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は
じ
め
に

　

恋
川
春
町
画
作
『
三
み
ま
す
ま
す
う
ろ
こ
の
は
じ
め

升
増
鱗
祖
』
は
、
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
正
月
、

鱗
形
屋
か
ら
刊
行
さ
れ
た
黄
表
紙
で
あ
る
。
そ
の
粗
筋
は
次
の
通
り
。

　

近
江
国
伊
吹
山
の
麓
に
永
持
道
意
と
い
う
艾
商
が
い
た
。
あ
る
時
、
道

意
は
伊
豆
池
洲
稲
荷
の
霊
夢
に
よ
っ
て
、
戦
に
敗
れ
逃
げ
て
き
た
源
頼
朝

を
助
け
る
。
そ
の
後
、
弥
平
兵
衛
宗
清
に
生
け
捕
ら
れ
た
頼
朝
の
遠
流
が

決
ま
る
と
、
共
に
伊
豆
国
へ
下
り
、
池
洲
稲
荷
の
傍
に
艾
店
を
出
す
。
一

方
、
隣
家
の
草
双
紙
屋
の
山
内
屋
孫
兵
衛
も
、
池
洲
稲
荷
の
霊
夢
に
よ
り

頼
朝
を
守
る
べ
く
働
く
。
頼
朝
は
艾
の
卸
売
中
、
北
条
時
政
の
娘
政
子
を

見
染
め
る
。
政
子
も
頼
朝
に
恋
焦
が
れ
患
い
付
く
。
医
者
く
だ
す
流
庵
の

指
示
で
、
道
意
は
艾
を
、
孫
兵
衛
は
書
物
を
持
ち
寄
っ
て
政
子
の
治
癒
に

努
め
、
頼
朝
と
政
子
の
恋
の
仲
立
ち
も
す
る
。
頼
朝
と
政
子
は
結
ば
れ
、

道
意
は
三
升
の
家
紋
を
、
孫
兵
衛
は
三
鱗
紋
を
、
時
政
か
ら
賜
る
。
道
意

は
三
升
屋
平
右
衛
門
と
名
を
改
め
江
戸
大
伝
馬
町
に
艾
店
を
出
し
、
孫
兵

衛
も
隣
に
鱗
形
屋
と
屋
号
を
改
め
草
双
紙
店
を
開
く
。
こ
の
度
の
こ
と
は

自
分
の
功
績
だ
と
互
い
に
密
か
に
競
い
合
う
二
人
は
、
夢
の
中
で
艾
と
書

物
の
合
戦
を
始
め
る
が
、
合
戦
半
ば
で
池
洲
稲
荷
の
御
宣
託
を
得
て
和
睦

す
る
。

　

本
作
は
、
鱗
形
屋
孫
兵
衛
と
三
升
屋
平
右
衛
門
と
い
う
実
在
す
る
二
人

の
店
主
を
登
場
さ
せ
、
ほ
ぼ
全
丁
に
わ
た
っ
て
両
店
の
宣
伝
を
行
っ
た
作

品
で
あ
る
。
か
か
る
奇
抜
で
大
胆
な
宣
伝
黄
表
紙
は
、
草
双
紙
の
歴
史
全

体
で
も
極
め
て
異
例
と
さ
れ
、
式
亭
三
馬
選
定
の
名
作
黄
表
紙
廿
三
作
の

一
つ
に
も
数
え
ら
れ
る注
注

。
ま
た
、
棚
橋
正
博
編
『
黄
表
紙
総
覧注
注

』
で
は
、

本
作
が
鱗
形
屋
の
商
売
物
で
あ
る
書
物
を
擬
人
化
し
異
類
合
戦
の
趣
向
を

取
る
と
い
う
点
で
、
春
町
画
作
『
辞

こ
と
ば
た
た
か
い
あ
た
ら
し
い
の
ね

闘
戦
新
根
』（
安
永
七
年
刊
）、
山

東
京
伝
画
作
『
御

ご
ぞ
ん
じ
の
し
ょ
う
ば
い
も
の

存
商
売
物
』（
天
明
二
年
〈
一
七
八
二
〉
刊
）
の
先
蹤

を
な
す
作
品
で
あ
る
と
整
理
さ
れ
て
い
る
。

　

従
来
の
春
町
研
究
に
お
け
る
本
作
の
重
要
度
は
、
さ
ほ
ど
高
く
な
い
。

　

森
銑
三
氏
は
本
作
の
宣
伝
黄
表
紙
と
し
て
の
珍
し
さ
を
認
め
つ
つ
も
、

「
や
や
木
に
竹
を
継
い
だ
や
う
な
形
で
、
感
心
し
か
ね
る
」
と
し
、「
や
や

無
理
な
趣
向
を
立
て
過
ぎ
た
形
で
あ
り
、
春
町
の
作
品
と
し
て
は
、
上
乗

『
三
升
増
鱗
祖
』
論

│
│ 

典
拠
と
制
作
時
期
に
関
す
る
考
察 

│
│

吉

田

慎

一

朗
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の
も
の
と
は
称
し
難
い
。
巻
中
の
對
話
な
ど
に
も
、
特
に
み
る
べ
き
も
の

の
な
い
の
が
寂
し
い
」
と
評
価
し
て
い
る注
注

。

　

松
田
高
行
氏
は
本
作
の
成
立
背
景
に
つ
い
て
、「
上
・
中
巻
が
鱗
形
屋

が
宣
伝
に
終
始
し
た
た
め
、
黄
表
紙
の
持
つ
味
わ
い
が
全
く
欠
け
て
し

ま
っ
た
の
で
、
後
か
ら
黄
表
紙
的
な
異
類
合
戦
の
話
を
加
え
た
と
い
う
よ

う
な
経
緯
か
も
し
れ
な
い
」
と
推
測
し
て
お
り
、
春
町
の
黄
表
紙
に
お
け

る
作
者
性
や
表
現
上
の
特
徴
を
見
る
に
は
参
考
に
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い

る注
注

。

　

し
か
し
、
本
作
に
見
ら
れ
る
軍
記
物
語
や
浄
瑠
璃
を
踏
ま
え
た
場
面
を

分
析
す
る
と
、
転
用
さ
れ
た
素
材
は
い
ず
れ
も
、
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
た

人
物
を
中
心
に
据
え
て
い
る
点
で
奇
妙
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。

　

本
論
で
は
、
ま
ず
『
三
升
増
鱗
祖
』
の
典
拠
作
品
に
見
ら
れ
る
共
通
性

を
検
討
す
る
。
次
に
本
作
が
制
作
・
刊
行
さ
れ
た
時
期
の
鱗
形
屋
の
経
営

状
況
や
不
祥
事
を
取
り
上
げ
、
春
町
の
鱗
形
屋
に
対
す
る
危
機
意
識
が
本

作
の
典
拠
選
定
に
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　

な
お
『
三
升
増
鱗
祖
』
の
絵
は
国
立
国
会
図
書
館
本
を
、
本
文
は
松
原

哲
子
氏
の
論
文注
注

に
載
る
、
国
立
国
会
図
書
館
本
を
底
本
と
す
る
原
文
表
記

の
翻
刻
に
基
づ
き
つ
つ
、
そ
れ
を
適
宜
私
に
改
訂
し
て
使
用
す
る
。

一
、
軍
記
物
語
・
浄
瑠
璃
作
品
の
素
材
か
ら
見
出
せ
る
主
題

　

恋
川
春
町
の
黄
表
紙
に
は
、
軍
記
物
語
を
題
材
と
し
た
も
の
が
多
い
。

『
三
升
増
鱗
祖
』
に
も
、
軍
記
物
語
や
そ
れ
を
も
と
に
し
た
浄
瑠
璃
作
品

に
素
材
を
取
っ
た
表
現
・
場
面
が
見
ら
れ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本

