書
人

が
知
っ
て
い
た
形
象
を
用
い
て
補
う
事
が
出
来
る
。
読
者
は
そ
の
部
分
を
読
ん
で
、
そ
の
故
事
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
晋
文
公
を
鍵

に
書
物
を
調
べ
る
事
が
で
き
る
。
こ
の
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
の
可
能
性
を
作
家
は
知
っ
て
い
た
。
諸
侯
と
し
て
の
里
見
は
こ
れ
で
位
置
づ
け
る
事

が
で
き
る
。
こ
の
下
に
八
犬
士
は
位
置
付
け
ら
れ
る
。
こ
の
構
造
で
、
こ
の
作
品
は
、
諸
侯
に
仕
え
る
家
臣
、つ
ま
り
陪
臣
が
主
人
公
に
な
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っ
て
い
る
事
を
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
視
点
は
、天
下
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
も
、

下
か
ら
僻
服
す
る
視
点
で
あ
っ
た
の
だ
。

高
田
衛
は
『
八
犬
伝
の
世
界
』
の
中
で
、

八
犬
士
の
原
基
的
イ
メ
ー
ジ
を
八
字
文
殊
蔓
陀
羅
に
登
場
す
る
八
大
童
子
に
求
め
た
。
こ
の
説

に
は
今
後
に
更
な
る
展
開
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
見
る
所
に
限
っ
て
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
『
太
平
記
』
に
お
い
て
八
字
文
殊
法
は
文
観

（
お
）

と
結
び
付
い
て
い
た
。
何
か
と
問
題
の
多
い
こ
の
僧
は
、
こ
の
法
を
後
醍
醐
の
た
め
に
行
っ
た
。
そ
れ
は
『
太
平
記
』
に
も
描
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
を
受
け
継
ぐ
近
世
の
下
級
武
士
達
の
視
点
は
、
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
に
な
る
。

『
太
平
記
』
は
幕
末
期
に
倒
幕
の
書
と
な
る
。
同
様
に
「
南
総
里
見
八
犬
伝
』
も
倒
幕
の
意
味
を
担
わ
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
倒
幕
意

『
太
平
記
』
の
視
点
が
国
人
層
の
視
点
で
あ
る
な
ら
、

識
は
、
近
代
・
現
代
か
ら
見
た
、
結
果
と
し
て
の
近
代
天
皇
制
を
支
え
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
天
皇
制
が
近
代
化
当
初
に
ど
の
程
度
強
固
な



も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
、
例
え
ば
福
沢
諭
吉
の
『
尊
皇
論
」
は
そ
の
例
証
に
な
り
そ
う
だ
。
明
治
二
十
一
年
の
こ
の
論
は
、
天
皇
制
に
対
す

た
と
え
尊
王
論
者
で
あ
っ
て
も
、
「
草
に
帝
室
な
る
が
故
に
帝
室
に
し
て
尊
巌
神
聖
な
り
」
と

る
合
理
的
説
明
が
欠
如
し
て
い
る
事
を
上
げ
、

そ
れ
を
「
経
世
上
に
尊
王
の
要
用
を
説
き
、
以
て
他
を
満
足
せ
し
め
て
、人
情
と
道
理
と
雨
様
の
貼
よ

説
く
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
と
し
、

と
自
己
の
立
論
の
狙
い
を
言
う
。
東
京
の
皇
居
の
修
造
が
出

り
、
ま
す
／
＼
其
尊
王
心
を
養
成
せ
ん
と
欲
す
る
者
な
り
。
」
（
全
集
六
P
6

）

に
も
関
わ
ら
ず
天
皇
の
社
会
的
意
味
付
け
は
充
分
で
は
な
か
っ
た
の
で

来
た
時
期
で
あ
り
、
憲
法
発
布
を
控
え
て
い
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。

あ
る
。
そ
れ
は
明
治
政
府
の
宿
命
で
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
維
新
を
天
皇
制
に
よ
る
革
命
と
は
見
な
し
憎
い
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。

こ
こ
に
一
言
付
言
す
る
の
は
、
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
事
象
か
ら
、
近
代
の
天
皇
制
や
、
よ
り
一
般
的
な
王
権
に
論

