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一
、

村
山
知
義　

い
ろ
〳
〵
詳
細
な
資
料
的
の
強
味
が
あ
つ
た
わ
け
だ
ね
。

そ
い
つ
を
け
つ
し
て
藤
村
氏
は
歪
め
よ
う
と
し
な
か
つ
た
ん
だ
。
そ
れ

は
僕
は
非
常
に
重
大
な
こ
と
だ
と
思
ふ
ん
だ
な
。
歴
史
的
な
資
料
を
け

つ
し
て
歪
め
よ
う
と
せ
ず
に
、
そ
の
中
か
ら
芸
術
を
つ
く
り
あ
げ
よ
う

と
努
力
し
た
そ
の
た
め
に
、
藤
村
氏
が
国
学
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
ま

だ
も
つ
て
ゐ
る
に
も
拘
ら
ず
、
進
歩
的
な
役
割
を
果
す
こ
と
が
で
き
る

や
う
な
作
品
が
生
れ
た
ん
だ
。（
略
）

林
房
雄　

僕
は
ね
、
藤
村
の
社
会
認
識
と
い
ふ
点
で
も
、
あ
る
確
か
な

も
の
を
感
じ
る
。
そ
の
意
味
は
ね
、
今
ま
で
の
ア
カ
デ
ミ
ツ
ク
な
歴
史

家
に
よ
る
明
治
維
新
観
、
そ
う
い
ふ
も
の
に
藤
村
は
ま
づ
不
満
だ
。
そ

れ
か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
い
は
れ
る
人
達
の
明
治
維
新
論
、
日
本
論

と
い
ふ
や
う
な
も
の
に
も
─
─
あ
る
人
の
話
に
よ
る
と
、
藤
村
は
「
資

本
論
」
な
ど
も
読
ん
で
ゐ
た
と
い
ふ
が
、
そ
れ
が
事
実
か
ど
う
か
は
別

と
し
て
も
、
一
度
さ
う
い
ふ
近
代
的
な
、
唯
物
的
な
歴
史
観
に
も
ぶ
つ

か
つ
た
こ
と
は
事
実
な
ん
だ
。

�

（『『
夜
明
け
前
』
合
評
会
』「
文
学
界
」
昭
11
・
５
）

　

関
東
大
震
災
後
、
幕
末
・
維
新
を
〈
歴
史
〉
と
し
て
認
識
す
る
現
象
が
起

こ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。『
明
治
文
化
全
集
』
が
、
そ
う
し
た

史
料
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
史
料
を

ど
う
「
使
う
」
か
は
、
新
た
な
課
題
と
し
て
残
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

例
え
ば
『
日
本
資
本
主
義
発
達
史
講
座
』
が
一
つ
の
解
答
だ
と
す
れ
ば
、
藤

村
の
『
夜
明
け
前
』
も
そ
の
一
つ
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。『
夜
明
け
前
』

は
、「
大
黒
屋
日
記
」
を
は
じ
め
と
す
る
木
曾
・
美
濃
地
域
の
文
献
の
集
積

体
で
あ
り
、
藤
村
の
助
手
を
務
め
た
田
中
宇
一
郎
は
、「
庶
民
史
、
社
会
相

と
も
云
ふ
べ
き
も
の
だ
か
ら
、
材
料
蒐
集
に
は
な
か
な
か
容
易
じ
あ
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
を
あ
な
た
に
手
伝
つ
て
も
ら
ひ
ま
す
。
そ
れ
に
は
先
づ
図
書
館

に
行
つ
て
適
当
な
本
を
さ
が
し
て
必
要
な
処
を
書
き
抜
い
て
く
れ
ま
せ
ん

か１
」
と
い
う
藤
村
の
言
葉
を
紹
介
し
、
膨
大
な
史
料
を
捜
査
し
た
事
実
を
伝

え
て
い
る
。
そ
う
し
た
作
品
の
材
源
探
し
は
、
こ
れ
ま
で
も
精
緻
に
進
め
ら

れ
て
き
た
。
私
が
も
く
ろ
む
の
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
で
は
な
い
。
逆
に
『
夜

　

資マ
テ
リ
ア
ル材
と
し
て
の
『
夜
明
け
前
』

─
─�

村
山
知
義
の
作
劇
法�

─
─
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明
け
前
』
を
、
素
材
と
し
て
ど
う
「
使
う
」
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
右
の

合
評
会
で
林
房
雄
は
、
作
品
を
「
獄
中
で
読
」
み
衝
撃
を
受
け
た
と
言
う
。

「
藤
村
は
『
資
本
論
』
な
ど
も
読
ん
で
ゐ
た
」
の
で
は
な
い
か
と
い
う
言
葉

か
ら
、
そ
の
シ
ョ
ッ
ク
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
監
獄
と
読
書
行
為
と
は
ま
た
興

味
深
い
テ
ー
マ
で
は
な
い
か２
。
村
山
知
義
に
も
恐
ら
く
類
似
し
た
光
景
が
見

ら
れ
た
に
相
違
な
い
。
昭
和
四
年
、『
暴
力
団
記
』
に
よ
っ
て
左
傾
し
た
彼

は
、
同
六
年
コ
ッ
プ
の
中
央
委
員
に
つ
く
。
そ
し
て
七
年
四
月
、
治
安
維
持

法
違
反
で
検
挙
さ
れ
、
約
一
年
半
を
豊
多
摩
刑
務
所
で
過
ご
し
て
い
る
。
出

獄
後
の
村
山
が
取
り
組
ん
だ
大
き
な
仕
事
は
、
壊
滅
状
態
に
あ
っ
た
新
劇
の

「
大
同
団
結
」
の
提
唱
と
新
協
劇
団
結
成
で
あ
っ
た
。
そ
の
旗
揚
げ
公
演
こ

そ
、
昭
和
九
年
十
一
月
の
築
地
に
お
け
る
『
夜
明
け
前
』
で
あ
る
。
本
稿
は
、

こ
の
戯
曲
の
素
材
調
査
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
メ
タ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
し
て
の

歴
史
劇
の
構
成
を
考
え
た
い
。
こ
の
時
期
の
演
劇
界
に
は
、
維
新
史
ブ
ー
ム

と
も
言
う
べ
き
現
象
が
見
ら
れ
る
。
久
保
栄
『
五
稜
郭
血
書
』（
昭
８
）、
三

好
十
郎
『
斬
ら
れ
の
仙
太
』（
昭
９
）、
藤
森
成
吉
『
渡
辺
崋
山
』（
昭
10
）、

本
庄
睦
男
『
石
狩
川
』（
昭
14
）
な
ど
で
あ
る
。
戯
曲
『
夜
明
け
前
』
が
そ

の
核
で
あ
り
、「
新
劇
の
遺
産３
」（
水
落
潔
）
と
し
て
戦
後
、
劇
団
民
芸
に
よ
っ

て
繰
り
返
し
上
演
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
だ
。
初
演
の
演
出
は
久
保

栄
、
装
置
伊
藤
熹
朔
。
青
山
半
蔵
は
滝
沢
修
、
女
房
お
民
に
赤
井
蘭
子
、
寿

平
次
に
小
沢
栄
、
国
学
者
暮
田
正
香
に
三
島
雅
夫
、
作
兵
衛
に
宇
野
重
吉
。

ま
さ
に
「
大
同
団
結
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
顔
ぶ
れ
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
ま
ず
、『
夜
明
け
前
』
劇
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
整
理
し
よ
う
。
原
作

第
一
部
は
昭
和
七
年
一
月
に
完
結
、
新
潮
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
恐
ら
く
村

山
は
こ
の
単
行
本
を
手
に
し
た
と
思
わ
れ
る４
。
出
獄
直
後
の
彼
に
『
夜
明
け

前
』
の
脚
色
を
勧
め
た
の
は
秋
田
雨
雀
で
あ
っ
た
。『
秋
田
雨
雀
日
記
』（
昭

40
・
３　

未
来
社
）
の
昭
和
九
年
十
月
九
日
に
は
、
麻
布
の
藤
村
宅
を
訪
問
し

「
私
に
か
ま
わ
ず
に
脚
色
し
て
み
る
の
は
こ
れ
は
別
の
創
作
だ
」
と
い
う
作

家
の
許
諾
の
言
葉
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
五
日
後
に
は
、「
村
山

