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蝦
吻
郎

・外
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ゑ
、
二
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三

偽

㊨
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甫
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題間敏宗と國開治明

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

O

　
　

今
回

の
御
催
し

は
主

・こ
し

て
明
治
開
國
に
關
係
し

て
種

々
の
方

面
の
講
演
で
あ
り
豪
す

か
ら
、
私
も
勿

論
明
治
開
園
を
主

-こ
し

て
、
そ

の
間

　

に

起
つ
た
家
数
問
題
を
ざ

?
こ
申
上
げ

て
見
た

い
,こ
思
ひ
ま

す
る
。
し

か
し
そ
れ
ミ

こ
も
に
併
せ
て
考

へ
て
る
る
こ
.こ
を
、
は
じ
め
に
ざ

?

こ

　

申
述

べ
て
見
た

い
、こ
思

ふ
の
で
あ

の
ま
す
・
多
く
の
人
は
我
か
日
本
の
歴
史

に
お

い
て
、
徳
川
三
百
年

の
鎖
国
か
あ
っ

て
、
そ
し

て
後
に
明
治

　

の
閑
國
か
あ

っ
た
こ

一こ
は
勿

論
知
っ
て
を
り
ま
す
が

、
そ
れ
以
前

に
同
様

の
錻
國

ご
開
園
の
あ

っ
た

こ
、こ
は
あ
ま
り
注
意
し
な

い
人
が
多
い
や

　

う

で
す
。
私
の
観

る
、こ
こ
ろ

で
は
、
H
本
の
歴
史

に
は
ご
つ
の
銭
國
時
代

・こ
開
國
時
代

5
が

あ
り
ま
す
か
、
そ
の
第

一
回
は
、
天
李
以
後
唐
の

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寛

平
ンハ、八
九
〇

　

文
化
を
段

々
吸
収

し
蓋
し

て
、
い

は
ゆ

る
自
給
自
足

し
て
よ
い

ざ
い

ふ
瓶
態
に
な

っ
た
時

、
醍
醐

天
皇

の
延
喜
の
朝
に

、
支
那

こ
の
交
通
を
斷

　

絶
し

て
、
そ
れ

か
ら
あ

一こ
約

二
百
五
十
年
間
鎖
国

の
時
代
か
あ
り
ま
す
・
即
ち
大
體
に

お
い

て
李
安

朝
の
大
部
分
が
鎖

國

斌

態
で
あ
り
ま

す

.
る
。
、兼

棄

高

。
そ
の
鷂

か
破
れ
て
開
園
の
状
態
妄

つ
た
の
か
豢

時
代
で
、
こ
差

清
盛
か
兵
庫
に
港
を
響

、
支
那
、あ

交
通

一

　
を
獎
勵
す
る
や
う
に
な
O
、
そ
し
て
再
び
支
那
-こ
交
通
の
比
較
的
盛
ん
な
時
代
が
奉
っ
た
の
で
あ
の
ま
す
。
第
二
回
は
離
す
ま
で
も
な
く
徳
川

の
始
め
に
鷂

を
し
た
。
こ
の
時
の
は
よ
ほ
醸

簍

鷂

を
致
し
、
や
は
り
二
百
五
+
年
續
い
て
、
逾
に
嘉
永
、
安
政
の
條
約
に
よ
っ
て
開

一

　
國
せ
ざ
ろ
を
得
な
く
な

っ
て
、
終
に
明
治

の
開
國

-こ
な

っ
た

の
や
あ

り
ま
す
。

　
　

こ
の
二
つ
の
鎖
国

-こ
開
園

ざ
を
見
ま
す

る
に
、
多
く

の
點
に

お
い
て
共
通
か
あ
の
ま

す
。
部
ち
鎖
國

の
桃
源
裡
に
我

か
國

の
文
化
が

發
達
し

　

ま
し

た
結
果
、
い
は
ゆ
る
日
本
的

-こ
い
ふ
べ
き

か
、
兎
に
角
海
外

、こ
よ
ほ
さ
違

っ
た
特
色

の
あ

る
文
化
が

で
き
た
ミ
い
ふ
こ
,こ
は
確

か
で
あ
り

　

ま

す
。
即
ち
藤
原

時
代

の
文

化
、
こ
,こ
に
文
學
も
し
く
は
宗
教
に
現
は
れ
て
、
餘
程
特
色

の
あ

る
文
化
を
開
發
し

得
た
の

で
あ
の
ま
す
・
徳
川

　

時
代
も
叉
同
様
だ

つ
た

,こ
考

へ
ら
れ
ま
す
が

一
々
申
上
げ
ま
せ
ん
。
し

か
し

同
時
に
叉
注
意
す

べ
き
點
は
、
さ
う
い
ふ
錻
國
に
よ

っ
て
自
給

自

　

足
的

の
文
化
か
出
來
、
唯
経
済
だ
け

で
な
く
、
總

て
文
化
の
上

、
精
神
の
上
に
お
い
て
自
給

自
足
の
状
態
に
入
り
、
そ
れ
か
長
く
續

い
た
結
果

　

い
は
ゆ
る
文
化
の
飩
滿
状
態

・こ
い
ひ
ま
せ
う
か
、
即

ち

サ
チ

ユ
レ
ー

シ
ヨ
ン
、
も
し
く
ば
爛
熟
の
状

態
か
出
て
來
た
の
で
あ

り
ま
す
。

こ
れ
を

　

政
治
L

か
ら
申

し
ま
す

る
,こ
、
藤
原
時
代
は
、
藤

原
-こ
い
ふ
閥
族
が
總
て
の
權
ヵ
を

握

っ
て

富
を
支
配
し

、
そ
の
貴
族
政
治
の
内
に
釀
さ
れ
た

疇



題間数宗と國開治明

室
氣
が
或
は
文
學
ε
な
り
、
宗
教

,こ
な

っ
て
、
特
別
な
る
文
化
が

で
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
階
級
的
獨
專
政
治
に
件

ふ
た
文
化
飽
澱

の
状

態
が

で
き
て
を

る
の
で
あ

の
ま
す
・

　