を
展
開
す
る
時
に
は
、
当
時
が
継
承
し
た
そ
れ
ら
の
概
念
の
各
項
と
近
代
に
お
け
る
各
項
と
の
検
討
が
必
要
だ
と
い
う
事
な
の
で
あ
る
。

注
記

-101-

(1
) 

(2
) 

(3
) 

（
三
十
九
巻
二
号1
四
号
）
「
話
題
の
本
を
読
む
｜
川
村
次
郎
『
里
見
八
犬
伝
』
」

5 4 

『
文
学
界
』
一
九
八
五
年
（
昭
和
ω
）
二
月
i

四
月
号

『
文
学
界
』
一
九
八
五
年
（
昭
和
ω
）
二
月
号

拙
稿
「
い
ま
ど
き
の
八
犬
士
」
『
讃
本
研
究
六
輯
』
（
広
島
文
教
女
子
大
学
研
究
出
版
部
『
讃
本
研
究
』
編
集
部
・
平
成
四
年
一O
月
）
で
、

若
い
人
達
の
同
人
漫
画
誌
を
中
心
と
す
る
「
南
総
里
見
八
犬
伝
』
受
容
に
つ
い
て
ま
と
め
て
見
た
。

a
A
τ
 

「
里
見
八
犬
伝
古
典
を
読
む
』
（
岩
波
書
店
－
m
m－
m
－

m
）
川
村
二
郎
p
m

句

E
A
S
4

・
・

川
村
は
、
「
里
見
八
犬
伝
古
典
を
読
む
』
（
岩
波
書
店
・
錦
・
叩
・
日
）
の
最
期
で
、
犬
塚
信
乃
に
関
す
る
記
述
を
取
り
上
げ
、
「
そ
れ
は
き

な
が
ら
、
生
き
な
が
ら
す
で
に
死
を
迎
え
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
全
体
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
、
生
の
み
な
ら
ず
死
ま
で
も
、

克
明
な
記
述
の
範
囲
内
に
と
り
こ
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
所
に
、
『
八
犬
伝
』
の
、
近
代
小
説
と
は
異
質
の
、
し
か
も
、
近
代
小
説
の
側
に
驚
嘆
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と
羨
望
を
誘
い
出
さ
ず
に
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
、
独
自
の
面
白
が
あ
る
。
」
と
述
べ
、
ま
た
、
こ
の
評
論
の
最
後
、
「
後
書
」
を

p
m

「
反
近

代
主
義
な
ど
と
い
う
旗
標
を
掲
げ
る
気
持
ち
は
毛
頭
な
い
け
れ
ど
も
、
い
わ
ゆ
る
近
代
の
特
徴
が
濃
厚
な
思
想
文
芸
に
は
何
と
な
く
な
じ
め

な
い
。
そ
う
し
た
気
質
の
人
聞
が
書
い
た
こ
れ
は
『
八
犬
伝
』
印
象
記
で
あ
る
。
国
文
学
の
研
究
者
で
は
な
く
、
文
学
と
か
、
小
説
と
か
い

う
も
の
を
読
む
の
が
好
き
な
読
者
を
念
頭
に
お
い
て
書
い
た
。
た
だ
、
小
説
の
好
き
な
読
者
は
普
通
近
代
小
説
を
読
み
な
れ
て
い
る
だ
ろ
う

し
、
『
八
犬
伝
』
に
そ
の
慣
れ
で
も
っ
て
対
面
し
た
ら
戸
惑
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
思
っ
た
所
で
、
近
代
小
説
と
は
違
う
の
だ
と
い
う
こ

と
を
少
し
理
屈
っ
ぽ
く
強
調
し
す
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
美
人
の
容
貌
を
言
葉
で
形
容
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
興
味
を
抱
か

れ
た
方
は
直
接
美
人
に
会
い
に
行
っ
て
下
き
い
と
申
し
上
げ
た
い
。
」
と
結
ん
で
い
る
。
す
で
に
近
代
文
学
に
飽
き
足
ら
な
く
な
っ
て
い
る
で

