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文
禄
四
年
の
関
白
・
豊
臣
秀
次
の
失
脚
自
刃
事
件
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
る
。
主
要
な
結
論

は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

▽
七
月
八
日
、
秀
次
は
、
謀
反
の
嫌
疑
を
受
け
、
太
閤
・
秀
吉
か
ら
高
野
山
へ
の
退
去
を
命
ぜ

ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
秀
次
自
身
の
事
件
へ
の
係
わ
り
を
曖
昧
に
し
た
ま
ま
、
そ
の
政
治
的
生

命
の
み
を
奪
い
、
身
柄
を
、
信
頼
す
る
木
食
・
応
其
上
人
に
預
け
よ
う
と
す
る
秀
吉
の
意
思

に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

▽
十
二
日
か
ら
十
三
日
に
か
け
て
、
事
態
が
急
変
し
、
秀
次
自
身
の
事
件
へ
の
係
わ
り
が
否
定

で
き
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
止
む
な
く
、
秀
吉
は
高
野
山
へ
秀
次
に
切
腹
を
命
ず
る
使
者
を

派
遣
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
、
十
五
日
、
秀
次
は
自
刃
し
た
。
近
年
、
秀
次
が
雪
冤
の
た
め
に

自
刃
し
た
と
す
る
新
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
が
、
首
肯
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

文
禄
四
年
七
月
八
日
、
関
白
・
豊
臣
秀
次
は
、
養
父
で
あ
り
叔
父
で
も
あ
る
太
閤
・
秀
吉
と
対
談

す
べ
く
聚
楽
第
を
出
て
伏
見
城
に
向
か
っ
た
が
、
面
会
す
ら
許
さ
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
高
野
行
を
命
ぜ

ら
れ
た
。
次
い
で
、
十
五
日
、
秀
次
が
高
野
山
青
巌
寺
に
お
い
て
自
刃
し
、
更
に
、
八
月
二
日
、
彼

の
妻
妾
三
十
余
人
が
、
そ
の
子
と
も
ど
も
、
京
都
三
条
河
原
で
公
開
処
刑
さ
れ
る
と
い
う
ご
と
く
事

件
は
経
過
す
る
が
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
、
私
見
を
述
べ
、
諸
先
学
の
御
批
判
を
仰
ぎ
た
い
。

当
該
の
一
連
の
事
件
（
以
下
、
秀
次
失
脚
自
刃
事
件
と
呼
ぶ
）
に
つ
い
て
は
、
最
近
、
矢
部
健

太
郎
氏
に
よ
っ
て
新
説
が
提
示
さ
れ
（
注
１
）
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
も
採
り
上
げ
ら
れ
る
と
と
も
に
、

秀
次
に
関
す
る
近
年
の
複
数
の
出
版
物
に
お
い
て
考
慮
す
べ
き
説
と
し
て
紹
介
さ
れ
（
注
２
）
、
注

目
さ
れ
て
い
る
。
私
自
身
の
本
稿
執
筆
の
動
機
も
、
氏
の
新
説
を
知
っ
た
上
で
の
こ
と
で
あ
る
が
、

氏
の
説
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
氏
自
身
に
よ
っ
て
、
簡
潔
に
、
次
の
ご
と
く
箇
条
書
き
で
示
さ
れ
て
い
る
。

①
秀
吉
の
真
意
は
「
秀
次
失
脚
事
件
」
と
秀
次
の
「
高
野
住
山
」
で
穏
便
な
決
着
を
望
む
こ
と

だ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

②
身
の
潔
白
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
秀
次
の
意
思
に
よ
る
「
秀
次
切
腹
事
件
」
が
発
生
し
、

③
「
想
定
外
」
の
政
治
的
動
揺
を
抑
え
る
必
要
性
か
ら
「
妻
子
惨
殺
事
件
」
へ
と
展
開
し
た
。

蛇
足
で
あ
る
が
、
①
の
「
穏
便
な
解
決
を
望
む
」
と
い
う
の
は
、
秀
吉
に
は
、
秀
次
を
切
腹
さ
せ

る
意
思
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
氏
の
論
稿
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
。

私
も
、
以
前
か
ら
漠
然
と
同
様
に
考
え
て
い
た
の
で
、
そ
の
点
で
は
強
く
賛
意
を
表
し
た
く
思
う
の

で
は
あ
る
が
、
一
方
、
②
の
点
に
つ
い
て
は
、
ど
う
し
て
も
氏
の
説
を
是
と
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

必
然
的
に
③
の
点
で
も
、
氏
と
結
論
を
異
に
す
る
こ
と
と
な
る
。
以
下
、
そ
の
所
以
を
述
べ
る
こ
と

と
な
る
が
、
そ
れ
以
前
に
、
私
が
、
矢
部
氏
の
論
考
に
つ
い
て
不
満
足
の
感
を
覚
え
る
の
は
、
次
の

二
点
で
あ
る
。

(

一
）
史
料
の
取
捨
選
択
に
お
い
て
、
小
瀬
甫
庵
の
『
太
閤
記
』
の
記
述
を
採
り
上
げ
、
そ
れ
を
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否
定
す
る
こ
と
の
み
を
以
て
可
と
し
、
記
述
の
信
頼
性
と
い
う
点
で
は
そ
れ
よ
り
も
遥
か

に
重
視
さ
れ
る
べ
き
『
川
角
太
閤
記
』
に
つ
い
て
は
、
全
く
言
及
が
な
い
こ
と
。

(
二
）
事
件
の
舞
台
が
高
野
山
で
あ
る
こ
と
、
と
い
う
よ
り
も
、
秀
吉
が
秀
次
の
追
放
先
と
し
て

指
示
し
た
の
が
、（
他
な
ら
ぬ
）
高
野
山
で
あ
っ
た
こ
と
へ
の
考
慮
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
。

更
に
言
え
ば
、
当
時
の
高
野
山
の
最
高
実
力
者
で
あ
っ
た
応
其
上
人
と
秀
吉
と
の
間
の
人

間
関
係
が
考
慮
外
で
あ
る
こ
と
。

こ
の
二
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
事
件
の
経
緯
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
か
、
（
一
）
か
ら
論
じ
た
い
。

『
川
角
太
閤
記
』
の
記
述
に
依
る
限
り
、
秀
次
の
切
腹
が
「
身
の
潔
白
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
秀

次
の
意
思
に
よ
る
」
切
腹
で
あ
る
と
は
、
絶
対
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
こ

に
は
、
秀
次
切
腹
の
当
日
の
様
子
を
、
以
下
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一

、
十
五
日
五
ツ
時
分
、
福
島
大
夫
・
池
田
伊
予
、
此
の
両
人
御
使
ひ
に
参
ら
れ
候
ふ
は
、「
御

切
腹
な
さ
れ
候
へ
と
の
御
意
に
て
、
両
人
参
り
候
ふ
」
と
申
し
上
げ
ら
れ
候
ふ
。
関
白
様
は
、

龍
西
堂
と
御
将
棋
遊
ば
さ
れ
候
ふ
と
こ
ろ
へ
、
篠
部
淡
路
奏
者
に
て
、
「
福
島
大
夫
・
池
田

伊
予
、
御
使
ひ
に
参
ら
れ
候
ふ
」
と
申
し
上
げ
候
ふ
と
こ
ろ
、「
何
事
に
や
」（
と
）
御
意
な
り
。

「
か
や
う
に
な
ら
れ
候
ふ
上
は
、
仮
令
御
中
直
り
候
ふ
と
も
、
こ
の
御
遺
恨
は
て
申
す
ま
じ

く
と
お
ぼ
し
め
さ
れ
候
ふ
間
、
御
切
腹
な
さ
れ
候
へ
と
、
両
人
申
し
上
げ
候
ふ
」
と
、
淡
路

守
申
し
上
げ
候
ふ
と
こ
ろ
に
、
「
さ
も
有
る
か
、
然
ら
ば
、
こ
の
将
棋
は
、
秀
次
勝
ち
の
将

棋
か
」
と
お
ぼ
し
め
さ
れ
候
ふ
。
「
皆
々
見
よ
」
と
の
御
意
に
て
、
見
申
し
候
ふ
と
こ
ろ
に
、

御
意
の
ご
と
く
、
御
勝
ち
の
御
将
棋
に
て
御
座
候
ふ
。
桂
馬
に
て
つ
ま
り
申
し
候
ふ
に
相
究

め
候
ふ
。
御
取
り
な
さ
れ
候
ふ
駒
を
ば
、
箱
の
身
の
方
へ
御
入
れ
な
さ
れ
、
龍
西
堂
へ
取
ら

れ
候
ふ
駒
を
ば
、
蓋
に
御
入
れ
さ
せ
、
「
駒
崩
す
な
」
と
御
意
候
ひ
て
、
床
へ
御
上
げ
さ
せ

置
き
な
さ
れ
候
ふ
。
さ
て
、
両
人
へ
の
御
返
事
に
は
、
「
炎
天
の
時
分
、
御
使
ひ
辛
労
に
お

ぼ
し
め
し
候
ふ
。
白
洲
へ
、
両
人
共
に
詰
め
ら
れ
候
へ
。
御
ふ
み
、
一
ツ
二
ツ
遊
ば
さ
れ
た

く
お
ぼ
し
め
さ
る
ゝ
こ
と
、
如
何
候
は
ん
や
」
と
、
御
返
事
な
り
。
両
人
、
様
子
承
り
届
け
「
今

日
中
に
さ
へ
御
切
腹
な
さ
れ
候
は
ば
、
夜
に
入
り
申
し
候
ひ
て
も
苦
し
か
ら
ず
候
ふ
。
緩
々

と
御
仕
置
な
さ
る
べ
き
」
と
の
御
受
け
申
し
上
げ
ら
れ
候
ふ
事
（
注
３
）
。

事
件
を
眼
前
に
見
る
が
ご
と
き
の
『
川
角
太
閤
記
』
の
叙
述
を
知
っ
て
も
ら
い
た
く
て
、
引
用
が

必
要
以
上
に
長
く
な
っ
た
か
と
危
惧
す
る
が
、
こ
こ
に
は
、
七
月
十
五
日
の
五
ツ
時
分
（
午
前
七
時

前
後
）
に
、
秀
吉
か
ら
の
命
令
が
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
に
従
っ
て
秀
次
が
切
腹
し
た
こ
と
が
、
明
々
白
々

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
事
件
は
こ
の
後
、
秀
次
が
両
親
・
妻
妾
な
ど
へ
の
書
簡
三
通
を
託
し
た
後
、

行
水
を
し
、
続
い
て
殉
死
す
る
五
名
と
の
簡
単
な
酒
宴
、
秀
次
自
身
の
介
錯
に
よ
る
小
姓
三
名
（
山

田
三
十
郎
・
山
本
主
殿
・
不
破
万
作
）
の
切
腹
、
秀
次
（
介
錯
は
篠
部
淡
路
守
）
と
龍
西
堂
（
介
錯

は
服
部
吉
兵
衛
）
の
切
腹
、
服
部
吉
兵
衛
の
介
錯
に
よ
る
篠
部
淡
路
守
の
切
腹
と
進
行
す
る
。
残
っ

た
服
部
吉
兵
衛
（
吉
若
と
い
う
名
で
「
御
傘
持
」
を
し
て
い
た
が
、
直
前
に
秀
次
か
ら
名
を
授
け
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
）
も
続
い
て
切
腹
し
よ
う
と
し
た
が
、
検
使
の
二
名
（
福
島
と
池
田
）
に
制
止
さ

れ
て
生
き
残
り
、
彼
は
、
そ
の
後
、
青
木
紀
伊
守
、
続
い
て
田
中
筑
後
守
に
仕
え
る
こ
と
に
な
る
。

『
川
角
太
閤
記
』
の
筆
者
は
、
「
こ
の
者
（
服
部
吉
兵
衛
）
と
は
二
代
の
傍
輩
に
て
御
座
候
ふ
故
、

高
野
に
て
の
有
様
、
よ
く
承
り
届
け
申
し
候
ふ
事
」
と
述
べ
て
、
高
野
山
で
の
出
来
事
の
記
述
を
終

え
る
。
ま
た
、
同
書
中
に
は
、
「
初
中
後
の
様
子
、
こ
の
吉
兵
衛
見
申
し
候
ふ
」
と
の
言
も
見
え
る
。

こ
れ
ら
に
拠
る
な
ら
、
『
川
角
太
閤
記
』
の
文
禄
四
年
七
月
十
五
日
の
高
野
山
の
記
述
は
、
そ
の
一

部
始
終
を
秀
次
の
傍
で
見
て
い
つ
つ
、
殉
死
者
二
名
の
介
錯
を
果
た
し
た
人
物
の
目
撃
・
体
験
談
を

記
録
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
そ
こ
に
お
け
る
記
述
に
は
、

▽
僧
侶
で
あ
り
な
が
ら
、
共
に
殉
死
し
た
龍
西
堂
は
、
最
初
か
ら
一
行
と
行
動
を
共
に
し
て
い

た
の
で
は
な
く
、
十
三
日
朝
に
高
野
山
に
わ
ざ
わ
ざ
や
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、