徳
川

時
代
も
叉
同
様
で
あ

り
ま
す

、
銀
國

の
結
果
、
封
建
政
泊
か
い
よ
い
よ
確
立
し

た
、
そ
し

て
祗
曾
を

支
配
す

る
、
所
謂

今
日
で
い
ふ
な

ら

ば
支
配
階
級
は
、
大

名
を

中
心
に
し
た
武

士
階
級
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
他

の
農

工
商
は
、
た
"
武

士
に
追
従
し
服
従
し
、
そ
の
手
足
・こ
な
っ

て
こ
の
國
を
造

の
あ
げ
た

の
で
あ
の
ま

す
。
主

義
信
仰

か
ら

、
思
想

、
趣
味
、
藝
術
、
そ
れ
ら
か
總
て
士
族
階
級
を
中
心

-こ
し
標
準

-こ
し
た

一

種

の
文
明
が

で
き

九
の
で
あ

り
ま
す
。
勿
論
徳
川
時
代
に
も

、
そ
れ
以
外

に
商
人

就
會

の
勢
力
が
殖

え
る
に
隨

っ
て
、
別
の
勢
力
が
出
來
、
殊

に
こ

の
大
阪

に
お
き
ま
し

て
は
、
元

禄
文
化
ω
貘
源
地
、こ
し

て
、

そ
ω
常

時
の
武

士
に

對
す

る

一
種

の
別
な
町
人

文
化
が

で
き
た
の
で
あ

O
ま

す
か
、
祗
會
全
體
を
支
配
し

て
み

る
勢
力
は
、
、こ
う
し

て
も
武

十
階

級
で
あ

っ
た

の
で
、
總

て
が
そ

の
階
級

の
思
想
、
趣
味
を
標
準
沸こ
し
た
、

一
種
獨
得
な
文
化
か
で
き
た
の
で
あ

り
ま

す
る
。
そ
し

て
階

級
即

ち
上
下

の
關
係
が
動

か
す

ぺ
か
ら
ざ

る
も

の
・こ
な

っ
て
、
二
百
年
の
間
を
支

配
し

て
來
た
の
で
あ
り
ま

す
。
階
級
文
化
の
特
色

,こ
し

て
、
文
化

そ
の
他

か
總

て
靜
止
飽
滿

サ
チ

ユ
1

レ
ー

シ
ヨ

ン
の
状
態
に

な
り
、
そ
れ
か

ら
否
も
う

一
つ
進
ん

で
爛
熟
状
態
、
即

ち
デ

ゼ
ネ
レ
ー

シ
ヨ
ン
に
入

っ
て
来
た
の
で
あ

り
ま
す
。
鎖
国
文

化
か

さ
う

い
ふ
結
果
に
終

る
こ

い
ふ

こ
一こ
は
、
自
然
の
勢
ひ
で
あ
の
ま

す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

O

　
第

一
回

の
鎖
國
が
い
か
に
し
て
破
れ
た
か

ご
觀
察
し
て
見
ま
す

る
に
、
今
日
主
な
る
題
目
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か

、
ざ

つ
・こ
回
顧
し
て
見
ま
す

る
に
、
第

一
は
藤
原

閥
族
の
専
制

に
對
し

だ
ん

だ
ん
に

不
孝
か
現

は
れ
、

そ
し
て

そ
れ
に
對
抗
す
る
勢
力
が
出

て
来
て
、
は
じ
め
は
藤
原
氏
の

手
足

-こ
な
り
、

そ
の
時

は
鋭
に

「朝

家
の
犬
」

-こ
申
し
て
を

り
ま
す

、
犬

こ
な

っ
て
働

い
て
み
た
武

士
か
、
そ
れ
に
安
ん

じ
な
い
で
遂
に

自
分

の

勢
ヵ
を

自
覺
し
て
、
そ
の
爛
熟
状
態
を
打
破
す

る
や
う
に
な

っ
た
。
内

か
ら

は
さ
う

い
ふ
勢
力
が

出
て
を

る
一こ
同
時
に
、
外
に
お
い
て
は
支

那
文
化
か
、
宋
の
時
代

の
盛
ん

な
時
か
ら

少
し

は
過
ぎ

て
を

り
ま
す
が

、
今
ま

で
ご
は
多
少
趣

の
違

っ
た
新
鮮

な
気
風
か
外
か
ら
刺
戟
を
興

へ

た

の
で
あ
り
ま
す
。
清
盛
か
兵
庫
に
港
を
開
い
た
の
は
、
當
初
貿
易
の
口
的
で
あ

っ
た
か
、
そ
れ

一こ
同
時
に
文
物
家
数
か
入

っ
て
來
九

の
で
あ

一 一25一 ・一 ・



題間数宗と國開治明

り
ま
す
。
斯
の
如
く
内
に
あ

っ
て
は
さ
う
い
ふ
瓧
會
的
に

一
種
の
對
抗
勢
力
か
σ
き

、
外

か
ら

は
新
た
な
刺
戟
か

加
っ
て
、
兩
方
相
應
じ

て
二

百
五
十
年

の
鎖
題
を
打
破
し

て
、

お
の
つ

か
ら
開
國

の
状
態

ご
な

っ
た
の
C
あ
り
ま
す
。

　
宗
敏

の
上
か
ら
見
ま
す

る
・こ
、
そ
の
藤
原

時
代

の
餡
滿
文
化

の
宗
敢
は
、
大
體
に

お
い

て
興
言
佛

敏
で
あ

っ
た

の
で
あ
り
ま
す
り

そ
れ
に
附

隨
し

て
兩
部
神
道
か
行
は
れ
た

の
で
あ
り
ま
す
、

こ
れ
か

二
百
五
十
年
の
間
に

だ
ん
だ

ん
爛
熟
し
た
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
に
腐
敗
が
件

つ
た
も

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
導

の
で
あ
り
ま
す
、
同
じ
形
を
繰
返
し

て
み

る
た
め
に

、
人
心
を
率
ゐ
新
た
な

る
勢
力
を
以
て
感
化
を

與
ふ
る
・こ
い

ふ
活
力
を

失
っ
て
來
た
の
で

あ

り
ま
す
。

そ
こ
で
そ
れ
に
對
峙
す

る

一
種
の
革
新
的
勢
力
か
内
か
ら
出

て
來

て
、
濁

り
に
濁
り

て
腐
敗
し
切

っ
て
を
る
も

の

・
、

さ
す
が

は

傳
教
大
師
以
來

の
清
き
流
れ
も
絶
え
な
か

っ
た
比

叡
山

の
内

か
ら

、
宗
教
改
革
の
新
勢
力
が
出

て
來

て
、
或
は
淨
土
門

こ
な
り
、
或
は
日
蓮
宗

・こ
な
っ
た
の

で
あ

の
ま
す
。
内
か
ら
し

て
新
鮮

な
る
命
を
發
見
せ
ん

一こ
す

る
努
力
も

生
じ

つ

・
あ

っ
た

,こ
こ

へ
持

っ
て
來
て
、
恰
度
今
申
し

た

支
那

の
宋
時
代

の
文
化
に
件

っ
て
、
同
じ
く
佛
教
な
か
ら
H
本
に
取

っ
て
は
新
た
な

る
勢
力
で
あ

る
禪
宗
か
、
宋

の
人
心
を
支
配
し

て
房
、
榮

西
、
道
元

な
、こ
の
新
人
か
、
そ
の
方
に

出
か
け

て
新
た
な

る
敏
を
齎
ら
し

て
來
た
り
、
こ
れ
に
續

い
て
支
那
の
禪
僭

、
多
く
は
避
難
者
で
あ
り

ま
し

た
が
道
隆
、
寧

一
山
な

ご
が

出
て
來
て
、
外

か
ら
も
新
た
な
新
鮮
な
空
気
を
齎
ら
し
た
。

こ

・
に

お
い
て
内
-こ
外

の
兩
方

の
勢
力
が
合
致

し

て
、
こ

こ
に
新
た

な
る
周
圍

の
状
態
漕こ
な
り
、
そ
し

て
新
鮮
な
空
気
か
文
化
の
上
に
も
及
ん
だ

の
で
あ
り
ま
す
。

　