君
の
『
夜
明
け
前
』
が
出
来
た
。
三
幕
十
場
で
、
半
蔵
が
名
古
屋
の
方
へ
立

つ
明
け
方
で
終
え
て
い
る
」
と
あ
る
。
戯
曲
は
上
演
（
十
一
月
十
～
三
十
日　

築
地
小
劇
場
）
と
同
じ
月
、
雑
誌
「
テ
ア
ト
ロ
」
に
掲
載
さ
れ
る
。
こ
の
段

階
で
既
に
原
作
第
二
部
の
連
載
は
ス
タ
ー
ト
し
て
お
り
、
村
山
は
こ
れ
も
脚

色
し
、
昭
和
十
一
年
三
月
に
上
演
（
十
七
～
三
十
一
日
）、
こ
の
第
二
部
も
同

じ
月
の
「
テ
ア
ト
ロ
」
に
載
っ
た
。
そ
し
て
七
月
に
は
一
、
二
部
の
通
し
上

演
。
戯
曲
の
方
は
『
夜
明
け
前
第
一
部
・
第
二
部
』（
昭
13
・
１　

テ
ア
ト
ロ
社
）

と
し
て
単
行
本
化
さ
れ
た
。
さ
ら
に
こ
の
後
、
上
演
の
度
に
改
変
を
重
ね
、

戦
後
、
村
山
自
身
「
決
定
稿
」
と
認
め
る
『
戯
曲
夜
明
け
前
』（
昭
25
・
10　

角
川
書
店
）
が
上
梓
さ
れ
る
。
ま
た
、「
著
作
権
と
か
い
ふ
問
題
に
つ
い
て
は
、

久
保
君
の
同
意
を
も
必
要５
」
と
村
山
が
述
べ
る
如
く
、
こ
の
劇
化
に
あ
た
っ

て
久
保
栄
の
果
た
し
た
役
割
は
極
め
て
大
き
い
。
し
か
し
そ
れ
は
別
稿
で
考

え
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
村
山
の
戯
曲
を
中
心
に
検
討
し
た
い
。

村
山
は
冒
頭
の
合
評
会
で
、
原
作
に
は
「
詳
細
な
資
料
的
の
強
味
が
あ
つ
た
」

と
言
う
。
ま
た
、
彼
の
『
演
劇
的
自
叙
伝
』（「
テ
ア
ト
ロ
」
昭
51
・
10
）
に
よ

れ
ば
「
唯
物
史
観
の
立
場
か
ら
、
維
新
史
を
見
る
と
い
う
勉
強
を
一
通
り
し

て
、
原
作
を
何
度
も
読
み
、
構
想
を
立
て
て
、
筆
を
執
っ
て
か
ら
は
、
た
っ

た
二
十
日
で
第
一
部
を
書
き
終
っ
た
」
と
も
述
べ
る
。
つ
ま
り
本
陣
、
問
屋
、

庄
屋
を
兼
ね
る
青
山
半
蔵
こ
そ
、
階
級
的
視
点
か
ら
も
魅
力
的
な
存
在
だ
っ

た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
秋
田
雨
雀
が
「
島
崎
藤
村
が
、
私
た
ち
の
前
に
再
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び
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た６
」
と
書
く
所
以
で
あ
る
。
こ

こ
に
は
、
原
作
を
資マ
テ
リ
ア
ル材と
し
て
読
み
替
え
る
意
識
が
感
じ
ら
れ
る
。
誤
解
の

な
い
よ
う
付
言
す
れ
ば
、〈
転
向
〉
を
経
た
知
識
人
に
と
っ
て
、
作
品
が
単

な
る
唯
物
史
観
の
素
材
に
留
ま
ら
ぬ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
に
は

よ
り
倒
錯
し
た
事
情
も
関
わ
っ
て
い
た
は
ず
な
の
だ
。
成
田
龍
一
に
よ
れ

ば
、
事
実
が
史
料
と
し
て
記
憶
さ
れ
さ
ら
に
〈
物
語
〉
に
な
る
過
程
で
、
様
々

の
加
工
が
施
さ
れ
る
と
い
う７
。
新
劇
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
繰
り
返
し
上

演
さ
れ
た
こ
と
で
、
原
作
の
イ
メ
ー
ジ
が
出
来
上
が
っ
た
面
も
あ
る
は
ず

だ
。〈
維
新
〉
は
、
監
獄
で
の
体
験
を
通
し
て
ど
の
よ
う
に
物
語
化
さ
れ
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
際
し
て
、
例
え
ば
こ
の
芝
居
に
参
加
し
た
若
き
日
の

松
本
克
平
が
『
八
月
に
乾
杯
』（
昭
61
・
11　

弘
隆
社
）
で
述
べ
る
よ
う
な
、

当
時
の
特
殊
状
況
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
昭
和
十
一
年
二
月
の
稽
古

風
景
で
あ
る
─
─
「
反
乱
軍
は
首
相
官
邸
の
あ
る
永
田
町
、
陸
軍
省
一
帯
を

占
拠
し
、
赤
坂
山
王
ホ
テ
ル
の
前
庭
に
機
関
銃
を
据
え
て
い
た
。
新
協
劇
団

稽
古
場
と
は
目
と
鼻
の
近
距
離
で
あ
る
。
時
々
バ
リ
バ
リ
バ
リ
ッ
と
気
味
悪

い
銃
声
が
き
こ
え
て
き
た
」。「
昭
和
維
新
」
の
戒
厳
令
下
、
連
日
稽
古
は
進

め
ら
れ
て
い
た
の
だ
。
そ
し
て
三
月
十
九
日
の
築
地
で
の
公
演
に
は
、
藤
村

も
足
を
運
ん
で
い
る
。

　

本
稿
は
、
こ
う
し
た
村
山
版
『
夜
明
け
前
』
を
劇
評
な
ど
を
元
に
再
現
す

る
。
そ
し
て
原
作
の
読
み
替
え
を
確
認
し
つ
つ
、
そ
れ
を
受
容
し
た
昭
和
の

知
識
人
の
認
識
を
検
証
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い８
。

二
、

　

ま
ず
は
戯
曲
『
夜
明
け
前
』
の
概
要
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
第
一
部
は
全

三
幕
十
景
。
嘉
永
六
年
七
月
の
黒
船
騒
動
よ
り
幕
が
開
き
、
半
蔵
の
結
婚
、

父
吉
左
衛
門
の
隠
居
な
ど
を
は
さ
ん
で
、
慶
応
二
年
、
半
蔵
の
京
へ
の
旅
立

ち
ま
で
が
描
か
れ
る
。
和
宮
降
嫁
、
水
戸
浪
士
の
動
向
な
ど
も
人
々
の
「
う

わ
さ
」
と
し
て
現
れ
、
ま
た
半
蔵
の
国
学
の
師
宮
川
寛
斎
、
平
田
派
の
志
士

暮
田
正
香
も
登
場
す
る
。
一
方
第
二
部
は
四
幕
十
景
。
時
代
は
明
治
へ
と

移
っ
て
い
く
。「
宮
さ
ん
、
宮
さ
ん
」
の
合
唱
か
ら
は
じ
ま
り
、
牛
方
騒
動
、

娘
お
粂
の
自
害
、
半
蔵
の
万
福
寺
放
火
と
入
牢
ま
で
を
描
く
。
村
山
脚
色
の

第
一
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
原
作
を
大
胆
に
刈
り
込
み
、
舞
台
を
木
曾
街
道
に
面

し
た
青
山
家
の
座
敷
一
場
面
に
固
定
し
た
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。
伊
藤
熹
朔
に