▽
事
前
に
、
秀
次
の
介
錯
を
誰
が
す
る
か
で
、
山
田
と
篠
部
の
間
で
争
い
が
あ
っ
た
こ
と
、

▽
切
腹
に
先
立
ち
、
秀
次
が
行
水
し
た
が
、
そ
の
「
拵
へ
」
は
、
御
傘
持
吉
若
―
―
『
川
角
太

閤
記
』
の
筆
者
に
事
件
を
語
っ
た
当
人
が
行
っ
た
こ
と
、

▽
秀
次
が
介
錯
し
た
三
人
の
小
姓
の
切
腹
の
順
序
を
、
『
太
閤
さ
ま
軍
記
の
う
ち
』
や
『
太
閤

記
』
な
ど
が
、
山
本
、
山
田
、
不
破
の
順
序
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
実
際
は
不
破
、
山

田
、
山
本
の
順
で
あ
っ
た
こ
と
、

▽
不
破
の
介
錯
に
は
二
刀
を
要
し
た
が
、
刀
を
換
え
る
こ
と
に
よ
り
、
山
田
と
山
本
の
場
合
は

一
刀
で
済
ま
す
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、

▽
龍
西
堂
と
秀
次
の
切
腹
は
、
床
机
に
腰
掛
け
て
、
同
時
に
声
を
掛
け
て
、
刀
を
自
分
の
腹
に

突
き
立
て
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、

▽
そ
の
際
、
龍
西
堂
は
床
机
か
ら
転
び
落
ち
た
こ
と
、

▽
秀
次
の
切
腹
に
対
す
る
篠
部
の
介
錯
は
、
一
刀
目
と
二
刀
目
は
手
元
が
狂
い
、
三
刀
目
で
よ

う
や
く
首
を
落
と
す
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、

▽
介
錯
の
不
首
尾
を
恥
じ
る
篠
部
に
対
し
、
検
使
の
二
名
が
わ
ざ
と
「
見
て
い
な
か
っ
た
」
と

答
え
た
こ
と
、

な
ど
、
現
場
で
事
件
を
目
撃
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
書
け
そ
う
に
な
い
リ
ア
ル
で
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ド
な
描

写
が
続
い
て
い
る
。
特
に
、
先
の
引
用
中
で
、
切
腹
の
命
令
が
秀
次
の
も
と
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
、

十
五
日
の
「
五
ツ
時
分
」
で
あ
っ
た
と
、
お
お
よ
そ
の
時
刻
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
他
の
文
献

に
は
全
く
記
さ
れ
て
い
な
い
独
自
の
情
報
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
事
件
直
後
の
十
六
日
に
記
さ
れ
た

「
く
わ
ん
は
く
と
の
、
き
の
ふ
十
五
日
の
よ
つ
時
に
御
は
ら
き
ら
せ
ら
れ
候
よ
し
申
」
（
注
４
）
と
い

う
『
御
湯
殿
上
日
記
』
の
記
事
と
、
事
件
の
時
間
的
経
過
の
点
で
も
照
応
し
て
お
り
（
注
５
）
、
『
川

角
太
閤
記
』
の
七
月
十
五
日
の
高
野
山
で
の
事
件
の
記
述
が
、『
太
閤
さ
ま
軍
記
の
う
ち
』や
『
太
閤
記
』

と
は
別
な
、
確
か
な
ル
ー
ト
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
高
め
る
事
実
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
秀
次
失
脚
自
刃
事
件
に
対
す
る
『
川
角
太
閤
記
』
の
記
事
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
か
ら
始

ま
る
。一

、
未
の
年
、
文
禄
四
年
六
月
廿
六
日
、
関
白
様
へ
御
使
ひ
を
立
て
ら
れ
候
ふ
。
御
使
ひ
は
、

石
田
治
部
少
輔
、
増
田
右
衛
門
、
富
田
左
近
、
長
束
大
蔵
、
徳
善
院
、
こ
の
五
人
に
て
御
座
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候
ふ
。
様
子
は
、
し
か
と
存
ぜ
ず
候
ふ
。
後
々
の
取
沙
汰
に
は
（
下
略
）

注
意
す
べ
き
は
、
「
様
子
は
、
し
か
と
存
ぜ
ず
候
ふ
」
の
一
文
で
あ
る
。
何
気
な
い
言
葉
遣
い
で

あ
る
が
、
こ
の
一
文
は
、
『
川
角
太
閤
記
』
の
筆
者
が
、
知
ら
な
い
こ
と
は
知
ら
な
い
と
言
う
こ
と

が
で
き
て
、
推
測
を
推
測
と
断
ら
ず
に
も
の
を
言
っ
た
り
、
無
責
任
な
創
作
的
記
述
を
し
た
り
す
る

人
物
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
注
６
）
。
こ
れ
も
ま
た
、
一
連
の
事
件
に
つ
い
て
の
『
川

角
太
閤
記
』
の
記
事
に
対
す
る
信
頼
度
を
よ
り
高
め
る
も
の
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。

『
川
角
太
平
記
』
の
成
立
は
、
元
和
七
年
か
ら
九
年
の
間
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
注
７
）
。
慶
長
年

間
に
は
成
立
し
て
い
た
と
さ
れ
る
『
太
閤
さ
ま
軍
記
の
う
ち
』
に
比
べ
て
時
期
は
下
る
が
、
そ
こ
に

記
さ
れ
て
い
る
内
容
に
は
、
『
太
閤
さ
ま
軍
記
の
う
ち
』
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ

は
全
く
う
か
が
わ
れ
ず
、
全
て
『
太
閤
さ
ま
軍
記
の
う
ち
』
と
は
出
所
を
異
に
す
る
と
思
わ
れ
る
も

の
ば
か
り
で
、
そ
の
点
、
秀
次
失
脚
自
刃
事
件
を
学
問
的
に
論
ず
る
の
な
ら
、
決
し
て
無
視
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
そ
し
て
、
も
し
『
川
角
太
閤
記
』
の
史
料
と
し
て
の
価

値
を
認
め
る
な
ら
、
そ
の
時
点
で
、
「
秀
次
は
「
無
実
の
証
明
の
た
め
」
自
ら
切
腹
し
た
」
と
す
る

説
は
成
立
し
得
な
く
な
る
と
い
う
の
が
、
私
の
結
論
で
あ
る
。

次
に
（
二
）
に
つ
い
て
述
べ
る
。
結
論
を
先
に
述
べ
る
な
ら
、
秀
吉
が
、
秀
次
に
高
野
山
行
を
命

じ
た
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
が
、
そ
の
時
点
（
七
月
八
日
）
で
は
、
秀
吉
に
は
秀
次
の
生
命
を
奪
う

意
志
が
な
か
っ
た
こ
と
の
何
よ
り
の
根
拠
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
近
い
将
来

あ
る
人
物
（
秀
次
）
を
死
刑
に
処
そ
う
と
思
い
つ
つ
、
そ
の
人
物
に
高
野
山
へ
行
け
と
命
ず
る
こ
と

は
、
ま
と
も
な
人
間
の
判
断
と
し
て
有
り
え
な
い
処
置
だ
と
、
私
に
は
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

文
禄
四
年
七
月
八
日
朝
（
注
８
）
、
秀
次
は
、
ほ
と
ん
ど
無
防
備
な
状
態
で
（
注
９
）
伏
見
城
に
や
っ

て
来
た
。
そ
の
時
、も
し
秀
吉
が
秀
次
を
殺
す
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
な
ら
、ど
う
す
る
で
あ
ろ
う
か
？

　

一
番
率
直
な
方
法
は
、
そ
の
場
で
包
囲
し
、
自
殺
を
強
要
す
る
か
殺
害
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
余
り
に
突
然
す
ぎ
る
の
で
、
周
囲
の
動
揺
を
少
な
く
す
る
た
め
に
し
ば
ら
く
猶
予
を
置
い

て
、
時
期
を
見
て
殺
す
つ
も
り
な
ら
、
ど
う
す
る
で
あ
ろ
う
か
？　

多
分
、
伏
見
城
内
あ
る
い
は
、

近
く
の
適
当
な
配
下
の
者
の
屋
敷
に
入
れ
、
軟
禁
状
態
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
『
川
角
太
閤
記
』

に
よ
れ
ば
、
秀
次
は
、
伏
見
到
着
直
後
、
一
度
「
糟
屋
内
膳
が
屋
形
」
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

秀
吉
が
命
じ
た
の
は
、
高
野
山
行
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
？

高
野
山
内
は
、
（
恐
ら
く
は
そ
の
開
山
当
初
か
ら
）
俗
世
権
力
の
徴
税
権
や
警
察
権
等
の
及
ば
な

い
宗
教
的
聖
地
と
し
て
、
広
く
自
治
が
認
め
ら
れ
て
い
た
場
所
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
あ
る
人
物
が
僧

侶
の
体
と
な
っ
て
一
た
び
山
内
に
足
を
踏
み
入
れ
さ
え
す
れ
ば
、
た
と
え
そ
の
人
物
が
俗
世
で
ど
の

よ
う
な
罪
を
犯
し
た
者
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
人
物
が
山
内
を
出
な
い
限
り
、
そ
の
罪
は
問
わ
れ

ず
、
山
内
の
自
治
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
古
く
か
ら
の
不
文
律
（
注
10
）
で
あ
っ
た

の
も
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
不
文
律
は
、
連
綿
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
た
（
注
11
）
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
、
豊
臣
政
権
下
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
条
文
と
し
て
成
文
化
さ
れ
る
。

一
、
天
下
に
対
し
て
敵
を
な
す
謀
反
悪
逆
人
を
寺
中
に
匿
ふ
こ
と
然
る
べ
か
ら
ず
。
道
心
者
と

い
ふ
は
、
親
を
殺
し
、
子
を
殺
し
、
主
の
用
に
立
た
ず
、
又
は
面
目
を
失
ひ
て
髻
を
切
り
、

男
も
な
ら
ざ
る
輩
、
こ
れ
等
を
山
中
に
匿
す
こ
と
は
苦
し
か
る
ま
じ
き
か
。

天
正
十
三
年
四
月
十
日
、
秀
吉
軍
の
高
野
山
攻
撃
を
目
前
に
控
え
、
応
其
上
人
の
周
旋
に
よ
っ
て
、

高
野
山
の
代
表
二
名
（
南
院
主
宥
全
・
遍
照
尊
院
快
言
）
と
秀
吉
と
の
会
談
が
実
現
し
た
際
、
攻
撃

回
避
の
条
件
と
し
て
、
秀
吉
か
ら
高
野
山
へ
示
さ
れ
た
四
か
条
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
高
野
山
側

は
、
四
か
条
全
て
を
受
け
入
れ
、
四
月
十
六
日
付
け
で
請
状
を
提
出
し
た
。
意
味
す
る
所
は
、
「
天

下
に
対
し
て
敵
を
な
す
謀
反
悪
逆
人
」
を
除
き
（
こ
の
例
外
が
設
け
ら
れ
た
所
が
、
従
前
と
は
決
定

的
に
異
な
る
の
で
あ
る
が
）
、
そ
れ
以
外
の
者
は
、
親
や
子
を
殺
し
た
犯
罪
者
で
あ
っ
て
も
、
主
君

か
ら
勘
当
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
も
、
世
間
に
顔
向
け
で
き
な
い
よ
う
な
不
始
末
を
し
で
か
し
た
者
で

あ
っ
て
も
、
従
来
ど
お
り
、
山
内
で
保
護
し
て
よ
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
条
文
の
存
在
を

念
頭
に
、
秀
次
に
高
野
山
行
を
命
じ
た
秀
吉
の
命
令
を
考
え
る
と
、
ど
う
な
る
か
？

ま
ず
、
秀
次
が
「
天
下
に
対
し
て
敵
を
な
す
謀
反
悪
逆
人
」
で
あ
る
の
な
ら
、
高
野
山
と
い
え
ど

も
そ
れ
を
匿
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
高
野
山
と
し
て
は
、
秀
次
が
「
天
下
に
対
し
て
敵
を

