
【
要
旨
】

　

本
稿
は
︑
日
本
近
世
の
代
表
的
武
士
道
書
﹃
葉
隠
﹄
に
お
い
て
︑
そ
の
思
想
を
凝
縮
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
き
た
﹁
聞
書
第
一
﹂
第
二
項
を
取
り
あ
げ
︑

そ
こ
に
示
さ
れ
た
︑
鍋
島
武
士
に
と
っ
て
理
想
的
な
戦
闘
と
死
の
あ
り
方
に
つ
い
て
︑
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
︒
当
該
箇
所
に
お
け
る
想
定
に
よ
る
と
︑
武

士
が
い
ざ
戦
闘
に
踏
み
出
す
か
否
か
を
問
わ
れ
る
局
面
︵﹁
喧
嘩
打
返
﹂︑
す
な
わ
ち
私
闘
と
報
復
が
そ
の
事
例
と
さ
れ
る
︶
に
お
い
て
は
︑
そ
そ
ぐ
べ
き
恥

辱
こ
そ
あ
る
も
の
の
︑
今
斬
り
か
か
っ
て
実
際
に
勝
て
る
と
い
う
目
算
も
な
け
れ
ば
︑
そ
も
そ
も
今
勝
負
す
る
こ
と
自
体
が
も
つ
大
局
的
な
意
義
の
あ
り
か

も
︑
定
か
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
︒
し
か
し
武
士
た
る
者
は
︑
戦
闘
に
対
す
る
勝
算
も
評
価
も
度
外
視
し
︑
一
刻
も
早
く
︑
決
然
と
刀
を
抜
い
て
戦
う
べ
き
だ
︑

と
さ
れ
る
︒
そ
こ
に
お
い
て
覚
悟
さ
れ
た
死
は
︑
敵
に
斬
り
殺
さ
れ
た
場
合
に
も
実
現
し
︑
し
た
が
っ
て
﹁
腰
ぬ
け
﹂
と
い
う
評
価
を
免
れ
る
が
︑
仮
に
勝

利
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
︑
切
腹
と
い
う
か
た
ち
で
実
現
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
︒
し
か
も
そ
れ
は
処
罰
と
し
て
与
え
ら
れ
る
切
腹
で
は
な
く
︑
勝
利
の
直

後
に
み
ず
か
ら
敢
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
︑﹁
恥
﹂
な
き
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
自
身
が
必
ず
死
な
な
け
れ
ば
終
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が

覚
悟
さ
れ
︑
そ
れ
が
遂
行
さ
れ
も
し
た
戦
闘
の
相
手
と
は
︑
現
実
に
相
対
す
る
敵
で
も
あ
り
な
が
ら
︑
つ
ま
る
と
こ
ろ
は
︑
す
で
に
巨
大
な
秩
序
の
も
と
に

あ
る
︑
当
世
と
い
う
時
代
で
あ
っ
た
と
も
︑
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
︒
以
上
の
よ
う
に
︑
理
想
の
鍋
島
武
士
に
よ
る
戦
闘
と
死
は
︑
異
様
な
過
激
さ
を

有
し
て
い
る
が
︑
他
方
で
﹁
聞
書
第
一
﹂
第
二
項
に
お
い
て
は
︑
同
じ
死
の
覚
悟
に
よ
っ
て
こ
そ
︑
家
職
に
従
事
す
る
平
時
の
奉
公
も
ま
た
︑﹁
恥
﹂
な
き
も

の
と
し
て
全
う
さ
れ
る
の
だ
︑
と
説
か
れ
て
い
た
︒
そ
こ
に
は
︑
大
き
な
矛
盾
の
存
在
が
予
想
さ
れ
る
︒
有
事
お
よ
び
平
時
を
貫
く
武
士
の
覚
悟
と
実
践
の

あ
り
よ
う
を
究
明
す
べ
く
︑
そ
の
矛
盾
の
深
さ
に
目
を
向
け
て
い
く
こ
と
が
︑
今
後
の
課
題
で
あ
る
︒

﹃
葉
隠
﹄﹁
聞
書
第
一
﹂
第
二
項
に
お
け
る
死

　
　
　
　
　
　

 ﹁
喧
嘩
打
返
﹂
の
理
想
形
に
即
し
て

 

栗　

原　
　
　

剛一



一　
『
葉
隠
』
研
究
の
課
題

　

江
戸
時
代
中
期
の
佐
賀
︵
鍋
島
︶
藩
に
成
立
し
た
﹃
葉
隠
﹄
は
︑

広
く
日
本
に
お
け
る
武
士
道
の
内
実
や
そ
の
変
遷
を
考
え
る
た
め

の
︑
重
要
文
献
と
み
な
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
世
は
す
で
に
泰

平
で
あ
る
と
い
う
成
立
当
時
︵1710

～1716
頃
︶
の
現
実
を
踏

ま
え
な
が
ら
︑
か
つ
て
の
乱
世
に
お
け
る
武
士
の
あ
り
よ
う
を
理

想
と
も
す
る
︑
と
い
う
﹃
葉
隠
﹄
の
思
想
は
︑
複
雑
な
奥
行
き
を

か
か
え
て
お
り
︑
そ
の
位
置
づ
け
や
評
価
を
め
ぐ
る
議
論
は
︑
今

な
お
続
い
て
い
る
︒
種
村
完
司﹃﹃
葉
隠
﹄の
研
究
│
思
想
の
分
析
︑

評
価
と
批
判
﹄︵
九
州
大
学
出
版
会
︑2018

年
︶
は
︑

﹃
葉
隠
﹄
は
﹁
死
の
覚
悟
﹂
を
土
台
と
し
た
熱
情
的
な
武
士

道
の
書
だ
︑
と
言
わ
れ
て
き
た
︒
理
屈
に
と
ら
わ
れ
な
い
純

粋
な
武
士
道
精
神
の
表
わ
れ
を
そ
の
中
に
と
ら
え
る
こ
と

は
︑ま
ち
が
い
で
は
な
い
︒
だ
が
︵
中
略
︶
そ
れ
は
同
時
に
︑

対
立
す
る
資
質
︑
性
向
︑
理
念
を
併
存
さ
せ
た
記
述
で
あ
り
︑

そ
れ
ら
の
混
合
体
と
し
て
の
書
で
あ
る
︒１

と
し
︑
そ
の
﹁
対
立
﹂︵﹁
併
存
﹂﹁
混
合
﹂︶
の
内
実
を
︑﹁
戦
士

的
武
士
と
文
官
的
武
士
と
い
う
資
質
の
対
立
﹂﹁
直
情
的
猛
進
的

性
向
と
知
的
合
理
的
性
向
と
の
対
立
﹂﹁
独
立
的
武
士
の
﹁
自
律
﹂

の
理
念
と
秩
序
内
的
臣
下
の
﹁
服
従
﹂
の
理
念
の
対
立
な
ど
﹂２
と

ま
と
め
た
︒
さ
ら
に
種
村
は

よ
り
踏
み
込
ん
で
言
え
ば
︑
文
官
的
武
士
の
立
場
に
立
ち
な

が
ら
︑
戦
士
的
武
士
の
資
質
に
あ
こ
が
れ
︑
そ
れ
に
固
執
し

よ
う
と
す
る
矛
盾
︑
直
情
的
猛
進
的
な
性
向
を
さ
か
ん
に
称

揚
し
な
が
ら
︑
太
平
の
世
で
は
知
的
合
理
的
な
性
向
を
な
い

が
し
ろ
に
は
で
き
ず
︑そ
れ
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
矛
盾
︑

﹃
葉
隠
﹄﹁
聞
書
第
一
﹂
第
二
項
に
お
け
る
死

　
　
　
　
　
　

 ﹁
喧
嘩
打
返
﹂
の
理
想
形
に
即
し
て
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自
尊
と
誇
り
を
守
っ
て
自
律
的
で
あ
ろ
う
と
し
な
が
ら
︑
官

僚
制
的
秩
序
の
も
と
で
の
服
従
を
意
志
的
に
耐
え
忍
ぼ
う
と

す
る
矛
盾
︑
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
矛
盾
を
葉
隠
武
士
道
は
免
れ

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
し
︑
武
士
た
ち
も
こ
れ
ら
の
矛
盾

の
た
だ
中
で
生
き
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒３

と
述
べ
︑こ
れ
ら
を
よ
り
強
く﹁
矛
盾
﹂と
し
て
︑ま
た
当
の﹁
矛
盾
﹂

を
︑
口
述
者
山
本
常
朝
を
は
じ
め
と
す
る
武
士
た
ち
が
自
覚
的
に

引
き
受
け
た
も
の
と
し
て
︑
捉
え
る
︒
し
た
が
っ
て
﹃
葉
隠
﹄
の

思
想
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
は
︑﹁﹃
葉
隠
﹄
の
記
述
や
常
朝
の

訴
え
の
中
に
︑
も
っ
ぱ
ら
純
粋
さ
・
真
正
さ
を
見
る
よ
り
も
︑
む

し
ろ
各
所
に
に
じ
み
出
て
い
る
葛
藤
や
錯
綜
︑
対
立
や
矛
盾
を
と

ら
え
る
方
が
︑
こ
の
書
の
真
意
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
﹂︑

と
さ
れ
る
︒

　