作
は
宣
伝
目
的
で
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
特
定
の
事
実
を
穿
つ
も
の

で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
従
来
の
認
識
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
本

作
の
典
拠
に
注
目
し
て
み
る
と
、
共
通
点
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。

⒜
　『
平
治
物
語
』

　
『
三
升
増
鱗
祖
』
上
巻
冒
頭
部
に
お
い
て
、
頼
朝
が
伊
吹
山
に
落
ち
延

び
、
弥
平
兵
衛
宗
清
に
生
け
捕
ら
れ
、
池
禅
尼
の
情
け
に
よ
っ
て
死
刑
を

免
れ
、
伊
豆
へ
の
遠
流
が
決
ま
る
と
い
う
展
開
は
、『
平
治
物
語
』
を
典

拠
と
し
て
い
る
。
春
町
は
こ
こ
で
、
鱗
形
屋
と
三
升
屋
が
出
会
い
、
共
に

頼
朝
を
助
け
る
と
い
う
上
・
中
巻
の
主
筋
に
繋
げ
る
た
め
の
前
提
と
し

て
、
舞
台
設
定
・
枠
組
み
を
『
平
治
物
語
』
か
ら
借
り
て
き
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
典
拠
の
利
用
法
は
、
軍
記
物
の
時
代
背
景
や
人
物
群
を
「
世

界
」
と
し
、
そ
こ
に
新
し
い
「
趣
向
」
を
凝
ら
す
と
い
う
浄
瑠
璃
・
歌
舞

伎
の
作
劇
法
に
通
じ
て
い
る
。
中
村
幸
彦
氏
は
、『
三
升
増
鱗
祖
』
の
画

面
や
書
入
れ
、
台
詞
な
ど
随
所
に
歌
舞
伎
の
要
素
が
色
濃
い
こ
と
を
指
摘

し
、
歌
舞
伎
流
行
の
高
ま
り
に
合
わ
せ
て
草
双
紙
の
表
現
に
も
変
化
が
生

じ
つ
つ
あ
る
と
分
析
す
る注
注

。
本
作
が
歌
舞
伎
的
発
想
の
も
と
制
作
さ
れ
た

な
ら
ば
、
春
町
は
細
部
に
限
ら
ず
、
話
の
枠
組
み
自
体
を
構
想
す
る
上
で
、

『
平
治
物
語
』
を
本
作
の
「
世
界
」
と
し
て
借
用
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　
『
新
版
歌
舞
伎
事
典注
注

』
に
よ
れ
ば
、
軍
記
物
語
が
近
世
演
劇
に
お
け
る

「
世
界
」
と
し
て
利
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
第
一
に
そ
の
作
品
が
江
戸
庶

民
一
般
に
広
く
認
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
条
件
で
あ
り
、
第
二
に
、
必
ず

し
も
原
典
に
忠
実
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
中
世
以
降
の
諸
芸
能
に
お
い
て

繰
り
返
し
上
演
さ
れ
る
中
で
、
人
物
関
係
や
物
語
展
開
が
類
型
的
な
内
容
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を
持
つ
こ
と
が
条
件
と
な
る
。
で
は
、『
平
治
物
語
』
は
ど
う
だ
っ
た
か
。

　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
解
説
に
よ
れ
ば
、『
平
治
物
語
』
の
刊
行

は
「
江
戸
時
代
初
期
に
古
活
字
本
と
し
て
初
め
て
行
わ
れ
、
後
に
そ
の
類

の
本
文
が
整
版
本
と
し
て
版
行
さ
れ
た注
注

」。
近
世
出
版
史
の
観
点
か
ら
見

て
、
古
活
字
版
の
刊
行
後
、
費
用
対
効
果
の
高
い
整
版
へ
の
回
帰
に
合
わ

せ
て
増
刷
さ
れ
た
の
は
、『
平
治
物
語
』
に
需
要
が
見
込
め
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　

で
は
春
町
は
ど
の
よ
う
に
『
平
治
物
語
』
を
使
用
し
て
い
る
か
。
以
下

本
論
で
は
、
陽
明
文
庫
本
を
底
本
と
す
る
『
新
全
集
』
を
も
と
に
考
え
る
。

　

ま
ず
、『
三
升
増
鱗
祖
』
一
丁
裏
の
絵
（
図
１

）
と
本
文
を
次
に
挙
げ
る
。

頼
朝
公
は
軍
の
利
を
失
ひ
、
石
山
寺
よ
り
只
ひ
と
り
、
伊
吹
山
の
辺

へ
落
ち
ゆ
き
給
ひ
、
道
意
が
家
ゐ
の
辺
に
さ
ま
よ
ひ
給
ふ
を
、
道
意
、

も
し
頼
朝
公
な
ら
ん
か
と
心
づ
き
、
様
子
を
た
づ
ね
申
す
に
、
相
違

な
け
れ
ば
、
大
い
に
悦
び
、
か
く
ま
ひ
申
し
、
食
事
を
す
ゝ
め
ま
い

ら
す
る
折
ふ
し
、
平
家
の
さ
む
ら
い
弥
平
兵
衛
宗
清
お
っ
か
け
来

り
、
生
け
捕
り
都
へ
伴
ふ
。

　

こ
の
場
面
で
は
、『
平
治
物
語
』
下
巻
「
頼
朝
青
墓
に
下
着
の
事
」
及

び
「
頼
朝
生
捕
ら
る
る
事
付
け
た
り
夜
叉
御
前
の
事
」
が
踏
ま
え
ら
れ
る
。

　
「
頼
朝
青
墓
に
下
着
の
事
」
の
粗
筋
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
小
平
と
い

う
山
寺
の
麓
の
里
に
迷
い
出
た
兵
衛
佐
頼
朝
は
、
雪
の
中
で
立
ち
往
生
す

る
。
刀
を
抜
い
て
神
仏
に
祈
ろ
う
と
考
え
た
そ
の
時
、
一
人
の
鵜
飼
が
現

れ
、
平
家
の
武
士
た
ち
が
頼
朝
を
探
し
回
っ
て
い
る
と
警
告
す
る
。
頼
朝

は
こ
の
鵜
飼
に
助
け
ら
れ
、
飯
と
酒
を
勧
め
ら
れ
て
匿
わ
れ
る
。
こ
の
後

伊
豆
国
へ
流
罪
と
な
っ
た
頼
朝
は
、
二
十
余
年
の
歳
月
を
経
て
真
っ
先
に

こ
の
鵜
飼
を
訪
ね
、
恩
賞
を
与
え
た
。『
平
治
物
語
』
に
お
け
る
鵜
飼
の

役
割
を
、『
三
升
増
鱗
祖
』
で
は
艾
商
の
永
持
道
意
が
務
め
て
い
る
と
わ

か
る
。

　

一
方
、「
頼
朝
生
捕
ら
る
る
事
付
け
た
り
夜
叉
御
前
の
事
」
の
粗
筋
は

次
の
通
り
で
あ
る
。
青
墓
に
忍
ん
で
い
た
頼
朝
の
も
と
へ
、
三
河
守
頼
守

の
命
で
、
弥
平
兵
衛
宗
清
が
派
遣
さ
れ
て
く
る
。
遊
女
の
密
告
に
よ
り
宗

清
は
頼
朝
の
潜
伏
を
知
る
。
頼
朝
は
捕
ま
る
前
に
自
害
し
よ
う
と
す
る

が
、
平
家
の
侍
た
ち
が
大
勢
押
し
寄
せ
、
生
け
捕
り
に
す
る
。

　