な
す
謀
反
悪
逆
人
」
で
は
な
い
と
い
う
前
提
が
な
い
限
り
、
秀
次
の
身
柄
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
の
前
提
で
受
け
入
れ
さ
せ
た
上
で
、
ま
た
改
め
て
、
秀
次
を
切
腹
さ
せ
る
た
め
に
は
、

ど
の
よ
う
な
手
続
き
が
必
要
か
？　

秀
次
の
罪
が
実
は
謀
反
で
あ
っ
た
こ
と
を
高
野
山
側
に
説
明

し
、
納
得
さ
せ
、
山
内
の
意
思
決
定
機
関
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
、
秀
吉
側
（
具
体
的
に
は
、
応

其
上
人
）
に
は
求
め
ら
れ
る
。
実
際
、
『
太
閤
記
』
に
拠
れ
ば
、
応
其
上
人
は
、
秀
次
へ
の
切
腹
命

令
を
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
、
「
一
山
衆
会
之
評
議
」
を
十
五
日
の
払
暁
よ
り
開
催
し
、
山
内
の
意

見
集
約
を
図
っ
て
い
る
。
秀
次
に
切
腹
の
命
令
が
伝
え
ら
れ
た
の
は
、
そ
こ
で
の
議
決
が
な
さ
れ
て

後
の
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
秀
吉
が
、
文
禄
四
年
七
月
八
日
の
時
点
で
、
秀
次
を
近
い
う
ち
に
殺
さ

ね
ば
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
な
ら
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
面
倒
が
予
想
さ
れ
る
選
択

肢
を
選
ぶ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
天
下
惣
無
事
事
業
の
盟
友
と
し
て
個

人
的
な
信
頼
関
係
で
結
ば
れ
て
い
た
応
其
上
人
（
同
時
に
、
母
・
大
政
所
の
菩
提
寺
の
住
持
で
あ
る
）

に
対
し
、
詐
術
を
用
い
る
こ
と
に
も
な
る
。
秀
吉
は
そ
ん
な
愚
か
な
人
物
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。さ

て
、
七
月
八
日
の
時
点
で
は
、
秀
吉
に
は
秀
次
を
殺
す
意
志
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
七
月

十
五
日
に
は
、
秀
吉
の
命
令
に
よ
っ
て
秀
次
は
切
腹
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
間
の
ど
こ
か

で
、
秀
吉
の
意
志
が
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の

は
、
先
学
の
研
究
で
も
注
目
さ
れ
て
い
る
「
秀
次
高
野
住
山
之
儀
ニ
付
被
仰
出
条
々
」
と
題
さ
れ
る

七
月
十
二
日
付
け
の
文
書
で
あ
る
。
本
文
の
み
を
引
用
す
る
（
注
12
）
。

一
、
召
使
候
者
侍
十
人
、
此
内
坊
主
、
台
所
人
共
、
下
人
、
小
者
、
下
男
共
五
人
、
都
合
十
五

人
可
為
候
。
此
外
小
者
一
切
不
可
有
之
候
。
然
共
ほ
つ
た
い
黒
衣
之
上
は
、
上
下
共
、
刀
脇

差
不
可
帯
之
事
。
付
タ
リ
、
此
方
奉
公
仕
も
の
ゝ
縁
者
親
類
、
不
可
召
置
事
。
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一
、
為
惣
山
番
之
儀
、
昼
夜
堅
可
申
付
候
。
自
然
於
令
下
山
者
、
惣
山
可
加
成
敗
事
。

一
、
当
山
出
入
之
口
々
ニ
番
を
居
、
秀
次
見
廻
之
族
、
可
令
停
止
候
事
。

詳
論
は
避
け
る
が
、
先
学
の
指
摘
す
る
ご
と
く
、
こ
の
文
書
は
、
秀
次
が
こ
れ
か
ら
当
分
「
高
野

住
山
」
即
ち
、
高
野
山
内
に
住
む
（
継
続
的
に
生
活
す
る
）
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
文
書
を
高
野
山
に
届
け
た
の
は
、
福
島
正
則
・
池
田
秀
雄
・
福
原
長
尭
の
三
名
で
あ
っ
た
と
す

る
見
解
が
あ
る
が
、
こ
の
時
点
で
派
遣
さ
れ
た
の
は
福
原
長
尭
一
人
で
、
彼
は
（
多
分
十
三
日
中
に

高
野
山
に
到
着
し
）
、
十
四
日
（
多
分
、
朝
）
に
、
秀
次
に
会
い
、
こ
の
文
書
の
趣
旨
を
伝
え
て
い
る
。

『
川
角
太
閤
記
』
は
、
そ
の
場
面
を
、
以
下
の
ご
と
く
記
述
し
て
い
る
。

一
、
十
四
日
に
福
原
右
馬
助
を
御
使
に
立
て
、
御
神
妙
の
御
覚
悟
然
る
べ
き
の
由
、
御
諚
に
て
、

先
々
御
意
に
御
任
せ
な
さ
れ
候
ふ
、
終
に
は
目
出
た
く
御
中
な
ほ
り
な
さ
る
べ
く
候
ふ
間
、

御
意
に
御
任
せ
然
る
べ
く
御
座
候
は
ん
と
申
し
上
げ
候
ふ
と
こ
ろ
に
、
関
白
殿
御
意
に
は
、

此
の
上
は
、
道
具
御
出
し
な
さ
る
べ
し
と
て
、
残
り
無
く
御
出
し
な
さ
る
。

こ
れ
は
、「
秀
次
高
野
住
山
之
儀
ニ
付
被
仰
出
条
々
」
の
第
一
条
に
「
ほ
つ
た
い
黒
衣
之
上
は
、
上
下
共
、

刀
脇
差
不
可
帯
之
事
」
に
対
応
し
た
処
置
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
際
、
福
原
は
「
終
に
は
目
出
た
く

御
中
な
ほ
り
な
さ
る
べ
く
候
ふ
間
」
と
述
べ
、
秀
吉
と
秀
次
の
関
係
修
復
へ
の
期
待
を
述
べ
て
い
る
。

即
ち
、
彼
は
、
こ
の
時
点
で
も
な
お
、
秀
次
に
切
腹
が
命
ぜ
ら
れ
る
と
は
、
全
く
考
え
て
い
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
遡
っ
て
十
二
日
に
福
原
が
こ
の
文
書
の
使
者
と
な
っ
て
高
野
山
に
向
け
て
出
発
し
て
後
、

十
三
日
ま
で
の
間
に
、
京
・
伏
見
で
は
、
事
態
が
急
展
開
し
て
い
た
。
『
太
閤
さ
ま
軍
記
の
う
ち
』

に
は
、
七
月
十
三
日
に
な
っ
て
、
こ
の
事
件
に
関
し
、
白
井
備
後
守
・
熊
谷
大
膳
頭
・
木
村
常
陸
守

な
ど
、
秀
次
側
近
た
ち
の
処
罰
が
決
定
し
た
と
の
記
述
が
見
え
る
。
即
ち
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

七
月
十
三
日
、
く
み
つ
か
ま
つ
り
候
ふ
悪
行
人
御
成
敗

御
検
使　
　

民
部
卿
法
印　

増
田
右
衛
門
尉　

石
田
治
部
少
輔

一
、
白
井
備
後
守　

四
条
じ
や
う
ど
し
ゆ
う
て
い
あ
ん
に
て
腹
を
切
る
。

お
な
じ
く
妻
女　

四
条
道
場
に
て
自
害
つ
か
ま
つ
り
、
一
首
よ
み
お
き
候
ふ
。

妻
ゆ
ゑ
に
す
み
に
ぞ
わ
た
る
わ
が
す
が
た
つ
ひ
に
蓮
の
縁
と
な
る
ら
ん

哀
れ
な
る
あ
り
さ
ま
な
り
。

一
、
熊
谷
大
膳
頭　

嵯
峨
の
二
尊
院
に
て
腹
を
切
る
。

一
、
木
村
常
陸
守　

津
の
国
五
か
の
庄
大
門
寺
に
て
生
害
。

日
ご
ろ
た
く
は
へ
お
き
候
ふ
黄
金
、
め
し
あ
げ
ら
れ
さ
ぶ
ら
ふ
な
り
。

お
な
じ
く
妻
子　

帥
の
法
印
に
御
あ
づ
け
。

一
、
一
柳
右
近
妻
子　

伊
藤
伊
賀
に
御
あ
づ
け
。

一
、
服
部
采
女
妻
子　

吉
田
清
右
衛
門
に
御
あ
づ
け
。

長
く
な
る
の
で
、
引
用
は
初
め
の
五
名
の
部
分
の
み
に
と
ど
め
た
が
、
こ
の
記
事
は
、『
言
経
卿
記
』

文
禄
四
年
七
月
十
四
日
の
記
事
に
、

一
、
昨
日
、
殿
下
御
内
衆
熊
谷
大
膳
大
夫
、
粟
野
木
工
助
、
白
江
備
前
守
、
・
・
・
等
、
太
閤

よ
り
腹
ヲ
切
ラ
サ
レ
了
由
風
聞
也
。

と
見
え
る
の
と
内
容
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
（
注
13
）
、
事
実
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
秀

次
の
切
腹
も
、
恐
ら
く
こ
の
時
決
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
私
は
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
決
定
は
、

福
島
正
則
と
池
田
秀
雄
の
二
名
が
使
者
と
な
っ
て
、
十
四
日
に
高
野
山
に
伝
え
ら
れ
、
応
其
上
人
は

そ
れ
を
受
け
て
、
十
五
日
明
け
方
よ
り
の
「
一
山
衆
会
」
の
開
催
を
決
定
。
そ
こ
で
の
議
決
の
結
果

が
福
島
・
池
田
に
伝
え
ら
れ
た
後
、
「
五
つ
ご
ろ
」
両
名
は
秀
次
の
許
に
行
き
…
…
、
以
下
は
、
先

に
引
用
し
た
『
川
角
太
平
記
』
が
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
（
な
お
、
切
腹
の
命
令
が
十
三
日
に
発
せ

ら
れ
た
の
な
ら
、
そ
れ
が
十
四
日
中
に
高
野
山
に
届
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る

が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
私
見
は
補
論
Ⅱ
と
し
て
述
べ
る
。
ま
た
、
『
太
閤
記
』
に
は
、
秀
次
に
切
腹

を
命
じ
る
応
其
上
人
に
あ
て
た
七
月
十
三
日
付
け
五
奉
行
連
署
状
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
真

偽
に
つ
い
て
は
、
補
論
Ⅲ
と
し
て
述
べ
る
）
。

以
上
の
ご
と
き
史
料
か
ら
、
七
月
八
日
以
後
、
事
件
は
漸
進
的
に
展
開
し
た
の
で
は
な
く
、
十
二

日
と
十
三
日
の
間
で
急
展
開
し
た
こ
と
が
知
れ
る
。
で
は
、
何
故
十
二
日
と
十
三
日
の
間
で
事
件
が

急
展
開
し
た
の
か
と
い
う
と
、
極
く
平
凡
に
、
「
謀
反
の
企
て
が
実
際
に
存
在
し
、
秀
次
自
身
も
そ

れ
に
係
わ
っ
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
決
定
的
な
情
報
」
が
、
秀
吉
側
（
恐
ら
く
は
、
石
田
三

成
か
増
田
長
盛
）
に
も
た
ら
さ
れ
た
（
と
い
う
よ
り
、
私
の
考
え
で
は
「
も
た
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
）

か
ら
だ
と
私
は
考
え
る
。
そ
の
情
報
は
、
直
ぐ
に
秀
吉
（
注
14
）
に
伝
え
ら
れ
、
そ
こ
で
対
応
策
が

協
議
さ
れ
た
（
注
15
）
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
十
三
日
ま
で
に
、
秀
次
の
切
腹
と
『
太
閤
さ
ま
軍
記

の
う
ち
』
に
い
う
所
の
「
く
み
つ
か
ま
つ
り
候
ふ
悪
行
人
御
成
敗
」
が
決
ま
り
、
秀
次
に
切
腹
を
命

ず
る
た
め
に
、
福
島
正
則
・
池
田
秀
雄
が
高
野
山
に
派
遣
さ
れ
、
云
々
と
な
る
。

で
は
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
、
そ
の
「
謀
反
の
企
て
が
実
際
に
存
在
し
、
秀
次
自
身
も
そ