と
は
い
え
︑︵
序
文
を
の
ぞ
く
︶﹃
葉
隠
﹄
冒
頭
の
﹁
聞
書
第
一
﹂

第
一
項
４

に
立
ち
戻
っ
て
み
れ
ば
︑
そ
れ
は
﹁
武
道
之
大
意
ハ
何

と
心
得
候
哉
﹂５
と
い
う
問
い
に
対
し
て
︑﹁
言
下
ニ
答
﹂
ら
れ
る

よ
う
な
﹁
油
断
﹂
の
な
さ
︑
胸
の
﹁
落
着
﹂
を
︑﹁
武
士
た
る
者
﹂

に
求
め
て
い
た
︒
そ
し
て
直
後
の
第
二
項
で
は
︑
ま
さ
し
く
言
下

に
︑﹁
武
士
道
と
云
ハ
死
ヌ
事
と
見
付
た
り
︒﹂﹁
別
ニ
子
細
な
し
︒

胸
す
わ
つ
て
進
む
也
﹂
と
︑
こ
の
問
い
に
対
す
る
み
ず
か
ら
の
答

え
を
明
示
し
た
︒

　
﹁
武
道
︵
武
士
道
︶
と
は
何
で
あ
る
か
﹂
と
い
う
問
い
に
対
し
︑

回
答
の
姿
勢
と
内
容
を
一
つ
に
貫
く
か
た
ち
で
示
さ
れ
る
︑
端
的

に
し
て
凄
み
あ
る
構
え
は
︑
ま
さ
に
﹃
葉
隠
﹄
を
﹁﹁
死
の
覚
悟
﹂

を
土
台
と
し
た
熱
情
的
な
武
士
道
の
書
だ
﹂と
す
る
よ
う
な
︑︵
種

村
に
よ
れ
ば
︶
偏
っ
た
理
解
を
生
じ
さ
せ
も
す
る
で
あ
ろ
う
︒
し

か
し
︑
そ
れ
は
や
は
り
︑
さ
ま
ざ
ま
な
﹁
葛
藤
や
錯
綜
︑
対
立
や

矛
盾
﹂
を
踏
ま
え
つ
つ
も
︑
そ
の
矛
盾
を
何
ら
か
の
意
味
で
処
理

し
得
た
境
地
を
︑︵
読
者
に
と
っ
て
は
深
い
謎
で
あ
る
に
せ
よ
︶

突
き
つ
け
る
も
の
で
あ
る
︒

　

そ
う
し
た
境
地
を
︑﹃
葉
隠
﹄
の
記
述
全
体
に
通
底
す
る
も
の

と
し
て
前
提
し
た
り
︑
た
と
え
分
析
や
解
釈
の
結
果
と
し
て
で
あ

れ
︑
確
定
的
に
論
じ
た
り
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
︑
ど
こ
ま
で
も

慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
も
そ
も
﹃
葉
隠
﹄
全
編
に
お
け

る
主
体
︵
あ
る
種
の
境
地
を
表
現
す
る
と
し
て
そ
れ
が
誰
の
も
の

か
︶
を
定
め
に
く
い
６

こ
と
や
︑
つ
ま
る
と
こ
ろ
︑
武
士
た
ち
と

現
代
人
の
間
に
あ
る
大
き
な
隔
た
り
を
︑
埋
め
き
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
７

こ
と
な
ど
︑
研
究
に
あ
た
っ
て
踏
み
外
せ
な
い
制
約
は

多
い
︒

　

そ
れ
で
も
な
お
︑
論
者
の
﹃
葉
隠
﹄
に
対
す
る
問
い
は
︑﹁
武

士
道
と
云
ハ
死
ヌ
事
と
見
付
た
り
﹂
と
言
い
得
た
者
の
境
地
に
︑

向
か
う
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
道
の
り
は
結
局
︑
す
で
に
明
ら
か
に

さ
れ
て
き
た
﹁
葛
藤
や
錯
綜
︑
対
立
や
矛
盾
﹂
の
確
認
に
︑
終
始

三



す
る
も
の
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
従
来
行
わ
れ
に
く

か
っ
た
﹁
葉
隠
解
釈
を
め
ぐ
る
横
断
的
な
批
評
﹂８
に
挑
ん
だ
種
村

が
︑
と
く
に
葉
隠
武
士
の
戦
士
的
性
格
と
文
官
的
性
格
に
即
し
て

﹁
少
な
く
な
い
識
者
が
︑
葉
隠
の
こ
の
両
側
面
を
公
平
に
と
ら
え

ず
︑
片
方
だ
け
に
光
を
当
て
︑
一
つ
の
性
格
を
も
と
に
葉
隠
武
士

道
の
本
質
規
定
を
行
な
い
︑
一
面
的
な
葉
隠
解
釈
に
陥
っ
た
﹂９
と

指
摘
し
た
よ
う
に
︑
矛
盾
そ
の
も
の
へ
の
洞
察
が
今
な
お
途
上
で

あ
る
と
す
れ
ば
︑
研
究
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
当
の
洞
察
に

参
与
し
︑矛
盾
の
深
さ
に
目
を
向
け
続
け
て
い
く
こ
と
が
︑﹃
葉
隠
﹄

に
対
す
る
思
想
史
的
な
位
置
づ
け
や
評
価
の
進
展
に
は
︑
不
可
欠

な
は
ず
で
あ
る
︒

二　

本
稿
の
課
題

　

有
名
な
﹁
聞
書
第
一
﹂
第
二
項
に
対
し
て
︑
相
良
亨
は
︑﹁
二

ツ
〳
〵
之
場
ニ
て
早
ク
死
ヌ
方
ニ
片
付
斗
也
﹂
以
下
﹁
是
か
武
道

ニ
丈
夫
也
﹂
ま
で
を
﹁
前
段
﹂
と
し
︑
続
く
最
後
の
一
文

毎
朝
毎
夕
改
て
ハ
死
ニ
〻
常
住
死
身
ニ
成
て
居
る
時
ハ
︑
武

道
ニ
自
由
を
得
︑
一
生
越
度
な
く
︑
家
職
を
仕
課
す
へ
き
也
︒

を
﹁
後
段
﹂
と
し
た
上
で
︑
冒
頭
の
一
文
﹁
武
士
道
と
云
ハ
死
ヌ

事
と
見
付
た
り
﹂
を
︑﹁
前
後
両
段
の
前
に
す
え
ら
れ
た
言
葉
で

あ
り
︑
お
の
ず
か
ら
そ
れ
は
両
者
を
総
括
す
る
内
容
を
も
っ
た
言

葉
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
﹂10
と
し
た
︒

　

と
は
い
え
︑
前
段
の
内
容
は
︑﹁
不
慮
の
事
に
出
会
い
生
死
の

関
頭
に
立
た
さ
れ
た
時
︑つ
ま
り
﹁
二
つ
〳
〵
の
場
﹂
に
お
い
て
︑

武
士
は
う
ま
く
事
を
処
理
し
よ
う
な
ど
と
思
慮
分
別
を
は
た
ら
か

し
て
は
な
ら
﹂11
ず
︑﹁
た
だ
即
座
に
気
違
の
ご
と
く
死
地
に
突
入

す
べ
き
で
あ
る
﹂12
︑
と
い
う
教
え
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
後
段

の
内
容
は
︑﹁﹁
毎
朝
毎
夕
﹂︑精
神
的
に
﹁
死
に
死
に
﹂﹂
し
︑﹁﹁
常

住
死
身
﹂
に
な
る
時
に
は
一
生
落
度
な
く
家
職
を
仕
課
す
で
あ
ろ

う
﹂
と
い
う
教
え
︑
つ
ま
り
﹁
行
動
的
に
死
地
へ
の
突
入
を
説
く

も
の
で
は
な
く
︑
日
々
生
き
な
が
ら
死
と
一
枚
に
な
る
べ
く
努
め

る
こ
と
の
す
す
め
﹂13
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
前
段
と
後
段
は
大
き

な
矛
盾
を
か
か
え
て
お
り
︑﹁
安
易
に
一
つ
な
が
り
の
文
章
と
し

て
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
﹂14
︑
と
さ
れ
る
︒

　

要
す
る
に
︑﹁
聞
書
第
一
﹂
第
二
項
に
お
け
る
矛
盾
は
︑﹁
二
ツ

〳
〵
之
場
﹂
に
お
け
る
迷
い
な
き
死
地
へ
の
突
入
と
︑﹁
一
生
越

度
な
く
︑
家
職
を
仕
課
す
﹂
こ
と
の
関
係
に
︑
収
束
す
る
︒
そ
れ

は
︑﹃
葉
隠
﹄
全
体
を
踏
ま
え
て
相
良
が
指
摘
し
た
︑﹁
武
篇
│
武

士
道
│
死
ぬ
事
│
大
高
慢
﹂
お
よ
び
﹁
奉
公
│
道
の
修
行
│
知
非

便
捨
│
自
慢
の
否
定
﹂15
と
い
う
︑
二
つ
の
思
想
的
系
列
の
間
の

矛
盾
に
︑
お
お
む
ね
対
応
す
る
︒
ま
た
そ
れ
は
︑
先
に
触
れ
た
種

四



村
の
整
理
に
お
け
る
︑﹁
戦
士
的
武
士
の
資
質
│
直
情
的
猛
進
的

性
向
│
独
立
的
武
士
の
﹁
自
律
﹂
の
理
念
﹂
お
よ
び
﹁
文
官
的
武

士
の
資
質
│
知
的
合
理
的
性
向
│
秩
序
内
的
臣
下
の
﹁
服
従
﹂
の

理
念
﹂
と
い
う
二
系
列
の
間
の
矛
盾
に
も
︑
お
お
む
ね
対
応
す
る

と
考
え
ら
れ
る
︒

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
の
奥
行
き
を
心
に
と
め
つ
つ
︑
論
者
と
し

て
は
今
後
︑非
常
時
︵﹁
二
ツ
〳
〵
之
場
﹂︶
に
お
け
る
﹁
武
篇
﹂
と
︑

日
常
の
積
み
重
ね
と
し
て
あ
る
平
時
の
﹁
奉
公
﹂
と
い
う
視
点
か

ら
︑
両
者
の
関
係
へ
考
え
を
及
ぼ
し
て
い
こ
う
と
目
論
む
も
の
で

あ
る
︒

　