よ
る
舞
台
装
置
図
も
残
さ
れ
て
い
る
が
、
歴
史
の
推
移
は
す
べ
て
こ
の
場
に

凝
縮
さ
れ
、
舞
台
上
の
行
灯
に
、
場
面
ご
と
の
年
代
が
映
ず
る
形
で
表
現
さ

れ
る
。
こ
こ
で
は
、
劇
評
と
脚
本
を
も
と
に
、
戯
曲
『
夜
明
け
前
』
の
特
質

を
見
て
い
く
が
、
テ
キ
ス
ト
は
、
昭
和
十
三
年
刊
行
の
単
行
本
を
用
い
る
。

敢
え
て
戦
後
の
「
決
定
稿
」
を
使
わ
ぬ
の
は
、
初
演
に
近
い
形
の
中
に
、
原

作
を
読
み
替
え
た
時
代
の
「
空
気
」
を
捉
え
た
い
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
て
、
幾
つ
か
初
演
時
の
劇
評
を
見
て
お
き
た
い
。
窪
川
稲
子
は
、『『
夜

明
け
前
』
を
観
て
』（「
テ
ア
ト
ロ
」
昭
９
・
12
）
の
中
で
、「
初
め
か
ら
終
り

ま
で
場
面
を
変
へ
な
い
馬
籠
本
陣
青
山
吉
左
衛
門
宅
に
限
ら
れ
た
舞
台
の
上

に
、
そ
の
当
時
の
あ
は
た
ゞ
し
い
歴
史
の
移
り
ゆ
き
は
充
分
見
る
こ
と
が
出

来
た
」
と
し
て
い
る
。
同
月
「
テ
ア
ト
ロ
」
の
匿
名
の
『
劇
評
』
で
は
、「
観

客
は
た
く
ま
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
に
圧
倒
さ
れ
て
手
に
汗
す
る
が
如
き
心
持

ち
」
が
し
た
と
も
述
べ
る
。
こ
う
し
た
特
色
は
一
、
二
部
完
演
の
折
の
批
評

で
も
変
わ
ら
な
い
。『
新
劇
評
』（「
都
新
聞
」
昭
11
・
３
・
22
）
で
は
、「
リ
ア

リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
手
法
を
押
し
す
ゝ
め
、
全
舞
台
の
隅
々
に
ま
で
、
演
出
神
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経
が
細
か
く
行
き
亘
つ
て
ゐ
た
」
と
す
る
。
藤
村
自
身
も
観
劇
の
印
象
を
、

「
誇
張
が
な
く
て
い
９ゝ
」
と
語
っ
た
と
い
う
。
そ
の
一
方
で
、
中
野
重
治
は

『
新
協
劇
団
を
語
る
座
談
会
』（「
テ
ア
ト
ロ
」
昭
10
・
１
）
で
、「
あ
れ
は
リ
ア

リ
ズ
ム
で
は
あ
る
が
瑣
末
主
義
に
陥
り
か
け
て
ゐ
る
」
と
批
判
し
、「
百
姓

に
し
て
も
牛
方
に
し
て
も
」、
台
詞
な
ど
が
「
江
戸
式
」
で
不
自
然
で
あ
る

と
言
う
。
こ
の
舞
台
を
全
面
的
に
攻
撃
し
た
高
田
保
も
『『
新
協
』
の
『
夜

明
け
前
』』（「
東
京
日
日
新
聞
」
昭
９
・
11
・
14
）
で
、
リ
ア
ル
で
あ
る
の
は
上

辺
だ
け
で
、「
村
山
氏
は
『
本
陣
』
な
る
も
の
を
理
解
し
て
ゐ
な
か
つ
た
」

と
酷
評
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
相
反
す
る
議
論
の
背
景
に
、
所
謂
「
社
会
主

義
リ
ア
リ
ズ
ム
論
争
」
が
絡
ん
で
い
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。久
保
・
村
山
・

松
本
ら
も
関
わ
る
、
こ
の
近
代
演
劇
史
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
に
関
し
て
、
今
は
深

入
り
し
な
い
。
た
だ
、
大
笹
吉
雄
が
転
向
後
の
一
つ
の
受
け
皿
と
し
て
、
こ

の
論
争
が
「
あ
ま
り
に
原
則
論
に
終
始
し
て
、
具
体
的
な
作
品
論
が
か
え
り

み
ら
れ
も
し
な
か
っ
たＡ
」
と
し
て
い
る
の
を
重
く
捉
え
た
い
と
思
う
。
い
ず

れ
に
し
て
も
村
山
自
身
、
こ
の
戯
曲
に
関
し
て
『
進
歩
的
演
劇
の
た
め
に
』

（「
テ
ア
ト
ロ
」
昭
10
・
９
）
の
中
で
、「
戯
曲
的
盛
り
上
り
が
乏
し
か
つ
た
こ
と
、

農
民
の
姿
が
充
分
に
描
か
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
こ
と
、
事
件
で
描
写
せ
ず
に
セ

リ
フ
の
説
明
が
多
か
つ
た
こ
と
」
を
率
直
に
認
め
て
い
る
点
は
、
逆
に
作
品

の
特
色
と
考
え
て
よ
い
か
も
し
れ
ぬ
。
窪
川
が
言
う
「
場
面
を
変
へ
な
い
」

で
、
そ
の
中
に
「
歴
史
の
移
り
ゆ
き
」
を
暗
示
す
る
た
め
に
、
行
灯
に
年
代

を
投
影
さ
せ
る
手
法
が
と
ら
れ
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
全
体
は
〈
宿
場
日
記
〉

の
如
き
形
と
な
っ
た
。
例
え
ば
冒
頭
の
一
幕
一
景
で
本
陣
に
集
う
人
々
は

「
黒
船
」
の
う
わ
さ
を
し
、
三
幕
一
景
は
父
吉
左
右
衛
門
の
隠
居
の
支
度
の

合
間
に
山
岡
鉄
舟
や
近
藤
勇
の
話
題
が
出
る
。
ま
た
、
二
部
の
三
幕
二
景
は

行
灯
に
「
明
治
六
年
八
月
」
の
文
字
が
入
り
、
洋
装
の
来
客
が
さ
か
ん
に
江

戸
の
「
文
明
開
化
」
を
吹
聴
し
、
半
蔵
が
最
近
入
手
し
た
「
仮
名
垣
魯
文
先

生
の
『
三
則
教
の
捷
徑
』」
を
息
子
の
森
夫
に
暗
唱
さ
せ
る
と
い
っ
た
案
配

で
あ
る
。
彼
は
『
演
技
論
集
』（
昭
14
・
６　

テ
ア
ト
ロ
社
）
の
中
で
『
夜
明

け
前
』
の
脚
色
に
あ
た
っ
て
、
凝
縮
さ
れ
た
空
間
に
様
々
の
「
異
時
性
」
を

導
入
す
る
こ
と
で
、「
豊
穣
な
複
雑
な
結
合
」
を
も
く
ろ
ん
だ
と
語
っ
て
い

る
わ
け
だ
。

　

一
方
、
原
作
か
ら
大
胆
に
カ
ッ
ト
さ
れ
た
も
の
も
多
い
。
例
え
ば
原
作
一

部
で
大
き
な
役
割
を
果
た
す
天
狗
党
の
去
就
、
攘
夷
派
の
相
楽
総
三
も
登
場

し
な
い
。
ま
た
舞
台
を
馬
籠
本
陣
に
と
っ
た
以
上
、
江
戸
で
の
半
蔵
の
献
扇

事
件
も
割
愛
さ
れ
た
。
村
山
が
「
戯
曲
的
盛
り
上
り
」
に
欠
け
た
と
自
戒
す

る
所
以
だ
が
、
そ
の
反
面
、
次
の
よ
う
な
劇
評
も
あ
る
。

さ
う
し
た
半
蔵
の
悲
劇
な
ぞ
に
は
お
か
ま
ひ
な
し
に
、
時
代
の
流
れ
は

ど
ん
〳
〵
前
へ
前
へ
と
進
ん
で
ゐ
る
。
さ
う
云
ふ
も
の
を
祭
の
ど
よ
め

き
か
ら
感
じ
た
。
詰
り
最
後
の
幕
切
れ
が
単
な
る
半
蔵
一
個
人
の
悲
劇

に
終
ら
ず
、
大
き
な
時
代
の
流
れ
の
中
に
浮
び
上
つ
て
来
た
半
蔵
の
悲

劇
と
云
ふ
感
じ
が
強
か
つ
た
の
で
非
常
に
嬉
し
か
つ
た
。（
中
略
）
併

し
祭
の
ど
よ
め
き
と
し
て
聞
え
て
来
る
木
曾
節
が
、
第
一
部
一
幕
二
場

の
婚
礼
祝
ひ
の
所
で
歌
は
れ
る
木
曾
節
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
だ
つ
た
ら
ど
う