れ
に
係
わ
っ
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
決
定
的
な
情
報
」
を
も
た
ら
し
た
の
か
と
言
う
と
、
こ

れ
も
、
極
く
平
凡
に
、
謀
反
の
企
て
に
加
わ
っ
て
い
た
者
（
一
人
ま
た
は
複
数
）
が
、
自
ら
へ
の
処

罰
を
逃
れ
る
た
め
に
、
自
ら
に
探
索
が
及
ぶ
前
に
、
事
件
の
全
貌
を
当
局
に
密
告
し
た
と
考
え
て
不

都
合
は
な
い
の
で
は
な
い
か
（
注
16
）
。
そ
し
て
、
も
し
そ
う
な
ら
、
そ
の
時
点
で
既
に
秀
次
の
政

治
的
生
命
は
完
全
に
失
わ
れ
て
お
り
、
今
さ
ら
無
実
の
罪
を
で
っ
ち
上
げ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
情
報
は
事
実
に
基
づ
く
も
の
で
、
秀
次
の
謀
反
は
、
冤
罪
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
高

い
と
私
は
考
え
る
（
注
17
）
。
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、
で
は
情
報
提
供
者
は
誰
か
と
い
う
こ
と
が
気
に

な
る
が
、
こ
れ
以
上
の
追
究
は
差
し
控
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
た
だ
、
探
索
の
対
象
と
し
て
は
、
秀

次
側
近
、
有
力
大
名
、
堂
上
方
面
の
三
つ
が
あ
げ
ら
れ
る
と
は
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
矢
部
氏
が
自
説
の
ま
と
め
と
し
た
①
②
に
つ
い
て
、
私
見
を
述
べ
終
え
た
。
あ
と
は
、
普

通
に
従
来
の
説
の
と
お
り
、
「
秀
次
の
謀
反
に
激
怒
し
た
秀
吉
は
、
秀
次
を
切
腹
さ
せ
る
だ
け
で
は

気
が
お
さ
ま
ら
ず
、
怒
り
の
感
情
の
赴
く
ま
ま
、
八
月
二
日
、
秀
次
の
妻
妾
等
三
十
余
名
を
、
そ
の

子
と
共
に
、
京
都
の
三
条
河
原
で
見
せ
し
め
と
し
て
公
開
処
刑
し
た
」
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
あ
る

が
、
別
な
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
と
い
う
意
味
で
、
以
下
に
、
私
見
を
披
瀝
し
た
い
。

- 4 -

36 奈良工業高等専門学校　研究紀要　第51号（2015）



そ
れ
は
、
『
太
閤
記
』
の
中
に
見
え
る
、
以
下
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
従
来
の
説
で
は
、
ど
う

に
も
説
明
が
つ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

福
島
、
福
原
、
池
田
、
十
六
日
の
晩
、
伏
見
に
至
り
、
そ
の
旨
披
露
し
奉
り
、
「
秀
次
公
御

面
の
事
、
い
か
が
仕
り
候
は
ん
や
」
と
申
し
候
へ
ば
、
そ
の
御
返
事
は
な
く
、
「
木
食
上
人
は
、

あ
へ
な
く
も
切
腹
さ
せ
侍
る
よ
な
」
と
、
聊
か
御
袖
を
し
ぼ
り
給
へ
り
。

福
島
正
則
以
下
三
名
が
、
十
六
日
の
夕
刻
、
秀
次
の
首
を
も
っ
て
伏
見
に
戻
り
、
秀
吉
に
報
告
し

た
後
、
秀
次
の
首
の
処
置
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
秀
吉
は
、
そ
の
問
い
に
は
こ
た
え
ず
、「
木
食
上
人
は
、

あ
へ
な
く
も
切
腹
さ
せ
侍
る
よ
な
」
と
言
っ
て
涙
を
流
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
た

秀
吉
の
姿
は
、
決
し
て
秀
次
の
謀
反
に
激
怒
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
自
ら
が
命
じ
た
も
の
で
あ

り
な
が
ら
、
秀
次
の
死
を
悼
み
、
悲
し
ん
で
い
る
姿
で
あ
る
。
い
ず
れ
が
本
当
の
秀
吉
の
姿
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
？

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
『
太
閤
記
』
に
の
み
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
太
閤
記
』
の
記
述

に
は
多
く
の
事
実
で
は
な
い
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
、
私
自
身
、
注
６
と
し
て
指
摘
し
た
と

お
り
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
「
太
閤
記
に
し
か
見
え
な
い
話
で
あ
る
の
で
、
事

実
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
し
て
切
り
捨
て
て
し
ま
う
な
ら
、
論
は
そ
こ
で
尽
き
る
。
従
っ
て
、
以

下
は
、
「
も
し
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
事
実
で
あ
る
と
し
た
ら
」
と
い
う
条
件
付
き
で
、
敢
え
て
私
が

述
べ
る
所
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
了
解
さ
れ
た
い
（
注
18
）
。

七
月
八
日
の
時
点
で
、
秀
吉
が
事
件
に
対
し
て
激
怒
し
て
い
た
こ
と
は
、
注
16
に
引
用
し
た
『
兼

見
卿
記
』
の
記
述
か
ら
も
間
違
い
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
秀
次
個
人
へ
の
肉
親
感
情
を
一

切
忘
れ
さ
せ
る
ほ
ど
の
激
し
い
憎
悪
・
報
復
の
感
情
と
な
り
、
そ
れ
が
ず
っ
と
秀
吉
の
心
中
に
と
ど

ま
っ
て
い
た
か
と
い
え
ば
、
私
は
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と
思
う
。
も
し
、
秀
次
に
対
す
る
秀
吉
の

感
情
が
憎
悪
・
報
復
の
念
だ
け
で
あ
っ
た
な
ら
、
高
野
山
で
謹
慎
し
て
い
る
秀
次
の
命
を
奪
う
に
際

し
て
、
ど
の
よ
う
な
手
段
を
と
る
で
あ
ろ
う
か
。
何
ら
か
の
口
実
を
も
う
け
て
秀
次
を
下
山
さ
せ
、

京
都
に
連
れ
戻
し
、
そ
こ
で
、
切
腹
よ
り
も
も
っ
と
屈
辱
的
な
、
あ
る
い
は
残
酷
な
方
法
で
、
公
開

処
刑
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
秀
次
は
、
武
士
と
し
て
の
体
面
を
保
っ
て
、
五
名
の

殉
死
者
と
共
に
見
事
に
切
腹
し
た
。
そ
れ
は
、
罪
状
が
謀
反
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、む
し
ろ
「
情

け
あ
る
」
と
さ
え
言
え
る
処
置
で
は
あ
る
ま
い
か
と
私
は
思
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
届
け
ら

れ
た
秀
次
の
首
を
見
て
、
秀
吉
が
涙
を
流
し
た
と
い
う
『
太
閤
記
』
の
話
も
、
必
ず
し
も
創
作
と
は

言
い
切
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
私
に
は
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
秀
吉
は
、
そ
の
時
に
「
木

食
上
人
は
、
あ
へ
な
く
も
切
腹
さ
せ
侍
る
よ
な
」
と
述
懐
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
一
言
か
ら
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
が
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
か
？

「
あ
へ
な
く
」
は
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
微
妙
な
語
で
あ
る
が
、
結
果
に
失
望
し
て
い
る
場
合
に
用
い

ら
れ
、
こ
の
場
合
は
「
木
食
上
人
は
、
な
ん
と
あ
っ
さ
り
と
（
秀
次
を
）
切
腹
さ
せ
た
こ
と
だ
」
と

い
う
ほ
ど
の
現
代
語
訳
に
な
ろ
う
。
秀
吉
は
、
自
分
自
身
で
秀
次
に
切
腹
を
命
じ
つ
つ
、
同
時
に
、

木
食
応
其
上
人
の
手
に
よ
っ
て
、
秀
次
の
命
が
救
わ
れ
る
こ
と
を
（
心
の
底
で
は
、
密
か
に
）
願
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
形
式
論
理
的
に
は
矛
盾
し
て
い
る
が
、
政
権
の
統
治
者
と
し
て
謀
反

人
を
厳
罰
に
処
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
秀
吉
と
、
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
可
愛
が
っ
て
き
た
甥
っ
子
を
助

け
た
い
と
思
う
た
だ
の
人
間
と
し
て
の
秀
吉
と
、
矛
盾
し
た
二
人
の
秀
吉
が
、
現
実
の
秀
吉
と
い
う

一
つ
の
肉
体
に
並
存
し
て
い
た
と
考
え
る
の
は
、
決
し
て
無
理
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。

秀
吉
と
応
其
上
人
と
の
接
触
は
、
文
献
上
で
は
天
正
十
二
年
ご
ろ
か
ら
確
認
さ
れ
る
（
注
19
）
が
、

二
人
の
結
び
つ
き
が
決
定
的
と
な
る
の
は
、
天
正
十
三
年
四
月
、
秀
吉
軍
の
高
野
攻
め
に
際
し
、
応

其
上
人
の
仲
介
に
よ
っ
て
、
高
野
山
の
無
血
武
装
解
除
が
な
さ
れ
た
時
で
あ
る
（
注
20
）
。
続
い
て
、

天
正
十
五
年
の
九
州
征
討
に
お
い
て
は
、
秀
吉
方
の
使
者
と
な
っ
て
長
期
の
交
渉
に
あ
た
り
、
結
果

と
し
て
島
津
義
久
の
降
伏
と
鹿
児
島
の
無
血
開
城
を
齎
し
た
。
ま
た
、
東
大
寺
の
大
仏
に
代
わ
る
天

下
惣
無
事
の
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
た
る
べ
く
企
図
さ
れ
た
東
山
大
仏
の
建
立
に
は
、
秀
吉
の
代
理
と
し

て
一
切
を
差
配
し
、
天
正
二
十
年
に
母
・
大
政
所
が
死
去
す
る
と
、
秀
吉
は
、
そ
の
菩
提
を
弔
う
た

め
に
、
高
野
山
に
剃
髪
寺
（
そ
の
後
、
青
巌
寺
と
改
名
）
を
建
立
し
て
応
其
上
人
を
住
持
と
し
た
。

文
禄
三
年
の
三
回
忌
法
要
に
際
し
、
秀
吉
は
、
徳
川
家
康
、
前
田
利
家
、
伊
達
政
宗
、
蒲
生
氏
郷
、

細
川
幽
斎
等
を
引
き
連
れ
て
登
山
、
三
月
四
日
の
連
歌
会
で
は
、
「
年
を
経
ば
若
木
も
花
よ
高
野
山
」

の
発
句
を
詠
ん
で
、
秀
頼
を
若
木
の
花
に
喩
え
て
、
そ
の
成
長
を
祈
願
し
た
。
そ
れ
に
対
し
上
人

は
、
「
霞
む
か
た
へ
の
広
き
垣
内
」
の
脇
を
付
け
、
家
康
以
下
の
連
衆
を
垣
に
喩
え
て
、
そ
の
庇
護

を
祈
っ
て
い
る
。
当
時
の
人
が
「
太
閤
御
威
光
又
木
食
興
山
上
人
生
相
不
思
議
ノ
事
也
」
と
述
べ
て

い
る
（
注
21
）
ご
と
く
、
秀
吉
に
と
っ
て
、
応
其
上
人
は
、
自
ら
の
天
下
惣
無
事
事
業
の
宗
教
面
で

の
最
大
の
功
労
者
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
個
人
的
な
信
頼
関
係
で
結
ば
れ
た
―
―
そ
の
死
を
知
ら

さ
れ
た
時
、
気
を
失
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
ほ
ど
母
思
い
で
あ
っ
た
秀
吉
の
、
そ
の
母
の
菩
提
寺
の
住

持
に
、
ど
う
し
て
人
格
的
に
信
頼
も
尊
敬
も
で
き
な
い
者
を
選
ぶ
で
あ
ろ
う
か
―
―
盟
友
と
も
い
う

べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。
で
は
、
一
体
、
秀
吉
は
、
上
人
が
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
秀
次
の
命
を
救
う

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
、
秀
吉
が
考
え
た
こ
と
は
、
た
っ
た
一
つ
の
可
能
性
し
か
な
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
秀
次
自

身
の
「
命
乞
い
」
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
理
由
で
は
、
た
と
え
一
山
衆
会
の
決
議
で
あ
っ
て
も
、
秀

次
の
罪
状
が
謀
反
で
あ
る
限
り
、
高
野
山
側
は
、
秀
次
助
命
を
申
し
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
故