そ

こ
で
私
は
こ
れ
を

一
寸
回
顧
し
た
の
で
あ
り
ま
す
か
、
徳
川
時
代
の
銀
國
か
破
れ

て
明
治
の
開
園
-こ
な
り
ま
し
た
場
合
に
も

、
大
體

に
お

い

て
は
趣
か

こ
れ
に
似

て
を

り
ま
す
。
そ
の
紅
會

的
政
治
的
方
面
は
私
が
申
上
げ

る
必
要
は
あ
の
ま

せ
ん
か

、
徳
川
時
代
の
宗
敏

は
、
八
宗
九

宗
十

二
宗
に
分
れ

て
を
り
ま
す
か

、
大
體
佛
敏
で
あ

り
ま
し

て
、
そ

の
佛
教
か
幕
府

の
篤

い
保
護
の
下
に
安
楽
な
生
活
は
し

て
を

る
が

、
叉
そ

の
干
渉

の
も

,こ
に
手
も
足

も
出
な

い
生
活
を
し

て
を

つ
た
の
で
あ

の
ま
す
。
徳
川
の
瓧
曾

は
す

べ
て
の
點
に
お
い
て
、
重
箱
に
詰
め
ま
し
た

お

す
し
の
や
う
な
肚
會

で
あ
り
ま
し

て
、
眞
言
宗
の
家
に
生

れ
た
も

の
は

一
生
眞
言
で
通
す
べ
く

、
浄

土
宗
の
寺
は
外
の
方
に

布
教
し

て
は
な
ら

ぬ
¶こ
い
ふ
風
に
、
宗
教

の
上

費
も

總
て
人

間
は
生
れ
た
ま

・
、
與

へ
ら

れ
た
ま

・
の
身
分
を

守
り
、

一
定

の
信
仰
を
持
ち

、
自
己
が
眞
の
信
仰

を
持
た

な
い
で
も
、

そ
の
形
式
を
守

っ
て
拝
ん

で
を
れ
ば
よ
い

一こ
い

ふ
こ
・こ
に
な
っ
て
を
り
ま
す
。

こ
れ
か
飽
満

文
化
の
特
色

で
あ
の
ま
す
。
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さ
う
い

ふ
状

態
で
あ
る
か
ら
、
佛
敏

は

一
面
盛
ん

な
状
態

で
は
あ
り
ま
し

て
、
寺
は
立
派
に
な

る
、
書
物
も

で
き
、
學
者
も
で
き

る
Q
説
教
も

な
か
な
か
上

手
に

な
っ
た
。
徳
川
時
代

の
説
教
師
に
は
今
H
の
講
談
師
、
落
語

家

そ
っ
ち
の
け

の
話
上
手
な
人
か
澤
山
あ

っ
て
・
今
H

の
講
談

師

は
徳
川
時
代
の
説
教
師
か
ら
學

び
得
た
も

の
が
澤
山
あ

っ
た
の

で
あ
り
ま

す
。
そ
れ
だ
け
熟
達
し
た
も
の
に
は
な

っ
た
け

れ
さ
も

、
そ
れ
は

外
形
だ
け
が
備

っ
て
、
内
容
の
な
い
魂

の
な

い
気
魄

の
薄

い
も

の
に
な

っ
て
み
て
、
佛
教

は
外
観
頗

る
盛
ん

な
も

の
で
あ

っ
た
か
、
内

の
魂
は

だ
ん
だ
ん
脱
殻
・こ
な

っ
て
を

る
の
で
あ

っ
た
。

そ
こ
で
こ
れ
に
對
し
内
ら
に

お
い
て
は
、
人
心
の
求
む

る
・こ
こ
ろ
の
か
く
の
如
き
形
式
佛
教
、

寺

院
佛
教
に
滿

足
し
な

い
。
佛
敏

の
内
に
も
幾

ら
か
革
新

の
力
が
動

い
て
を
る
が

、
そ
れ
は
極
め

て
微
弱
で
あ

っ
た
・

こ
の
點
が
卆
安
朝

の
末

-こ
違

ふ
・こ
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
O

　
徳

川
時
代
に

お

い
て
、
さ
う

い
ふ
腐
敗
し
爛
熟
し

た
佛
教
に
對
抗
し

、
も
し

く
は
そ

の
中
に
隱
れ
た
も

の
も
多
少
あ
の
ま
す
が
、
兎
に
角
新

鮮

な
る
信
仰
を
求
め
た
も

の
か
他

の
方
面
に
現
は
れ
た
。

一
は
通
常

い
ふ
ご
こ
ろ

の
神
道
で
あ

り
ま
す
。
即

ち
種

々
の
流

派
か
あ
り
ま
す
か
、

垂

加
祕
導

、}復
古
神
道
が
主

な
も

の
で
、

こ
れ
は

こ
一こ
に
佛
教
を
敵

ミ
し

て
我

が
國
の
道
を
立
て
や
う

一こ
す

る
、

一
種

の
愛
国
宗
敏
を
鼓
吹
す

る
も

の
か
で
き

て
來
ま
し
た
。
そ
れ
が

の
ち
に
申
上
げ

る
明
治
維
新
の
際
に
、
非
常
に
重
要
な
勢
力
・こ
な
っ
た

の
で
あ
り
ま

す
・
他

力
面
に
は

叉
さ
う
い
ふ
意
味

の
神
道
で
は
な
し
に

、
假

り
に
私
は

こ
れ
を
總
孵
し

て
民
間
宗
敏

-こ
申

さ
う

,こ
思
ひ
ま
す

る
か
、
人
民
の
純
朴
な
心

の
底
に

流
れ

て
を
る
家
教
心
、こ
い

ふ
も

の
か
、
佛
教
の
範
圍
に
も
入
ら
ず
、
反
命
申
し

た
や
う
な
愛
顧
主
義

の
宗
教
に
も
比
較
的
絡

の
遠
い
、

た
・」
我

置
ハ心
を

捧
げ

て
、
姐
何
な
る
紳
ゐ

ま
す
か
は
知
ら
ね
、こ
も
天
地
の
紳
靈
に
頼
ら
う

一こ
い
ふ
心

持
は
、
、こ
こ
の
時
代
、こ
こ
の
國
に
も
流
れ
て
を

る

の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
色

々
の
形
を
以
て
現
は
れ
ま

す
か
、
宗
歉
心

の
基
礎

ご
い

ふ
も

の
は
、
恰
か
も
水
は
、こ
こ
を
掘

っ
て
も
地
面
の
中
に

流
れ
て
を

る
や
う
に

、
そ
れ
が
或
は
川
ざ
な
り
、
或

は
泉
、こ
な

っ
て
を

る
の
で
あ
り
ま
す
。
泉
の
な
い

一こ
こ
ろ
川

の
な
い

・こ
こ
ろ
で
も
、
深
く

掘

っ
て
見
れ
ば
そ
こ
に
は
水
か
あ

る
ご
同
様
に
、
佛
教
も

こ
、、}に
徳
川
時
代

の
佛
教

の
や
う
に
、
極

め
て
形
式
に
流

れ
た
宗
教
で
も
、
夊

愛
国

主

義
の
宗
敏

で
も

、
、結
構

で
は
あ

る
か
、人
民
全
體

の
日
常
生
活
や
、
精

神
生
活
に
は
比
較

的
縁
が
遠

い
も

の
で
あ

っ
て
、
之
に
反
し

て
人
間

ざ
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し

て
魂
の
底
に
流
れ
て
を

る
強
い
宗
数

的
要
隶
が
あ

っ
て
、

そ
れ
か
種

々
の
形
で
現
は
れ
で
来
て
、
或

は
御
嶽
教
や
富
士
行
者

の
信
仰
心

ざ
な

っ
て
、
そ

の
由
行
者
の
信
仰
の
内
か
ら
獨
得
の
新
宗
敏
の
出

た
も

の
も
あ

る
・
或

は
叉
私
は
假
り
に
村
落
宗
教

ご
申
し

て
も

よ
か
ら

う
一こ
思
ひ

ま
す
か
、
多
く

の
農
村
の
李
和
な
軍
純
な
る
生
活
を
し

て
を
る
農
民

の
間
に

、
純
眞
な

る
宗
敖
心
を
鎧

へ
あ
げ

る
人
が
出

て
來

て
、
例

へ
ば
黒

住
歉

の
黒
住
宗
忠

の
こ
ご
き
、
或
は
天
理
敏

-こ
し

て
今
H
發
達
し

て
を
の
ま
す

る
大

和
の
中
山
み
き
女
Q

、〕
-こ
き

、
或
は
金

光
教
の
教
組

-こ
な

っ
て
を

る
金

光
大
陳

の
こ
,こ
き
、
或
は
當
時
の
土
民
で
あ

っ
て
他
の
耽
會

か
ら

見
れ
ば
無
智
文
盲

な
、
何
に
も
判
ら