と
は
い
え
︑
本
小
稿
の
考
察
範
囲
は
︑
そ
う
し
た
問
い
へ
の
入

口
を
︑
準
備
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
︒
す
な
わ
ち
本
稿
は
︑
前
者

︵
有
事
の
﹁
武
篇
﹂︶
に
お
け
る
死
の
覚
悟
と
実
践
の
内
実
を
︑
わ

ず
か
に
﹁
聞
書
第
一
﹂
第
二
項
の
前
段
に
対
す
る
一
解
釈
と
し
て
︑

示
す
に
と
ど
ま
る
︒
そ
こ
か
ら
改
め
て
︑
後
段
と
の
矛
盾
の
深
さ

を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
と
も
に
︑
今
後
の
取
組
み
へ
の
見
通
し
を

立
て
る
こ
と
ま
で
を
︑
本
稿
の
課
題
と
し
た
い
︒

三　
「
二
ツ
〳
〵
之
場
」

　
﹁
二
ツ
〳
〵
之
場
﹂
の
語
義
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
︑

生
き
る
か
死
ぬ
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
よ
う
な
危
急
の
場
面
と
し

て
︑そ
の
一
例
が
﹁
喧
嘩
打
返
﹂︵
一-55

︶
と
い
う
戦
闘
状
況
︵
よ

り
正
確
に
は
臨
戦
状
況
︶
で
あ
る
こ
と
は
︑
認
め
ら
れ
て
よ
い
だ

ろ
う
︒当
の
状
況
下
に
お
け
る
判
断
や
戦
闘
の
仕
方
を
め
ぐ
っ
て
︑

常
朝
は
赤
穂
浪
士
の
討
ち
入
り
を
批
判
し
︑
深
堀
鍋
島
家
の
家
来

た
ち
に
よ
る﹁
長
崎
喧
嘩
﹂を
称
揚
す
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
︑前
者
は﹁
上

方
風
之
打
上
り
た
る
︵
思
い
上
が
っ
た
︶
武
道
﹂︵
一-2

︑
丸
括

弧
内
栗
原
︶︑
後
者
は
﹁
恥
﹂
の
な
い
﹁
武
道
ニ
丈
夫
﹂︵
一-2

︶

な
仕
方
の
︑
具
体
例
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
︒

　

両
者
に
対
す
る
常
朝
の
評
価
を
分
け
る
点
︑
す
な
わ
ち
二
つ
の

事
例
に
お
け
る
武
士
た
ち
の
態
度
の
分
か
れ
目
を
考
察
す
る
前

に
︑
ど
ち
ら
を
も
﹁
二
ツ
〳
〵
之
場
﹂
に
直
面
し
た
も
の
と
位
置

づ
け
て
︑
そ
の
基
本
的
な
共
通
項
を
確
認
し
て
お
き
た
い
︒

　

ま
ず
︑
両
事
例
に
即
し
て
言
え
ば
︑
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
当
事

者
た
ち
は
︑
自
身
も
し
く
は
主
家
が
重
大
な
恥
辱
を
被
っ
た
こ
と

を
認
め
︑
そ
う
し
た
事
態
に
対
す
る
決
断
を
迫
ら
れ
た
も
の
︑
と

言
え
る
︒
周
知
の
通
り
赤
穂
浪
士
に
つ
い
て
は
︑
彼
ら
の
主
君
で

あ
っ
た
浅
野
内
匠
頭
長
矩
が
︑
吉
良
上
野
介
義
央
に
殿
中
で
切
り

つ
け
た
た
め
に
︑
幕
府
か
ら
切
腹
を
命
ぜ
ら
れ
た
︑
と
い
う
事
態

が
そ
れ
に
あ
た
る
︒
一
方
﹁
長
崎
喧
嘩
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
長
崎

の
町
年
寄
高
木
彦
右
衛
門
︵
帯
刀
を
許
さ
れ
た
町
人
︶
の
家
来
と
︑

深
堀
鍋
島
家
の
家
来
深
堀
三
右
衛
門
︑
志
波
原
武
右
衛
門
が
路
上

で
行
き
会
っ
た
際
の
争
い
か
ら
︑
そ
の
夜
高
木
の
家
来
が
長
崎
の

五



深
堀
鍋
島
家
の
屋
敷
に
押
し
寄
せ
︑
深
堀
︑
志
波
原
の
二
人
を
叩

き
の
め
し
︑
刀
を
奪
っ
て
去
っ
た
﹂16
︑
と
い
う
事
態
が
そ
れ
で

あ
る
︒
二
人
自
身
が
被
っ
た
恥
辱
も
あ
る
が
︑
主
家
の
屋
敷
を
侵

さ
れ
︑
荒
ら
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
︑﹁
打
返
﹂
の
主
要
な
動
機

で
あ
ろ
う
︒

　

つ
ぎ
に
︑
批
判
さ
れ
る
前
者
に
お
い
て
も
︑
称
揚
さ
れ
る
後
者

に
お
い
て
も
︑
結
果
的
に
そ
の
﹁
打
返
﹂
が
成
功
し
て
い
る
点

は
︑
共
通
で
あ
る
︒
た
だ
︑
後
者
の
例
が
﹁
死
ヌ
事
と
見
付
た
り
﹂

﹁
早
ク
死
ヌ
方
ニ
片
付
斗
也
﹂
と
い
う
常
朝
の
主
張
に
適
合
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑
と
く
に
鍋
島
武
士
が
勝
ち
を
得

て
︵
い
っ
た
ん
︶
生
き
延
び
た
こ
と
に
対
し
て
︑
彼
が
そ
れ
を
ど

う
評
価
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
︑
疑
問
も
生
じ
る
︒
こ
れ
に
つ
い

て
は
後
に
考
察
す
る
が
︑
今
﹁
打
返
﹂
の
成
功
と
い
う
共
通
点
を

踏
ま
え
て
言
い
た
い
の
は
︑
常
朝
が
﹁
相
手
何
千
人
も
あ
れ
︑
片

端
よ
り
な
て
切
と
思
ひ
定
而
立
向
ふ
迄
﹂︵
一-55

︶
と
も
主
張
し

て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
刀
を
抜
く
武
士
は
何
よ
り

も
︑
敵
を

0

0

殺
そ
う
と
す
る
の
だ
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
戦
闘
と

い
う
行
為
に
あ
っ
て
は
︑言
う
ま
で
も
な
い
当
然
の
前
提
で
あ
る
︒

し
か
し
こ
の
こ
と
は
ま
ず
︑
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

　

た
だ
し
︑
常
朝
の
言
う
﹁
二
ツ
〳
〵
之
場
﹂
に
お
い
て
︑
勝
算

は
な
い
か
︑
薄
い
の
で
あ
る
︒
少
な
く
と
も
︑
必
ず
勝
て
る
と
見

込
め
る
よ
う
な
戦
闘
は
︑︿
生
き
る
か
死
ぬ
か
﹀
の
場
と
は
な
る

ま
い
︒
さ
ら
に
︑
勝
算
の
な
い
勝
負
に
あ
え
て
出
た
結
果
︑
や
は

り
自
分
が
斬
り
殺
さ
れ
た
と
し
て
も
︑
ま
た
逆
に
︑
得
が
た
い
は

ず
の
勝
ち
を
手
に
し
︑
自
分
は
生
き
延
び
る
こ
と
が
出
来
た
と
し

て
も
︑
そ
の
死
や
生
が
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
の
か
︑
実
際
に

刀
を
抜
く
前
に
あ
っ
て
は
見
通
し
が
た
い
︑
と
い
う
状
況
を
︑
想

定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

　
﹁
図
ニ
あ
た
ら
ぬ
ハ
︑
犬
死
﹂︵
一-2

︶︵
と
な
る
だ
け
だ
か
ら
︑

今
戦
う
べ
き
で
は
な
い
︶
な
ど
と
﹁
上
方
風
﹂
の
武
士
が
言
う
と

き
︑﹁
図
﹂
は
︑
勝
算
の
意
味
に
も
な
る
︵
も
し
勝
て
な
け
れ
ば
︑

そ
れ
は
犬
死
で
あ
る
︑
の
意
︶︒
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
な
く
︑
こ

の
言
葉
が
︑
負
け
て
死
ぬ
と
い
う
結
果
を
前
提
と
し
て
発
せ
ら
れ

た
場
合
︵
同
じ
負
け
て
死
ぬ
に
し
て
も
︑
そ
れ
が
立
派
な
も
の
で

な
け
れ
ば
犬
死
で
あ
る
︑
の
意
︶
に
も
︑﹁
図
﹂
は
︑
そ
の
死
に

0

0

方0

に
対
す
る
評
価
を
見
込
ん
だ
も
の
だ
︑と
言
え
る
は
ず
で
あ
る
︒

　

ま
た
︑
い
ざ
戦
っ
て
勝
ち
目
の
な
さ
を
ひ
っ
く
り
返
し
︑
幸
い

に
し
て
当
面
の
敵
を
討
ち
お
お
せ
た
と
し
て
も
︑
そ
の
勝
利
が
︑

勝
利
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
価
値
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
︑
当
時

に
お
い
て
ま
ず
あ
り
得
な
い
︒
戦
国
の
乱
世
で
あ
れ
ば
ま
だ
し

も
︑
藩
内
は
お
ろ
か
全
国
規
模
の
秩
序
が
す
で
に
成
立
し
た
時
世

に
あ
っ
て
︑
刃
傷
沙
汰
を
起
こ
せ
ば
︑
そ
れ
を
乱
し
た
罪
に
問
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
︒﹃
葉
隠
﹄に
記
さ
れ
た
佐
賀
藩
内
の
例
に
限
っ