な
ら
、
そ
れ
は
、
天
正
十
三
年
四
月
に
交
わ
さ
れ
た
秀
吉
と
高
野
山
と
の
盟
約
の
破
棄
を
意
味
し
、

秀
吉
と
高
野
山
の
関
係
を
、
そ
れ
以
前
の
状
態
に
戻
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
ん
な
こ
と
に
係
わ
り
な
く
、
「
御
本
人
が
命
乞
い
を
し
て
い
る
か
ら
、
太
閤
様
の
御
養
子
で

甥
御
様
で
も
あ
る
し
、
一
応
」
と
い
う
こ
と
な
ら
、
切
腹
の
延
期
の
嘆
願
く
ら
い
は
で
き
よ
う
。
そ

し
て
、
応
其
上
人
な
ら
、
秀
次
に
説
い
て
（
そ
の
時
は
、
秀
次
の
親
や
妻
妾
や
子
の
運
命
が
、
当
然
、

大
き
な
説
得
の
材
料
と
な
る
）
、
「
命
乞
い
」
を
す
る
よ
う
に
仕
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
そ
し
て
、
上
人
か
ら
嘆
願
が
出
さ
れ
た
ら
…
…
、
甥
っ
子
の
命
を
何
と
か
し
て
助
け
た
い

と
思
う
「
も
う
一
人
の
」
秀
吉
は
、
藁
に
も
す
が
る
気
持
ち
で
、
そ
れ
を
期
待
し
て
い
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
そ
の
秀
吉
の
気
持
ち
が
上
人
に
伝
わ
っ
て
い
た
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
、
私
に
は
分
か
ら

な
い
。
た
だ
し
、
秀
吉
の
期
待
に
反
し
て
、
上
人
に
は
、
秀
次
に
「
命
乞
い
」
を
さ
せ
る
時
間
的
な

余
裕
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
は
推
測
が
つ
く
。
七
月
十
三
日
付
の
「
秀
次
切
腹
命
令
」
が
上
人
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の
も
と
に
届
い
て
後
、
上
人
は
、
恐
ら
く
十
五
日
払
暁
か
ら
の
一
山
衆
会
を
ど
の
よ
う
に
乗
り
切
る

か
で
忙
殺
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
（
注
22
）
。
何
と
な
れ
ば
、
も
し
そ
こ
で
命
令
を
拒
否
す
る
と
い
う

よ
う
な
決
議
が
な
さ
れ
て
し
ま
っ
た
な
ら
、
前
述
の
ご
と
く
、
高
野
山
と
秀
吉
の
関
係
は
、
一
切
が

瓦
解
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
命
令
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
決
議
が
な
さ
れ
る

ま
で
、
上
人
は
、
秀
次
に
「
命
乞
い
」
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
、
「
命
乞
い
」
の

前
提
に
は
「
死
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
一
山
衆
会
の
議
決
が
済
ま
な
い
限
り
、
上
人
に
と
っ

て
、
秀
次
の
「
死
」
は
、
ま
だ
前
提
と
は
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
山
衆
会
の
議
決
が
な
さ
れ
、

そ
の
結
果
を
知
っ
た
秀
吉
の
使
者
達
は
、
す
ぐ
に
青
巌
寺
に
赴
き
、
秀
吉
の
命
令
を
伝
え
た
。
あ
と

は
、
『
川
角
太
閤
記
』
が
描
写
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
秀
吉
の
は
か
な
い
期
待
は
、
や
は
り
、
は
か

な
い
期
待
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
仮
定
の
上
に
仮
定
を
重
ね
た
論
で
は
あ
る
が
、
秀
次
に
切
腹
を
命
じ
た
後
に
も
、
秀
吉
の

心
の
奥
に
は
、
秀
次
の
命
だ
け
は
何
と
か
助
け
た
い
と
い
う
気
持
が
あ
っ
た
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を

述
べ
た
。
で
は
、
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
な
ら
、
続
く
八
月
二
日
の
秀
次
の
妻
妾
た
ち
の
公
開
処
刑
は
、

ど
う
解
釈
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
そ
れ
を
論
ず
る
。

近
代
の
研
究
者
の
中
に
は
、
こ
の
事
件
を
秀
吉
の
残
虐
性
を
示
す
も
の
と
し
て
云
々
す
る
向
き
が

存
在
す
る
（
注
23
）
。
し
か
し
、
処
刑
方
法
は
、
当
時
の
普
通
の
方
法
で
あ
っ
て
、
特
に
残
虐
な
方

法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
処
刑
後
も
、
磔
・
獄
門
な
ど
、
こ
と
さ
ら
な
見
せ
し
め
の

処
置
は
と
ら
れ
て
い
な
い
（
注
24
）
。
事
件
が
表
面
化
し
て
後
、
彼
女
た
ち
は
丹
波
・
亀
山
城
内
に

集
め
ら
れ
て
い
た
が
、
処
刑
を
前
に
し
て
、
七
月
晦
日
、
京
都
の
徳
善
院
の
屋
敷
に
移
さ
れ
る
。
そ

こ
で
の
様
子
は
、
『
太
閤
記
』
に
拠
れ
ば
、

今
日
明
日
を
限
り
の
事
な
れ
ば
、
こ
れ
か
れ
の
お
と
づ
れ
、
か
ず
か
ず
な
り
。
と
か
く
せ
し

間
に
、
鶏
の
声
も
し
き
り
、
八
月
朔
日
の
空
も
、
霧
の
ま
ぎ
れ
に
明
け
は
な
れ
し
か
ば
、
又
、

知
る
か
た
さ
ま
よ
り
の
暇
乞
ひ
の
文
来
た
れ
ば
、
使
ひ
の
女
房
、
文
箱
の
蓋
を
片
手
に
持
ち
な

が
ら
、
目
も
く
れ
な
ゐ
に
ぞ
見
帰
り
行
く
あ
り
さ
ま
、
見
る
目
さ
へ
に
ま
ど
ひ
ぬ
。
朔
日
、
さ

ま
ざ
ま
の
あ
は
れ
さ
に
、
ほ
ど
な
く
日
も
暮
れ
、
行
水
の
、
経
帷
子
の
、
遺
物
の
事
ま
で
に
て

他
事
な
し
。

と
の
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
何
ら
、
残
虐
と
か
無
慈
悲
と
か
言
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
様
子
は

見
ら
れ
な
い
。
外
部
か
ら
の
訪
問
も
、
通
信
も
、
制
限
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
、
行
水
、
死
装

束
、
遺
品
の
処
理
と
、
彼
女
た
ち
が
で
き
る
限
り
こ
の
世
に
心
を
残
す
こ
と
な
く
刑
場
に
赴
け
る
よ

う
、
周
囲
は
同
情
し
、
配
慮
し
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。
処
刑
当
日
、
彼
女
た
ち
は
、
西
向
き
に
置

か
れ
た
秀
次
の
首
（
勿
論
こ
れ
は
、
西
方
浄
土
を
望
ま
せ
よ
う
と
す
る
、
善
意
の
配
慮
で
あ
る
）
に
、

最
後
の
別
れ
を
し
た
上
で
、
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
『
太
閤
記
』
に
は
、
「
公
の

御
頚
を
西
向
き
に
居
ゑ
置
き
、
寵
愛
二
十
余
人
の
女
郎
達
に
拝
ま
せ
申
す
べ
き
旨
（
注
25
）
、
兼
ね

て
仰
せ
出
だ
さ
れ
し
と
な
り
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
処
置
は
、
秀
吉
自
身
の
指
示
に
よ
っ
て
な
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
謀
反
人
の
妻
妾
の
処
刑
に
対
し
て
、
秀
吉
と
し
て

で
き
る
ぎ
り
ぎ
り
一
杯
の
配
慮
で
は
な
か
っ
た
か
と
、
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
三
族
を
夷
ぐ
」
と
い
う
語
が
あ
る
。
謀
反
人
に
対
し
て
は
、
本
人
の
み
な
ら
ず
、
父
母
・
兄
弟
・

妻
子
ま
で
処
刑
さ
れ
る
と
い
う
意
で
あ
る
。
当
時
に
お
い
て
謀
反
は
最
も
重
罰
に
処
せ
ら
れ
る
べ
き

罪
で
あ
り
、
秀
次
が
、
そ
の
罪
状
に
対
し
何
の
弁
明
も
せ
ず
切
腹
し
た
以
上
、
彼
女
達
が
謀
反
人
の

妻
妾
と
し
て
処
刑
さ
れ
る
の
は
、
可
哀
想
で
は
あ
る
が
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
特
別
に
秀
吉

を
残
虐
視
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
私
は
思
う
。
た
だ
、
秀
次
の
妻
妾
達
の
数
が

三
十
余
名
と
多
数
で
あ
っ
た
（
同
時
に
、
当
然
の
こ
と
だ
が
、
殆
ど
が
若
く
美
し
い
女
性
と
そ
の
子

で
あ
っ
た
）
た
め
、
そ
の
公
開
処
刑
が
、
人
々
に
強
い
衝
撃
を
与
え
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
秀
次
に
対
す
る
憎
悪
の
余
り
、
秀
吉
が
秀
次
の
妻
妾
三
十
余
人
ま
で
も
そ
の
子
と
も
ど
も
残
酷

に
処
刑
し
た
と
い
う
見
解
は
、
明
白
に
訂
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
私
は
考
え
る
。

以
上
、
矢
部
氏
自
身
が
ま
と
め
ら
れ
た
①
②
③
の
三
点
に
対
す
る
私
見
を
述
べ
終
え
た
。
矢
部
氏

に
な
ら
っ
た
ま
と
め
方
を
す
る
と
、
そ
れ
は
、
以
下
の
ご
と
く
に
な
る
。

①
秀
次
周
辺
の
謀
反
事
件
の
表
面
化
に
際
し
、
七
月
八
日
、
秀
吉
は
秀
次
に
高
野
山
行
を
命
じ
た
。

こ
れ
は
、
秀
次
自
身
は
謀
反
に
関
与
し
て
い
な
い
と
い
う
前
提
で
、
秀
次
の
政
治
的
生
命
の
み

を
奪
い
、
事
件
の
穏
便
な
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

②
七
月
十
二
日
に
事
態
が
急
展
開
し
、
秀
次
自
身
の
謀
反
が
確
定
し
て
し
ま
っ
た
。
秀
吉
は
秀
次

に
切
腹
を
命
じ
、
十
五
日
、
秀
次
は
、
そ
れ
に
従
っ
て
自
刃
し
た
。

③
秀
次
の
謀
反
が
確
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
以
上
、
八
月
二
日
に
彼
の
妻
妾
・
子
が
処
刑
さ
れ
た

の
は
、
可
哀
想
で
あ
っ
て
も
、
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
処
刑
方
法
も
、
特
に
残
虐
視
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
も
う
一
点
、

④
秀
次
に
切
腹
を
命
じ
つ
つ
、
秀
吉
の
心
の
ど
こ
か
に
は
秀
次
の
命
を
救
い
た
い
と
い
う
矛
盾
し

た
思
い
が
あ
り
、
秀
吉
は
、
そ
れ
を
、
応
其
上
人
に
期
待
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

と
い
う
こ
と
を
、
本
論
稿
の
結
論
と
し
て
付
け
加
え
て
お
く
。
た
だ
し
、
④
は
、
飽
く
ま
で
「
可
能

性
」
と
し
て
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

以
下
、
論
の
流
れ
を
ス
ム
ー
ズ
に
さ
せ
る
た
め
に
、
本
文
で
は
詳
論
で
き
な
か
っ
た
点
を
、
補
論

Ⅰ
～
Ⅳ
と
し
て
述
べ
る
。

〈
補
論
Ⅰ
〉
『
御
湯
殿
上
日
記
』
文
禄
四
年
七
月
十
六
日
の
記
述
に
つ
い
て

『
御
湯
殿
上
日
記
』
文
禄
四
年
七
月
十
六
日
に
は
、
「
く
わ
ん
は
く
と
の
、
き
の
ふ
十
五
日
の
よ
つ

時
に
御
は
ら
き
ら
せ
ら
れ
候
よ
し
申
。
む
し
ち
ゆ
へ
か
く
の
事
候
の
よ
し
申
な
り
」
と
の
記
述
が
見

え
る
。
こ
の
記
述
の
解
釈
に
つ
い
て
、
矢
部
氏
は
、

従
来
「
御
は
ら
き
ら
せ
ら
れ
」
の
「
せ
」
を
「
使
役
」
で
理
解
し
「
腹
を
切
ら
さ
れ
た
」
と
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読
ん
で
き
た
の
に
対
し
、
筆
者
は
「
せ
ら
れ
」
を
「
尊
敬
」
で
読
ん
で
「
腹
を
お
切
り
に
な
っ