な
い
教
育

の
な
い
、
侍
に

も
あ
ら
ず
學
者
に
も
あ
ら
ぬ
純
眞
無
垢
な
る
も

の

・
魂

の
内
に
、
深
い
信
仰
が
宿

っ
て
自
つ
か
ら
勢
力
を
築
き

つ

・
あ

っ
て
、
幕
末
に
は
大
小

-こ
も

さ
う
い

ふ
種
類

の
も
の
か
多
く

出
た

の
で
あ

る
か
、

そ
の
内
の
著
し

い
の
が

明
治
以

後
に
な

っ
て
發
達
し

て
、
大
き
な
敖
會
に
な

っ
て
を

る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

即
ち
徳
川

時
代

の
鎖

國
に
お
い

て
は

、
佛
敖

は
爛
熟
し
ま

た
腐
敗
も
し
た
か
、

そ
の
佛
教
自
身
の
内
か
ら
佛
教
自
身
を
匡
正
し

、
改

革
し
新

に
活
気
づ
け
ら

る
べ
き
勢
ヵ
は
、
彼
の
源
不
か
ら
鎌
倉
に
か
け

た
時
代
の
や

う
に
は
出
な
か

っ
た
の
で
あ

る
。
こ

・
に

お
い
て
す

で
に
日
本
佛

教

の
力
か
、
五
百
年
の
間
に

如
何
に
衰

へ
た

か
ご
い
ふ
こ
、こ
を
示
し

て
屠

る
。
今
後
出
な
い

、こ
い

ふ
こ
一こ
は
私
は

こ

・
で
断
言
は
致
し
ま
せ
ん

が
、
幕
末
か
ら
明
治
開
園
の
間
に
か
け

て
は
、
佛
教

そ
れ
自
身
を

医
し

、
そ
れ
自
身
の
活
力
を
恢
復

す

べ
き
力
を
發
撫
す
る

こ
一こ
は
、
極

め
て

乏
し

か
っ
た
の

で
あ
り
ま
す
。

や
は
り
依
然

・こ
し

て
同
様
な
形
を
守

っ
て
來
た
の
で
あ

6
ま
す
・
否
今
H
に

な
っ
て
は

そ
ω
點
も
崩

れ
て
來

て

は
み

な
い
か

一こ
思
は
れ
ま
す
。

こ
ん
な

こ
,こ
は
餘

分
な

こ
・こ
で
す
が

、
佛
教
の
大
宗
派

で
"
本
金
人

目
の
何
分
の

一
か
を

支
配
し

て
み
る
大
本

山

の
大
法
主
が
、
寶
を
掘

る
、こ
い
っ
て
穴
を
掘

っ
て
本
堂
を
引

つ
く
り
返
し

て
を

る
の
は
、

い
か
な

る
醜

態
で
あ

ら
う
、

こ

・
で
申
す
必

要
は

あ

り
ま

せ
ん
か
、
そ
の
人

は
n
分

の
宗
祗
の
有
難

さ
を
知

っ
て
を

る
人
で

「
勿
體
な
や
祗
師
は
紙
子
の
九

十
年
」

こ
い
ふ

一
句
が
あ
り

ぐ
}い

ふ

こ

一こ
で
す
か
、
私
は

こ
れ
を

「勿
體

な
や
祗
師

は
紙
子

の
九
十
年
穴
を
掘

り
つ

・
涙
流
し

つ
」

・こ
い
ひ
た
い
の
で
あ
り
ま
す
・
徳

川
時
代

の
佛

敖

は
自
分

で
復
活
す
る
勢
力
か
乏
し

か
っ
た
。
し

か
し

そ
れ

で
も
い
つ

れ
の
國

民
の
生
活

に
お
い
て
も

、
い
か
に
爛
熟

腐

敗
し

た
内
に

で
も
、

何
虞

か
ら
か
n
分
の
カ
を

發
挿
し

て
、
新
鮮

な
る
泉
を
汲
み
だ
す
力
を
持

っ
て
を

る
の
で
あ
の
ま
す
。
そ
れ
は
今
申
上
げ
た
愛
国
宗

0
紳
遉

-こ
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民
間
宗
敏

・こ
し

て
現
れ
た
神
道

こ
な

つ
で
現

は
れ

て
來
た
の
で
あ
の
ま
す
。
此
の
如
く
に
し

て
内
か
ら
は
、
す
で
に
信
仰
の
復
活
せ
ん
、こ
す
る

勢
力
か
出
て
を

つ
た
の
で
あ

の
ま
す
。

そ
し
て
今
度
は
外
か
ら
來
ま
す

る
・こ
こ
ろ

の
勢
力
も
、
前
の
藤
原
時
代

の
最
後
に
支
那
か
ら
来
た
勢
力

よ
り
も
、
も

?

こ
強
い
勢
力
で
あ

の
ま
す
。

そ
れ
は
申
す
ま

で
も
な
く
、
西
洋

の
文
明

の
進
撃
に
よ
り

、
西
洋
文
明
に
件

っ
て
を
る
ぐ
」
こ
ろ

の

彳
丿

ス
ト
敢

の
傳
道

で
あ

る
・

　

」
、
で
私
は
西
洋
文
明

,こ
キ
リ

ス
ト
歉

-こ
が

さ
ん
な
關
係
が
あ

る
か
、
離

る
べ
か
ら
ざ

る
も
の
か
離
し

得
る
も

の
か
等
の
理
論
に

つ
い
て
は

私
は

こ

、
に

ふ
れ
な
い
で
置

き
ま
す
。
兎
に
角

一
緒
に
來
九
勢
力
は
強
い
も

の
で
あ

り
ま
し
た
。
場
合
に
よ

っ
て
は
軍
艦
も
持

っ
て
來
る
、
そ

の
強
い
勢
力

、ミ
こ
も
に
キ
リ

ス
ト
敏

の
傳
道
か
入

っ
て
來
た
。
そ
こ
で

つ
ま

り
明
治
開
國
の
場
合
に
は
、
宗
敏
問
題

¶こ
し

て
も
外
か
ら
來
た
勢

力
が

、
鎌
倉
時
代
の
外
か
ら
來
た
勢
力
に
比

べ
て
、

一
層
強
烈

な
る
宗
教

-こ
並
に
文
明
を
件

っ
て
來
た
の
e
あ
り
象

す
。
即
ち
明
治
開
國
の
際

に

お
け

る
宗
教
問
題
は
、
こ
の
内
外
の
勢
力
か
或

は
相
對
抗
し

、
或
は
相
抱
合
し

て
働
き

、
そ
こ
に
即

ち
問
題
が
起

つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

　

そ
こ
で
、
も

一
つ
溯

っ
て
徳

川
時
代

の

一
體
鎖
國

,こ
い

ふ
も

の
は
、

、こ
う
し

て
で
き

た
か
ざ
い

ふ
こ
一こ
を

一
寸
顧
み

る
必
要
が
あ

る
。

こ
れ

も

歴
史

家
の
内
に
随

分
議
論
の
あ

る

こ
一こ
で
あ

り
ま
す
が

、
私
は
大
體

か
う
見

て
を
の
ま
す
、
徳

川
幕
府
は

そ
の
初
め

二
代

、
家
康

こ
秀
忠
の

二
代
は
鎖
国
を
す

る

つ
も
り

で
は
な
か

っ
た
の
で
あ

の
ま
す

、
ご
こ
ろ
か

そ
の
外
国

¶こ
交
通
し

で
を
る
・こ
、
そ
の
時
の
い
は
ゆ
る
キ
リ

シ
タ

ン

ー

今
日
の
天
主

教
で
あ
り
ま
す

、
そ
の
キ
リ

シ
タ

ン
傳

道
か
來
る
、
そ
れ
か
怖
い
の
で
あ

る
、
そ
れ
か
正

當
の
理
由
の
あ

る
事

で
あ

る
か
、

な
い

こ
ご
で
あ
る
か
は
暫

く
別
問
題

ざ
し
て
、
兎
に
角
怖
い
。
キ
リ

シ
タ

ン
が
國
を
取
り
に
來
た
の
だ
ご
考

へ
た

の
で
す
。
し

か
し
外
国
貿
易

を
し

て
利
益
は
収
め
た
い
、
そ
こ
で
穂

川
初
め

二
代

の
外
交
政
策
は

か
う
い

っ
て
よ
い

「
河
豚

は
食
ひ
た
し

命
は
惜
し

・
」
外
國
貿
易

ざ
い

ふ

河
豚

の
う
ま
い
ざ

こ
ろ
は
食
ひ
た
し

、
そ
れ
に

は
キ
リ

シ
タ

ン
ざ
い
ふ
毒

か
入
っ
て

み
る
の
で
怖
い
、
は
じ
め

は
毒
を

ざ
り
去

っ
て
河
豚

を
食

っ
て
見
や
う
ざ
し
た
が

、
、ご
う
も
毒
か
ま
は
り

さ
う
で
怖
い
、
だ
ん
だ
ん
危
険

ざ
な

っ
て
來
た
。

　