だ
ら
う
。（
杉
町
三
郎
『『
夜
明
け
前
』
と
「
流
れ
」
と
の
幕
切
れ
』「
テ
ア
ト
ロ
」

昭
11
・
８
）

　

劇
中
、
舞
台
裏
か
ら
様
々
な
音
楽
が
流
れ
る
が
、
こ
の
「
木
曾
節
の
哀
調
」

を
評
価
す
る
意
見
は
多
い
。
冒
頭
の
半
蔵
の
婚
礼
の
場
と
、
牢
に
繋
が
れ
る

幕
切
れ
の
祭
囃
子
の
中
か
ら
響
く
木
曾
節
が
照
応
し
、
観
る
者
に
〈
時
間
〉
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の
経
過
を
意
識
さ
せ
る
。
ま
た
二
部
の
は
じ
め
に
は
次
の
よ
う
な
ト
書
き
が

あ
る
─
─
「
幕
あ
き
前
か
ら
、
遠
雷
の
や
う
な
大
砲
の
音
、
轟
き
つ
づ
け
『
宮

さ
ん
宮
さ
ん
、
お
馬
の
前
で
』
の
合
唱
が
近
づ
き
、
遠
ざ
か
る
」。
一
部
と

二
部
を
つ
な
ぐ
、
誠
に
印
象
的
な
幕
開
き
で
あ
る
。
む
ろ
ん
こ
の
歌
は
、
原

作
の
二
部
三
章
に
も
現
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
開
幕
時
、「
大
砲
の
音
」
と

重
ね
て
流
す
効
果
は
大
き
い
。
ま
さ
に
右
の
劇
評
に
あ
る
如
く
「
戯
曲
的
盛

り
上
り
」
の
乏
し
さ
を
反
転
さ
せ
、「
半
蔵
の
悲
劇
な
ぞ
に
は
お
か
ま
ひ
な

し
に
、
時
代
の
流
れ
は
ど
ん
ど
ん
前
へ
前
へ
と
進
ん
で
ゐ
る
」
こ
と
を
暗
示

す
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
一
部
と
二
部
を
照
応
さ
せ
る
効
果

を
狙
っ
た
も
の
と
し
て
「
恵
那
山
」
の
使
い
方
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

お
ま
ん　
（
手
を
拭
い
て
立
上
り
、ふ
と
正
面
を
切
る
）
お
民
、見
て
ご
ら
ん
、

け
ふ
は
恵
那
山
が
よ
く
見
え
ま
す
よ
。
い
い
朝
だ
こ
と
。
妻
籠
の
方
は

ど
う
か
ね
え
。
木
曾
川
の
音
が
聞
え
る
か
ね
。

お
民　

え
え
、
日
に
よ
つ
て
よ
く
聞
え
ま
す
。
私
共
の
家
は
河
の
直
ぐ

側
で
も
あ
り
ま
せ
ん
け
ど
。

お
ま
ん　

妻
籠
の
方
ぢ
や
さ
う
だ
ら
う
ね
え
。
こ
こ
で
は
河
の
音
は
聞

え
な
い
。
そ
の
代
り
、
恵
那
山
の
方
で
鳴
る
風
の
音
が
手
に
取
る
や
う

に
聞
え
ま
す
よ
。（
一
部
一
幕
三
景
）

　
「
恵
那
山
」
を
め
ぐ
る
、
こ
の
嫁
と
姑
の
会
話
は
、
二
部
の
後
半
で
は
お

民
と
娘
お
粂
と
の
や
り
と
り
に
変
わ
っ
て
現
れ
る
─
─
「
お
民
（
手
を
拭
い

て
立
ち
上
り
、
ふ
と
正
面
を
切
る
）
お
粂
、
見
て
ご
ら
ん
。
い
い
朝
だ
こ
と
。

恵
那
山
の
よ
く
見
え
る
こ
と
。
お
粂
（
立
つ
て
来
て
、
涙
を
拭
き
な
が
ら
淋
し
く
）

い
い
眺
め
で
す
こ
と
」（
三
幕
一
景
）。
さ
わ
や
か
な
朝
の
外
気
を
受
け
て
、

山
を
仰
ぐ
場
面
の
反
復
は
、
こ
こ
で
も
〈
時
間
〉
の
推
移
を
暗
示
す
る
。
戯

曲
『
夜
明
け
前
』
で
は
、
こ
う
し
た
登
場
人
物
二
人
に
よ
る
幾
つ
か
の
印
象

的
情
景
が
現
れ
る
が
、
一
部
の
初
演
を
見
た
正
宗
白
鳥
は
、「
半
蔵
夫
婦
だ

け
の
対
座
の
と
こ
ろ
が
い
Ｂゝ
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
同
様
の
問
題
を
、
稲
垣

達
郎
は
『『
夜
明
け
前
』
を
観
る
』（「
早
稲
田
文
学
」
昭
10
・
１
）
の
中
で
、
こ

の
芝
居
を
「
一
組
の
夫
婦
の
運
命
」
ド
ラ
マ
と
捉
え
て
も
い
る
。
半
蔵
・
お

民
の
シ
ー
ン
は
、
一
部
で
は
二
幕
三
景
に
現
れ
る
。
半
蔵
は
言
う
─
─
「
結

婚
し
て
か
ら
の
七
年
間
、
俺
は
お
前
を
た
だ
可
愛
ら
し
い
厄
介
物
の
や
う
に

考
へ
て
ゐ
た
」。
と
こ
ろ
が
時
勢
の
あ
ま
り
に
早
い
変
化
の
中
で
、
い
つ
の

ま
に
か
「
お
前
を
た
よ
り
に
し
て
生
き
て
ゐ
る
」
と
弱
気
な
一
面
を
覗
か
せ

る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
の
と
こ
ろ
の
騒
乱
の
中
心
で
あ
る
「
水
戸
派
の

人
々
と
本
居
平
田
先
生
の
教
へ
と
は
ま
た
違
ふ
」
こ
と
に
気
が
つ
い
た
か
ら

だ
。「
私
な
ぞ
の
や
う
な
愚
か
な
者
は
迷
は
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
」
と
も
言

う
。
こ
う
し
た
夫
の
動
揺
を
前
に
、
お
民
は
た
だ
黙
っ
て
涙
ぐ
む
ば
か
り
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
一
部
の
幕
切
れ
へ
と
連
接
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の

だ
。

お
民　
（
ぢ
つ
と
半
蔵
の
顔
を
見
て
）
け
れ
ど
一
番
大
き
な
こ
と
は
、
あ

な
た
の
気
が
弱
い
と
い
ふ
こ
と
な
の
で
す
わ
。

半
蔵　
（
は
ツ
と
し
て
）
─
─
う
む
。（
中
略
）

半
蔵　

あ
ら
し
も
却
つ
て
い
い
だ
ら
う
。
弱
い
俺
の
旅
立
ち
に
は
。

お
民　

あ
な
た
、
気
に
な
さ
つ
て
る
ん
ぢ
や
な
い
で
せ
う
ね
。

半
蔵　

大
丈
夫
だ
よ
。
あ
と
を
た
の
む
ぞ
。
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
に
は
、