た
」
と
解
釈
し
、「
無
実
の
た
め
こ
う
な
っ
た
」
と
い
う
の
は
、
秀
次
が
「
無
実
の
証
明
の
た
め
」

自
ら
切
腹
し
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
た
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
注
26
）
。

私
見
を
言
え
ば
、
ま
ず
、
「
御
は
ら
き
ら
せ
ら
れ
」
の
「
せ
」
は
、
氏
の
指
摘
ど
お
り
尊
敬
の
助

動
詞
で
あ
る
。
「
せ
」
を
「
使
役
」
と
す
る
と
、
「
は
ら
」
に
は
「
御
」
が
つ
い
て
い
る
の
で
、
「
御

自
身
の
腹
」
で
あ
る
か
ら
、
現
代
語
で
は
「
関
白
殿
は
、
昨
十
五
日
、
（
御
自
身
の
）
腹
を
お
切
ら

せ
に
な
っ
た
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
（
冗
談
だ
が
）
盲
腸
炎
か
何
か
の
手
術
で
も
な
い
限
り
、
そ

の
よ
う
な
状
況
は
有
り
得
な
い
。
「
尊
敬
」
で
あ
る
な
ら
、
「
関
白
殿
は
、
昨
十
五
日
、
腹
を
お
切
り

に
な
ら
れ
た
」
で
、
何
の
問
題
も
な
い
。

次
に
、「
む
し
ち
ゆ
へ
か
く
の
事
候
」
に
つ
い
て
は
、「
ゆ
へ
」（
故
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
は
「
ゆ
ゑ
」
）

が
逆
接
的
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
例
え
ば
、
天
智
天
皇
の
妻
で
あ
っ
た
額
田
王
に

対
し
て
大
海
士
皇
子
が
詠
ん
だ
和
歌
の
「
人
妻
ゆ
ゑ
に
我
恋
ひ
め
や
も
」
（
『
万
葉
集
』
巻
一
ー
二
〇

番
）
な
ど
、
古
典
文
学
の
研
究
者
な
ら
誰
も
が
知
っ
て
い
る
例
で
あ
る
。
大
海
人
皇
子
は
、
額
田
王

が
「
人
妻
だ
か
ら
」
恋
し
く
思
う
の
で
は
な
い
。
「
人
妻
な
の
に
」
恋
し
く
思
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

「
む
し
ち
ゆ
へ
か
く
の
事
候
」
は
、
普
通
に
「
無
実
な
の
に
こ
ん
な
事
に
な
っ
た
」
と
い
う
意
味
に

理
解
で
き
る
。
つ
い
で
に
言
え
ば
、
最
後
の
「
な
り
」
は
、
「
断
定
」
で
は
な
く
「
伝
聞
推
量
」
の

助
動
詞
だ
か
ら
、「
く
わ
ん
は
く
と
の
、き
の
ふ
十
五
日
の
よ
つ
時
に
御
は
ら
き
ら
せ
ら
れ
候
よ
し
申
。

む
し
ち
ゆ
へ
か
く
の
事
候
の
よ
し
申
な
り
」
の
記
述
は
、
「
関
白
殿
が
昨
十
五
日
に
切
腹
な
さ
っ
た

と
（
人
々
が
）
言
っ
て
い
る
。
無
実
な
の
に
こ
う
な
っ
た
と
言
っ
て
い
る
そ
う
だ
」
と
い
う
だ
け
の

こ
と
で
、
「
高
野
山
か
ら
の
急
報
」
（
注
27
）
の
内
容
を
筆
者
が
記
し
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
筆

者
周
辺
の
噂
の
紹
介
に
過
ぎ
な
い
。
周
辺
の
人
々
が
何
故
秀
次
を
無
実
だ
と
言
う
か
と
い
え
ば
、
秀

次
か
ら
、
秀
吉
に
は
無
断
で
銀
五
千
枚
が
皇
室
周
辺
に
贈
ら
れ
て
い
る
事
実
が
あ
り
、
も
し
秀
次
の

謀
反
が
事
実
で
、
皇
室
周
辺
の
誰
か
が
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、
嫌
疑
は
皇
室
に
ま
で
及
び
、

大
変
な
事
態
と
な
る
か
ら
、
「
全
く
謀
反
な
ん
て
知
ら
な
か
っ
た
、
今
で
も
無
実
だ
と
思
っ
て
い
る
」

と
い
う
言
い
訳
の
た
め
に
、
恐
ら
く
意
図
的
に
言
い
触
ら
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、

『
御
湯
殿
上
日
記
』
の
筆
者
の
気
持
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
（
注
28
）
。

 

〈
補
論
Ⅱ
〉
京
・
伏
見
か
ら
高
野
山
ま
で
の
情
報
伝
達
の
速
度
に
つ
い
て

「
秀
次
切
腹
の
命
令
が
七
月
十
三
日
に
出
さ
れ
た
の
な
ら
、
そ
の
命
令
は
十
四
日
に
は
、
高
野
山

に
は
届
き
え
ず
、
そ
れ
で
は
、
事
態
の
経
過
的
に
十
五
日
四
つ
ご
ろ
の
秀
次
の
切
腹
に
間
に
合
わ
な

い
。
従
っ
て
、
秀
次
切
腹
の
命
令
自
体
が
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
す
る
説
が
存
在
す

る
が
（
注
29
）
、
伏
見
か
ら
、
高
野
山
麓
の
橋
本
（
注
30
）
ま
で
の
距
離
は
、
少
し
遠
回
り
の
JR
の
路

線
を
辿
る
ル
ー
ト
（
注
31
）
で
も
九
七
・
九
キ
ロ
で
、
全
行
程
馬
行
が
可
能
で
あ
る
。
馬
の
速
度
を

毎
時
十
五
キ
ロ
と
す
れ
ば
、
所
要
時
間
は
六
・
五
時
間
。
当
日
は
好
天
で
、
ま
だ
日
も
長
い
か
ら
（
太

陽
暦
で
は
八
月
十
八
日
）
、
十
三
日
の
正
午
過
ぎ
に
伏
見
を
出
て
も
、
日
没
ま
で
に
は
橋
本
に
到
着

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
橋
本
か
ら
は
、
私
自
身
、
最
近
、
橋
本
→
学
文
路
→
河
根
→
神
谷

→
不
動
橋
→
女
人
堂
の
コ
ー
ス
を
五
時
間
弱
で
歩
い
た
経
験
が
あ
る
。
そ
の
間
、
神
谷
ま
で
は
、
大

部
分
馬
行
が
可
能
で
あ
る
か
ら
（
注
32
）
、
そ
う
す
れ
ば
、
三
時
間
ほ
ど
で
あ
ろ
う
か
。
十
三
日
に

伏
見
を
出
発
し
た
使
者
は
、
十
四
日
の
午
前
中
に
は
、
余
裕
で
高
野
山
に
到
着
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
を
不
可
能
だ
と
す
る
の
は
、『
太
閤
記
』
に
「
三
使
そ
の
勢
三
千
余
人
、
兵
具
い
み
じ
く
出
立
て
、

青
巌
寺
を
ひ
た
ひ
た
と
打
囲
み
け
り
」
と
あ
る
こ
と
に
従
っ
て
、
使
者
達
が
、
完
全
武
装
の
兵
士

三
千
余
人
を
率
い
て
高
野
山
に
向
か
っ
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
が
、
秀
次
の
周
り
に
い
る
武
士
は

十
名
程
度
に
過
ぎ
な
い
（
注
33
）
。
そ
の
程
度
を
相
手
に
、
そ
ん
な
大
軍
の
移
動
は
必
要
な
い
。
私
は
『
太

閤
記
』
に
記
さ
れ
た
青
巌
寺
包
囲
事
件
の
存
在
自
体
を
疑
わ
し
く
感
じ
る
も
の
で
あ
る
が
（
注
34
）
、

た
と
え
事
実
で
あ
っ
て
も
、
青
巌
寺
を
包
囲
す
る
だ
け
な
ら
、
「
秀
次
高
野
住
山
之
儀
ニ
付
被
仰
出

条
々
」
に
「
為
惣
山
番
之
儀
、
昼
夜
堅
可
申
付
」
と
あ
る
者
を
増
員
・
動
員
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ

ろ
う
。

〈
補
論
Ⅲ
〉
『
太
閤
記
』
所
載
、
木
食
興
山
上
人
宛
五
奉
行
連
署
状
の
真
偽
に
つ
い
て

当
該
の
文
書
は
、
文
禄
四
年
七
月
十
三
日
付
け
で
、
徳
善
院
玄
以
以
下
五
奉
行
の
連
名
で
、
応
其

上
人
に
宛
て
ら
れ
た
と
す
る
も
の
で
、
「
為
御
意
申
達
候
。
仍
、
秀
次
公
御
謀
反
の
条
々
、
少
も
依

無
疑
之
、
可
被
進
御
切
腹
之
旨
候
」
云
々
と
、
秀
吉
か
ら
秀
次
切
腹
命
令
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ

る
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
連
署
状
が
確
か
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
私
に
と
っ
て
は
好
都
合
な
の
で

あ
る
が
、
矢
部
氏
に
よ
っ
て
「
甫
庵
が
江
戸
時
代
に
「
創
作
」
し
た
も
の
」
と
の
見
解
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
氏
の
見
解
の
根
拠
と
す
る
所
は
、

▽
日
付
に
「
文
禄
四
年
」
と
年
記
が
あ
る
こ
と
（
月
日
だ
け
で
あ
る
べ
き
）

▽
前
田
玄
以
の
署
名
が
「
徳
善
院
玄
以
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
（
民
部
卿
法
印
と
あ
る
べ
き
）

▽
五
奉
行
の
署
名
順
が
、
通
常
と
は
逆
で
あ
る
こ
と

▽
当
日
、
同
座
で
き
な
い
は
ず
の
浅
野
長
吉
の
署
名
が
あ
る
こ
と

等
で
あ
る
が
、
こ
の
連
署
状
が
虚
構
で
あ
る
こ
と
は
、
本
文
中
に
「
猶
三
使
可
有
演
説
之
条
、
令
省

略
畢
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
言
え
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
使
者
三
名
が
同
時
に
派
遣
さ
れ
る
こ

と
を
前
提
と
す
る
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
は
、
福
原
長
尭
の
み
が
、
先
に
「
秀
次
高
野
住
山

之
儀
ニ
付
被
仰
出
条
々
」
を
託
さ
れ
て
十
二
日
に
出
発
し
、
十
三
日
に
切
腹
の
命
令
の
伝
達
の
た
め

に
派
遣
さ
れ
た
の
は
福
島
正
則
と
池
田
秀
雄
の
二
名
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ

る
。
当
該
の
連
署
状
が
史
料
と
し
て
用
い
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
明
白
で
あ
ろ
う
。

〈
補
論
Ⅳ
〉
「
御
傘
持
吉
若
」
に
関
連
し
て

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
『
川
角
太
閤
記
』
の
高
野
山
に
関
す
る
記
述
は
、
秀
次
の
切
腹
当
日
ず
っ
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と
秀
次
の
傍
に
い
て
、
殉
死
者
二
名
の
介
錯
を
し
た
人
物
か
ら
の
聞
書
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
れ
ま
で

は
「
御
傘
持
吉
若
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
「
御
傘
持
」
と
は
、
貴
人
が
外
出
な
ど
の
際
、
長
柄
の
傘

を
差
し
翳
す
役
目
の
者
で
あ
る
。
で
は
、
彼
は
、
い
つ
か
ら
秀
次
の
「
御
傘
持
」
を
勤
め
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
、
秀
次
が
高
野
山
に
来
て
か
ら
で
は
な
い
。
秀
次
は
高
野
山
で
は
謹
慎
の
身
で

あ
る
か
ら
、
外
出
で
き
ず
、
「
御
傘
持
」
の
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
彼
は
、

七
月
八
日
に
、
秀
次
が
秀
吉
に
会
う
べ
く
聚
楽
か
ら
伏
見
に
向
か
っ
た
そ
の
時
か
ら
、
ず
っ
と
「
御

傘
持
」
と
し
て
秀
次
に
つ
き
従
っ
て
き
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
新
参
者
が
こ
ん
な
時
に
選