三
代
將
軍
に
な

る
ざ
、
苦
労
人

で
な
く
子
供

の
時
か
ら
若
様
で
育

つ
た
お
坊

ち
ゃ
ん
で
あ

る
か
ら
、
自
分
の
言
ふ
こ
ざ
を
肯
か
な
い
や
う
な
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題間数宗と國開治明

。バ
テ

レ
ン
が

國
の
内

に

一
人

で
も
居

っ
て
は
な
ら

ぬ
、
そ
ん
な
も
の
が

來
た
ら

み
ん
縛

っ
て
焼

い
て
し
ま

へ
¶こ

言

っ
た
。
殿
様

だ
か
ら

そ
こ
で

河
豚
の
毒
を

除
く
だ
け

で
な
く
、
河
豚
も

つ
い

で
に
食
は

な
く
な

っ
た
の

で
あ

る
が
、
島
原
の
亂

-こ
か
何

・こ
か
で
、
危
険
の
感
か
適

切
に
な

り

終

に

断

然

鎖

國

を
し
た
の
で
あ

る
。
天
主
教
バ
テ

レ
ン
を
禁
ず

る
必
要
か
ら
、
鎖
國
す

る
こ
ご
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ

る
。
今
日
展
覧

　
　
　
　
　
　
　

ヌ
ハ四
七
、・冢
光

會

に
出

で
を

る
、
正
保
四
年
に

ポ
ル
ト
ガ

ル
人
が

入
っ
て
來
た
時
な

さ
も

、
そ
の
精

神
状
態
を
よ
く
現

は
し

て
み
る
。

ポ
ル
ト
ガ

ル
領
の

マ
カ

オ
か
ら
來
た
船
は

二
艘
の
船

で
、
そ
の
人
数
は

千
句
百
人
-こ
あ

る
か
、
,ご
う
も
法
螺
が
あ

る
ら
し
い
。
兎

に
角

二
艘
の
外
國
船
が

や
っ
て
來
た

¶こ
い

ふ
の
で
驚

い
て
、
九

州
中
の
大
名
を
ほ
」こ
ん
、ご
總
動

員
し

て
、
五
萬
人
餘
の
兵
隊
さ
ん
を
長
崎
に
集
め

、
そ
し

て
あ
の
灣
内

に

一
杯
蟾
を

う
づ
め

て
、
長

崎
の
入
口
を
鑞

で

つ
な
い
で
、
船
橋

で
閉
鎖
し
て
外
國
船

は
動
き
が

っ
か
な
い

や
う

に
H
夜
警

衛
し

て
み
た
。

そ
し

て
我
国
の

御
威

光
に
よ

っ
て
蠻
人
も
閉

回
し

て
し
ま

っ
た

噛こ
言

っ
て
を
る
。

あ
れ
な
,ご
は
要
す

る
に
怖
か

っ
た
の

で
あ
り
ま
せ

う
。

今
度
は
河
豚
は
食
ひ

た
し
も
忘
れ
て

、
河
豚
が
來
た
の
に
身
ぶ

る
ひ
し

て
し
ま

っ
て

、
五
萬

の
兵
隊
さ
ん
が

毎
日
張

益
し

た
が

、
何

に
も
仕
事
が
な
い
の

で
困

っ
て

あ

る
時
は
國

へ
遺
言

の
手
紙
を

書
い
た
り
し
て
を

の
ま
す
。
今
に
も
戰
が

起
れ
ば
何
時
死
ぬ
る
か
も

知
れ

ぬ
の
で

、
酒
を

呑
ん
で
騒

い
だ
り
し

て

、
何
だ
か
判
ら
ぬ
出
兵
を
や
っ
た

の
で
あ

り
ま
す
。
何
だ
か
判
ら
ぬ
出
兵
を

や
る
人
は
、
正
保
ば
か
り
で
な
い
か
も
知

れ
ま

せ
ぬ
が

、
あ

の

圖
を
見
ま
す

る
ざ
鎖
國
精
神
の
國
辱

の
記
念

で
あ
の
ま

す
ゆ

　