た
だ
名
古
屋
ま
で
宿
役
人
お
救
ひ
の
嘆
願
の
件
で
ち
よ
つ
と
行
つ
た
の

だ
と
云
つ
て
置
い
て
く
れ
。

お
民　

で
は
名
古
屋
だ
け
で
は
な
い
お
つ
も
り
な
の
で
す
か
？



〔　　〕47

半
蔵　

行
つ
て
見
た
様
子
で
、
京
都
ま
で
行
く
か
も
知
れ
な
い
。
ひ
ま

が
か
か
つ
た
ら
、
さ
う
だ
と
思
つ
て
く
れ
。
大
丈
夫
だ
よ
。
京
都
に
は

鉄
胤
先
生
も
香
蔵
さ
ん
も
景
蔵
さ
ん
も
ゐ
る
ん
だ
。

（
半
蔵
は
立
ち
上
つ
て
、
雨
戸
を
少
し
繰
つ
て
、
正
面
を
切
る
。）

半
蔵　

ひ
ど
い
あ
ら
し
だ
。
鐘
も
も
う
聞
え
な
い
。
も
う
少
し
で
夜
明

け
だ
よ
。（
三
幕
四
景
）

　

嵐
の
早
暁
、
半
蔵
は
京
へ
向
け
て
本
陣
を
後
に
す
る
。
第
一
部
の
末
尾
で
、

半
蔵
が
し
き
り
に
自
己
を
「
弱
い
俺
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

こ
の
旅
立
ち
が
、
は
た
し
て
「
夜
明
け
」
と
呼
べ
る
か
に
つ
い
て
も
議
論
が

あ
る
。
先
の
座
談
会
で
中
野
重
治
は
「
半
蔵
が
村
を
離
れ
る
こ
と
」
に
な
り
、

む
し
ろ
「
夜
明
け
か
ら
逃
避
す
る
こ
と
」
だ
と
批
判
し
て
い
る
。
い
か
に
も

『
村
の
家
』
の
作
家
ら
し
い
指
摘
だ
が
、
林
房
雄
が
「
下
か
ら
の
変
革
」
に

よ
っ
て
、「
歴
史
は
『
夜
明
け
』
に
向
つ
て
動
い
て
行
く
」
の
だ
と
述
べ
て

い
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
講
座
派
的
な
歴
史
認
識
が
こ
の
「
夜
明
け
」
に

何
を
期
待
し
て
い
た
か
も
自
ず
と
理
解
さ
れ
て
来
る
だ
ろ
う
。
そ
の
点
で
、

「
農
村
に
と
ど
ま
る
」
か
ど
う
か
の
「
半
蔵
の
動
揺
」
を
評
価
す
る
中
野
の

発
言
を
受
け
て
菊
池
克
己
が
、
都
で
事
件
を
起
こ
し
逃
れ
て
き
た
暮
田
正
香

の
登
場
場
面
（
一
部
三
幕
一
景
）
に
つ
い
て
、「
同
志
を
か
く
ま
ふ
半
蔵
の
悩

み
を
も
つ
と
出
し
た
方
が
よ
か
つ
た
」
と
発
言
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

ど
う
や
ら
維
新
に
向
け
て
奔
走
す
る
平
田
派
同
志
の
姿
は
、
激
烈
な
弾
圧
の

中
、
革
命
に
殉
じ
た
闘
士
と
重
ね
て
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
の
だ
。
一
部

初
演
の
昭
和
九
年
は
、
三
木
清
が
転
向
後
の
状
況
を
「
シ
ェ
ス
ト
フ
的
不
安
」

と
呼
ん
だ
『
悲
劇
の
哲
学
』
が
刊
行
さ
れ
た
年
で
も
あ
る
。
少
な
く
と
も
一

部
の
結
末
に
お
い
て
、「
弱
い
俺
の
旅
立
ち
」
と
お
民
の
前
で
告
白
す
る
悩

め
る
半
蔵
の
姿
に
は
、
原
作
を
隠
れ
蓑
的
に
読
み
替
え
る
、
強
烈
な
時
代
性

が
見
て
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
ち
な
み
に
原
作
の
一
部
末
尾
は
、「
一
切

は
神
の
心
で
あ
ら
う
で
ご
ざ
る
」
と
、「
遠
い
古
代
」
へ
の
希
望
を
胸
に
秘

め
た
半
蔵
の
姿
で
終
わ
っ
て
お
り
、「
弱
い
俺
」
の
強
調
は
明
ら
か
に
村
山

の
脚
色
と
言
え
る
だ
ろ
う
。彼
は
、後
に
再
逮
捕
さ
れ
た
際
の
尋
問
記
録
『
新

協
劇
団
関
係
者
手
記
』（
司
法
省
刑
事
局　

昭
16
・
３
）
の
中
で
、『
夜
明
け
前
』

に
関
し
て
「
唯
物
史
観
的
立
場
か
ら
脚
色
」
し
た
と
し
、
具
体
的
に
は
「
封

建
社
会
の
崩
壊
と
明
治
維
新
を
不
可
避
な
も
の
に
し
た
物
質
的
経
済
的
基
礎

が
少
数
の
英
雄
の
中
に
で
な
く
、
多
数
の
民
衆
の
生
活
の
中
に
あ
る
こ
と
」

を
強
調
し
た
こ
と
、
そ
し
て
「
武
士
階
級
と
農
民
階
級
の
両
方
に
跨
る
」
存

在
で
あ
る
半
蔵
の
、「
苦
悶
す
る
悲
劇
を
描
い
た
」
と
証
言
し
て
い
る
。
こ

う
し
た
階
級
意
識
と
半
蔵
の
苦
悩
は
、
第
二
部
に
至
っ
て
よ
り
鮮
明
に
な

る
。
即
ち
牛
方
騒
動
や
御
停
止
木
の
盗
伐
事
件
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
の
中

で
、
半
蔵
の
「
民
衆
」
か
ら
の
孤
立
は
深
ま
り
、
い
つ
し
か
精
神
の
安
定
を

失
っ
て
い
く
わ
け
だ
。

　

次
章
で
は
こ
う
し
た
後
半
に
向
け
て
の
村
山
脚
色
の
特
質
を
、
彼
の
〈
転

向
〉
と
絡
め
て
考
え
た
い
。
そ
こ
に
『
夜
明
け
前
』
受
容
史
の
一
面
が
垣
間

見
え
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

三
、

　

こ
こ
で
は
ま
ず
、
①
の
戯
曲
本
文
と
②
の
原
作
を
比
較
し
て
み
た
い
。

①
寿
平
次　

大
き
に
さ
う
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
半
蔵
さ
ん
、
そ
の
願

ひ
が
御
許
し
に
な
ら
な
か
つ
た
ら
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
だ
ら
う
。
宿

役
人
の
仕
事
は
一
ツ
刻
で
も
ほ
つ
て
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
村
方
は
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救
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
借
金
は
か
さ
む
ば
か
り
だ
。

半
蔵　

考
へ
て
み
れ
ば
私
達
宿
役
人
は
、
武
家
と
町
人
と
百
姓
と
三
つ

の
仕
事
を
や
つ
て
ゐ
る
わ
け
だ
。
だ
が
、
か
う
い
ふ
時
世
に
ぶ
つ
か
つ

て
見
る
と
、
私
は
自
分
が
や
つ
ぱ
り
百
姓
だ
と
い
ふ
こ
と
を
感
じ
ま
す

ね
。
私
の
も
の
の
見
方
は
矢
つ
張
り
、
一
番
下
か
ら
見
る
見
方
だ
。（
一

部
三
幕
三
景
）

②
万
事
不
安
の
裡
に
、
空
し
く
春
の
行
く
こ
と
も
惜
ま
れ
た
。
／
「
さ
う

だ
、
わ
れ
〳
〵
は
ど
こ
ま
で
も
下
か
ら
行
か
う
。
庄
屋
に
は
庄
屋
の
道

が
あ
ら
う
。」
と
彼
は
思
ひ
直
し
た
。（
一
部
七
章
四
）

　

村
山
が
、
②
の
原
作
箇
所
を
参
照
し
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
そ