ば
れ
る
は
ず
は
な
い
か
ら
、
彼
は
、
そ
れ
よ
り
以
前
か
ら
秀
次
の
「
御
傘
持
」
を
し
て
お
り
、
役
目

上
、
門
番
そ
の
他
の
下
仕
え
の
者
た
ち
と
情
報
交
換
す
る
機
会
も
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
考
え
る
と
、
彼
は
、
秀
次
の
外
出
先
や
訪
問
客
に
つ
い
て
、
か
な
り
正
確
な
情
報
を
得
る
こ
と

が
で
き
た
と
思
わ
れ
、
『
川
角
太
平
記
』
の
み
に
見
え
る
以
下
の
ご
と
き
事
柄
も
、
事
実
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
と
私
に
は
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ⅰ
事
件
の
詮
索
の
た
め
に
、
秀
吉
方
か
ら
秀
次
の
許
に
使
者
が
派
遣
さ
れ
た
の
は
、
文
禄
四
年
六

月
二
十
六
日
が
は
じ
め
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
使
者
は
石
田
三
成
、
増
田
長
盛
、
富
田
一

白
、
長
束
正
家
、
前
田
玄
以
の
五
名
で
あ
っ
た
こ
と
。

ⅱ
五
名
は
、
七
月
二
日
、
三
日
頃
ま
で
は
、
毎
日
の
よ
う
に
来
訪
し
て
い
た
が
、
以
後
、
途
絶
え

た
こ
と
。

ⅲ
秀
次
が
伏
見
に
赴
い
た
の
は
、
秀
吉
か
ら
派
遣
さ
れ
た
「
御
比
丘
尼
幸
蔵
主
」
の
勧
め
に
従
っ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ⅳ
秀
次
は
、
自
ら
が
伏
見
へ
赴
く
に
先
立
っ
て
「
三
人
の
若
君
様
」
を
行
か
せ
て
い
る
こ
と
。
ま

た
、
そ
の
「
道
々
」
に
は
、
秀
吉
方
か
ら
派
遣
さ
れ
た
「
御
目
付
衆
」
が
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
。

ⅴ
秀
次
が
伏
見
へ
到
着
す
る
と
、
直
ぐ
に
糟
屋
内
膳
の
屋
形
に
入
れ
置
か
れ
、
そ
こ
で
高
野
山
行

を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
（
『
太
閤
さ
ま
軍
記
の
う
ち
』
や
『
太
閤
記
』
は
、
木
下
大
膳
頭
の
所
に
入
っ

た
と
す
る
）
。

私
自
身
、
以
上
の
五
点
か
ら
幾
つ
か
推
測
す
る
所
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
論
が
拡
散
す
る
の
で
、

そ
れ
は
控
え
る
。
た
だ
し
、
ⅲ
だ
け
は
本
論
稿
の
結
論
と
し
て
①
④
と
し
て
私
が
述
べ
た
所
に
関
係

す
る
の
で
、
そ
れ
を
、
補
論
Ⅴ
と
し
て
述
べ
る
。

　

〈
補
論
Ⅴ
〉
『
太
閤
記
』
所
載
の
秀
次
迎
え
の
使
者
と
な
っ
た
堀
尾
吉
晴
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て

『
太
閤
記
』
に
拠
れ
ば
、
文
禄
四
年
七
月
八
日
、
秀
次
を
伏
見
に
迎
え
る
た
め
に
、
宮
部
継
潤
・

前
田
玄
以
・
中
村
一
氏
・
堀
尾
吉
晴
・
山
内
一
豊
の
五
名
が
聚
楽
へ
派
遣
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
秀
吉

は
、
そ
の
中
の
堀
尾
吉
晴
の
み
を
一
度
呼
び
戻
し
た
。
以
後
は
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

「
彼
の
い
た
づ
ら
者
察
し
候
ひ
て
、
来
た
ら
ざ
る
事
も
あ
ら
ば
、
い
か
が
致
す
べ
き
ぞ
」
と

さ
さ
や
き
給
ひ
し
か
ば
、
堀
尾
承
り
、「
御
心
を
安
ん
ぜ
ら
れ
候
へ
。
よ
き
に
計
ら
ひ
申
す
べ
し
」

と
、
心
よ
げ
に
言
上
せ
し
な
り
。
そ
の
時
、
秀
吉
公
、「
汝
が
命
を
、
今
度
と
、
三
度
く
れ
け
る
よ
」

な
ど
宣
ふ
と
ひ
と
し
く
な
み
だ
ぐ
ま
せ
、
御
暇
乞
ひ
有
り
け
り
。

言
葉
に
は
出
さ
な
い
が
、
秀
次
が
迎
え
に
応
じ
な
い
場
合
、
相
打
ち
覚
悟
で
殺
せ
と
堀
尾
に
命
じ

て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
し
か
な
い
が
、
実
は
、
こ
の
話
が
、
「
高
野

山
行
を
命
じ
る
以
前
か
ら
、
秀
吉
が
秀
次
を
絶
対
に
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
だ
と
考
え
て
い

た
」
と
考
え
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
唯
一
の
文
献
上
の
例
で
あ
る
（
秀
次
側
が
秀
吉
に
殺
さ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
と
恐
れ
て
い
た
と
す
る
例
な
ら
、
い
く
つ
か
あ
る
が
）
。
し
か
し
、
『
川
角
太
閤
記
』

に
よ
れ
ば
、
当
日
の
朝
、
秀
次
の
許
に
行
っ
た
の
は
幸
蔵
主
で
あ
り
、
『
太
閤
記
』
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
虚
構
で
あ
る
こ
と
が
証
さ
れ
る
。

注
１
‥
「
関
白
秀
次
の
切
腹
と
豊
臣
政
権
の
動
揺
―
秀
吉
に
秀
次
を
切
腹
さ
せ
る
意
思
は
な
か
っ

た
―
」
（
『
國
學
院
雑
誌
』
第
一
一
四
巻
第
一
一
号
）
二
〇
一
三
年
）

注
２
‥
『
消
さ
れ
た
秀
吉
の
真
実
―
―
徳
川
史
観
を
越
え
て
』
第
八
章
「
太
閤
秀
吉
と
関
白
秀
次
」（
堀

越
祐
一
）
二
〇
一
一
年
。
人
物
叢
書
『
豊
臣
秀
次
』
第
八
章
（
藤
田
恒
春
）
二
〇
一
五
年
。

注
３
‥
引
用
中
、
括
弧
内
の
「
と
」
は
私
見
で
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。

注
４
‥
「
よ
つ
時
」
は
午
前
十
時
前
後
で
あ
る
。

注
５
‥
わ
ざ
わ
ざ
「
五
ツ
時
分
」
と
記
さ
な
く
と
も
叙
述
が
成
立
す
る
こ
と
は
、
『
太
閤
さ
ま
軍
記

の
う
ち
』
や
『
太
閤
記
』
の
記
述
そ
れ
自
体
が
証
明
し
て
い
る

注
６
‥
比
較
の
た
め
に
言
え
ば
、
八
月
二
日
、
事
件
に
連
座
し
て
処
刑
さ
れ
る
秀
次
の
正
妻
・
一
の

台
の
和
歌
は
、
『
太
閤
さ
ま
軍
記
の
う
ち
』
に
拠
れ
ば
「
つ
ま
ゆ
ゑ
に
く
も
ら
ぬ
空
に
雨
ふ
り
て

白
河
く
さ
の
露
と
き
え
け
り
」
で
あ
る
が
、
『
太
閤
記
』
で
は
、
そ
れ
を
「
心
に
も
あ
ら
ぬ
う
ら

み
は
ぬ
れ
ぎ
ぬ
の
つ
ま
ゆ
ゑ
か
か
る
身
と
な
り
に
け
り
」
と
し
て
い
る
。
秀
次
の
失
脚
・
自
刃
を

石
田
三
成
の
讒
言
に
よ
る
冤
罪
事
件
と
す
る
態
度
は
、『
太
閤
記
』
に
一
貫
し
て
い
る
が
、
甫
庵
は
、

そ
の
た
め
に
こ
と
さ
ら
な
改
竄
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
『
川
角
太
閤
記
』
の
筆
者

の
態
度
と
は
対
照
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

注
７
‥
桑
田
忠
親
『
太
閤
史
料
集
』
二
二
五
ペ
ー
ジ
。

注
８
‥
出
発
の
時
刻
を
記
し
た
記
録
は
な
い
が
、
伏
見
に
到
着
し
た
の
は
、『
兼
見
卿
記
』
に
拠
れ
ば
、

「
午
刻
」
で
あ
る
。
『
川
角
太
閤
記
』
に
は
「
昼
時
分
」
と
あ
り
、
一
致
す
る
。

注
９
‥
『
川
角
太
閤
記
』
に
拠
れ
ば
、「
御
供
に
は
道
三
・
玄
朔
、
そ
の
外
、
小
姓
衆
十
人
ば
か
り
に
て
」

と
い
う
ご
と
く
で
あ
る
。
『
兼
見
卿
記
』
に
「
御
小
者
一
両
人
之
体
云
々
」
と
あ
る
の
は
、
伏
見

到
着
後
、
「
小
姓
た
ち
」
を
城
下
に
控
え
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
、
面
会
の
た
め
に
城
内
に
赴
い
た
時

の
伝
聞
で
あ
ろ
う
。

注
10
‥
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
事
項
を
記
し
た
文
書
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
浅
学
の
身
で
そ

の
存
在
を
知
ら
な
い
の
で
、「
不
文
律
」
と
い
う
タ
ー
ム
を
用
い
る
次
第
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
点
、

御
教
示
を
賜
る
な
ら
幸
甚
で
あ
る

注
11
‥
「
あ
る
人
物
が
僧
侶
の
体
と
な
っ
て
一
た
び
山
内
に
足
を
踏
み
入
れ
さ
え
す
れ
ば
、
た
と
え
、
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そ
の
人
物
が
俗
世
で
ど
の
よ
う
な
罪
を
犯
し
た
者
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
人
物
が
山
内
を
出
な
い

限
り
、
そ
の
罪
は
問
わ
れ
ず
、
山
内
の
自
治
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」
こ
と
の
一
例
と
し
て
、『
信

長
公
記
』
天
正
九
年
に
見
え
る
、
以
下
の
記
事
を
引
用
す
る
。

八
月
十
七
日
、
高
野
聖
、
尋
ね
捜
し
搦
め
捕
つ
て
、
数
百
人
、
万
方
よ
り
召
し
寄
せ
ら
れ
、

悉
く
誅
さ
せ
ら
れ
候
ふ
。
子
細
は
、
摂
津
・
伊
丹
の
牢
人
共
、
高
野
に
拘
へ
置
き
候
ふ
。
其

の
内
に
て
、
一
両
人
、
召
し
出
だ
さ
る
べ
き
者
候
ひ
て
、
御
朱
印
を
以
て
、
仰
せ
遣
は
さ
れ

候
ふ
処
、
其
の
儀
、
御
返
事
を
ば
申
し
上
げ
ず
、
剰
へ
、
御
使
ひ
に
遣
は
さ
れ
候
ふ
者
十
人

ば
か
り
、
討
ち
殺
し
候
ふ
。
毎
度
、
御
勘
気
を
蒙
る
者
、
拘
へ
置
き
、
緩
怠
に
付
い
て
、
か

く
の
ご
と
く
候
ふ
な
り
。

伊
丹
落
城
後
、
追
及
を
逃
れ
高
野
山
に
た
ど
り
着
い
た
荒
木
村
重
の
旧
臣
の
内
の
一
両
人
に
対

し
、
信
長
側
か
ら
そ
の
身
柄
の
引
渡
し
を
求
め
て
十
名
ほ
ど
の
人
数
を
派
遣
し
て
来
た
が
、
高
野

山
側
は
、
そ
れ
を
拒
否
し
、
使
者
を
殺
害
し
た
。
信
長
は
、
そ
の
報
復
と
し
て
各
地
を
行
脚
中
の

高
野
聖
数
百
人
を
捕
ら
え
、
処
刑
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
高
野
山
に
お
い
て
、
宗
教
的
聖
地
と

し
て
の
山
内
自
治
の
精
神
は
、
た
と
え
信
長
の
命
令
で
あ
ろ
う
と
も
、
拒
否
し
守
ら
れ
る
べ
き
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。