兎
に
角
河
豚
か
怖
く
な

っ
て
外
國
貿
易
も
杜
絶
し

鎖
題
を
し
た
、

そ
れ
が

偶

然
か
必
然
か
、
徳

川
幕
府
の
寿
命
に
は
實

に
都
合
が
よ

か
っ
た

の
で
あ

の
ま
す
。
鎖
国
し

て
し
ま

っ
た

の
で
、
九

州
の
大
名
も
何
處

の
大

名
も
海
外
に
足
を
踏
出
す

こ
一こ
が

で
き
な
く
な

っ
た
。
そ
れ
ま

で
は

九

州
の
島
津
は
勿
論

、
島
原
の
松
倉

、
佐
伯

の
毛
利
、
そ
の
他

で
も

外
國
貿
易
を

や
り
た

か
っ
た
。
河
豚
は
食
ひ
た

か
っ

た

連

中

で

あ

り
ま

す
。
長
崎
の
末
次

一
家
の
㌔、一
,こ
き
も

、
元
大
友
の
家
來
で
河
豚
を
大

分
食

っ
た
人
間
で
す

、
毒
も

少
し
食

っ
た
人
間
で
す

、
そ
れ
が
皆
手
も
足

も
出
な
く
な

っ
て
徳
川

に
服
從
す

る
外
な
い
。
ま
あ
た
・こ
へ
て
言

へ
ば
さ
ざ

え
が
貝
の
中
に
引
込
ん
だ
や
う
な
肱
態

に
な

っ
て
、
さ
う
い

ふ
窮

屈
な
状
態

に
な

っ
た
か
ら
、
徳

川
幕
府
が
安
泰

で
あ

っ
た
の
で
あ

の
ま
す
。

さ
う
し
な
い
な
ら
ば
、
徳
川
幕
府
は

二
百
五
十
年
も
保
た
な

か
っ

た
の
で
あ

り
ま
せ
う
。
兎
に
角
徳

川
の
祗
會
は

、
あ

・
い

ふ
窮
屈

な
チ
ヤ

ン
ト
上
下
左
右
決

っ
て
、
人
間
が
動
き
の

つ
か
な

い
や
う
に
し

て
、

一
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人
心
が

こ
れ
に
對
し
何
も
不
滿
を

唱

へ
ず

、
二
百
五
十
年
間
も
李
氣
で
す
ま
し

た
の
は

、
所
謂
鎖
国
の
賜

で
、
從

っ
て
徳
川
封
建
政
治
の
確
立

階
級
制
度
の
確

立
「こ
い
ふ
こ
一こ
は

、
確

か
に
鎖
国
の
賜

で
あ
の
ま
す
。

開
園
し

て
を

つ
た
な
ら

、
な

か
な
か

さ
ら
は
ゆ
か
な
か

っ
た
に
違
ひ
な

い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

　
し

か

る
に
こ
の
秩
序
の
た

っ
た
固
定
し

た
穗
川

の
肚
會
も

、
百
五
十
年

二
百
年
ざ
經

っ
て
來

る
ざ

さ
う
は
ゆ
か
な
い
Q
織
川

將
葦

角
か
ら

の

内
で
も

そ
れ
に
満
足
し

な
い
人
も

出
て
來
て

、
八
代
將
軍
吉
宗
Q

、ヒ
し
き
も
外
国

か
ら
新
知
識
を
入
れ

る
こ
・こ
を
許
し
て

み
る
。
そ
れ
か
ら
段

段
外
國
の
知
識
が

入
り

、

エ
レ
キ
を
ま

は
し

て
見
た
り

、
銅
版
を
彫

っ
て

見
た
り
、

こ
の
展
覽
會
に
出
て
を

る
が

、
あ
の
陳
列
品
に
も
あ
る
や

う
に

、
蘭
學
者

か
集

っ
て
机
の
上
に
ナ
イ
フ
や
フ
ォ
ー

ク
や
出
刀
庖

丁
を

出
し

て
使

っ
て
み
る
人
か
あ

る
。

こ
れ
か

こ
の
當
時
の

ハ
イ

カ
ラ
な

ん

で
す
。

オ
ラ

ン
ダ
風
を

や

つ
τ
見
た
い

、
そ
こ
で
長
崎
か
ら
得
て
來
た
ク
オ
ー
タ

ー
本

、
ナ
イ

フ

一
本
な
さ
で
オ
ラ

ン
ダ
風
の
正
月

の
宴
會

を

や
り

、
大
に

得
意
だ

つ
た

の
で
あ
り
ま
す
。
あ

》
い

ふ
気
風
が
少
し

で
も

一
部

分
は
出

て
來
た
の

で
あ

の
ま
す
。

こ
れ
等
は
要
す
る
に
、
鎖

国

日
本
の
瓧
會
に

お
け

る
鬱
醸
し
た
空
気

や
、
窒
息
的
空
気
に
堪

へ
な
い
で
、
世
界
的
知
識
を
求
め
る
此
の
姐
き
機

運
が
内
か
ら
う
つ
、亥
つ
湧

い
て
來
た
の
で
あ

っ
て
、

一
部
分
の
幕
府

の
役
人

か
ら

見
る
一こ
物
騒
な
人
間

で
あ
る
、
幕
府

の
役
人

は
外
国

の
こ
一こ
を
知
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
知

っ
て
み
る
男
は
高
野
長
英
の

こ
・こ
き
、
林

子
夲

の
こ
,こ
き

少
し

で
も
目

の
開

い
た
も
の
が
外
国

の
眞

似
を
や
る
。

そ
れ
を
不
都
合
な
奴
だ
こ
・め

つ
て
或
は

牢
屋
に

ぶ
ち

こ
み

、
或
は
ち
ょ
ん
ぎ
ら
れ

て
し

ま

っ
た
、
そ
れ

で
も

全
體
の
動
搖
は
、こ
う
し

て
も

抑

へ
ら
れ
な
い

で
、
長

崎
出

島
-こ

い
ふ
小
さ
な
門

戸
か
ら

入

っ
て
來
た
空
気

、
そ
の
空
気
が
日
本
の
知
識
階
級
に

さ
れ
だ
け

の
刺
戟
を
與

へ
た

か
、
こ
れ
は
實
に
豫

想
外
の
強
い

カ

で
あ

っ
た
の

で
あ

の
ま
す

。
今
度
の
展
覧
會
に

は
こ
れ
ら
の
點
を

よ
く

見
て
い
た
だ
い

て
、
眼
の
前
に

そ
の
默

態
を
今
日
回
想
し

て
見
る
こ

ε
が

で
き

る
や
う
に
思
ひ
ま
す

。

　