あ
ろ
う
近
代
文
学
読
者
に
対
し
て
、
異
な
る
価
値
を
持
つ
文
学
と
し
て
『
八
犬
伝
』
の
存
在
を
知
ら
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
こ
こ
に
は
感
じ

ら
れ
る
。

四
章
「
幻
の
名
所
図
会
」
（
『
里
見
八
犬
伝
古
典
を
読
む
』
）

ベ
ネ
デ
イ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、
ホ
セ
・
リ
サi
ル
の
小
説
『
ノ
リ
・
メ
・
タ
ン
へ
レ
』
の
冒
頭
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
機
能
に
つ
い

て
論
じ
た
。

『
ノ
リ
・
メ
・
タ
ン
へ
レ
』
の
冒
頭
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

「
ド
ン
・
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・
ロ
ス
・
サ
ン
ト
ス
は
、
一
八
八0
年
代
の
十
月
末
の
あ
る
夕
刻
、
晩
餐
会
を
催
し
て
い
た
。
そ
の
晩

餐
会
の
こ
と
は
、
彼
の
い
つ
も
の
や
り
方
と
ち
が
っ
て
、
当
日
の
午
後
に
な
っ
て
や
っ
と
通
知
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
住
ん
で
い

る
ピ
ノ
ン
ド
お
よ
び
マ
ニ
ラ
の
他
の
地
区
、
さ
ら
に
イ
ン
ト
ラ
ム
l

ロ
ス
の
ス
ペ
イ
ン
人
の
城
塞
都
市
に
お
い
て
す
ら
、
す
ぐ
に
人
々
の
話

題
と
な
っ
た
。
｜
（
略
）
l

こ
の
日
の
晩
餐
会
は
、
ア
ン
ロ
ア
ゲ
街
に
あ
る
家
で
催
き
れ
た
が
、
地
震
で
で
も
潰
き
れ
て
い
な
い
か
ぎ
り
、

今
で
も
そ
の
家
は
そ
こ
に
見
出
き
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
」

そ
れ
に
つ
い
て
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、

「
く
だ
く
だ
し
い
説
明
は
も
ち
ろ
ん
不
要
だ
ろ
う
。
た
だ
こ
の
こ
と
だ
け
注
意
す
れ
ば
よ
い
。
つ
ま
り
、
ま
き
に
そ
の
冒
頭
か
ら
、
あ
る

特
定
の
年
代
の
特
定
の
月
に
マ
ニ
ラ
の
ま
っ
た
く
違
う
街
に
住
む
お
た
が
い
知
り
も
し
な
け
れ
ば
名
も
与
え
ら
れ
な
い
数
百
も
の
人
々
が

晩
餐
会
の
こ
と
を
話
し
て
い
る
、
こ
の
〈
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
作
品
に
は
ま
っ
た
く
新
し
い
〉
イ
メ
ー
ジ
、
そ
れ
は
た
だ
ち
に
想
像
の
共
同

体
を
心
の
な
か
に
思
い
浮
か
ば
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
ア
ン
ロ
ア
ゲ
街
に
あ
る
家
：
：
：
今
で
も
そ
の
家
は
そ
こ
に
見
い
だ
さ
れ
る
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は
ず
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
に
お
い
て
、
そ
の
家
を
見
出
す
の
は
、
我
々
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
読
者
で
あ
る
。
小
説
の
「
内
的
」
時
聞
か
ら
〈
マ

ニ
ラ
〉
の
読
者
の
日
常
生
活
の
「
外
的
」
時
間
へ
と
、
こ
の
家
が
な
に
げ
な
く
ふ
っ
と
移
動
し
て
い
く
こ
と
、
こ
れ
は
、
小
説
の
登
場
人

物
、
著
者
と
読
者
、
す
べ
て
を
抱
擁
し
て
暦
の
時
間
に
沿
っ
て
進
ん
で
い
く
単
一
の
共
同
体
の
堅
牢
き
を
暗
に
確
証
し
て
い
る
。
語
調
に

つ
い
て
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
リ
サ
l

ル
は
彼
の
読
者
個
々
人
が
一
体
ど
う
い
う
人
物
で
あ
る
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
知
る
は
ず
も
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
れ
ら
の
間
柄
に
疑
わ
し
い
こ
と
な
ど
ち
っ
と
も
な
い
か
の
よ
う
に
、
皮
肉
っ
ぽ
い
親
密
き
で
、