て
み
て
も
︑
と
く
に
﹁
喧
嘩
﹂
に
お
い
て
一
方
の
み
が
斬
殺
さ
れ
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れ
ば
︑
も
う
一
方
に
対
し
て
は
︑
追
っ
て
切
腹
と
い
う
処
罰
を
与

え
る
の
が
︑
通
例
で
あ
っ
た
17
︒
と
も
に
﹁
打
返
﹂
を
成
功
さ
せ

た
赤
穂
浪
士
と
鍋
島
武
士
が
︑
最
終
的
に
は
ど
ち
ら
も
︵
そ
の
仕

方
を
異
に
す
る
も
の
の
︶
切
腹
し
て
い
る
こ
と
は
︑
そ
う
し
た
時

代
状
況
と
連
関
す
る
︒

　

要
す
る
に
︑
そ
そ
ぐ
べ
き
恥
辱
こ
そ
あ
る
も
の
の
︑
今
斬
り
か

か
っ
て
実
際
に
勝
て
る
と
い
う
目
算
も
な
け
れ
ば
︑
そ
も
そ
も
今

勝
負
す
る
こ
と
自
体
が
も
つ
大
局
的
な
意
義
の
あ
り
か
も
︑
と
う

て
い
定
か
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
︒
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
︑

ま
ず
た
っ
た
今
︑
戦
い
に
踏
み
出
す
か
否
か
を
問
わ
れ
る
の
が
︑

﹁
二
ツ
〳
〵
之
場
﹂
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

四　
「
上
方
風
」
の
武
道

　

以
上
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
た
と
き
︑
最
終
的
な
結
論
と
し

て
︑
刀
を
抜
い
て
戦
う
に
は
及
ば
な
い
︑
あ
る
い
は
︑
少
な
く
と

も
今
戦
う
べ
き
で
な
く
︑
他
日
を
期
す
べ
き
で
あ
る
︑
と
い
う
判

断
が
あ
り
得
る
︒
勝
算
と
い
う
見
地
か
ら
も
︑
結
果
に
対
す
る
評

価
と
い
う
見
地
か
ら
も
︑
よ
り
確
か
な
見
込
み
や
分
別
︵﹁
図
ニ

あ
た
る
様
ニ
わ
か
る
﹂︵
一-2

︶
こ
と
︶
を
求
め
る
限
り
︑
そ
う

し
た
結
論
は
あ
り
得
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
場
合
︑
今
︿
生
き
る
か
死

ぬ
か
﹀
の
選
択
と
し
て
は
︑
生
を
と
っ
た
こ
と
に
な
る
︒﹁
上
方

風
之
打
上
り
た
る
武
道
﹂
の
場
合
︑お
よ
び
赤
穂
浪
士
の
事
例
は
︑

こ
ち
ら
に
属
し
て
い
る
︒

　

そ
れ
は
決
し
て
逃
げ
で
は
な
い
︑
あ
く
ま
で
も
他
日
の
見
事
な

勝
利
の
た
め
︑
あ
る
い
は
他
日
の
意
味
あ
る
死
の
た
め
︑
そ
の
ほ

か
何
に
し
て
も
︑
他
日
に
得
ら
れ
る
よ
り
大
き
な
意
義
や
評
価
の

た
め
の
選
択
な
の
だ
︑
と
い
う
理
由
は
つ
く
︒
確
か
に
︑
そ
の
よ

う
な
他
日
は
必
ず

0

0

来
る
︑
と
今0

言
え
る
な
ら
︑
そ
れ
が
到
来
し
た

暁
に
は
︑
未
来
の
結
果
が
生
死
の
ど
ち
ら
で
あ
れ
︑
今
の
選
択
は

﹁
図
ニ
あ
た
﹂っ
た
も
の
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
︒

　

し
か
し
た
っ
た
今
︑
そ
の
よ
う
な
保
証
な
ど
︑
決
し
て
あ
り
は

し
な
い
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
今
戦
わ
な
い
こ
と
を
選
択
す
る
の

は
︑
実
の
と
こ
ろ
︑﹁
生
る
方
か
数
寄
﹂︵
一-2

︶
と
い
う
気
持
ち

に
ひ
か
さ
れ
た
﹁
腰
ぬ
け
﹂︵
一-2

︶
で
は
な
い
の
か
︑
ど
う
か
︒

　

そ
う
問
わ
れ
て
ど
ん
な
に
否
定
し
た
と
し
て
も
︑
こ
の
選
択
に

よ
っ
て
引
き
延
ば
さ
れ
た
生
が
︑
想
定
さ
れ
た
他
日
を
得
る
こ
と

な
く
︑
最
後
ま
で
﹁
図
ニ
迦
れ
﹂︵
一-2

︶
た
ま
ま
と
な
っ
て
し

ま
え
ば
︑そ
の
時
こ
そ
︑い
か
な
る
言
い
訳
も
通
用
し
な
い
︒
た
っ

た
今
の
選
択
︑
ま
た
そ
の
後
の
生
に
対
す
る
評
価
は
︑﹁
腰
ぬ
け
﹂

と
な
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
︒
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五　
「
死
」
の
覚
悟
と
勝
利

　
﹁
図
ニ
あ
た
る
﹂
よ
う
な
判
断
を
求
め
て
︑
他
日
の
生
死
を
あ

て
に
し
つ
つ
今
戦
う
こ
と
を
回
避
し
︑
さ
し
あ
た
り
選
択
さ
れ
た

生
は
︑
結
局
そ
の
﹁
図
ニ
迦
れ
﹂
た
︑﹁
腰
ぬ
け
﹂
の
生
と
な
る

可
能
性
を
︑
払
拭
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
れ

が
﹁
恥
﹂
ず
べ
き
﹁
腰
ぬ
け
﹂
と
な
ら
な
い
道
は
︑
勝
算
も
評
価

も
度
外
視
し
︑
た
っ
た
今
一
刻
も
早
く
︑
決
然
と
刀
を
抜
い
て
戦

う
こ
と
︑﹁
相
手
何
千
人
も
あ
れ
︑
片
端
よ
り
な
て
切
と
思
ひ
定

而
立
向
ふ
﹂︵
一-55

︶
こ
と
以
外
に
は
な
い
︑
と
い
う
こ
と
に
な

る
︒﹁
長
崎
喧
嘩
﹂
の
事
例
は
︑
こ
ち
ら
に
属
し
て
い
る
︒

　

し
か
し
こ
の
選
択
は
︑﹁
二
ツ
〳
〵
之
場
﹂
に
お
い
て
死
を
選

択
す
る
こ
と
と
︑
同
義
な
の
だ
ろ
う
か
︒﹁
二
ツ
〳
〵
之
場
ニ
て

早
ク
死
ヌ
方
ニ
片
付
斗
也
﹂︵
一-2

︶
と
も
︑﹁
打
返
之
仕
様
ハ
踏

懸
て
切
殺
さ
る
ゝ
迄
也
﹂︵
一-55

︶
と
も
さ
れ
る
以
上
︑
同
義
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
す
で
に
確
認
し
た
と
お
り
︑

こ
の
選
択
は
︑
勝
算
が
見
込
め
な
い
と
こ
ろ
で
無
理
に
も
戦
う
︑

と
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
︑最
も
想
定
し
や
す
い
結
果
と
し
て
は
︑

自
分
が
敵
に
斬
り
殺
さ
れ
る
こ
と
だ
︑
と
は
言
え
る
︒

　

と
こ
ろ
が
︑
常
朝
は
他
方
︑
そ
う
し
た
戦
闘
の
結
果
と
し
て
︑

相
手
を
殺
し
お
お
せ
︵
て
自
分
は
生
き
延
び
︶
る
︑
と
い
う
可
能

性
も
ま
た
︑
十
分
に
あ
る
と
し
て
い
た
︵﹁
時
之
行
懸
に
て
勝
負

ハ
有
へ
し
﹂﹁
多
分
仕
澄
ス
も
の
也
﹂︵
一-55

︶︶︒事
実﹁
長
崎
喧
嘩
﹂

は
︑﹁
打
返
﹂
を
﹁
仕
澄
﹂
し
た
例
で
あ
る
︒
結
果
と
し
て
得
ら

れ
た
生
を
︑
常
朝
は
許
容
す
る
だ
ろ
う
か
︒

　

決
死
の
覚
悟
を
も
っ
て
戦
う
と
き
こ
そ
︑
か
え
っ
て
活
路
が
開

か
れ
︑
結
果
と
し
て
は
勝
ち
を
手
に
す
る
こ
と
に
も
な
り
得
る
︒

し
た
が
っ
て
矛
盾
は
な
い
︑と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
︒
つ
ま
り﹁
早

ク
死
ヌ
方
ニ
片
付
﹂と
は
︑戦
端
を
開
く
直
前︵﹁
二
ツ
〳
〵
之
場
﹂︶

に
お
け
る
覚
悟
の
あ
り
よ
う
で
あ
っ
て
︑
戦
闘
の
結
果
と
し
て
つ

い
て
く
る
勝
負
や
生
死
と
は
区
別
さ
れ
て
よ
い
︑
と
い
う
解
釈
で

あ
る
︒

　

決
死0

の
覚
悟
で
刀
を
抜
い
た
武
士
も
︑
戦
闘
の
さ
な
か
に
あ
っ

て
は
︑
あ
く
ま
で
敵
を

0

0

殺
そ
う
と
す
る
の
だ
か
ら
︑
そ
れ
を
首
尾

よ
く
成
し
遂
げ
た
暁
に
は
︑
結
果
と
し
て
勝
ち
を
得
た
と
い
う
事

実
︑
そ
し
て
自
分
が
生
き
延
び
た

0

0

0

0

0

と
い
う
事
実
を
︑
そ
れ
は
そ
れ

で
よ
し
と
認
め
る
ほ
か
は
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
解
釈
を
落
ち
着
け