こ
に
は
重
要
な
読
み
替
え
が
認
め
ら
れ
る
。
原
作
に
お
け
る
半
蔵
の
述
懐

─
─
「
わ
れ
〳
〵
は
ど
こ
ま
で
も
下
か
ら
行
か
う
」
を
、
戯
曲
で
は
「
私
の

も
の
の
見
方
は
矢
つ
張
り
、
一
番
下
か
ら
見
る
見
方
だ
」
と
受
け
、
さ
ら
に

原
作
で
「
庄
屋
に
は
庄
屋
の
道
が
あ
ら
う
」
を
村
山
は
、「
私
は
自
分
が
や

つ
ぱ
り
百
姓
だ
と
い
ふ
こ
と
を
感
じ
ま
す
ね
」
と
半
蔵
に
語
ら
せ
て
い
る
。

そ
の
直
前
で
、
彼
が
「
宿
役
人
は
、
武
家
と
町
人
と
百
姓
と
三
つ
の
仕
事
を

や
つ
て
ゐ
る
」
と
言
う
わ
け
だ
か
ら
、
こ
こ
に
所
謂
階
級
意
識
が
働
い
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
冒
頭
で
触
れ
た
『『
夜
明
け
前
』
合
評
会
』
の

中
で
、
村
山
は
「
藤
村
氏
の
態
度
は
庄
屋
の
息
子
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
下
の

者
の
立
場
に
な
つ
て
世
の
中
の
移
り
変
り
を
見
」
る
態
度
だ
と
述
べ
る
。
つ

ま
り
半
蔵
の
苦
し
み
も
「
庄
屋
が
農
民
と
結
び
つ
か
う
と
し
て
結
び
つ
け
な

か
つ
た
煩
悶
」
だ
と
言
い
、
そ
の
意
味
で
「
現
代
が
あ
そ
こ
に
反
映
さ
れ
て

ゐ
る
」
の
だ
と
す
る
。
出
席
者
の
武
田
麟
太
郎
は
、
す
か
さ
ず
「
同
伴
者
に

な
ら
う
と
し
た
そ
れ
の
悲
し
み
」
だ
と
言
い
添
え
、
林
房
雄
も
「
藤
村
の
日

本
的
ユ
ー
ト
ピ
ズ
ム
は
、
非
常
に
い
ゝ
意
味
の
『
下
か
ら
の
変
革
』
が
つ
ね

に
起
つ
て
、
鬱
積
す
れ
ば
必
ず
下
か
ら
は
ね
か
へ
し
て
進
ん
で
ゆ
く
と
い
ふ

思
想
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
先
に
見
た
「
夜
明
け
」
の
含
意
と
い
い
、
こ
の

作
品
に
対
す
る
評
者
の
熱
い
口
吻
は
尋
常
で
は
な
い
。
原
作
の
「
庄
屋
の
道
」

を
、
敢
え
て
「
百
姓
」
と
読
み
替
え
、
階
級
の
狭
間
で
引
き
裂
か
れ
る
半
蔵

の
姿
を
鮮
明
に
し
て
見
せ
た
村
山
脚
色
の
意
図
は
、
け
し
て
彼
一
人
の
思
い

込
み
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
小
作
争
議
に
揺
れ
る
時
代
の
中
か
ら
析
出
さ

れ
た
、
一
つ
の
読
解
行
為
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
藤
村
自
身
は
こ

う
し
た
読
み
方
に
ど
う
反
応
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
青
野
季
吉
と
の
座
談
会

『『
夜
明
け
前
』
を
中
心
と
し
て
』（「
新
潮
」
昭
10
・
12
）
の
中
に
は
、
次
の
よ

う
な
印
象
的
な
発
言
が
見
え
る
─
─
「
現
に
今
の
時
代
に
居
て
も
、
や
つ
ぱ

し
自
分
は
庄
屋
の
子
の
や
う
な
所
が
あ
り
ま
し
て
ね
、
そ
こ
が
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
の
方
の
人
た
ち
の
時
勢
を
観
る
見
方
な
ん
か
と
も
、
多
少
違
ふ
所
ぢ
や
な

い
か
と
思
ひ
ま
す
ね
」。
自
作
に
群
が
る
言
説
に
対
す
る
原
作
者
の
距
離
の

取
り
方
を
、
こ
こ
に
見
て
と
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
、
村
山
は
階
級
的
に
孤
立
し
て
い
く
半
蔵
を
舞
台
上
で

鮮
明
に
す
る
た
め
に
、
原
作
か
ら
何
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
ろ
う
か
。
そ
れ

は
大
き
く
い
っ
て
二
つ
、
助
郷
問
題
と
牛
方
騒
動
で
あ
る
。
助
郷
は
宿
駅
に

科
せ
ら
れ
た
人
馬
の
負
担
で
あ
り
、
こ
れ
が
牛
方
を
め
ぐ
る
様
々
の
事
件
と

な
っ
て
半
蔵
を
悩
ま
す
こ
と
に
な
る
。
第
二
部
二
幕
で
半
蔵
は
、「
田
圃
や

畑
が
荒
れ
て
、
百
姓
が
難
渋
」
し
て
い
る
の
を
理
解
は
す
る
が
、「
世
の
中

の
建
て
直
し
の
最
中
に
、
馬
籠
あ
た
り
の
も
の
ま
で
が
、
騒
ぎ
た
て
た
と
は

ど
う
し
て
も
信
じ
ら
れ
な
い
」
と
も
言
う
。
続
く
場
面
を
見
た
い
。

半
蔵　

お
れ
が
お
前
た
ち
に
ハ
ツ
キ
リ
聞
い
て
貰
ひ
た
い
こ
と
は
御
時
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世
が
今
ま
で
と
変
つ
た
と
い
ふ
こ
と
だ
。
百
姓
や
貧
乏
人
の
云
ふ
こ
と

を
、
よ
く
聞
い
て
や
ら
う
と
云
つ
て
く
れ
る
政
府
の
世
に
な
つ
た
と
い

ふ
こ
と
だ
。（
中
略
）
い
い
か
、
み
ん
な
と
も
一
つ
、
よ
く
考
へ
て
見

て
く
れ
。（
立
ち
上
る
）

（
二
人
は
お
辞
儀
を
し
て
去
り
か
け
る
。）

桑
作　
（
今
ま
で
ぢ
つ
と
黙
つ
て
首
を
う
な
だ
れ
続
け
て
ゐ
た
が
、
去
り
ぎ
わ

に
、
低
い
声
で
落
す
）
半
蔵
さ
ま
。
誰
も
お
前
さ
ま
に
本
当
の
こ
と
を
云

ふ
も
の
が
あ
ら
す
か
。（
二
部
二
幕
三
景
）

　
「
誰
も
お
前
さ
ま
に
本
当
の
こ
と
を
云
ふ
も
の
が
あ
ら
す
か
」
と
い
う
百

姓
桑
作
の
セ
リ
フ
は
、
原
作
二
部
の
五
章
に
現
れ
る
。
た
だ
こ
こ
で
も
村
山

は
、
次
の
半
蔵
の
一
言
を
付
け
加
え
る
─
─
「
百
姓
や
貧
乏
人
の
云
ふ
こ
と

を
、
よ
く
聞
い
て
や
ら
う
と
云
つ
て
く
れ
る
政
府
の
世
に
な
つ
た
」。
こ
の

言
葉
が
入
る
こ
と
で
、
そ
の
「
政
府
」
に
よ
っ
て
裏
切
ら
れ
る
半
蔵
の
姿
が

浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。
さ
ら
に
戦
後
の
改
訂
版
で
は
御
停
止
木
の
盗
伐
を
め

ぐ
る
事
件
が
こ
の
後
、
三
幕
一
景
に
添
え
ら
れ
て
い
る
。
盗
伐
を
咎
め
ら
れ
、

宿
役
人
に
引
き
立
て
ら
れ
て
い
く
農
民
を
目
前
に
し
て
半
蔵
は
、
血
を
吐
く

よ
う
に
叫
ぶ
─
─
「
今
度
の
御
一
新
は
今
ま
で
の
陋
習
を
破
る
と
こ
ろ
に
あ

る
と
明
ら
か
に
仰
せ
出
さ
れ
て
あ
る
。
山
に
住
む
者
に
と
つ
て
一
番
の
陋
習

は
檜
木
、
椹
、
明
檜
、
高
都
槇
、

の
五
木
が
享
保
時
代
か
ら
き
つ
て
は
な

ら
ぬ
御
停
止
木
に
な
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
だ
。
私
は
そ
の
禁
が
必
ず
と
か