そ
れ

で
さ
う
い

ふ
や
う
に
、
内

で
も
人
心
が
満

足
し

な
い
、
叉
政
治
的

に
申
し
ま

し

て
も
封
建
制
度
で
滿
足
し

な
い
、
即
ち
勤
モ
主

義
が
だ

ん

だ
ん

起
っ
て
水
戸
學
派
の
學
読

が
人
心
を
動

か
し

て
來
る
。

そ
こ
で
先
程
申
上
げ
ま
し
た
國
體

神
道
、こ
い
ひ

、
或

は
愛
國
宗
歡

ざ
い

ふ
べ
き

一
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も

の
を

一
番
は
じ
め
に
唱

へ
出
し

た
の
は
、
山
崎
闇

齋
の
唱

へ
た
埀
加
神
道
、
或

は
夊
由
縣
大
貳

、
竹
内
式
部
な
、∵
プ
京

ゆ
じ
、行

っ
て
御
於
卿

獲
た
ち
を
説
き

つ
け
た
り

、
天
子
様

の
前
に
い

っ
て
講
読
を
す

る
の

で
、
幕
府

か
ら

は
物
騒
な
奴
だ
こ
言

っ
て
こ
れ

を

ざ
け

て

京

払
献
に

追
放
し

た
け
れ
、こ
も
追

つ
か
な
い
。

さ
う
い
ふ

19
子
定

規
に

つ
め
ら
れ

て
安
ん
ず

る
こ

噛こ
の
で
秀
な
い
人

心
状
態
が

、
段

々
内

か
ら
出

し
亦
た

の

で
あ
る
。
そ
こ

へ
續

い

て
所
謂
復
古
耐
労
が

出

て
來
る
。

そ
の
初

め
の
大

立
者
が
本
居
宣
長
翁
で
、
こ
れ
は
純
粋
船
學

石
で
あ
っ

引
が

、
そ

の
言
論

の
内
に

愛
国
心

の
氣
慨
の

見
る
べ
膏
も

ω
が

め
っ
た
。

そ
の
方
面
を
非
常
に
強
く

發
表
し

た
の
が

即
ち
李
円
篤
胤

で
あ
る
。

　
李
田
驚

風
以

後
の
復

古
神
道
は

一
種

の
宗
教
運

動
,こ
い

ふ
よ

の
も

、

一
種
の
政
治
運
動

の
諏
を
帯
び

て
來

て
民
族
的
宗
歉

、
愛

國
主
義
的
宗

教

-こ
い

ふ
べ
き
特
質
を
持

つ
た

一
種
の
政
治
運
動

の
状

態
を
示
し

て
來
た
。

こ
れ
が
特
に
明
治
維
新
の
際
に

重
要
な
役
n
を

つ
,こ
め
た

の
で
あ

の
ま
す

。
即
ち
徳

川
の
鎖
國

、
つ
ま

の
禁
敢
の
た
め
に
鎖
国
し
た
禁

教
-こ
銀
國
-こ
、
そ
し

て
封
建
制
度
ε
、
こ
の
三

ツ
が
徳

川
三
百
年
ケ
維
持

す

る
鼎
の
三
本
の
足

で
あ

り
ま
し
た
が

、
そ
れ
が
内

か
ら
も
ぐ
ら

つ
膏
出
し

た
。

そ
こ

へ
も

っ
て
來
て
外
に
轉
じ

て
見
る
,こ
、
十
九
世
紀
の
始

め

か
ら
西
洋
の
勢
力
が
大
卒
洋
に
及
ん

で
來
て
、
北

か
ら
は

ロ
シ
ヤ
が
脅

か
し
に
來

る
・
西

か
ら
は
イ
ギ
リ

ス
が
船
を
出
し

て
來
る
、
東

か
ら

は

ア
メ
リ

カ
が

ト
ン
ト

ン
「こ
戸
を
叩
く
。
今
ま

で
の
日
本
人
は
徳
川
の
鎖
国
の
間
、
言

っ
て
見
れ
ば
外
は
何
が
あ

る
か
判
ら
な
い
、
外
は
雪
が

降

っ
て
み
る
か
嵐
が
吹
い

て
み

て
も
か
ま
は

な
い
で
、
炬
燵
に
當

っ
て
玉
子
酒
を
呑
ん

で
み
た

の
が

、
徳
川
三
百
年
間
の
人
心
は
逸
楽
主
義
、

享
楽
主
義

で
徳
川
の
文

化
、
特
に
そ
の
末
期
の
特
色
の

一
つ
は

そ
こ
に
あ

っ
た

の
で
あ

の
ま
す
、
す
る
,こ
外
か
ら

ト

ン
ト
ン
戸
を
叩
く
や

つ
が

あ

る
、
は
じ
め
は
、ご
う
も

う
る
さ
い
、
構
は
ヴ
に
玉
子
酒
を
呑
ん
で
を
る
ご
、
あ
ま

の
ト

ン
ト

ン
叩
く
の

で
、
こ
れ
は
下
手
を
す

る
一こ
説
教

強

盗
が
來
は
し
な
い

か
一こ
恐
る
恐
る
開
け

て
見
る
、こ
、
驚

い
た

こ
一こ
に
は
新
し

い
黎
明
が
來

て
、
十
九
世
紀
文
化

の
太
陽
が
燦
爛
-こ
輝

い
て
、
そ

こ
に
現
は
れ
た
の
は
大
唐
な
黒
船
で
、
そ
の
黒
絖
は
正
保

の
時
來

た
黒
船
の
何
層
倍
か
が
や

っ
て
來

て
、
下
手
を
す

る
一こ
ヅ
ド

ン
ーこ
や
の
さ
う

だ

っ
た

の
で
、
ほ
一こ
ん

、ご
腰
を
拔

か
し
か
け

た
、
少

々
は
拔

か
し
た
人
も
あ

っ
た

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

O

そ
こ
で
量

つ
も
開
園
を
な
さ
ざ
る
を

得
な

い
。
内

に
は
反
對
が
あ

る
が

や
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

そ

こ
で
開
國
黨

,こ
攘
夷
窯
-こ
が

隔こ
う
い

ふ
關

わ
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係
で
あ

っ
た
か
、
夊

、こ
ち
ら
が
政
治
家

-こ
し

て
傑
か

つ
た
か
・こ
い
ふ
、
そ
の
邊
の
議
論
は
や
め
ま
す
。
兎
に
角
當
局

著
た

る
幕

府
,こ
し

て
は
開

園

せ
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た
の
で
あ
り
ま

ず
。

そ
こ
で
今
申
し
た
鼎

の
三
本
足
中
の

一
ッ
、
鎖

国
」こ
い

ふ

一
ツ
の
足
が
ぐ

ら

つ
き

出
し
た
。

そ

れ

だ
か
ら

今
度
は
封
建
制
度

ざ
い
ふ
足
も
ぐ

ら

つ
き

、
禁
教

、こ
い
ふ
足
も
ぐ
ら

つ
き
出
し

た
の
で
あ
り
ま
す
。
封
建

制
度
の

こ
ご
は
し

ば
ら
く

措
き
ま
し
て

、
今
の
キ
リ

シ
タ

ン
禁
制

か
動
き
出
し

た
の
は
短

か
く

お
話
す

る
ざ
、
徳
川
幕

府
は
あ
れ

だ
け
禁
教
を

厳
密
に
や
れ
ば
、
日
本
國

中
蟻

一
疋

の
キ
リ

シ
タ

ン
も

み
な

く
な

る
ざ
考

へ
た
。
然

る
に
長

崎
の
浦
上
の
得
々
の
數
千
の
人

民
、
そ

れ
か

ら
海
を
越
え
て
五
島
の
島
に
も

天
草
諸
島

で
も
叉
久
留

米
の
す
ぐ
目

の
先

で
あ

る
今
村

で
も

、
全
村
潜
伏
キ
リ

シ
タ

ン
が
居

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
・
そ

こ
で
天
主
教
會

で
は
二

百
年

来
畠ご
う
も

ま
だ
H
本
國
内
に

、
キ
リ

シ
タ

ン
か
殘

っ
て
を

る
一こ
こ
ろ
が
あ

る
か
ら
、
外
か
ら
連
絡
を

一こ
ら
う
・こ
し
て
、
宣
教

師
か
絶

え
ず

色
々
芋
勞

を
し

た
の
で
あ
り
ま
す

。
色

々
苦
労

し
た
の
で
す
か
、
な
か
な
か
這

入
れ
な

か

つ
九

の
で
あ

り
ま

す
。

　
喝こ
こ
ろ
が
段

々
後
に
な

っ
て
安
政
條
約

で
開
園
に
な

っ
た
。
そ

こ
で
安
政
條
約

で
は
H
本
は
今
ま

で

、
西
洋

の
各
國
か
ら
い
ふ
一こ
自
分
の
宗

教
で
あ

る
キ
リ

ス
ト
敏
を
禁
じ

て
惟

る
、
こ
れ
は
自
国

の
内
の

こ
一こ
だ
か
ら
仕
方
が

な
い
か
、
耶
蘇
教

の
像
を
踏
繪

ざ
稱
し

て
繪
を
踏
ま
し

て

み
る
、
こ
れ
は
オ
ラ

ン
ダ
人
も

や
ら

さ
れ
た
が

、
あ
れ
は
な
ま
く
ら
だ

か
ら
や

っ
て
を

つ
た
の
で
あ
の
ま
す

、
勿
論

オ
ラ

ン
ダ
人
か
ら
い
ふ
ざ

マ
リ
ヤ
の
像
は
俺
等

の
方

の
神
様
ぢ
や
な
い
ざ
い

ふ
の
だ
か
ら

、
さ
う
で
も
よ

い
ざ
い

ふ
わ
け
で
す
が

、
安
政

條
約

で
兎
に
角
、
踏
繪

だ
け

は

廢
止
す
る
、こ
い

ふ
こ
ご
が

條
約

の

一
ッ
、し
な

っ
て
を
る
。
宗
教
上

の
こ
ご
は
各
國
人
民
各
随
意
た
る
べ
し

ざ
い
ふ
候
文
が

、
た
し

か
第
四
條
に

出
て
を
の
ま
す
。

そ
れ

で
安
政
條
約
に
よ

っ
て
外
國
人
即
ち
フ
ラ

ン
ス
、
イ
ギ
リ

ス
、
ア

メ
リ

カ
、

ロ
シ
ヤ
人
な
、ご
が
だ
ん
だ
ん
居
留
地
を
設

け
た
。

そ
の
條
約
の
文
面
に

よ

っ
て
宣
教
師
た
ち
は

、
こ
一こ
に
天
主
敏
の
人
た
ち
や
、
新
教

プ

ロ
テ

ス
タ

ン
ト
が

先
に
來
て

、
横

濱
や
長

崎
の

居
留
地
に
敖
會
を
建

て
た
。

そ
れ
は
居
留
外
国
人

は
キ
リ
ス
ト
敖
信
者

で
、
そ
れ
ら
の
人
の
た
め

の
禮
拜
の
場
所
を
建

て
る
一こ
い
ふ
の
だ
か
ら

幕
府

¶こ
し

て
い

か
ん

一こ
も
仕
方
が

な
い
。

さ
う
す

る
,こ
そ
こ

へ
n
大
人

で
參
諾
す

る
や

つ
が
で
き
た
、
そ
の
内

で
も

こ
ご
に
今
申
し

た
長

崎
近

邊
に

は
、
二
百
五
十
年
以
來
迫
害
の
裡
に
忽
び
忍
ん
で
固
く
信
仰
を
守

っ
て
来
た
教
徒
が
、
數
千
人

い
な
萬
以
上
あ

っ

π
の

で
あ
り
ま
す
。
彼

驚

拡
充
祓
以
来
0
言
傳

ヘ
ミ
し

て
、
毛
代
經
て
ば

ロ
!