て
み
る
の
も
︑
一
案
で
は
あ
る
だ
ろ
う
︒

　

し
か
し
こ
の
よ
う
に
︑
結
果
と
し
て
の
生
に
つ
い
て
は
常
朝
も

こ
れ
を
よ
し
と
す
る
の
だ
︑
彼
に
と
っ
て
死
を
選
択
す
る
と
は
︑

あ
く
ま
で
も
︑死
ぬ
と
い
う
覚
悟
を

0

0

0

決
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
︑

と
す
る
や
い
な
や
︑

八



武
士
道
と
云
ハ
死
ヌ
事
と
見
付
た
り
︒
二
ツ
〳
〵
之
場
ニ
て

早
ク
死
ヌ
方
ニ
片
付
斗
也
︒︵
一-2

︶

打
返
之
仕
様
ハ
踏
懸
て
切
殺
さ
る
ゝ
迄
也
︒
是
ニ
て
恥
ニ
不

成
也
︒︵
一-55

︶

時
之
行
懸
に
て
勝
負
ハ
有
へ
し
︒恥
を
か
ゝ
ぬ
仕
様
ハ
別
也
︒

死
ぬ
迄
也
︒︵
一-55

︶

な
ど
に
お
け
る
︑﹁
死
﹂
の
一
語
に
凝
縮
さ
れ
た
異
様
な
凄
み
は
︑

い
っ
ぺ
ん
に
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
︒

　
﹁
覚
悟
﹂
と
い
う
言
葉
も
﹃
葉
隠
﹄
に
お
い
て
は
重
い
も
の
で

あ
る
か
ら
︑﹁
死
﹂ぬ﹁
覚
悟
﹂︑と
両
語
を
つ
な
げ
た
と
き
に
︑﹁
死
﹂

の
重
み
が
目
減
り
し
て
し
ま
っ
て
は
お
か
し
い
の
で
あ
る
が
︑
さ

し
あ
た
っ
て
今
﹁
覚
悟
﹂
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
す
れ
ば
︑
そ
れ

は
少
な
く
と
も
︑結
果
と
し
て
得
ら
れ
た
生
さ
え
も
許
容
し
な
い
︑

と
い
う
意
味
の
﹁
覚
悟
﹂
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
︑
常
朝
の
説
く
死

の
重
み
と
は
つ
り
合
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

　
﹁
時
之
行
懸
﹂
に
よ
っ
て
︑
相
手
に
勝
つ
こ
と
ま
で
は
あ
り
得

る
︒
し
か
し
︑
起
こ
り
得
る
結
果
と
し
て
︿
勝
／
負
﹀
の
二
つ
が

並
び
立
つ
の
と
同
じ
よ
う
に
︑︿
生
／
死
﹀
も
ま
た
並
び
立
つ
か

と
い
え
ば
︑そ
れ
は
許
さ
れ
て
い
な
い
︒﹁
恥
を
か
ゝ
ぬ
仕
様
﹂は
︑

勝
つ
か
負
け
る
か
に
は
関
わ
り
が
な
い
︵﹁
別
也
﹂︶︒
そ
れ
は
﹁
死

ぬ
﹂
と
い
う
﹁
仕
様
﹂
一
つ
で
あ
る
︑
と
常
朝
は
述
べ
て
い
る
︒

　

こ
こ
に
は
当
然
︑
勝
算
の
有
無
︵
実
際
に
は
勝
算
の
な
さ
︑
負

け
れ
ば
恥
を
か
く
と
い
う
思
い
︶
を
度
外
視
し
︑今
は
決
死
の
﹁
覚

悟
﹂
で
敵
を
斬
り
殺
し
に
い
く
の
み
だ
︑
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ

て
い
る
︒
し
か
し
こ
の
時
︑︵
実
際
に
は
小
さ
い
も
の
で
あ
る
に

せ
よ
︶
勝
て
る

0

0

0

と
い
う
見
込
み
︑
勝
て
れ
ば

0

0

0

0

恥
は
な
い
と
い
う
思

い
︑
こ
れ
ら
を
も
丸
ご
と
棄
て
き
っ
て
︑
た
だ
全
力
の
戦
い
に

﹁
死
ぬ
迄
也
﹂﹁
無
二
無
三
ニ
死
狂
ひ
す
る
斗
也
﹂
と
い
う
こ
と
で

あ
る
な
ら
︑
結
果
と
し
て
勝
ち
を
得
た
場
合
︑
勝
っ
た
こ
と
ま
で

は
︵
当
面
の
敵
を
殺
す
べ
く
戦
い
︑こ
れ
を
殺
し
得
た
の
だ
か
ら
︶

祝
着
で
あ
る
と
言
え
て
も
︑
自
分
が
生
き
延
び
た
こ
と
に
つ
い
て

は
︑
生
き
延
び
て
し
ま
っ
た

0

0

0

0

0

︑
と
受
け
止
め
る
の
が
︑
筋
と
な
る

は
ず
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

六　

切
腹
の
「
仕
様
」

　

す
で
に
本
稿
︵
三
︶
で
は
︑﹁
二
ツ
〳
〵
之
場
﹂
と
い
う
状
況

の
内
容
と
し
て
︑
も
し
得
が
た
い
は
ず
の
勝
ち
を
手
に
し
て
自
分

は
生
き
延
び
た
と
し
て
も

0

0

0

0

︑
そ
の
生
が
果
た
し
て
評
価
さ
れ
る
の

か
ど
う
か
︑
刀
を
抜
く
前
に
あ
っ
て
は
見
通
し
が
た
い
︑
と
い
う

意
味
合
い
を
含
め
て
お
い
た
︒

　

常
朝
が
求
め
る
﹁
武
道
﹂
に
お
い
て
は
︑
そ
の
不
確
定
性
を
も

度
外
視
し
て
︑戦
い
に
踏
み
出
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
︒し
た
が
っ

九



て
︑
戦
闘
の
後
に
勝
ち
を
得
た
場
合
︑
そ
の
勝
利
︵
と
い
う
よ
り

戦
闘
そ
の
も
の
︶
が
評
価
さ
れ
る
こ
と
な
く
︑
逆
に
処
罰
と
し
て

の
死
︵
＝
切
腹
︶
を
命
ぜ
ら
れ
る
の
も
︑
当
事
者
に
と
っ
て
︑
不

本
意
な
事
態
で
は
な
い
と
言
え
る
︒
む
し
ろ
︑
勝
利
直
後
の
武
士

に
生
き
延
び
て
し
ま
っ
た

0

0

0

0

0

と
い
う
思
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
切
腹

の
命
は
︑
そ
の
思
い
に
応
じ
て
も
ら
え
る
あ
り
が
た
い
処
遇
︑
と

い
う
こ
と
に
さ
え
︑
な
り
得
る
は
ず
で
あ
る
︒

　

と
こ
ろ
が
︑
少
な
く
と
も
両
事
例
に
即
し
て
言
う
か
ぎ
り
︑
ま

た
理
念
的
な
要
請
と
し
て
言
う
か
ぎ
り
︑
常
朝
は
︑
単
に
裁
定
を

待
ち
︑
処
罰
と
し
て
の
切
腹
を
受
け
入
れ
る
だ
け
の
態
度
を
︑
よ

し
と
し
な
か
っ
た
︒﹁
浅
野
殿
浪
人
夜
討
も
︑
専
岳
寺
ニ
て
腹
切

ら
ぬ
か
越
度
也
﹂︵
一-55

︶
と
言
わ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
彼
の
基
準

か
ら
す
れ
ば
︑
赤
穂
浪
士
た
ち
は
そ
の
後
の
裁
定
を
待
つ
ま
で
も

な
く
︑
泉
岳
寺
に
お
い
て
︑
吉
良
上
野
介
の
首
を
主
君
の
墓
前
へ

供
え
た
直
後
に
︑
切
腹
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

対
す
る
﹁
長
崎
喧
嘩
﹂
に
お
い
て
は
︑
ど
う
だ
っ
た
か
︒
深
掘

鍋
島
家
の
家
来
︑
深
堀
三
右
衛
門
と
志
波
原
武
右
衛
門
は
︑
一
族

の
者
や
家
来
ら
と
と
も
に
︑﹁
打
返
﹂
の
相
手
で
あ
っ
た
高
木
彦

右
衛
門
の
屋
敷
へ
討
ち
入
っ
た
︒
主
君
の
切
腹
以
後
︑
長
い
歳
月

を
か
け
た
赤
穂
浪
士
の
例
と
は
対
照
的
に
︑
討
ち
入
り
は
︑﹁
喧

嘩
﹂
発
生
の
翌
早
朝
で
あ
っ
た
︒
彦
右
衛
門
ら
を
斬
り
殺
し
た
直

後
︑
志
波
原
武
右
衛
門
は
︑
次
の
よ
う
に
語
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
︒