続
い
て
、『
三
升
増
鱗
祖
』
二
丁
表
の
絵
（
図
２

）
と
本
文
を
見
て
み
る
。

頼
朝
、
池
禅
尼
の
情
け
に
て
、
伊
豆
の
国
へ
遠
流
定
ま
り
け
れ
ば
、

い
よ
〳
〵
池
洲
稲
荷
の
御
告
げ
、
む
な
し
か
ら
ず
と
、
道
意
大
い
に

悦
び
、
伊
豆
の
国
へ
付
き
添
ひ
参
た
き
と
、
六
波
羅
へ
願
ひ
す
み
て
、

図１



67

旅
の
用
意
取
り
ま
か
な
ひ
、
伊
豆
の
国
へ
と
こ
こ
ろ
ざ
す
。

　

こ
の
部
分
は
、『
平
治
物
語
』
下
巻
「
頼
朝
遠
流
に
宥
め
ら
る
る
事
付

け
た
り
呉
越
戦
ひ
の
事
」
を
踏
ま
え
て
い
る
。
命
だ
け
で
も
頼
朝
に
助

か
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
る
宗
清
は
、
平
頼
盛
の
実
母
に
し
て
清
盛
の
継
母

で
あ
る
池
禅
尼
に
望
み
を
託
す
。
池
禅
尼
は
山
法
師
の
呪
詛
で
子
息
右
馬

助
家
盛
を
失
っ
て
お
り
、
そ
の
家
盛
に
頼
朝
は
生
き
写
し
だ
っ
た
。
池
禅

尼
の
希
望
は
、
初
め
こ
そ
清
盛
に
却
下
さ
れ
る
が
、
重
盛
の
説
得
に
よ
り

と
う
と
う
承
諾
を
得
、
頼
朝
は
処
刑
を
免
れ
て
流
罪
に
宥
め
置
か
れ
る
。

　

以
上
、『
三
升
増
鱗
祖
』
に
『
平
治
物
語
』
か
ら
の
影
響
が
見
ら
れ
る

こ
と
を
指
摘
し
た
。
冒
頭
だ
け
だ
が
、
そ
の
後
の
展
開
を
支
え
る
時
代
背

景
・
舞
台
設
定
を
提
供
す
る
と
共
に
、「
も
し
頼
朝
を
助
け
た
の
が
鵜
飼

で
は
な
く
艾
商
だ
っ
た
ら
」
と
い
う
仮
定
か
ら
本
作
が
出
発
し
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、『
平
治
物
語
』
の
本
作
に
お
け
る
存
在
感
は
絶
大
な
も
の
と

言
え
る
。

　

春
町
が
『
平
治
物
語
』
を
本
作
の
「
世
界
」
と
し
た
の
は
な
ぜ
か
。

　

日
下
力
氏
は
、『
平
治
物
語
』
が
そ
の
成
立
過
程
で
大
き
く
三
段
階
に

わ
た
り
変
質
し
て
い
る
と
分
析
す
る注
注

。
即
ち
、
成
立
初
期
段
階
の
語
り
手

は
謀
反
側
の
源
義
朝
を
蔑
視
す
る
姿
勢
だ
っ
た
が
、
第
二
段
階
で
は
一
転

し
て
義
朝
の
悲
劇
的
生
涯
と
、
子
息
頼
朝
に
よ
る
源
氏
再
興
へ
の
伏
線
と

し
て
の
語
り
へ
と
変
容
す
る
。
更
に
第
三
段
階
で
は
、
儒
教
思
想
に
基
づ

く
批
評
が
加
わ
る
。『
三
升
増
鱗
祖
』
の
典
拠
と
な
っ
た
章
段
が
、
全
て

頼
朝
を
中
心
と
す
る
『
平
治
物
語
』
下
巻
か
ら
取
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
、

春
町
は
『
平
治
物
語
』
を
頼
朝
に
よ
る
源
氏
再
興
の
物
語
と
捉
え
て
い
た

可
能
性
が
高
い
。
こ
の
こ
と
が
後
々
本
作
の
主
題
を
考
え
る
上
で
重
要
と

な
る
。

⒝
　『
太
平
記
』

　

次
に
、『
三
升
増
鱗
祖
』
の
典
拠
と
し
て
『
太
平
記
』
を
挙
げ
る
。

　
『
太
平
記
』
は
そ
の
成
立
以
来
、
読
み
物
と
し
て
以
上
に
、
談
義
僧
や

公
家
・
武
士
ら
が
読
み
上
げ
た
も
の
を
耳
で
享
受
す
る
、
所
謂
「
太
平
記

読
み
」
で
一
般
民
衆
に
広
ま
っ
た
。
近
世
に
入
る
と
こ
う
し
た
口
演
は
講

釈
と
し
て
確
立
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
草
双
紙
や
芝
居
に
も
取
り
入
れ
や
す

く
、
庶
民
に
と
っ
て
極
め
て
馴
染
み
深
い
媒
体
だ
っ
た
。

　

江
戸
時
代
に
お
け
る
出
版
物
と
し
て
の
『
太
平
記
』
受
容
に
つ
い
て
、

加
美
宏
氏
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る注1注
。

江
戸
時
代
に
入
る
と
、
こ
れ
ま
で
限
ら
れ
た
数
の
写
本
に
よ
っ
て
、

図２
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主
に
公
家
や
大
名
ク
ラ
ス
の
武
家
に
よ
っ
て
賞
翫
さ
れ
て
き
た
『
太

平
記
』
が
、（
略
）
町
人
な
ど
の
庶
民
層
に
ま
で
広
範
に
流
布
し
は

じ
め
る
一
方
、
戦
国
武
家
の
『
太
平
記
』
に
お
け
る
政
道
や
兵
法
へ

の
関
心
を
う
け
つ
ぎ
つ
つ
、
正
成
を
軸
と
し
て
、『
太
平
記
』
の
記

事
に
、
主
と
し
て
政
道
論
や
兵
法
論
の
面
か
ら
論
評
を
加
え
、
合
わ

せ
て
『
太
平
記
』
記
事
に
関
連
し
た
異
伝
・
裏
話
の
類
を
豊
富
に
収

載
し
た
『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽
鈔
』『
太
平
記
評
判
私
要
理
尽
無

極
鈔
』
と
い
う
評
判
書
・
秘
伝
書
の
一
類
が
出
現
す
る
。（
略
）『
理

尽
鈔
』
は
、
江
戸
初
・
中
期
に
お
い
て
は
、『
太
平
記
』
そ
の
も
の

に
劣
ら
な
い
広
範
な
流
布
ぶ
り
を
み
せ
、
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の

『
太
平
記
』
物
・
楠
木
物
の
文
芸
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の

で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
幅
広
い
層
に
『
太
平
記
』
が
浸
透
す
る
過
程
で
は
、
原
典
の

内
容
よ
り
『
理
尽
鈔
』
等
に
よ
る
解
釈
や
人
物
・
事
件
の
大
ま
か
な
イ

メ
ー
ジ
が
共
有
さ
れ
た
。
芸
能
や
文
芸
の
「
世
界
」
と
し
て
の
『
太
平
記
』

も
、
や
は
り
虚
構
化
さ
れ
て
い
た
。『
三
升
増
鱗
祖
』
の
典
拠
も
当
時
の

読
者
に
は
常
識
だ
っ
た
は
ず
で
、必
ず
し
も
原
典
に
拠
る
と
は
限
ら
な
い
。

　

最
初
に
『
三
升
増
鱗
祖
』
十
丁
裏
の
絵
（
図
３

）
と
本
文
を
挙
げ
る
。

艾
屋
の
息
子
、
頼
朝
な
る
事
を
時
政
か
ね
て
知
り
た
る
事
な
れ
ば
、

政
子
と
祝
言
を
と
ゝ
の
へ
、
悦
ひ
け
り
。
扨
、
政
子
姫
の
病
気
速
本

復
あ
り
し
は
、
永
持
道
意
が
艾
を
三
升
据
へ
ら
れ
し
故
な
れ
ば
、
艾

屋
に
は
三
升
を
家
の
紋
所
に
せ
よ
と
て
給
り
け
り
。
な
ら
び
に
平
氏

の
平
の
字
を
褒
美
と
し
て
と
ら
せ
け
る
。
扨
又
三
升
の
灸
を
退
屈
な

く
据
へ
ら
れ
し
も
、
山
内
屋
孫
兵
衛
が
草
双
帋
を
か
つ
〳
〵
見
給
し

ゆ
へ
な
れ
ば
、
孫
兵
衛
は
道
意
に
同
様
の
功
也
と
て
、
孫
兵
衛
に
は

江
の
し
ま
の
弁
財
天
よ
り
給
は
り
し
三
ツ
鱗
の
紋
所
を
褒
美
と
し
て

く
れ
ら
れ
、
長
く
定
紋
に
せ
よ
と
ぞ
申
渡
さ
れ
け
る
。

　