注
12
‥
引
用
は
、
矢
部
氏
論
稿
か
ら
の
孫
引
き
で
あ
る
。

注
13
‥
『
太
閤
さ
ま
軍
記
の
う
ち
』
に
は
、『
言
経
卿
記
』
に
見
え
る
粟
野
木
工
助
の
名
が
見
え
な
い
が
、

彼
が
京
都
智
恩
院
の
近
辺
で
切
腹
し
た
こ
と
は
、
『
川
角
太
閤
記
』
と
『
太
閤
記
』
に
一
致
し
て

見
え
る
。
切
腹
の
時
日
に
つ
い
て
は
『
川
角
太
閤
記
』
に
の
み
記
載
が
あ
り
、
七
月
十
五
日
と
す
る
。

注
14
‥
『
御
湯
殿
上
日
記
』
七
月
十
三
日
の
条
に
は
「
大
か
う
御
わ
づ
ら
ひ
と
て
、
北
の
ま
ん
所
殿

よ
り
御
か
つ
う
御
申
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
拠
れ
ば
、
秀
吉
は
当
時
病
臥
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
事
件
の
急
展
開
に
よ
り
そ
の
対
応
に
忙
殺
さ
れ
て
、
以
前
か
ら
決
ま
っ
て
い
た
宮
廷
関

係
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
キ
ャ
ン
セ
ル
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
口
実
と
し
て
の
「
御
わ
づ
ら
ひ
」
で

あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

注
15
‥
近
年
注
目
さ
れ
て
い
る
「
文
禄
四
年
七
月
十
二
日
付
け
石
田
三
成
・
増
田
長
盛
連
署
血
判
起

請
文
」
は
、
そ
の
過
程
で
、
秀
吉
の
眼
前
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

注
16
‥
『
兼
見
卿
記
』
文
禄
四
年
七
月
九
日
の
条
に
は
「
御
謀
反
治
定
、
歴
々
一
味
之
衆
在
之
、
連
々

可
有
御
糺
明
云
々
。
木
村
常
陸
守
、
御
折
紙
、
居
城
へ
太
閤
被
遣
、
御
奉
行
請
取
云
々
。
此
外
種
々

御
糺
明
の
義
可
被
仰
出
、
諸
大
名
恐
怖
云
々
。
太
閤
御
気
色
以
外
之
次
第
云
々
」
と
見
え
、
秀
次

へ
高
野
山
行
を
命
じ
た
後
も
、
糺
明
が
継
続
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。
ま
た
、
密
告
者
が
罪
に

問
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
褒
美
の
対
象
と
な
る
の
は
、
当
時
の
常
識
で
あ
る
。

注
17
‥
十
二
日
に
齎
さ
れ
た
情
報
の
内
容
に
つ
い
て
、
普
通
に
考
え
る
な
ら
、
秀
吉
に
対
す
る
武
力

蜂
起
の
計
画
で
あ
る
が
、
「
秀
頼
に
対
す
る
何
ら
か
の
陰
謀
」
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は

な
い
か
？　

秀
次
側
の
不
安
の
根
源
は
秀
頼
の
存
在
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
秀
頼
の
存
在
を
抹
消
す

れ
ば
、
政
権
内
に
お
け
る
地
位
が
、
今
ま
で
ど
お
り
維
持
さ
れ
る
と
秀
次
側
が
考
え
た
と
仮
定
す

れ
ば
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
所
詮
、
小
説
的
な
推
測
で
し
か
な
い
が
、
同
日
の
「
七
月
十
二
日
付

け
石
田
三
成
・
増
田
長
盛
連
署
血
判
起
請
文
」
の
第
一
条
に
「
御
ひ
ろ
い
様
へ
た
い
し
奉
り
、
聊

不
存
表
裏
別
心
、
御
為
可
然
様
ニ
も
り
た
て
ま
つ
る
へ
き
事
」
、
第
三
条
に
「
御
ひ
ろ
い
様
之
儀
、

疎
略
を
存
、
并
太
閤
様
御
置
目
を
相
背
族
在
之
者
、
縦
、
縁
者
・
親
類
・
知
音
た
り
と
い
ふ
共
、

ひ
い
き
へ
ん
は
な
く
、
糺
明
の
上
を
以
、
成
敗
儀
可
申
付
事
」
と
あ
っ
て
、
豊
臣
政
権
一
般
で
は

な
く
、
御
ひ
ろ
い
様
（
秀
頼
）
個
人
へ
の
忠
誠
を
主
題
と
し
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
こ
と
が
、
私

に
「
ひ
ょ
っ
と
し
て
」
と
い
う
思
い
を
抱
か
せ
る
の
で
あ
る
。
特
に
、
第
三
条
で
「
縦
、
縁
者
・

親
類
・
知
音
た
り
と
い
ふ
共
」
と
い
う
一
節
は
、
秀
次
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
ひ
い
き
へ

ん
は
な
く
」
（
贔
屓
・
偏
頗
無
く
）
は
、
秀
吉
が
秀
次
に
切
腹
を
命
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
情

を
窺
わ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
気
に
な
っ
て
仕
方
が
な
い
。

注
18
‥
因
み
に
言
え
ば
、
頼
山
陽
の
『
日
本
外
史
』
で
は
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
事
実
で
あ
る
と
し

て
「
正
則
還
献
秀
次
首
。
秀
吉
愕
然
曰
、
山
僧
無
情
」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
「
山
僧
」
と
は
応

其
上
人
の
こ
と
で
あ
る
。

注
19
‥
岩
倉
哲
夫
「
烏
帽
子
形
城
と
長
薮
城
―
終
末
期
を
中
心
に
―
」
（
『
和
歌
山
城
郭
研
究
』
第

十
四
号
、
二
〇
一
五
年
）

注
20
‥
以
後
、
高
野
山
は
、
秀
吉
に
よ
る
寺
社
勢
力
の
武
装
解
除
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て
秀
吉
の

厚
い
保
護
を
受
け
繁
栄
し
、
天
正
十
五
年
九
月
七
日
に
は
、
一
山
の
念
願
で
あ
っ
た
金
堂
再
建
が

成
就
す
る
。

注
21
‥
『
時
慶
記
』
文
禄
二
年
十
二
月
二
十
九
日

注
22
‥
天
正
十
三
年
以
後
、
応
其
上
人
が
高
野
山
で
の
最
高
実
力
者
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
上
人
の
立
場
は
、
「
権
勢
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
」
（
松
長
有
慶
他
『
高
野
山
―
そ
の
歴

史
と
文
化
』
二
四
五
ペ
ー
ジ
）
と
形
容
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
中
世
以
来
の
自
治
組

織
は
厳
然
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
そ
こ
で
の
決
定
が
な
い
限
り
、
何
事
も
実
施
さ
れ
得
な
い
か

ら
で
あ
る
。
豊
臣
政
権
の
下
、
そ
の
保
護
と
援
助
に
よ
っ
て
高
野
山
に
繁
栄
を
齎
そ
う
と
す
る
上

人
の
施
策
は
、
そ
の
一
つ
一
つ
の
場
に
お
い
て
は
、
伝
統
重
視
の
立
場
か
ら
の
反
対
・
抵
抗
に
遭

遇
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
と
私
は
考
え
る
。
文
禄
四
年
に
お
い
て
も
事
情
に
大
差
が
な
か
っ
た
こ

と
は
、
十
一
月
二
十
三
日
付
の
以
下
の
上
人
自
筆
の
書
状
に
よ
っ
て
も
知
れ
る
。

学
道
之
儀
、
御
衆
中
第
一
之
為
規
模
之
条
、
勿
論
候
処
、
今
度
八
月
廿
三
日
庭
儀
灌
頂
被

執
行
付
而
、
各
御
存
分
尤
ニ
候
。
雖
然
、
対
愚
老
御
容
赦
之
段
畏
入
候
。
所
詮
自
今
以
後
、

右
之
御
修
中
、
前
代
よ
り
如
御
法
度
、
諸
法
事
令
停
止
、
可
被
懃
仕
旨
肝
要
ニ
候
。
猶
以
拙

僧
年
齢
半
ニ
発
心
者
之
儀
候
間
、
心
底
雖
無
疎
略
候
、
就
不
知
案
内
、
如
此
之
題
目
可
在
之

候
間
、
万
端
可
被
仰
聞
候
。
（
下
略
）

　
　

三
か
月
前
、
八
月
二
十
三
日
執
行
の
「
庭
儀
灌
頂
」
に
つ
い
て
、
上
人
側
に
不
手
際
が
あ
り
、

そ
れ
を
謝
罪
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
相
手
側
の
非
難
は
、
上
人
側
が
「
前
代
よ
り
」
の
「
御
法
度
」

を
無
視
し
た
こ
と
に
対
す
る
も
の
で
、
上
人
は
、
「
拙
僧
年
齢
半
ニ
発
心
者
之
儀
候
間
」
「
不
知
案

内
」
で
あ
る
と
断
り
、
「
万
端
可
被
仰
聞
候
」
と
教
え
を
乞
う
て
い
る
。
山
内
で
上
人
が
「
権
勢

を
ほ
し
い
ま
ま
に
」
し
て
い
た
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
書
簡
は
書
か
れ
る
は
ず
は
あ
る
ま
い
。
上
人
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と
伝
統
重
視
派
の
対
立
が
読
み
取
れ
る
。
な
お
、「
一
山
衆
会
」
が
『
太
閤
記
』
筆
者
の
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
で
あ
る
可
能
性
も
強
い
が
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
上
人
に
と
っ
て
、
一
山
の
合
意
と
し
て
秀
次

へ
の
切
腹
命
令
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
手
続
き
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
間
違
い
あ
る
ま
い
。

注
23
‥
例
え
ば
、
人
物
叢
書
『
豊
臣
秀
次
』
一
九
〇
～
一
九
三
ペ
ー
ジ
。

注
24
‥
比
較
の
た
め
に
言
え
ば
、
事
件
の
張
本
と
目
さ
れ
た
ら
し
い
木
村
重
茲
の
妻
は
、
十
三
歳
の

女
子
と
も
ど
も
七
月
二
十
六
日
に
磔
に
掛
け
ら
れ
て
お
り
、
先
に
二
十
二
日
に
切
腹
し
た
十
六
歳

の
嫡
男
の
首
も
一
緒
に
梟
首
さ
れ
て
い
る
（
『
兼
見
卿
記
』
文
禄
四
年
七
月
二
十
二
日
、
二
十
六
日
）

注
25
‥
「
見
せ
し
め
」
で
は
な
く
「
拝
ま
せ
」
と
い
う
言
葉
遣
い
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
、

善
意
の
行
為
で
あ
る
。

注
26
‥
矢
部
氏
論
稿
四
六
四
ペ
ー
ジ
。

注
27
‥
矢
部
氏
論
稿
四
六
四
ペ
ー
ジ
。

注
28
‥
こ
の
銀
五
千
枚
の
こ
と
が
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
初
め
て
触
れ
ら
れ
る
の
は
、
事
件
が
公
に

な
っ
て
後
の
七
月
十
二
日
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
「
ふ
し
の
う
へ
は
し
れ
ぬ
事
と
て
」
（
武

士
た
ち
の
事
情
は
何
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
）
な
ど
と
言
い
訳
し
て
い
る
の
も
、
事
件
と
の
係
わ

り
を
否
定
し
た
い
心
理
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
献
金
は
、
八
月
五
日
に
、
法
印
（
徳

善
院
）
を
介
し
て
そ
っ
く
り
秀
吉
方
に
返
却
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
）

注
29
‥
矢
部
氏
論
稿
四
六
五
～
四
六
六
ペ
ー
ジ
。

注
30
‥
そ
こ
は
、
応
其
上
人
が
、
京
・
大
坂
へ
の
往
還
の
際
の
停
宿
の
た
め
に
営
ん
だ
現
在
の
応
其

寺
の
あ
る
町
で
あ
る
。

注
31
‥
桃
山
駅
か
ら
奈
良
線
・
桜
井
線
で
高
田
駅
に
出
、
そ
こ
か
ら
和
歌
山
線
。

注
32
‥
神
谷
と
不
動
橋
の
間
に
四
寸
岩
を
呼
ば
れ
る
難
所
が
あ
り
、
明
治
に
な
る
ま
で
、
そ
こ
を
馬

で
通
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

注
33
‥
『
太
閤
記
』
に
は
、
武
藤
左
京
亮
以
下
十
名
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
一
人

は
隆
西
堂
で
、
彼
は
僧
侶
で
あ
る
。

注
34
‥
『
川
角
太
閤
記
』
に
は
、
こ
の
こ
と
は
一
切
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

以
上
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