志
波
原
武
右
衛
門
云
様
︑﹁
本
望
ハ
是
迄
也
︑
此
根
本
ハ
二

人
也
︑
爰
︵
こ
こ
︶
を
去
ル
ハ
死
を
忘
た
る
に
似
へ
︵
べ
︶

し
︑
い
さ
さ
ら
ハ
︵
い
ざ
さ
ら
ば
︶
腹
可
切
︵
切
る
べ
し
︶︑

三
右
衛
門
ハ
深
手
な
れ
ハ
︵
ば
︶
爰
ニ
て
可
死
︵
死
す
べ

し
︶︑
某
︵
そ
れ
が
し
︶
ハ
門
外
ニ
出
︑
彦
右
衛
門
を
打
て

本
意
を
遂
た
り
と
︑
見
物
之
諸
人
ニ
名
乗
て
聞
セ
︑
目
覚
敷

︵
め
ざ
ま
し
く
︶
腹
を
切
ら
ん
︑如
何
﹂
と
云
へ
ハ
︵
ば
︶︵
深

堀
三
右
衛
門
は
︶﹁
尤
︵
も
っ
と
も
︶﹂
と
同
し
︵
同
意
し
︶︑

三
右
衛
門
拭
板
ニ
居
直
り
一
文
字
ニ
腹
切
た
る
を
︑
多
比
良

差
寄
て
介
錯
し
︵
後
略
︒
台
詞
に
付
し
た
カ
ギ
括
弧
︑
お
よ

び
丸
括
弧
内
の
補
足
は
︑
栗
原
に
よ
る
︶18

こ
の
後
︑み
ず
か
ら
の
言
葉
通
り
門
外
に
出
た
武
右
衛
門
は
︑﹁﹁
究

竟
之
死
場
爰
也
﹂
と
橋
之
真
中
ニ
立
上
り
﹂︑
見
物
人
に
向
か
っ

て
名
乗
り
を
上
げ
︑﹁
左
之
脇
腹
ニ
刀
を
立
︑矢
声
掛
て
引
廻
﹂し
︑

介
錯
さ
れ
死
ん
だ
と
さ
れ
る
︒

　
﹁
本
望
ハ
是
迄
也
︑︵
中
略
︶
爰
を
去
ル
ハ
死
を
忘
た
る
に
似
へ

し
︑
い
さ
さ
ら
ハ
腹
可
切
﹂﹁
究
竟
の
死
場
爰
也
﹂︑
と
い
う
表
明

に
着
目
し
た
い
︒
自
己
お
よ
び
主
家
の
敵
を
討
つ
︑
す
な
わ
ち
こ

の
戦
闘
に
勝
利
す
る
と
い
う
﹁
本
望
﹂
は
︑
す
で
に
遂
げ
た
︒
そ

う
で
あ
る
以
上
︑
生
き
た
ま
ま
﹁
爰
を
去
る
﹂
の
は
︑﹁
死
を
忘

一
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た
る
に
似
﹂
た
︑
余
計
か
つ
無
用
の
ふ
る
ま
い
と
な
っ
て
し
ま

う
︒
己
れ
の
全
て
を
す
で
に
懸
け
︑
あ
る
い
は
す
で
に
棄
て
た
場

で
あ
っ
た
は
ず
の
こ
の
戦
場
を
︑
生
き
残
っ
た
ま
ま
去
る
と
い
う

の
は
︑す
で
に
決
し
た
は
ず
の
死
す
る
覚
悟
を
﹁
忘
た
る
﹂
こ
と
︑

よ
り
強
く
言
え
ば
︑
反
故
に
し
て
し
ま
う
こ
と
と
︑
同
じ
で
は
な

い
か
︒
こ
の
よ
う
に
志
波
原
は
語
っ
て
い
る
︒

　

い
ず
れ
に
せ
よ
︑
追
っ
て
切
腹
の
命
は
下
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

そ
れ
は
今
な
お
︑
覚
悟
の
上
で
あ
る
︒
そ
れ
だ
け
の
覚
悟
で
い
い

の
な
ら
︑
自
分
は
決
し
て
﹁
死
を
忘
た
る
﹂
も
の
で
は
な
い
︒
し

か
し
︑
生
き
延
び
て
し
ま
っ
た

0

0

0

0

0

も
の
が
︑
一
瞬
で
も
長
く
そ
の
ま

ま
で
い
る
こ
と
は
︑
許
さ
れ
な
い
︒
是
が
非
で
も
同
じ
場
所
で
︑

今
す
ぐ
に
死
ぬ
必
要
が
あ
る
︒

　

す
で
に
敵
に
よ
っ
て
斬
り
殺
さ
れ
て
い
れ
ば
︑
そ
れ
も
ま
た
覚

悟
の
通
り
で
あ
っ
て
﹁
恥
﹂
と
は
な
ら
な
い
以
上
︑
幸
い
な
結
果

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
し
か
し
今
︑
見
事
に
﹁
本
望
﹂
を
遂
げ
た
上

で
み
ず
か
ら
死
す
る
な
ら
︑
そ
れ
こ
そ
が
﹁
究
竟
之
死
場
﹂
で
は

な
い
か
︒﹁
い
さ
さ
ら
ハ
腹
可
切
﹂︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑﹁
打
返
﹂
を
成
功
さ
せ
た
後
の
切
腹
の
仕
方
も

ま
た
︑赤
穂
浪
士
と
﹁
長
崎
喧
嘩
﹂
に
お
け
る
鍋
島
武
士
と
で
は
︑

対
照
的
な
の
で
あ
っ
た
︒
常
朝
は
そ
の
違
い
を
踏
ま
え
て
︑
赤
穂

浪
士
た
ち
に
よ
る
︑
遅
れ
を
と
っ
た
︵
ま
た
あ
る
意
味
で
は
受
動

的
な
︶
切
腹
を
否
定
し
︑﹁
長
崎
喧
嘩
﹂
に
お
け
る
︑即
座
の
︵
そ

し
て
あ
く
ま
で
も
自
発
的
な
︶
切
腹
を
こ
そ
︑
あ
る
べ
き
も
の
と

し
た
の
で
あ
る
︒

七　

鍋
島
武
士
の
戦
闘

　

以
上
の
よ
う
な
︑
生
き
延
び
て
し
ま
っ
た

0

0

0

0

0

以
上
︑
今
す
ぐ
に

0

0

0

0

み

ず
か
ら
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
︑
と
い
う
態
度
は
︑﹁
二
ツ
〳
〵
之

場
ニ
て
早
ク
死
ヌ
方
ニ
片
付
斗
也
﹂︵
一-2

︶﹁
恥
を
か
ゝ
ぬ
仕
様

ハ
別
也
︒
死
ぬ
迄
也
﹂︵
一-55

︶
と
い
う
常
朝
の
言
葉
を
︑
再
び

思
い
起
こ
さ
せ
る
︒

　

す
な
わ
ち
︑
彼
が
求
め
た
理
想
的
な
鍋
島
武
士
に
と
っ
て
︑
実

は﹁
喧
嘩
打
返
﹂を﹁
仕
澄
﹂し
た
瞬
間
も
ま
た
︑﹁
二
ツ
〳
〵
之
場
﹂

で
あ
っ
た
の
だ
と
︑
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
と
い
う
よ

り
︑
彼
ら
に
と
っ
て
の
時
間
は
︑
刀
を
抜
く
直
前
よ
り
こ
の
か
た
︑

今
切
腹
を
決
行
し
よ
う
と
す
る
瞬
間
ま
で
︑
一
連
の
﹁
二
ツ
〳
〵

之
場
﹂
で
あ
り
続
け
て
い
た
︑
と
す
る
方
が
︑
正
確
な
の
か
も
し

れ
な
い
︒

　

か
つ
て
の
そ
れ
は
︑
こ
の
瞬
間
に
敵
を
斬
り
殺
す
べ
き
戦
闘
へ

踏
み
出
す
か
否
か
︑
と
い
う
岐
路
で
あ
っ
た
︒
対
し
て
今
の
そ
れ

は
︑
こ
の
瞬
間
に
み
ず
か
ら
死
す
る
か
否
か
︵
文
字
通
り
︑
こ
こ

で
生
き
る
か
死
ぬ
か
︶︑
と
い
う
岐
路
で
あ
る
︒
二
つ
の
瞬
間
は

対
照
的
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
︑
理
想
の
鍋
島
武
士
に
と
っ

一
一



て
そ
れ
は
︑
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
︒

　

す
な
わ
ち
︑
彼
ら
に
と
っ
て
の
戦
闘
︑
剥
き
出
し
の
武
力
の
発

動
は
︑
敵
が
﹁
何
千
人
も
あ
れ
︑
片
端
よ
り
な
て
切
﹂︵
一-55

︶

に
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
︑敵
の
存
在
が
あ
ら
か
じ
め﹁
何

千
人
﹂
と
ま
で
最
大
限
に
仮
定
さ
れ
る
以
上
︑
自
分
も
ま
た
︑
必0

ず0

﹁
切
殺
さ
る
ゝ
﹂︵
一-55

︶
べ
き
も
の
︑
で
あ
っ
た
︒

　

ま
た
同
じ
こ
と
と
し
て
︑﹁
二
ツ
〳
〵
之
場
﹂
が
生
起
す
る
前

提
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
︑自
身
も
し
く
は
主
家
が
被
っ
た﹁
恥
﹂は
︑

敵
を
殺
し
き
る

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
よ
っ
て
そ
そ
が
れ
る
も
の
で
あ
る
と
同
時

に
︑
当
の
戦
闘
自
体
が
﹁
恥
﹂
な
き
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
︑
自0

分
も
ま
た
そ
こ
に
死
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
が
︑
必
須
の

0

0

0

条
件
だ
っ
た

の
で
あ
る
︒

　

こ
の
理
想
は
︑
そ
う
大
人
し
く
名
づ
け
る
に
は
あ
ま
り
に
過
激

な
一
貫
性
を
︑
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
︒
現
実
的
に
は
ど
う
か
と

い
え
ば
︑
自
分
一
人
対
﹁
相
手
何
千
人
﹂
と
ま
で
い
か
な
い
に
せ

よ
︑
勝
ち
目
の
薄
さ
を
想
定
し
た
戦
い
で
あ
る
か
ら
︑
お
そ
ら
く

敵
を
一
人
で
も
何
人
か
で
も
斬
り
殺
し
た
と
こ
ろ
で
︵
あ
る
い
は

そ
れ
さ
え
果
た
せ
ぬ
ま
ま
︶︑
自
分
も
ま
た
斬
り
殺
さ
れ
る
︑
と

い
う
こ
と
に
な
る
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
︒

　