孫
兵
衛
が
北
条
四
郎
時
政
か
ら
賜
っ
た
「
江
の
し
ま
の
弁
財
天
よ
り
給

は
り
し
三
ツ
鱗
」
は
、『
太
平
記
』
巻
第
七
「
時
政
榎
島
に
参
籠
の
事
」

を
典
拠
と
す
る
。
こ
の
短
い
章
段
の
語
り
手
は
、
南
北
朝
時
代
か
ら
鎌
倉

草
創
期
へ
と
時
代
を
巻
き
戻
し
、
次
の
よ
う
に
語
る
。

　

北
条
時
政
が
江
ノ
島
参
籠
の
折
に
子
孫
繁
栄
を
願
う
と
、
赤
袴
に
柳
裏

の
衣
を
着
た
美
女
が
現
れ
、
時
政
が
前
世
で
果
た
し
た
善
根
に
よ
り
、
現

世
で
栄
華
を
極
め
る
と
告
げ
た
。
女
が
大
蛇
と
な
り
海
中
に
潜
る
時
、
大

図３
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き
な
鱗
を
三
つ
落
と
し
、
時
政
は
そ
れ
を
旗
に
貼
り
付
け
、
家
紋
と
し
た
。

『
太
平
記
』
は
こ
れ
を
江
ノ
島
弁
財
天
の
御
利
生
と
し
て
北
条
の
起
源
を

神
話
化
す
る
。
更
に
語
り
手
は
時
代
を
南
北
朝
へ
戻
し
、「（
栄
華
は
）
七

代
を
過
ぐ
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
弁
財
天
の
言
葉
に
対
し
、
現
相
模
入
道
北

条
高
時
は
九
代
目
に
当
た
る
た
め
、
北
条
氏
の
滅
亡
が
近
い
と
す
る
。

　

春
町
は
こ
う
し
た
神
話
的
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
持
ち
出
す
こ
と
で
、
鱗
形
屋

の
家
紋
で
あ
る
三
鱗
紋
の
由
来
を
こ
じ
つ
け
て
い
る
。
そ
こ
に
は
鱗
形
屋

の
末
永
い
繁
盛
を
願
っ
て
縁
起
を
担
ぐ
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
原
典
の
家
紋
起
源
譚
は
、
北
条
氏
の
滅
亡
と
い
う
事
実
と
結
び
つ
け

ら
れ
、
講
釈
で
語
ら
れ
る
際
も
そ
う
だ
っ
た
は
ず
だ
。
つ
ま
り
こ
の
章
段

に
は
、
単
に
め
で
た
い
だ
け
で
な
い
、
不
穏
な
空
気
が
常
に
ま
と
わ
り
つ

く
の
で
あ
る
。
自
作
に
軍
記
物
語
を
多
用
す
る
春
町
が
、
こ
の
こ
と
を
知

ら
ず
に
典
拠
と
し
た
と
は
考
え
づ
ら
い
。

　

次
に
見
る
の
は
十
四
丁
裏
・
十
五
丁
表
の
絵
（
図
４

）
と
本
文
で
あ
る
。

草
双
帋
の
方
に
は
初
度
の
軍
、
大
に
利
を
失
ひ
、
無
念
骨
髄
に
徹
し
、

こ
の
度
は
楠
流
の
は
か
り
こ
と
を
以
て
大
釡
へ
熱
湯
を
た
ゝ
へ
、
水

は
ぢ
き
、
飛
龍
水
、
又
は
長
柄
の
柄
杓
な
ど
に
て
、
煮
え
湯
を
浴
び

せ
け
れ
ば
、
艾
の
精
大
き
に
辟
易
し
、
す
ゝ
な
き
ふ
ん
に
て
百
丁
、

逃
げ
足
の
速
き
や
つ
は
千
丁
ば
か
り
も
逃
げ
延
び
た
り
。

　
『
三
升
増
鱗
祖
』
下
巻
で
は
、
鱗
形
屋
孫
兵
衛
と
三
升
屋
平
右
衛
門
（
永

持
道
意
）
の
夢
の
中
で
、
絵
草
紙
と
艾
の
精
霊
が
合
戦
を
繰
り
広
げ
る
。

初
め
劣
勢
だ
っ
た
絵
草
紙
の
霊
が
「
楠
流
の
は
か
り
こ
と
」
で
艾
の
精
に

反
撃
す
る
の
だ
が
、そ
の
合
戦
風
景
を
描
写
し
た
の
が
こ
の
場
面
で
あ
る
。

　
「
大
釡
へ
熱
湯
を
た
ゝ
へ
」「
長
柄
の
柄
杓
な
ど
に
て
、
煮
え
湯
を
浴
び

せ
」
る
の
は
、『
太
平
記
』
巻
第
三
「
赤
坂
の
城
軍
の
事
」
の
熱
湯
攻
め

の
戦
い
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
。
概
要
を
記
す
と
、
関
東
軍
が
楠
木
正
成
の

立
て
籠
も
る
赤
坂
城
に
押
し
寄
せ
る
。
寄
手
三
十
万
騎
に
対
し
、
正
成
側

図４
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の
軍
勢
は
圧
倒
的
少
数
。
こ
の
時
の
正
成
の
策
略
の
一
つ
に
、
塀
を
破
ろ

う
と
し
た
寄
手
に
、
長
柄
杓
で
熱
湯
を
浴
び
せ
る
と
い
う
戦
法
が
あ
る
。

　

図
４

の
挿
絵
で
は
、
絵
草
紙
の
精
が
艾
の
精
に
長
柄
杓
で
熱
湯
を
浴
び

せ
て
お
り
、
画
面
左
側
に
は
大
釡
の
煮
え
湯
が
描
か
れ
て
い
る
。
赤
坂
城

の
楠
木
正
成
の
奇
策
を
パ
ロ
デ
ィ
化
し
た
場
面
な
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

一
方
、「
水
は
ぢ
き
、
飛
龍
水
」
も
「
楠
流
の
は
か
り
こ
と
」
の
一
つ

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
太
平
記
』
巻
第
五
「
千
剣
破
の
城
軍
の
事
」

を
踏
ま
え
て
い
る
と
わ
か
る
。
概
要
を
記
す
と
、
赤
坂
城
落
城
後
、
再
び

正
成
の
立
て
籠
も
る
千
剣
破
城
に
、
寄
手
百
万
騎
が
攻
め
寄
せ
る
。
城
内

の
軍
勢
が
千
人
に
満
た
ぬ
中
、
正
成
は
再
び
軍
略
家
の
腕
を
発
揮
す
る
。

や
が
て
痺
れ
を
切
ら
し
た
関
東
軍
が
堀
に
長
橋
を
架
け
て
城
へ
討
ち
入
ろ

う
と
す
る
と
、
正
成
は
橋
上
に
松
明
を
投
げ
、
水
弾
き
（
水
鉄
砲
）
で
油

を
か
け
る
。
結
果
、
数
千
の
兵
が
業
火
に
包
ま
れ
橋
と
共
に
谷
底
へ
落
ち

た
。

　