読
者
に
語
り
か
け
る
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
」
（
『
想
像
の
共
同
体
』
り
ぶ
ろ
ぽ
ー
と
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ンP
灯
）

と
論
じ
て
い
る
。
実
在
の
マ
ニ
ラ
と
い
う
都
市
に
い
る
読
者
達
を
こ
の
小
説
の
内
部
に
移
入
す
る
た
め
に
、
作
品
の
内
部
の
マ
ニ
ラ
か
ら
、

現
実
の
マ
ニ
ラ
へ
向
け
て
扉
を
設
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
何
も
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
小
説
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
パ
ル
ザ
ツ

ク
や
ス
チ
ブ
ン
ソ
ン
が
既
に
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
追
求
す
る
民
族
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
あ
き
ら
か
に
関
わ

る
点
で
は
、
ホ
セ
・
リ
サ
l

ル
の
作
品
を
取
り
上
げ
る
事
が
適
切
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
原
型
と
な
る
共
同
体
意
識
は
、

或
は
共
同
幻
想
の
過
程
と
こ
れ
を
見
る
事
が
で
き
る
。
馬
琴
と
そ
の
時
代
の
文
学
に
こ
う
し
た
傾
向
が
見
ら
れ
る
事
は
、
こ
の
技
法
が
作

品
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
増
す
以
上
の
効
果
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

馬
琴
は
、
読
者
に
と
っ
て
日
常
的
な
も
の
の
描
写
を
積
み
重
ね
て
い
る
が
、
一
方
で
些
一
末
な
日
常
描
写
に
は
組
み
し
な
い
。
『
犬
夷
評
判
記
』

（
『
江
戸
名
物
評
判
記
集
成
』p
純
）
「
理
屈
に
よ
っ
て
小
説
の
、
趣
を
質
問
せ
バ
、
横
死
せ
し
人
あ
る
処
に
ハ
、
ナ
ゼ
店
請
が
見
え
ぬ
と

い
ハ
ん
、
か
く
て
理
外
の
幻
境
に
、
遊
ん
こ
と
ハ
難
か
る
べ
し
、
」
と
い
う
発
言
は
、
作
品
構
成
に
現
実
描
写
を
登
用
す
る
に
つ
い
て
、
意

図
的
な
選
択
が
行
わ
れ
て
い
た
事
を
意
味
す
る
。
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そ
の
さ
ら
な
る
展
開
は
小
谷
野
敦
『
八
犬
伝
椅
想
』
（
福
武
書
店
一
九
九O
）
が
あ
る
。

『
犬
夷
評
判
記
』
「
義
実
安
西
を
滅
ぼ
し
て
、
安
房
を
う
ち
従
へ
る
迄
を
、
一
期
と
す
る
物
語
の
結
局
な
ら
バ
、
そ
の
事
か
な
ら
ず
な
く
て
ハ

構
ハ
ず
、
す
べ
て
義
実
の
安
房
を
領
す
る
条
々
ハ
、
八
犬
土
停
の
発
端
な
れ
パ
、
有
に
も
要
な
き
事
は
省
け
り
、
・
・
・
・
」
（
『
江
戸
名
物

評
判
記
集
成
』
p

拘
）
ま
た
、
里
見
家
の
安
房
で
の
興
隆
を
題
材
に
し
た
黒
本
『
安
房
州
里
見
合
戦
』
（
安
永
八
年
一
七
七
九
年
鱗
方
屋

黒
本
の
再
版
で
あ
る
が
黄
表
紙
の
年
代
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
黄
表
紙
に
入
れ
る
考
え
方
も
あ
る
。
↓
『
黄
表
紙
総
覧
前
編
』
・
棚
橋
正

博
）
が
あ
る
。
な
お
本
書
は
『
北
条
五
代
記
』
に
よ
る
所
が
大
き
い
・
丹
和
浩
氏
御
教
示
、
詳
細
は
氏
の
御
論
考
を
待
ち
た
い
。
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『
犬
夷
評
判
記
』
の
記
述
が
そ
の
ま
ま
馬
琴
の
作
品
解
説
と
な
り
う
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
留
保
が
必
要
で
あ
る
が
、
作
家
が
自
分
の