し
か
し
そ
の
場
合
に
も
︑
す
で
に
そ
れ
が
一
瞬
の
遅
れ
を
も
と

ら
ず
敵
へ
と
﹁
踏
懸
﹂︵
一-55

︶
た
戦
い
で
あ
る
限
り
︑
死
と
一

枚
で
あ
る
と
こ
ろ
の
戦
闘
は
︑﹁
成
就
﹂し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑

そ
こ
に
は
何
ひ
と
つ
﹁
恥
﹂
ず
べ
き
も
の
は
な
い
︒

　

他
方
で
︑
や
は
り
現
実
的
に
は
︑
自
分
一
人
対
﹁
相
手
何
千
人
﹂

と
い
う
ま
で
の
不
利
な
戦
い
は
︑そ
う
あ
り
得
な
い
︒
す
る
と﹁
時

の
行
懸
﹂
に
よ
っ
て
は
︑
見
事
に
勝
っ
て
自
分
が
生
き
延
び
る
こ

と
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
が
こ
の
場
合
︑鍋
島
武
士
の
戦
闘
は
︑

実
は
終
結
し
て
い
な
い
︒
一
刻
も
早
く
戦
い
に
踏
み
切
る
︑
と
い

う
決
意
の
な
か
に
先
取
り
さ
れ
て
い
た
︑
自
分
も
必
ず
斬
り
殺
さ

れ
る
と
い
う
事
態
︑
自
分
も
必
ず
死
す
る
と
い
う
覚
悟
が
︑
と
り

残
さ
れ
た
ま
ま
だ
か
ら
で
あ
る
︒

　

も
し
も
生
き
延
び
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
︑
や
は
り
そ
こ
か
ら

一
刻
も
早
く
︑
み
ず
か
ら
そ
の
死
ま
で
を
︑
完
遂
す
べ
き
で
あ
る
︒

そ
う
し
て
は
じ
め
て
︑
鍋
島
武
士
の
﹁
恥
﹂
な
き
戦
闘
は
︑
覚
悟

に
お
い
て
だ
け
で
な
く
現
実
に
お
い
て
も
﹁
片
付
﹂
き
︑﹁
成
就
﹂

す
る
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

八　
「
死
ヌ
事
と
見
付
た
り
」
の
異
様
さ

　

以
上
の
よ
う
に
な
ぞ
り
返
さ
れ
た
︑
鍋
島
武
士
に
よ
る
﹁
喧
嘩

打
返
﹂
の
理
想
形
は
︑
戦
闘
に
対
し
て
勝
算
や
評
価
を
見
積
も
ろ

う
と
す
る
︵﹁
図
﹂
ろ
う
と
す
る
︶﹁
上
方
風
の
打
上
た
る
武
道
﹂

か
ら
見
れ
ば
︑﹁
図
に
迦
れ
て
死
た
﹂
る
も
の
で
し
か
な
い
︒
そ

れ
は
端
的
に
﹁
犬
死
﹂﹁
気
違
﹂
で
あ
り
︑
狂
気
で
あ
る
︒

一
二



　

常
朝
は
︑
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
︒

図
ニ
迦
れ
て
死
た
ら
は
犬
死
気
違
也
︒
恥
ニ
ハ
な
ら
す
︒
是

か
武
道
ニ
丈
夫
也
︵
一-2

︶

曲
者
と
云
は
勝
負
を
不
考
︑無
二
無
三
ニ
死
狂
ひ
す
る
斗
也
︒

︵
一-55

︶

﹁
犬
死
気
違
﹂﹁
死
狂
ひ
﹂
で
あ
る
以
上
︑
ど
う
転
ん
で
も
﹁
恥
﹂

に
は
な
ら
な
い
︒
上
等
で
あ
る
︑そ
れ
こ
そ
が
十
全
な
る
﹁
武
道
﹂

で
は
な
い
か
︑
と
彼
は
語
る
の
で
あ
る
︒

　

し
か
し
︑
そ
れ
は
や
は
り
異
様
な
︑
異
形
の
戦
闘
で
あ
っ
た
と

い
う
ほ
か
な
い
︒
敵
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
︑
自
身
や
主
家
に
恥
辱

を
与
え
た
当
面
の
敵
だ
け
で
あ
る
な
ら
︑
当
の
戦
闘
に
お
け
る
勝

敗
が
そ
の
ま
ま
︑戦
闘
の
終
結
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
よ
い
︒

す
な
わ
ち
そ
れ
が
勝
利
で
あ
っ
た
な
ら
︑
少
な
く
と
も
そ
の
直
後

に
切
腹
す
る
ま
で
の
必
要
は
︑
決
し
て
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
︒

　

自
身
が
必
ず
死
な
な
け
れ
ば
終
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
覚
悟

さ
れ
︑
そ
れ
が
遂
行
さ
れ
も
し
た
戦
闘
の
相
手
と
は
︑
何
だ
っ
た

の
か
︒
結
局
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
︑
す
で
に
巨
大
な
秩
序
の
も
と
に

あ
る
︑
当
世
と
い
う
時
代
で
あ
っ
た
︑
と
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒

　

も
ち
ろ
ん
︑
山
本
常
朝
に
も
︑
ま
た
総
体
と
し
て
の
﹃
葉
隠
﹄

に
も
︑
そ
こ
ま
で
の
直
接
的
な
言
明
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
た

だ
︑﹁
武
士
道
﹂﹁
武
道
﹂
を
め
ぐ
る
︑と
く
に
非
常
時
の
﹁
武
篇
﹂

を
め
ぐ
る
そ
の
主
張
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
い
わ
ば
究
極

の
敵
と
し
て
︑
そ
う
し
た
想
定
が
潜
在
的
に
要
請
さ
れ
る
の
で
は

な
い
か
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

　

合
戦
は
す
で
に
な
く
︑
喧
嘩
は
処
罰
の
対
象
と
な
る
︒
戦
闘
そ

の
も
の
が
︑
潜
在
的
に
は
︑
ま
た
最
終
的
に
は
︑
時
代
を
丸
ご
と

敵
に
ま
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
ま
で
煮
詰
め
て
し
ま
え
ば
︑

勝
算
も
評
価
も
︑
見
込
み
が
た
い
ど
こ
ろ
か
あ
り
得
な
い
も
の
︑

と
な
る
で
あ
ろ
う
︒

　

そ
れ
で
も
今
な
お
︑武
士
の
本
質
は
﹁
恥
﹂
な
き
戦
闘
に
あ
り
︑

そ
の
本
質
が
あ
ら
わ
に
な
る
非
常
時
が
﹁
喧
嘩
打
返
﹂
で
あ
る
︒

勝
算
も
評
価
も
見
込
め
な
い
そ
の
戦
闘
を
︑あ
く
ま
で
主
体
的
に
︑

全
力
で
戦
い
き
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
︑
結
論
は
﹁
死
ヌ
事
と
見
付

た
り
﹂﹁
早
ク
死
ヌ
方
ニ
片
付
斗
也
﹂と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒

九　

今
後
の
課
題

　

こ
こ
ま
で
︑﹁
聞
書
第
一
﹂
第
二
項
の
︵
相
良
い
わ
ゆ
る
︶
前

段
に
お
け
る
死
︑
す
な
わ
ち
非
常
時
の
﹁
武
篇
﹂
に
お
け
る
死
に

焦
点
を
あ
て
︑
こ
れ
を
解
釈
す
る
こ
と
に
終
始
し
て
き
た
︒
し
か

し
そ
こ
に
あ
る
も
の
を
凝
視
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
︑
後
段
と
さ
れ
た

一
三



同
項
最
後
の
一
文
﹁
毎
朝
毎
夕
改
て
ハ
死
ニ
〻
常
住
死
身
ニ
成
て

居
る
時
ハ
︑
武
道
ニ
自
由
を
得
︑
一
生
越
度
な
く
︑
家
職
を
仕
課

す
へ
き
也
﹂
と
の
距
離
や
矛
盾
は
︑大
き
く
な
る
ば
か
り
で
あ
る
︒

　

日
常
の
積
み
重
ね
と
し
て
あ
る
平
時
の
﹁
奉
公
﹂
は
︑
み
ず
か

ら
の
生
を
つ
な
ぎ
な
が
ら
︑﹁
家
職
を
仕
課
す
﹂
こ
と
を
目
指
す

道
で
あ
る
︒
有
事
と
平
時
︑
戦
闘
と
家
職
︑
何
よ
り
死
と
生
は
︑

こ
こ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
る
限
り
︑
容
易
な
接
続
を
決
し
て
ゆ

る
さ
な
い
︒
同
項
最
初
の
一
文
﹁
武
士
道
と
云
ハ
死
ヌ
事
と
見
付

た
り
﹂
に
お
け
る
両
者
の
総
合
︑
と
い
う
目
的
地
は
︑
い
よ
い
よ

遠
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
︒

　

カ
ギ
と
な
る
の
は
︑﹁
毎
朝
毎
夕
改
て
ハ
死
ニ
〻
常
住
死
身
ニ

成
て
居
る
﹂
と
い
う
︑
平
時
に
お
け
る
死
の
覚
悟

0

0

と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
か
︑
と
い
う
点
︑
お
よ
び
︑﹁
恥
﹂
な
き
戦
闘
と
﹁
越
度
﹂

な
き
家
職
の
接
点
︑
つ
ま
り
は
平
時
の
﹁
家
職
﹂
を
﹁
恥
﹂
な
く

﹁
仕
課
す
﹂
実
践

0

0

と
は
︑﹃
葉
隠
﹄
に
お
い
て
何
を
意
味
す
る
の
か
︑

と
い
う
点
で
あ
ろ
う
︒

　