こ
の
内
容
か
ら
わ
か
る
通
り
、『
太
平
記
』
の
楠
木
正
成
は
「
水
弾
き
」

を
油
を
か
け
る
た
め
に
使
う
が
、『
三
升
増
鱗
祖
』
で
は
こ
れ
を
熱
湯
を

浴
び
せ
る
攻
撃
手
段
と
し
て
登
場
さ
せ
る
。
挿
絵
に
も
熱
湯
攻
め
の
場
面

し
か
描
か
れ
て
い
な
い
た
め
、「
水
は
ぢ
き
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い

る
こ
と
だ
け
を
判
断
材
料
に
「
千
剣
破
の
城
軍
の
事
」
が
踏
ま
え
ら
れ
て

い
る
と
断
定
す
る
の
は
性
急
す
ぎ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
章
段
が
当

時
「
赤
坂
の
城
軍
の
事
」
と
並
び
正
成
の
智
謀
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し

て
有
名
で
あ
り
、
歌
舞
伎
や
戯
作
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ

る
。

　
「
千
剣
破
の
城
軍
の
事
」
が
草
双
紙
に
踏
ま
え
ら
れ
た
事
例
と
し
て
、

和
祥
作
『
楠

く
す
の
き
ば
つ
よ
う
ぐ
ん
だ
ん

末
葉
軍
談
』（
宝
暦
十
三
年
刊
、鶴
屋
版
）
か
ら
、十
四
丁
裏
・

十
五
丁
表
の
絵
（
図
５

）
と
本
文注注注
が
挙
げ
ら
れ
る
。

正
察
が
方
へ
は
、
仁
木
弾
正
左
衛
門
百
騎
計
に
て
向
か
ひ
け
る
が
、

小
門
を
締
め
置
た
る
故
、
打
破
ら
ん
と
す
る
と
等
し
く
、
屋
根
の
上

よ
り
竜
吐
水
の
毒
水
、
雨
の
ご
と
く
に
落
ち
か
ゝ
り
、
仁
木
を
始
め

図５



71

数
多
の
討
手
、
こ
れ
に
当
た
り
、
悶
へ
苦
し
み
死
し
た
り
け
り
。

　
『
楠
末
葉
軍
談
』
は
、
慶
安
事
件
に
取
材
し
た
「
慶
安
太
平
記
物
」
と

呼
ば
れ
る
系
統
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
作
の
「
竜
吐
水
」

に
つ
い
て
、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
の
木
村
八
重
子
氏
に
よ
る
注
で

は
、「
浄
瑠
璃
『
太
平
記
菊
水
之
巻
』
に
も
実
録
の
慶
安
太
平
記
に
も
竜

吐
水
の
仕
掛
は
出
て
い
な
い
。
太
平
記
・
巻
七
「
千
剣
破
城
軍
事
」
に
見

え
る
、
油
を
滝
の
よ
う
に
流
し
た
水
弾
か
ら
の
着
想
と
思
わ
れ
る
」
と
あ

る
。
但
し
、
図
５

の
挿
絵
の
壁
越
し
に
毒
水
を
浴
び
せ
る
様
子
や
、「
悶

へ
苦
し
み
死
」
ぬ
と
こ
ろ
な
ど
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
「
赤
坂
の
城
軍
の

事
」
に
お
け
る
熱
湯
攻
め
の
ほ
う
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。

　
『
三
升
増
鱗
祖
』
と
『
楠
末
葉
軍
談
』
の
典
拠
と
し
て
の
『
太
平
記
』

の
扱
い
か
ら
言
え
る
の
は
、「
赤
坂
の
城
軍
の
事
」
の
熱
湯
攻
め
と
「
千

剣
破
の
城
軍
の
事
」
の
水
弾
き
の
二
つ
が
屢
々
混
同
さ
れ
、
正
成
の
武

略
・
智
謀
を
示
す
例
と
し
て
一
括
り
に
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
『
太
平
記
』
の
二
つ
の
合
戦
譚
が
受
容
過
程
に
お
い
て
混
同
さ
れ

る
理
由
は
、
熱
湯
で
あ
れ
油
で
あ
れ
、
浴
び
せ
る
と
い
う
戦
術
で
あ
る
点

で
共
通
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
楠
木
正
成
の
置
か
れ
た

状
況
が
似
て
い
る
点
に
着
目
し
た
い
。
共
通
点
の
一
点
目
と
し
て
、
ど
ち

ら
も
大
勢
の
関
東
軍
に
対
し
楠
木
側
は
圧
倒
的
少
数
で
城
内
に
立
て
籠

も
っ
て
い
る
。
更
に
二
点
目
に
、
正
成
の
策
略
は
確
か
に
幕
府
軍
を
欺
く

の
に
充
分
有
効
で
は
あ
っ
た
が
、
会
心
の
一
撃
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
。

　

赤
坂
城
に
お
け
る
熱
湯
攻
め
は
、
正
成
が
逃
亡
す
る
た
め
の
時
間
稼
ぎ

に
な
っ
た
。
事
実
、
そ
の
後
す
ぐ
に
城
は
陥
落
し
、
そ
の
上
自
害
し
た
と

見
せ
か
け
て
城
を
脱
出
し
た
正
成
は
、
長
崎
の
廐
の
前
で
敵
に
発
見
さ

れ
、
肘
に
矢
を
射
か
け
ら
れ
た
が
、
長
年
愛
読
し
て
い
た
観
音
経
が
「
は

だ
の
守
り
」
と
な
っ
て
無
傷
の
ま
ま
逃
げ
延
び
た
と
『
太
平
記
』
は
語
る
。

一
方
、
千
剣
破
城
に
お
け
る
水
弾
き
と
火
を
使
っ
て
橋
ご
と
敵
を
谷
底
に

落
と
す
策
略
は
、
折
よ
く
六
波
羅
陥
落
の
報
せ
に
よ
っ
て
幕
府
軍
が
退
去

し
な
け
れ
ば
、
赤
坂
と
同
様
に
落
城
さ
れ
る
の
は
時
間
の
問
題
だ
っ
た
だ

ろ
う
。
正
成
が
討
死
せ
ず
に
済
ん
だ
の
は
、
本
人
の
頭
脳
の
お
か
げ
だ
け

で
な
く
、
神
仏
の
加
護
や
強
運
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
正
成
の
神
秘
的
伝
承
に
つ
い
て
兵
藤
裕
己
氏
は
、
背
景
に

正
成
の
本
拠
地
・
南
河
内
一
帯
で
中
世
に
行
わ
れ
た
広
範
な
太
子
信
仰
が

あ
り
、「
も
と
は
山
伏
や
陰
陽
師
な
ど
、
下
級
の
宗
教
民
・
芸
能
民
の
兵

法
伝
承
と
し
て
発
生
し
た
も
の
だ
ろ
う
」
と
述
べ
る注1注
。
更
に
氏
は
、
太
子

信
仰
の
担
い
手
が
山
伏
配
下
の
賤
民
だ
っ
た
こ
と
と
、
自
身
「
民
間
」「
在

野
の
士
」
と
し
て
『
太
平
記
』
に
描
か
れ
る
正
成
が
、
葛
城
山
系
の
山
伏

や
職
能
民
を
勢
力
基
盤
と
し
た
ら
し
い
こ
と
と
を
重
ね
、
彼
ら
下
層
民
が

「
忍
び
」
の
出
自
と
な
っ
た
事
実
か
ら
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

楠
正
成
が
駆
使
す
る
奇
抜
な
兵
法
は
、
太
平
記
で
「
世
の
常
な
ら
ぬ

合
戦
の
体
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
敵
の
頭
上
に
大
石
・
大
木
を
ふ
ら