れ
る
も
の
と
想
つ
て
ゐ
た
、
さ
う
思
つ
て
ゐ
た
」。
一
部
の
幕
切
れ
で
「
弱

い
俺
」
と
し
て
描
か
れ
た
半
蔵
は
、「
政
府
」
か
ら
も
農
民
か
ら
も
浮
き
上

が
る
恰
好
で
、
次
第
に
精
神
を
病
ん
で
い
く
わ
け
だ
が
、
戯
曲
第
二
部
で
は

こ
う
し
た
半
蔵
を
、
階
級
的
孤
立
と
し
て
造
形
し
て
い
く
。
宮
岸
泰
治
は
こ

の
第
二
部
を
「
半
蔵
の
夢
が
破
れ
て
い
く
挽
歌Ｃ
」
と
見
て
い
る
が
、
原
作
の

献
扇
事
件
や
、
王
滝
参
籠
な
ど
が
削
除
さ
れ
た
結
果
、
狂
気
へ
の
道
筋
は
や

や
性
急
な
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
代
替
と
し
て
村
山
が
取
り
入
れ
た
の
が
家

族
の
問
題
で
あ
っ
た
の
は
、
象
徴
的
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
半
蔵
夫
婦
の
ピ
ッ

ク
ア
ッ
プ
や
娘
お
粂
の
自
害
で
あ
る
。
原
作
で
一
命
を
と
り
と
め
、
父
を
看

取
る
こ
と
に
な
る
こ
の
娘
を
村
山
は
敢
え
て
死
な
せ
て
し
ま
う
（
三
幕
二

景
）。
こ
こ
に
は
む
ろ
ん
演
劇
的
効
果
が
意
識
さ
れ
て
い
よ
う
が
、
初
演
時

の
劇
評
に
は
「
お
粂
の
死
に
到
る
必
然
性
が
稀
薄Ｄ
」
と
い
っ
た
批
判
が
あ
る

こ
と
も
付
言
し
て
お
き
た
い
。
そ
う
し
た
戯
曲
の
不
備
を
補
う
の
が
生
身
の

役
者
で
あ
る
の
も
ま
た
演
劇
の
特
質
で
あ
ろ
う
。
初
演
時
の
批
評
の
中
に
は

既
に
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
─
─
「
滝
沢
修
の
演
技
は
抜
群
の
出
来
で
、

立
派
に
性
格
を
描
き
出
し
、
最
後
の
幕
切
れ
の
腹
芸
の
如
き
は
、
観
客
の
目

頭
を
熱
く
す
る
も
の
が
あ
つ
たＥ
」。
ち
な
み
に
蕗
の
葉
を
頭
に
の
せ
た
有
名

な
演
技
は
、
村
山
の
ト
書
き
に
指
定
が
あ
る
。

　

最
後
に
考
え
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
半
蔵
の
狂
気
と
入
牢
の
場
面
に
、
脚

色
者
村
山
の
〈
転
向
〉
体
験
が
反
映
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題

で
あ
る
。『
夜
明
け
前
』
を
脚
色
し
た
年
、
彼
は
出
獄
し
、
今
日
転
向
小
説

の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
さ
れ
る
『
白
夜
』（「
中
央
公
論
」
昭
９
・
５
）
を
書
い
た
。

こ
の
作
品
は
、
妻
の
り
子
の
視
点
か
ら
、
転
向
し
て
獄
を
出
た
夫
の
精
神
的

混
迷
と
悔
恨
を
綴
っ
た
も
の
だ
が
、
村
山
は
そ
の
背
景
に
つ
い
て
、『
演
劇

的
自
叙
伝
』（「
テ
ア
ト
ロ
」
昭
51
・
７
）
の
中
で
「
私
の
弱
点
は
、
結
局
遠
い

遺
伝
か
ら
来
た
も
の
」
で
、
そ
の
際
、
小
説
の
中
で
「
性
格
の
弱
さ
、
利
己

的
な
心
情
、
臆
病
さ
を
強
く
押
し
出
し
」
た
と
述
べ
て
い
る
。
私
が
戯
曲
『
夜

明
け
前
』
と
『
白
夜
』
を
交
差
さ
せ
て
み
た
く
思
う
の
も
、
ま
さ
に
こ
の
人
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間
の
「
弱
さ
」
の
暴
露
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
事
実
、
川
端
康
成
も
『
文

芸
時
評
』（「
東
京
日
日
新
聞
」
昭
９
・
７
・
27
）
の
中
で
、『
白
夜
』
に
つ
い
て
「
自

己
の
弱
点
を
真
実
に
告
白
し
よ
う
と
し
て
、
反
省
と
悔
恨
の
苦
い
涙
は
素
直

に
読
者
の
胸
に
伝
は
り
、
今
日
の
苦
悩
の
典
型
的
作
品
」
と
な
っ
た
と
評
し

て
い
る
。
そ
し
て
『
夜
明
け
前
』
に
あ
っ
て
、
半
蔵
の
「
弱
さ
」
は
狂
気
へ

と
彼
を
導
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
狂
気
も
ま
た
〈
転
向
〉
の
重
要

な
モ
メ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
信
じ
て
い
た
党
の
崩
壊
、
疑
心

暗
鬼
に
と
ら
わ
れ
ス
パ
イ
査
問
に
走
る
同
志
達
、
行
き
着
く
先
は
獄
中
で
の

凄
惨
な
拷
問
で
あ
っ
た
。
背
信
の
負
い
目
の
中
、
精
神
を
病
ん
で
い
っ
た
仲

間
も
多
く
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
本
多
秋
五
は
『
転
向
文
学
論
』（
昭
32
・
８　

未
来
社
）
の
中
で
、「
転
向
と
狂
気
と
は
、
も
と
も
と
ど
こ
か
に
関
係
が
あ
る
」

と
し
た
上
で
、「
中
野
も
、
村
山
も
、
島
木
も
、
転
向
の
過
程
に
発
狂
の
恐

怖
を
書
き
入
れ
て
い
た
」
と
、
転
向
文
学
の
特
質
を
整
理
し
て
い
る
。
出
獄

し
た
村
山
の
前
に
聳
え
て
い
た
『
夜
明
け
前
』
が
彼
を
惹
き
つ
け
た
の
は
、

単
に
唯
物
史
観
を
適
応
可
能
な
維
新
史
の
サ
ン
プ
ル
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

転
向
と
い
う
傷
を
抱
え
た
知
識
人
が
、
一
様
に
『
夜
明
け
前
』
に
熱
誠
な
反

応
を
示
し
た
の
も
、
実
は
青
山
半
蔵
の
〈
限
界
〉
に
こ
そ
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
し
か
し
、
急
い
で
付
け
加
え
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
こ
う
し
た
狂
気
と

背
中
合
わ
せ
の
「
弱
さ
」
の
告
白
が
、
意
外
に
常
識
的
な
共
感
を
呼
び
起
こ

し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
本
多
は
戯
曲
『
夜
明
け
前
』
参
観
の
印
象
を
次

の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
だ
。

観
客
は
女
学
校
卒
業
前
後
の
年
齢
の
、
容
貌
に
も
表
情
に
も
、
意
識
的

に
奢
侈
を
抑
圧
し
て
ゐ
る
の
か
と
も
思
は
れ
る
服
装
に
も
、
さ
う
い
ふ

特
徴
の
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
、「
学
問
好
き
の
家
庭
」
の
お
嬢
さ
ん
達
を

中
心
と
し
て
ゐ
た
。（
中
略
）
抽
象
的
な
人
間
的
シ
ン
セ
リ
テ
ィ
と
い

ふ
も
の
に
対
す
る
信
頼
が
、
こ
の
位
の
年
齢
の
最
良
の
男
女
に
か
ぎ
つ

て
は
否
認
さ
れ
る
必
要
は
な
い
と
考
へ
て
ゐ
る
私
に
は
、
こ
の
芝
居
が

彼
女
等
の
胸
に
ど
う
い
ふ
感
銘
を
残
す
だ
ら
う
か
、
ま
た
家
庭
の
重
心

を
子
弟
の
教
育
に
近
接
し
て
置
い
て
ゐ
る
ら
し
い
相
当
多
数
の
同
伴
の

父
兄
達
の
頭
脳
に
は
ど
う
い
ふ
印
象
を
与
へ
る
だ
ら
う
か
と
考
へ
ら
れ

た
。�

（『
村
山
知
義
論
』「
批
評
」
昭
12
・
６
～
７
）

　