精
神
的
な
覚
悟
と
︑
そ
れ
を
踏
ま
え
た
身
体
的
な
実
践
の
関
係

に
つ
い
て
付
言
し
て
お
く
と
︑﹁
喧
嘩
打
返
﹂
を
例
と
す
る
﹁
武

篇
﹂
に
お
い
て
は
︑
機
を
外
さ
ず
一
歩
で
も
早
く
戦
い
に
踏
み
出

す
べ
き
こ
と
︵
覚
悟
と
実
践
を
分
か
つ
間
隙
が
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
︶︑
ま
た
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
︑
覚
悟
を
決
め
る
段
に
お

い
て
は
︑
や
は
り
一
瞬
で
も
早
く
︑
勝
算
や
評
価
を
見
積
も
る
分

別
を
棄
て
る
べ
き
こ
と
が
︑
要
請
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
事
前
の
吟

味
や
事
後
の
反
省
の
連
続
︑
ま
た
そ
の
積
み
重
ね
と
し
て
あ
る
平

時
の
﹁
奉
公
﹂
に
お
い
て
も
︑
果
た
し
て
同
じ
こ
と
が
言
え
て
よ

い
か
ど
う
か
︒
こ
の
点
も
大
き
な
課
題
で
あ
る
︒

　

さ
ら
に
︑
最
も
大
き
な
問
題
と
な
る
の
は
︑﹁
恥
﹂
を
身
に
受

け
た
り
そ
そ
い
だ
り
す
る
主
体
は
︑
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
に
捉
え

ら
れ
る
べ
き
か
︑
と
い
う
点
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
そ
れ
を
︑﹁
自

身
も
し
く
は
主
家
﹂と
し
て
き
た
︒
し
か
し
鍋
島
武
士
に
お
い
て
︑

︿
自
己
﹀︿
主
君
﹀︿
主
家
﹀︑
お
よ
び
三
者
の
つ
な
が
り
は
︑
ど
の

よ
う
に
意
識
さ
れ
︵
る
べ
き
だ
と
さ
れ
︶
た
の
か
︒

　
﹁
武
篇
﹂
に
お
い
て
︑
意
識
さ
れ
る
の
は
ま
ず
も
っ
て
敵
の
存

在
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
﹁
奉
公
﹂
に
お
い
て
は
何
よ
り
も
︑︿
主

君
﹀︿
主
家
あ
る
い
は
﹁
御
国
﹂﹀
が
強
く
意
識
さ
れ
る
︒﹃
葉
隠
﹄

に
お
け
る
自
己
意
識
を
解
明
す
る
た
め
に
は
︑﹁
奉
公
﹂
に
即
し

た
分
析
が
必
須
の
課
題
で
あ
る
︒

　

以
上
の
よ
う
に
︑
課
題
は
い
よ
い
よ
大
き
い
も
の
と
し
て
見
通

さ
れ
る
︒
本
稿
は
わ
ず
か
に
︑
そ
こ
へ
向
か
う
論
者
自
身
の
入
口

を
︑
見
定
め
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
︒
と
は
い
え
︑
す
で
に
あ
ま
り

に
有
名
な
も
の
で
あ
る
﹁
聞
書
第
一
﹂
第
二
項
︵
前
後
段
を
分
け

て
考
え
る
場
合
は
そ
の
前
段
︶
に
対
し
て
も
︑
こ
れ
を
解
釈
す
る

な
か
で
は
今
回
な
り
の
発
見
が
あ
っ
た
︒

　

当
該
箇
所
に
対
す
る
見
方
は
こ
れ
ま
で
︑
死
と
隣
り
合
わ
せ
の

一
四



乱
世
を
戦
っ
た
︑
か
つ
て
の
武
士
の
勇
猛
な
精
神
を
な
ぞ
り
返
そ

う
と
し
た
も
の
︑
と
い
う
と
こ
ろ
に
留
ま
り
が
ち
だ
っ
た
感
が
あ

る
︒
論
者
も
基
本
的
に
は
そ
れ
に
同
意
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
し

か
し
こ
の
一
節
が
も
つ
異
様
さ
は
︑
単
に
︑
当
代
の
よ
り
理
性
的

な
武
士
道
に
対
し
て
そ
う
だ
︑
と
い
う
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
戦

闘
に
お
け
る
勝
利
を
よ
り
貪
欲
に
目
指
し
た
で
あ
ろ
う
乱
世
の
武

士
の
あ
り
方
に
照
ら
し
て
も
︑
よ
り
不
気
味
な
激
し
さ
で
あ
る
可

能
性
が
︑
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
そ
れ
は
︑
当
代
に

あ
っ
て
な
お
前
代
を
な
ぞ
り
返
そ
う
と
す
る
︑
と
い
う
無
理
か
ら

生
じ
る
︑
不
気
味
な
過
激
さ
で
あ
る
︒
た
だ
し
こ
の
点
を
追
究
で

き
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
も
や
は
り
︑﹁
奉
公
﹂
面
へ
の
洞
察
を
踏

ま
え
た
先
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
︒

※
本
研
究
は
︑JSPS

科
研
費JP17 K02257

の
助
成
を
受
け
た
も

の
で
あ
る
︒

�

１ 

種
村
完
司
﹃﹃
葉
隠
﹄
の
研
究
│
思
想
の
分
析
︑評
価
と
批
判
│
﹄

九
州
大
学
出
版
会
︑2018

年
︑
92
頁
︒

２ 

同
右
︒

３ 

同
右
︒

４ 

以
後
︑略
記
す
る
場
合
に
は
︑た
と
え
ば﹁﹁
聞
書
第
一
﹂第
一
項
﹂

な
ら
﹁
一-1

﹂
と
表
記
す
る
︒
な
お
︑﹃
葉
隠
﹄
の
各
記
事
が
配

さ
れ
る
聞
書
お
よ
び
項
の
序
数
に
つ
い
て
は
︑
各
種
の
刊
本
に

よ
っ
て
多
少
の
異
同
が
あ
る
︒
本
稿
に
お
け
る
そ
れ
は
︑
菅
野
覚

明
・
栗
原
剛
・
木
澤
景
・
菅
原
令
子
﹃
新
校
訂 

全
訳
注 

葉
隠
︵
上
・

中
・
下
︶﹄︵
講
談
社
学
術
文
庫
︶
講
談
社
︑2017 -2018

年
︑
に

よ
る
も
の
で
あ
る
︒

５ 

以
後
︑﹃
葉
隠
﹄
本
文
か
ら
の
引
用
は
︑
菅
野
覚
明
・
栗
原
剛
・

木
澤
景
・
菅
原
令
子
﹃
新
校
訂 

全
訳
注 

葉
隠
︵
上
・
中
・
下
︶﹄︵
講

談
社
学
術
文
庫
︶
講
談
社
︑2017 -2018

年
︑
に
よ
る
︒

６ 

﹁
教
訓
﹂
と
も
題
さ
れ
る
﹁
聞
書
第
一
﹂﹁
聞
書
第
二
﹂
に
つ
い

て
は
︑
山
本
常
朝
に
よ
る
口
述
を
︑
田
代
陣
基
が
筆
録
し
た
も
の
︑

と
推
定
さ
れ
て
よ
い
が
︑﹁
聞
書
第
三
﹂
以
降
に
つ
い
て
は
︑
筆

記
者
で
あ
る
田
代
の
手
︑
お
よ
び
そ
の
他
の
関
係
者
に
よ
る
と
こ

ろ
も
大
き
く
︑
必
ず
し
も
常
朝
の
思
想
を
う
つ
し
た
も
の
と
は
言

え
な
い
︑
と
い
う
見
方
が
一
般
的
で
あ
る
︒

７ 

こ
の
こ
と
を
︑﹃
葉
隠
﹄
に
対
す
る
深
い
内
在
的
解
釈
を
目
指

し
つ
つ
も
厳
し
く
指
摘
し
た
先
行
研
究
と
し
て
︑西
村
道
一
﹁﹃
葉

隠
﹄
と
死
﹂︑﹃
日
本
人
の
知 

知
る
こ
と
と
死
ぬ
こ
と
﹄
ぺ
り
か

ん
社
︑2001

年
︑
が
あ
る
︒

８ 
種
村
前
掲
書
︑
6
頁
︒

９ 

同
右
︑305
頁
︒

10 

相
良
亨
﹁
山
本
常
朝
│
﹃
葉
隠
﹄
の
思
想
│
﹂︑﹃
武
士

一
五



の
倫
理 

近
世
か
ら
近
代
へ
﹄︵
相
良
亨
著
作
集
3
︶
ぺ
り
か
ん
社
︑

1993
年
︑395

頁
︒

11 
同
右
︑394

頁
︒

12 

同
右
︒

13 

同
右
︑395
頁
︒

14 

同
右
︒

15 

同
右
︑399

頁
︒

16 

菅
野
覚
明
・
栗
原
剛
・
木
澤
景
・
菅
原
令
子
﹃
新
校
訂 

全
訳
注 

葉
隠
︵
上
︶﹄︵
講
談
社
学
術
文
庫
︶
講
談
社
︑2017

年
︑

121

頁
︒

17 

八-1

︑
八-45

︑
八-55

︑
八-63

︑
九-8
︑
九-30

︑
九-32

に
︑

そ
の
こ
と
を
示
す
事
例
の
記
述
が
あ
る
︒
各
記
事
が
配
さ
れ
る
聞

書
お
よ
び
項
の
序
数
に
つ
い
て
は
︑
注
４
を
参
照
︒

18 

小
川
舎
人
俊
方
﹃
焼
残
反
故
﹄
四
﹁
深
掘
之
者
長
崎
ニ

而
喧
嘩
之
事
﹂︑﹃
佐
賀
県
近
世
史
料 

第
八
編
第
三
巻
﹄
佐
賀
県

立
図
書
館
︑2007

年
︑697

頁
︒

一
六