し
、
熱
湯
を
浴
び
せ
か
け
、
釣
り
塀
や
藁
人
形
の
奇
策
を
も
ち
い
る

な
ど
、
正
成
の
戦
法
は
、
い
ず
れ
も
鎌
倉
武
士
た
ち
の
そ
れ
と
は
お

よ
そ
異
質
で
あ
る
。
正
成
流
の
兵
法
は
、
戦
国
時
代
に
は
「
忍
び
」

の
兵
法
（
い
わ
ゆ
る
忍
法
）
と
し
て
も
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
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つ
ま
り
、
楠
木
正
成
が
危
機
的
状
況
を
脱
す
る
英
雄
と
し
て
語
ら
れ
る

時
、
そ
の
具
体
的
な
戦
法
に
言
及
す
る
以
上
、
卑
賤
な
野
伏
集
団
の
頭
領

の
側
面
が
否
応
も
な
く
浮
上
す
る
。
天
皇
の
「
忠
臣
」
正
成
が
い
か
に
有

能
な
人
物
で
あ
れ
、
そ
の
本
質
は
「
民
間
」
な
の
だ
。
一
方
正
成
は
、
兵

藤
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
武
家
政
権
に
対
し
「
異
様
・
グ
ロ
テ
ス
ク
と

も
い
え
る
敵
意
を
い
だ
」
く
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
も
あ
る
。
不
利
な
状
況
に

追
い
込
ま
れ
て
も
不
屈
の
精
神
と
知
能
と
信
仰
心
で
切
り
抜
け
る
姿
は
、

ぎ
り
ぎ
り
で
踏
み
留
ま
る
叩
き
上
げ
の
粘
り
強
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
正
成

の
英
雄
譚
は
、神
仏
関
連
の
後
ろ
支
え
が
あ
っ
て
初
め
て
完
成
す
る
の
だ
。

　

こ
こ
ま
で
『
太
平
記
』
か
ら
の
典
拠
を
検
討
し
て
き
た
。「
時
政
榎
島

に
参
籠
の
事
」
に
は
北
条
氏
滅
亡
が
暗
示
さ
れ
て
い
た
。
赤
坂
城
、
千
剣

破
城
に
お
け
る
正
成
の
活
躍
は
、
一
時
的
な
危
機
回
避
に
過
ぎ
な
か
っ

た
。
そ
う
考
え
る
と
、
春
町
が
こ
れ
ら
を
素
材
に
選
定
し
た
背
景
に
も
、

不
穏
な
気
配
が
充
満
し
て
い
る
の
か
と
思
わ
れ
て
く
る
。

⒞
　『
神
霊
矢
口
渡
』

　

最
後
に
『
三
升
増
鱗
祖
』
七
丁
表
の
絵
（
図
６

）
と
本
文
を
挙
げ
る
。

政
子
姫
の
治
癒
の
た
め
、
孫
兵
衛
が
道
意
に
協
力
を
請
う
場
面
で
あ
る
。

道
意
、
孫
兵
衛
が
志
を
感
じ
、
頼
朝
公
よ
り
あ
づ
か
り
し
白
旗
を
取

り
出
し
、
孫
兵
衛
に
見
せ
て
心
程
を
明
か
す
。

「
か
う
し
た
所
は
矢
口
の
渡
り
の
道
念
と
い
ふ
気
味
な
れ
ど
、
我
ら

は
も
は
や
丁
人
と
な
り
、
さ
れ
ば
ふ
た
ゝ
び
斬
つ
た
り
張
つ
た
り
は

気
が
な
し
。
た
ゞ
あ
な
た
を
世
に
出
し
て
上
た
い
存
念
さ
。
我
ら
が

切
つ
た
り
は
つ
た
り
は
、艾
を
切
た
り
、蓋
の
紙
を
貼
つ
た
り
じ
や
。」

　
「
矢
口
の
渡
り
の
道
念
」
は
、
福
内
鬼
外
（
平
賀
源
内
）
作
の
浄
瑠
璃

『
神
霊
矢
口
渡
』
四
段
目
「
道
念
庵
室
の
場
」
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
。

　
『
神
霊
矢
口
渡
』
は
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
正
月
、
江
戸
外
記
座
に

て
初
演
さ
れ
た
。
武
州
矢
口
渡
で
横
死
し
た
新
田
義
興
の
霊
が
雷
電
に

な
っ
た
と
い
う
新
田
神
社
の
縁
起
を
、『
太
平
記
』
巻
第
三
十
三
「
新
田

左
兵
衛
佐
義
興
自
害
の
事
」
を
題
材
に
脚
色
し
た
、
鬼
外
の
代
表
作
で
あ

る
。

　

浄
瑠
璃
評
判
記
『
儀
多
百
贔
屓注1注
』
で
は
、
本
作
に
つ
い
て
「
近
頃
の
大

で
き
矢
口
の
渡
切
よ
り
五
段
目
迄
ぬ
け
め
の
な
い
は
此
上
る
り
」
と
あ

る
。
ま
た
曲
亭
馬
琴
は
『
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類注1注
』
で
、
作
者
源
内

に
つ
い
て
、「
浄
瑠
璃
の
新
作
を
も
て
一
時
に
都
下
を
噪
し
た
り
」
と
し

図６
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て
お
り
、
岩
波
文
庫
の
註
釈
で
は
こ
の
記
述
は
『
神
霊
矢
口
渡
』
を
指
す

も
の
と
す
る
。
こ
の
作
品
が
上
演
当
時
好
評
を
博
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

典
拠
と
な
っ
た
「
道
念
庵
室
の
場
」
の
粗
筋
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

新
田
義
貞
の
子
・
義
興
が
竹
沢
ら
の
謀
略
に
よ
り
討
た
れ
た
後
、
そ
の

弟
・
義
岑
は
幕
府
か
ら
追
わ
れ
る
身
と
な
り
、
恋
人
の
臺
と
共
に
東
海
道

を
下
り
、
神
奈
川
の
生
麦
村
へ
来
る
。
僧
・
道
念
の
庵
室
に
匿
わ
れ
た
二

人
が
、
道
念
が
な
ぜ
助
け
て
く
れ
る
の
か
不
思
議
に
思
い
尋
ね
る
と
、
道

念
は
仏
壇
か
ら
白
木
の
箱
を
取
り
出
し
た
。
中
に
は
新
田
家
の
家
紋
の
つ

い
た
白
旗
が
入
っ
て
い
た
。
道
念
は
も
と
新
田
家
の
旗
持
ち
役
で
名
を
久

助
と
い
っ
た
。
矢
口
の
渡
で
の
義
興
の
死
を
無
念
に
思
い
、
一
度
は
死
の

う
と
し
た
が
、
こ
の
白
旗
を
義
岑
に
渡
す
べ
く
庵
室
を
構
え
て
待
っ
て
い

た
と
明
か
す
。
義
岑
は
こ
れ
を
聞
き
、
自
分
が
放
蕩
の
末
に
竹
沢
に
騙
さ

れ
た
た
め
に
兄
は
死
ん
だ
と
涙
を
流
す
。
殺
し
て
く
れ
と
乞
う
義
岑
に
、

道
念
は
新
田
家
の
再
興
を
促
す
。
折
し
も
そ
こ
へ
、
村
の
百
姓
た
ち
が
義

岑
の
居
場
所
を
嗅
ぎ
つ
け
捕
え
よ
う
と
押
し
か
け
る
と
、
道
念
は
鉈
を
振

り
上
げ
て
百
姓
を
撃
退
し
、
そ
の
隙
に
義
岑
と
臺
を
逃
が
す
の
だ
っ
た
。

　
『
三
升
増
鱗
祖
』
の
道
意
が
『
神
霊
矢
口
渡
』
の
道
念
に
重
ね
ら
れ
て

い
る
の
は
、
ど
ち
ら
も
「
道
」
が
つ
く
人
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
発
想
さ
れ

た
も
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
孫
兵
衛
ま
で
義
岑
と
重
ね
ら
れ
て

い
る
と
言
い
切
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
肝
心
な
の
は
、
義
岑
自
ら
の
放