昭
和
十
一
年
七
月
、「
日
比
谷
公
会
堂
で
の
自
由
学
園
主
催
」
の
『
夜
明

け
前
』
公
演
に
接
し
た
本
多
は
、
ま
ず
観
客
の
大
半
を
占
め
る
「『
学
問
好

き
の
家
庭
』
の
お
嬢
さ
ん
」
の
反
応
に
注
意
を
向
け
て
い
る
。
そ
れ
は
明
ら

か
に
「
築
地
の
観
客
」
と
は
異
な
り
、
作
品
の
持
つ
「
人
間
的
シ
ン
セ
リ

テ
ィ
」
に
強
い
共
感
を
示
し
た
と
い
う
の
だ
。
恐
ら
く
こ
こ
に
、
大
衆
の
組

織
化
と
い
っ
た
戦
術
論
議
を
超
え
て
、
こ
の
戯
曲
を
「
新
劇
の
遺
産
」
た
ら

し
め
た
理
由
が
隠
れ
て
い
る
は
ず
だ
。
そ
し
て
こ
の
「
シ
ン
セ
リ
テ
ィ
」
は
、

『
白
夜
』
に
も
ま
た
流
れ
て
は
い
な
い
か
。
戸
坂
潤
は
、『
街
頭
社
会
学
と
民

族
社
会
学
』（「
東
京
日
日
新
聞
」
昭
９
・
６
・
30
）
と
題
さ
れ
た
『
白
夜
』
評

の
中
で
、
作
品
の
「
シ
ン
セ
リ
テ
ィ
ー
の
外
貌
」
の
下
に
は
、
古
風
な
「
家

庭
主
義
」
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
喝
破
し
て
い
る
。
こ
れ
は
先
の
川
端
が
、「
作

品
の
底
に
常
識
的
な
安
心
が
感
じ
ら
れ
る
」
と
し
た
点
と
も
呼
応
す
る
だ
ろ

う
。
戯
曲
『
夜
明
け
前
』
で
強
調
さ
れ
て
い
た
の
も
、
見
て
き
た
よ
う
に
家

族
で
あ
っ
た
。
転
向
と
い
う
政
治
的
敗
北
に
〈
誠
実
〉
さ
の
衣
を
纏
わ
せ
る

こ
と
、
こ
こ
に
村
山
脚
色
の
眼
目
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
れ

は
戦
後
の
度
重
な
る
上
演
を
通
じ
て
、
我
々
の
中
に
『
夜
明
け
前
』
の
一
つ

の
イ
メ
ー
ジ
を
構
築
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
二
・
二
六
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事
件
の
銃
声
の
中
で
産
声
を
あ
げ
た
戯
曲
『
夜
明
け
前
』
に
は
、
原
作
を
読

み
替
え
る
鮮
烈
な
時
代
性
が
刻
印
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

注（
１
）　
『
回
想
の
島
崎
藤
村
』（
昭
30
・
９　

四
季
社
）

（
２
）　

村
山
の
「
密
室
か
ら
の
手
紙
」（「
テ
ア
ト
ロ
」
昭
10
・
３
～
11
・
２
）
や
、

林
の
『
獄
中
記
』（
昭
15
・
２　

創
元
社
）
に
は
監
獄
内
で
の
詳
細
な
読
書
記

録
が
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
拙
稿
「
監
獄
の
『
夜
明
け
前
』」（「
島
崎
藤
村

研
究
」
平
22
・
10
刊
行
予
定
）
で
分
析
し
た
。

（
３
）　
「
劇
評
」（「
テ
ア
ト
ロ
」
平
10
・
２
）

（
４
）　

戯
曲
に
引
用
さ
れ
た
本
文
と
、「
中
央
公
論
」
初
出
、
単
行
本
の
比
較
に
よ

り
判
断
出
来
る
。

（
５
）　
「
思
ひ
出
」（『
戯
曲
夜
明
け
前
』
昭
25
・
10　

角
川
書
店
）

（
６
）　
『
雨
雀
自
伝
』（
昭
28
・
９　

新
評
論
社
）

（
７
）　
『
歴
史
学
の
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
』（
平
18
・
10　

校
倉
書
房
）

（
８
）　
『
夜
明
け
前
』
に
対
す
る
当
時
の
知
識
人
の
受
容
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
勝

本
清
一
郎
の
転
身
」（「
国
語
と
国
文
学
」
平
21
・
４
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
９
）　

秋
田
雨
雀
「
築
地
小
劇
場
に
於
け
る
島
崎
藤
村
」（「
テ
ア
ト
ロ
」
昭
11
・
５
）

（
10
）　
『
日
本
現
代
演
劇
史
昭
和
戦
中
篇
Ⅰ
』（
平
５
・
１　

白
水
社
）

（
11
）　
「
新
劇
見
聞
記
」（「
文
芸
」
昭
10
・
１
）

（
12
）　
『
転
向
と
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
』（
平
15
・
６　

影
書
房
）

（
13
）　

大
山
功
「『
夜
明
け
前
』
の
舞
台
化
」（「
早
稲
田
文
学
」
昭
11
・
５
）

（
14
）　
「
新
協
劇
団
の
『
夜
明
け
前
』」（「
東
京
朝
日
新
聞
」
昭
11
・
３
・
22
）

※
本
文
中
の
題
名
は
引
用
と
紛
れ
る
た
め
二
重
括
弧
で
表
記
し
て
あ
る
。

新　

刊　

紹　

介

佐
々
木
雅
發
著

『
漱
石
の
「
こ
ゝ
ろ
」
を
読
む
』

　

大
正
二
年
秋
に
漱
石
の
描
い
た
菊
図
で
装
丁
さ

れ
た
本
書
は
、
著
者
の
今
ま
で
「
こ
ゝ
ろ
」
に
つ

い
て
書
い
た
論
文
三
本
と
パ
リ
滞
在
時
の
日
記
一

篇
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

本
書
の
帯
に
「〈
死
〉
は
究
極
の
自
然
。〈
自
殺
〉

者
は
こ
の
こ
と
を
受
諾
し
た
の
か
？　

拒
絶
し
た

の
か
？
『
こ
ゝ
ろ
』
を
読
み
、
人
は
自
殺
の
目
撃

者
と
な
り
、
共
犯
者
と
な
り
、
そ
し
て
す
で
に
実

行
者
と
な
る
─
─
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
父
親
の

死
」
で
は
父
親
と
先
生
を
対
比
し
つ
つ
、
死
ぬ
前

も
死
ん
だ
後
も
知
り
得
な
い
恐
る
べ
き
死
の
相
貌

を
丹
念
に
論
じ
て
い
る
。「
静
の
心
、
そ
の
他
」

と
「
先
生
の
遺
書
」
は
近
年
の
「
定
説
」
に
反
論

し
つ
つ
、
静
の
〈
姿ポ
ー
ズ勢
〉、
先
生
の
遺
書
を
書
い

た
理
由
を
綿
密
に
跡
付
け
て
い
る
。「
日
記
よ
り
」

は
、
角
度
を
変
え
て
外
国
人
の
目
に
映
さ
れ
た

「
こ
ゝ
ろ
」
に
言
及
し
、
そ
れ
に
対
す
る
違
和
感

と
新
鮮
さ
を
興
味
深
く
記
し
て
い
る
。

　

本
書
を
通
し
て
、「
こ
ゝ
ろ
」
に
含
ま
れ
た
様
々

な
矛
盾
と
そ
れ
ゆ
え
の
豊
か
さ
が
展
開
さ
れ
る
。

（
二
〇
〇
九
年
四
月　

翰
林
書
房　

四
六
判　

一

四
八
頁　

税
込
一
八
九
〇
円
）�
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〕