作
品
に
つ
い
て
公
に
発
言
し
た
も
の
で
あ
る
事
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。

以
下
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
引
用
は
、
日
本
名
著
全
集
刊
行
会
刊
行
、
日
本
名
著
全
集
、
江
戸
文
芸
之
部
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
（
上
・
中
・

下
）
三
冊
に
よ
る
。

読
者
の
期
待
の
形
成
と
、
そ
の
効
果
的
な
運
用
は
、
作
者
の
構
成
力
に
関
わ
っ
て
い
る
。
山
東
京
山
の
場
合
に
は
こ
う
し
た
所
で
作
者
が
説

明
を
お
こ
な
い
、
作
品
の
展
開
を
保
証
し
て
い
る
。
拙
稿
『
不
才
の
作
者
』
（
「
近
世
文
字
論
叢
』
明
治
書
院
）

「
頼
豪
阿
闇
梨
怪
鼠
侍
』
第
十
套
（
巻
五
、
七
丁
）
こ
う
し
た
市
井
の
若
者
が
馬
琴
の
現
実
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
推
測
は
、
『
近
世
説
美

少
年
録
』
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
野
口
武
彦
が
『
江
戸
と
悪
｜
『
八
犬
伝
』
と
馬
琴
の
世
界
」
（
角
川
書
店
平
成
四
年
）
で
「
天
保
の
世
相

の
も
と
で
は
、
こ
ん
な
た
ぐ
い
の
虞
犯
少
年
が
ご
ろ
ご
ろ
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
さ
か
モ
デ
ル
が
あ
っ
た
と
ま
で
は
い
わ
ぬ
ま
で
も
、

こ
と
に
よ
っ
た
ら
馬
琴
は
、
自
分
で
も
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
、
身
近
で
み
た
あ
れ
や
こ
れ
や
の
顔
つ
き
を
、
『
美
少
年
録
』
の
「
稗
説
伝
奇
架

空
」
（
『
童
子
訓
』
第
三
版
序
）
の
う
ち
に
写
し
取
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
桂
月
の
「
社
会
の
境
遇
」
と
い
う
評
判
が
生

ま
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
」
と
い
っ
て
い
る
事
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
氏
家
幹
人
『
江
戸
の
少
年
』
（
平
凡
社
）
に
は
、
そ
う
し
た
少
年
達

が
幕
末
近
い
時
期
に
実
在
し
て
い
た
事
を
記
述
し
て
い
る
。
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こ
と
の
も
と
お
す
ゆ
る
た
ま
づ

「
縁
故
を
推
と
き
は
、
ひ
と
り
義
実
が
恕
よ
り
起
れ
り
、
物
が
い
は
せ
て
八
房
に
、
伏
姫
を
許
せ
し
は
、
赦
す
ま
じ
き
玉
梓
を
、
助
ん
と
い

ひ
し
口
の
過
。
言
葉
の
露
は
未
寛
に
、
こ
の
渓
澗
に
落
あ
ふ
て
、
く
る
し
き
山
に
生
死
の
、
海
を
見
る
こ
そ
悲
し
け
れ
。
」
（
上
p
m
）
と

い
う
、
伏
姫
の
死
に
臨
ん
で
の
義
実
の
述
懐
が
あ
る
。

「
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
「
口
は
禍
の
門
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
単
に
本
作
の
趣
向
と
し
て
使
わ
れ
だ
だ
け

で
な
く
、
馬
琴
の
中
に
長
い
間
根
強
く
あ
っ
た
考
え
方
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
、
ず
っ
と
後
年
の
「
南
総
里
見
八
犬
伝
』
で
も
、
「
三
歳
に

成
っ
て
も
話
せ
な
い
」
伏
姫
と
「
一
言
の
失
ち
」
か
ら
娘
を
失
う
義
実
の
親
子
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
高
木
元
「
廿