蕩
で
崩
れ
か
け
た
新
田
家
の
再
興
が
促
さ
れ
る
と
い
う
展
開
と
、『
三
升

増
鱗
祖
』
に
お
け
る
、
政
子
姫
が
病
に
倒
れ
た
危
機
的
状
況
を
前
に
形
勢

を
立
て
直
す
と
い
う
展
開
が
、
類
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
、『
三
升
増
鱗
祖
』
に
三
つ
の
典
拠
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
検
証
し
て
き
た
。
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
内
容
や
該
当
場
面
に

お
け
る
中
心
人
物
の
置
か
れ
た
状
況
に
類
似
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
『
平
治
物
語
』
の
源
頼
朝
、『
太
平
記
』
の
楠
木
正
成
、『
神
霊
矢
口
渡
』

の
新
田
義
岑
は
、
い
ず
れ
も
逃
亡
者
で
あ
り
、
窮
地
に
陥
る
も
踏
み
留
ま

り
、
再
興
へ
の
意
欲
を
覗
か
せ
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
点
で
共
通

す
る
。
し
か
も
彼
ら
の
危
機
回
避
の
方
法
は
、
必
ず
し
も
自
力
と
は
限
ら

ず
、頼
朝
に
と
っ
て
の
池
禅
尼
、正
成
に
と
っ
て
の
観
音
経
、義
岑
に
と
っ

て
の
道
念
と
、
神
仏
関
連
の
人
や
物
の
助
け
に
拠
る
点
で
も
共
通
す
る
。

　

更
に
も
う
一
つ
共
通
点
を
挙
げ
よ
う
。
そ
れ
は
、
典
拠
作
品
に
お
け
る

こ
れ
ら
の
人
物
の
活
躍
場
面
が
、
そ
の
後
の
復
活
に
必
ず
し
も
直
結
す
る

わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
頼
朝
は
池
禅
尼
の
口
利
き
で
処
刑
を
免

れ
た
。
正
成
が
見
せ
た
智
謀
も
、
関
東
軍
に
打
撃
を
与
え
た
も
の
の
、
城

を
脱
出
す
る
た
め
の
時
間
稼
ぎ
に
過
ぎ
な
い
。「
時
政
榎
島
に
参
籠
の
事
」

の
江
ノ
島
弁
財
天
と
時
政
に
ま
つ
わ
る
伝
説
に
し
て
も
、『
太
平
記
』
の

文
脈
中
で
は
北
条
家
滅
亡
と
い
う
史
実
へ
の
伏
線
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
三
升
増
鱗
祖
』
の
典
拠
に
は
、
複
数
の
点
で
類
似
性

が
指
摘
で
き
る
。
本
作
が
版
元
の
意
向
を
濃
厚
に
反
映
し
て
制
作
さ
れ
た

宣
伝
黄
表
紙
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
選
ば
れ
た
典
拠
を
具
に
見

て
い
く
と
、
確
か
に
春
町
個
人
の
作
者
性
が
同
居
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。

　

春
町
は
本
作
に
、
一
般
庶
民
に
馴
染
み
深
く
、
か
つ
主
題
に
一
貫
性
の

あ
る
典
拠
を
綯
交
ぜ
に
し
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
当
世
に
お
け
る
何
ら
か

の
危
機
的
現
状
を
そ
れ
ら
に
投
影
し
暴
露
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い



74

か
。
そ
こ
に
は
ま
た
、
現
状
を
打
破
す
べ
き
と
考
え
る
反
面
、
完
全
な
再

興
は
現
実
的
に
不
可
能
だ
と
諦
観
す
る
態
度
も
窺
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

　

次
節
で
は
、
そ
の
打
破
す
べ
き
現
状
が
鱗
形
屋
の
経
営
状
況
の
こ
と
を

指
す
の
で
は
な
い
か
と
仮
定
し
検
討
す
る
。

二
、
安
永
期
鱗
形
屋
の
不
祥
事
と
経
営
状
況

　

草
双
紙
の
新
板
制
作
は
、
翌
年
正
月
の
刊
行
を
目
指
し
て
毎
年
秋
頃
に

行
わ
れ
て
い
た
は
ず
だ
。『
三
升
増
鱗
祖
』
は
安
永
六
年
正
月
刊
行
だ
か

ら
、
制
作
時
期
は
前
年
秋
と
推
定
出
来
る
が
、
こ
れ
が
明
暦
の
大
火
以
降

の
鱗
形
屋
衰
退
の
一
因
で
あ
る
重
板
事
件
と
重
な
る
こ
と
は
注
目
に
値
す

る
。

　

近
世
節
用
集
版
権
問
題
に
つ
い
て
佐
藤
貴
裕
氏
が
ま
と
め
た
と
こ
ろ
に

よ
る
と
、
鱗
形
屋
は
安
永
年
間
に
二
件
の
重
板
事
件
を
起
こ
し
て
い
る注1注
。

　

一
件
目
は
、
安
永
四
年
五
月
九
日
か
ら
八
月
二
八
日
に
か
け
て
、
江
戸

書
肆
の
丸
屋
源
六
・
鱗
形
屋
手
代
藤
八
が
刊
行
し
た
『
新
増
早
引
節
用
集
』

が
、
大
坂
書
肆
の
柏
原
屋
与
左
衛
門
・
木
屋
伊
兵
衛
が
刊
行
し
た
『
早
引

節
用
集
』
の
重
板
と
し
て
出
訴
さ
れ
た
。
し
か
し
須
原
屋
市
兵
衛
が
仲
裁

に
入
り
、
丸
屋
・
鱗
形
屋
は
板
木
七
一
枚
・
摺
込
本
二
八
〇
〇
冊
に
売
り

払
っ
た
六
〇
〇
冊
を
加
え
た
三
四
〇
〇
冊
を
差
出
し
、
内
済
と
な
っ
た
。

　

二
件
目
は
、
安
永
六
年
五
月
か
ら
安
永
七
年
正
月
一
四
日
に
か
け
て
、

鱗
形
屋
孫
兵
衛
と
手
代
徳
兵
衛
が
刊
行
し
た
『
早
引
節
用
集
』
が
、
一
件

目
と
同
様
の
『
早
引
節
用
集
』
の
重
板
と
し
て
再
出
訴
さ
れ
た
。
今
度
は

内
済
で
は
収
ま
ら
ず
、
重
板
を
行
っ
た
徳
兵
衛
は
家
財
闕
所
・
十
里
四
方

追
放
、
売
主
孫
兵
衛
は
過
料
鳥
目
二
〇
貫
文
、
手
代
与
兵
衛
・
治
兵
衛
は

手
錠
、
板
木
屋
市
郎
右
衛
門
も
同
様
（
た
だ
し
一
〇
〇
日
の
み
）
と
、
主

要
関
係
者
は
軒
並
み
処
罰
を
受
け
る
結
果
と
な
っ
た
。

　

佐
藤
氏
に
よ
れ
ば
、
他
に
様
々
な
版
元
が
節
用
集
の
重
板
を
行
っ
て
お

り
、節
用
集
が
い
か
に
利
益
の
見
込
め
る
商
品
だ
っ
た
か
が
窺
い
知
れ
る
。

　

し
か
し
二
度
も
同
じ
版
元
か
ら
出
訴
さ
れ
た
の
は
鱗
形
屋
の
み
で
あ

る
。
こ
の
不
可
解
な
不
祥
事
に
つ
い
て
佐
藤
氏
は
、
黄
表
紙
で
は
充
分
な

利
益
が
見
込
め
な
か
っ
た
か
と
推
測
す
る
。
明
暦
の
大
火
以
降
衰
退
気
味

と
は
い
え
、
依
然
出
版
界
の
大
手
だ
っ
た
鱗
形
屋
が
重
板
と
い
う
禁
じ
手

を
使
っ
た
の
は
実
際
の
経
営
が
逼
迫
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ

る
。

　

重
板
事
件
後
の
鱗
形
屋
の
動
向
に
つ
い
て
松
木
寛
氏
は
、「
重
板
事
件

は
鱗
形
屋
に
と
っ
て
、
金
銭
上
の
損
失
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
社
会
的

信
用
の
失
墜
の
方
が
遙
か
に
痛
か
っ
た
だ
ろ
う
。
孫
兵
衛
は
鱗
形
屋
の
信

頼
回
復
を
意
図
す
る
か
の
よ
う
に
、
黄
表
紙
出
版
に
積
極
的
攻
勢
を
か
け

て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る注1注
。
二
件
の
重
板
事
件
に
挟
ま
れ
る
形
で
『
三
升

増
鱗
祖
』
が
誕
生
し
た
こ
と
は
偶
然
と
は
思
わ
れ
な
い
。
宣
伝
黄
表
紙
た

る
本
作
が
孫
兵
衛
の
要
請
で
制
作
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
件
目
の
重

板
後
の
世
間
に
対
す
る
弁
明
を
目
的
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の

作
者
に
前
年
『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
で
大
当
た
り
を
取
っ
た
春
町
を
抜
擢

し
た
の
も
納
得
が
い
く
。
し
か
し
経
営
は
上
向
か
ず
、
や
む
を
得
ず
二
件

目
の
重
板
に
踏
み
切
っ
た
、と
い
う
経
緯
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
、
こ
う
し
た
安
永
五
年
と
そ
の
前
後
の
鱗
形
屋
像
を
、
第
一
節
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で
見
た
『
三
升
増
鱗
祖
』
の
典
拠
に
見
ら
れ
る
源
頼
朝
、
楠
木
正
成
、
新

田
義
岑
ら
の
姿
と
重
ね
て
み
る
と
、
そ
の
対
応
関
係
に
気
付
か
さ
れ
る
。

　

第
一
に
、
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
、
脱
出
し
よ
う
と
す
る
点
で
、
両
者
は

対
応
す
る
。
敗
残
兵
の
頼
朝
、
絶
体
絶
命
の
正
成
、
お
尋
ね
者
の
義
岑
ら

の
姿
は
、財
政
的
に
追
い
込
ま
れ
た
安
永
期
の
鱗
形
屋
と
重
な
っ
て
く
る
。

　

第
二
に
、
そ
の
手
段
だ
が
、
鱗
形
屋
が
重
板
で
収
益
を
得
た
こ
と
は
、

正
成
の
武
士
ら
し
か
ら
ぬ
戦
法
の
よ
う
に
、
書
肆
と
し
て
正
攻
法
で
な
い

上
に
、
一
時
的
な
危
機
回
避
手
段
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
『
三
升
増
鱗
祖
』

の
中
で
、
孫
兵
衛
は
池
洲
稲
荷
の
力
を
借
り
て
三
升
屋
と
結
び
つ
き
絵
草

紙
屋
の
地
位
を
確
立
す
る
。
こ
う
し
た
本
作
の
孫
兵
衛
像
は
、
神
仏
に
近

い
人
や
物
に
力
を
借
り
る
物
語
上
の
人
物
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
に
も
重
な
る
。

　

第
三
に
、
流
罪
の
頼
朝
、
逃
亡
者
正
成
、
滅
亡
し
た
北
条
氏
の
よ
う
に
、

本
作
刊
行
の
翌
年
に
再
び
重
板
を
起
こ
し
た
鱗
形
屋
の
経
営
は
悪
化
の
一

途
を
辿
る
。
春
町
に
は
先
見
の
明
が
あ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
う
し
た
複
数
の
対
応
関
係
か
ら
、
春
町
は
本
作
の
典
拠
に
お
け
る
頼

朝
、
正
成
、
義
岑
ら
の
姿
に
、
鱗
形
屋
の
現
状
を
重
ね
た
可
能
性
が
あ
る
。

本
作
の
典
拠
利
用
が
春
町
の
危
機
意
識
の
反
映
な
ら
ば
、
そ
の
危
機
意
識

と
は
、鱗
形
屋
の
不
祥
事
や
経
営
状
況
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
。

　

安
永
期
春
町
作
品
の
大
半
が
鱗
形
屋
か
ら
刊
行
さ
れ
た
以
上
、
重
板
事

件
や
経
済
的
事
情
を
春
町
は
把
握
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
実
際

の
事
件
や
人
物
名
を
軍
記
物
語
の
世
界
に
置
換
す
る
と
い
う
芝
居
の
手
法

を
、
版
元
の
現
状
を
暗
示
す
る
手
段
に
応
用
し
た
の
で
は
な
い
か
。『
三

升
増
鱗
祖
』
に
は
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
常
識
的
な
典
拠
が
引
か
れ
て

い
る
た
め
、
一
見
何
の
含
み
も
な
く
見
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
宣
伝
と
い

う
目
的
を
損
な
わ
な
い
工
夫
で
、「
読
み
よ
う
に
よ
っ
て
鱗
形
屋
の
現
状

と
重
な
る
」
程
度
の
淡
い
関
連
性
に
留
め
よ
う
と
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ

る
。

　

鱗
形
屋
信
頼
回
復
策
の
一
環
と
し
て
の
『
三
升
増
鱗
祖
』
制
作
は
、
そ

の
将
来
を
憂
慮
す
る
春
町
に
と
っ
て
好
機
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
店
の
看
板

を
汚
さ
ず
典
拠
を
通
じ
て
現
状
を
暗
示
す
る
手
法
は
、
作
者
の
腕
の
見
せ

所
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

お
わ
り
に

　

本
論
で
は
、『
三
升
増
鱗
祖
』
の
典
拠
『
平
治
物
語
』『
太
平
記
』『
神

霊
矢
口
渡
』
の
該
当
場
面
を
検
討
し
、
以
下
の
三
つ
の
共
通
点
を
挙
げ
た
。

①　

窮
地
に
陥
っ
た
人
物
が
脱
出
し
、
再
興
へ
の
意
志
を
覗
か
せ
る
。

②　

①
の
人
物
が
脱
出
に
際
し
用
い
る
手
段
は
一
時
的
な
危
機
回
避
に
過

ぎ
ず
、神
仏
に
絡
む
人
や
物
の
助
け
を
借
り
ず
に
は
な
し
得
な
か
っ
た
。

③　

①
の
人
物
が
必
ず
し
も
再
興
を
実
現
し
て
は
い
な
い
。

　

こ
う
し
た
共
通
点
か
ら
、
春
町
が
何
ら
か
の
危
機
的
状
況
を
穿
つ
べ
く

意
図
的
に
典
拠
を
選
ん
だ
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
更
に
第
二
節
で
は
、

本
作
制
作
時
期
が
鱗
形
屋
の
二
件
の
重
板
事
件
の
間
に
挟
ま
れ
、
経
営
の

低
迷
期
と
重
な
る
た
め
、
春
町
が
鱗
形
屋
の
危
難
を
念
頭
に
お
い
て
本
作

を
制
作
し
た
可
能
性
を
検
討
し
た
。

　

黄
表
紙
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
作
者
の
私
生
活
周
辺
の
現
状
を
暗
示
す
る
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媒
体
か
は
疑
わ
し
い
。
し
か
し
、
黄
表
紙
に
作
者
の
知
己
に
の
み
理
解
で

き
る
楽
屋
落
ち
の
情
報
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

春
町
研
究
に
お
い
て
春
町
と
鱗
形
屋
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
は
重
要
で

あ
り
、
書
簡
等
の
資
料
が
未
発
見
で
あ
る
以
上
、『
三
升
増
鱗
祖
』
等
の

作
品
に
描
か
れ
た
版
元
の
姿
に
注
目
す
る
こ
と
は
有
意
義
と
考
え
て
い
る
。
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