日
余
四
拾
両
・
蓋
用
而
二
分
狂
言
｜
註
釈
及
び
解
題
l

』
（
『W
江
戸
文
学
年
誌
』
・
江
戸
文
学
年
誌
の
会
編
、
ぺ
り
か
ん
社
平
成
元
年
五
月
）

播
本
異
一
「
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
と
『
孟
子
』
」
（
『
江
戸
文
学
と
漢
文
学
』
和
漢
比
較
文
学
叢
書
口
）
で
は
、
八
犬
士
を
中
心
と
す
る
善
、
王

人
公
の
「
過
ち
」
の
背
後
に
『
孟
子
」
の
理
念
が
存
在
す
る
事
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
拙
稿
「
親
兵
衛
の
左
手
」
「
讃
本
研
究
七
輯
』
（
広

17 



四
、
、n
H
U

f
噌
E

よ
（
お
）

五

（μ
）
 

島
文
教
女
子
大
学
研
究
出
版
部
『
讃
本
研
究
』
編
集
部
・
平
成
五
年
九
月
）

か
わ
る
事
を
考
え
た
。

で
は
犬
江
親
兵
衛
の
慢
心
と
反
省
が
、
親
兵
衛
の
形
象
に
か

実
際
の
徳
川
家
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
は
別
と
し
て
、

れ
て
、
幕
府
の
公
式
見
解
と
な
っ
た
。

『
絵
本
尊
氏
勲
功
記
』
が
あ
る
が
、
こ
の
作
品
は
馬
琴
の
得
意
と
す
る
作
品
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
『
作
品
部
類
』
参
照
。

拙
稿
『
馬
琴
と
郷
土
』
（
昭
和
田
年
日
月
『
国
語
と
国
文
学
』
）
。

拙
稿
『
曲
亭
馬
琴
の
侠
』
（
昭
和
回
年4
月
『
妻
文
研
究
』
慶
応
義
塾
大
学
妻
文
学
会
紀
要
）
「
『
侠
客
伝
』
執
筆
を
境
に
し
て
、
「
八
犬
伝
』

の
「
侠
」
の
例
は
三
対
五
の
比
率
で
増
加
す
る
。
量
的
の
み
な
ら
ず
質
的
変
化
も
起
こ
っ
て
お
り
、
そ
の
中
に
個
別
的
な
も
の
か
ら
普
遍

的
な
も
の
へ
の
発
展
が
含
ま
れ
て
い
る
。
即
ち
一
殺
他
生
的
忠
義
観
的
な
も
の
か
ら
一
殺
多
生
的
政
治
意
識
へ
の
変
化
で
あ
る
。
」
と
述
べ

た
拙
稿
「
馬
琴
の
現
在
的
魅
力
」
（
昭
和M
年
ロ
月
『
国
文
学

ク
・
ホ

l

ル
馬
琴
の
影
・
至
文
堂
）
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
設
定
は
普
遍
性
を
持
つ
。

『
三
河
国
後
風
土
記
』
を
通
じ
て
一
般
化
し
た
こ
の
事
実
は
、

（
日
）

（
却
）

（
幻
）

22 

解
釈
と
鑑
賞
』
M
巻
目
号

特
集
現
代
文
学
総
論

『
徳
川
実
記
』に
も
記
き

第
二
特
集
近
代
の
ブ
ラ
ッ

-105-

こ
う
し
た
見
解
に
対
し
て
、
小
谷
野
敦
氏
は
『
江
戸
文
学
日
』
「
「
八
犬
伝
』
の
海
防
思
想
」
で
第
三
節
に
「
安
房
リ
日
本
の
「
置
き
換
え
」
」

を
立
て
、
氏
の
前
説
を
き
ら
に
展
開
き
せ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
説
は
と
ら
な
い
。

拙
稿
「
馬
琴
は
幕
府
終
罵
の
予
言
者
た
り
え
た
か
」
（
昭
和
町
年8
月
『
国
文
学
｜
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
学
燈
社
）
。

角
川
文
庫
本
、
岡
見
正
雄
校
注
「
太
平
記
二
』
の
補
注
十
二
・
九
。
「
冨
ロ

ω
開
口
忌
早
口
・

N
』
（
東
京
国
立
博
物
館
）
「
八
字
文
殊
像
に
つ

い
て
」
高
崎
富
士
彦
、
参
照
。
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