マ
か
ら
黒

の
法
衣
を
着
た
奪
い
パ
:
テ

ル
梼
が

や
っ
て
來
ら
れ

て
、
こ
の
世
の
中
が
よ

33
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か
世
の
申
に
な

る
、
そ
の
時
に

な
る
¶ご
自
分
集
が
瑛
ひ
に
禮
拜
を
行

ふ
こ
一こ
が
で
載
る
時
が

来
る
一こ
い
ふ
、
豫

言
を
信
じ

て
辛
抱
し

て
來
た
の

で
す
。

、こ
こ
ろ
が
偶
然

か
必
然

か
丁
度
七
代
位

二
百
五
十
年
位
経

っ
て
、
長

崎
の
居
留
地

に
何
か
御
堂
が
で
き
た

の
を

見
る
一こ
・
自
分
等
が
昔

か
ら
本
尊

-こ
思

っ
て
み
る
十
字
架
即

ち

ク
ル
ス
が
立

っ
て
る
る
、
そ

こ
で
信
徒
は
拡
じ
め
は
疑

っ
て
み
た
が

、
恐

る
恐
る
行

っ
て
見
る
・こ
、
御

堂

の
中
に
可
愛

い
坊
ち
ゃ
ん
を
抱

っ
こ
し
た
尊
い
サ

ン
タ

マ
リ

ヤ
樣
か
ゐ
ら

っ
し
や
る
の
だ
、
喜
ん
だ

の
も
無
理
は
な
い
。
そ

れ
を

フ
ラ

ン
ス

人
の
宣
教
師
で
あ

っ
た

プ
チ
ジ
ャ

ン
師

-こ
い

ふ
の
が

こ
れ
を
聞

い
て
、
昔
か
ら

の
殘
②
か

こ

・
に
あ

る
"こ
知

っ
て
・
こ

、
に
は
じ

め
て
そ
の
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

の
連
絡

か
つ
い
た
。
そ
れ
が

慶
應
元
年
三
月

で
あ
る
。
慶
應
三
年
に
な

っ
て
そ
の
事
が
現

は
れ
た

ω
で
、
幕
府

で
は
今
ま

で
通
り
禁
制
し
や
う

ε
し
た
が

、
う
ま
く
ゆ
か
な
い
、
到
頭
外
交
問
題

-こ
な

っ
た
が

や
は

り

フ
ま
く

ゆ
か
な
い
。
た
だ
最
後
に
は
キ
丿

シ
タ

ン
を
村
預
け

一こ
い
ふ
こ

,、}に
し
て
を
る

内
に
、
幕

府
は
遽
に
瓦
解
し
て
し
ま

っ
た

の
で
あ
の
ま

す
。

そ
れ
か
ら
明
治
に
續

く
の
で
あ

り
ま
す
か

、
そ
れ
は
あ
ざ
に
讓

っ

て
し

ば
ら
く
こ

・
ま

で
に
し

て
お
き
ま
す
。

　

か
う
い

ふ
風
に
し

て
キ
リ

シ
タ

ン
の
禁
教
を
實
行
ず

る
必
要
か
ら
鑽

國
を
し

た
、
そ
の
鑽
國
が
破
れ
た

の
で
あ
る
か
ら
、
今
度
は
キ
リ

ス
ト
　
　
34

教
禁
制
も
自

つ
か
ら
破
れ

ざ
る
を
得
な

い
こ
-丶に

な

る
の
が

、
自
然
の
勢
ぴ

で
あ

9

手

。

こ

・
に

お
い
て
棄

か
ら
攀

で
あ

っ
を

ジ

シ

[

タ

ン
問
題

、
・
き

に
浦
上
村
の
キ
リ

シ
タ
ン
問
題
が

、
明
治
開
園
の
の
ち
に

持
越
し
て

、
明
治

の
初
年
に

お
い

て
軍
に
國
内
の
問
題

だ
け

で
な

く
、
外
交
問
題
ざ
な
り

、
遽
に
非
常
に
重
大
な
事
件

¶こ
な

っ
た
の

で
あ
の
ま

す
。

こ
の
點

は

】
寸
し
ば
ら
く

お
預
り
致
し
ま
す
。

そ
こ
で
明
治

開
園
に
な
り
ま
し

た
場
合
に

お
い

て
、
そ
の
政
治
上
の
勢

力
¶こ
し

て
注

意
す

べ
き
點
、
夊
祗
會
氣
風

の
上
に
注
意
す

べ
き
點
を
申
上
ぐ

る
必
要

が
あ
の
ま

す
・

'　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇

　
　
一
體

明
治
開
園
に
は
ニ
ッ
の
機
運
か
動
い

て
を
る
。

一
ッ
は
王
政
復

古
で
あ

り
、

一
ッ
は
開
園
進
取
、
或

は

維

新

¶こ
申
し

て
も
よ
い
で
せ

う
。
こ
の
ニ
ッ
は

一
面
に
於

て
は
同
じ
方
向
を

こ
っ
て
を
り
ま
す

、
何

・こ
な
れ

ば
今
ま

で
の
徳
川
の
鑽

國
的
封
建
政
治
を
倒
し

、
國
内
の
統

一

を
完
成
し

て
王
政
を
復
古
し

、
國
家
的
統

一
を
保
ち
、
国
家
的
王
政
の
下
に
復

古
し
た
統

一
に
よ

っ
て
、
開
國
進
取
で
世
界
に
進
出
す
る
一こ
い
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一

ふ
こ
一こ
が
同
じ
方
向

で
あ
の
ま
す
。

併
し

な
が
ら
叉

一
面
に
お
い
て
は
、
復

古

こ
い
へ
ば
昔
の
逋
の
に
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

一こ
い
ふ
考

へ
も
あ

っ
て
、
こ
れ
が
復
古
神
道
派
の
人

々
の
主
張

で
あ
り
ま
す
。
さ
う
な
れ
ば
明
治
開
國
の
大
原
動
力

で
あ

っ
た
王
政
復
古
は
、
非
常
な
保
守
的
勢

力
或
は
懐

古
的
な
勢
力
・こ
な
る
。
さ
う
な
る
一こ
開
國
進
取

-こ
い

ふ
方
向
噛こ
相
背
馳
す

る
場
合
も

で
膏
て
來
た
の

で
あ
の
ま
す

。

つ
ま

り
、
明
治

の
初

に
重
要

で
あ

っ
た
王
政
復

古
、
開
國

進
取

、
こ
の
二
つ
の
勢
力
が
或

る
場
合

に
は
相
伴
ひ
、
或

る
場
合
に

は
相
反
撥
し

て
、
今
日
ま

で
い

ろ

い
ろ
運
動
を
な
し
來

つ
た
、こ
観
察
し

て
よ
い

¶こ
お
も

ふ
の

で
あ
り
ま
す

・

　

そ
こ
で
王
政
復
古
の
も
,こ
に
明
治
政
府
を
組
織
し

、
そ
の
政
府
の
巾
の
勢
力
を
も

つ
て
み

る
人

々
の
考

へ
で
は
、
王
政
復
古

で
あ

る
以
上
そ

れ
は
總

て
の
制
度
を
大
篝
令
の
制
度
に
還

へ
す

べ
膏
で
あ

る
,こ
い
ふ
主
張
を
な
し
た
の

で
あ
り
ま
す
。
即
ち
神
祇
官
を

八
省
百
官
の
上
に

お
い

て
、
政
治
の
最
高
機
關
に
す

る
一こ
い

ふ
に
あ

る
。
し

か
し
實
は
大
寶
令
の
昔

か
ら
紳
祗
官
は
、
さ

う
い
ふ
政
治
機
關

で
は
な

か
っ
た
の

で
あ
り

ま
す
が
…
…

-こ
に
角
國
民
全
體

に
教

へ
を
與

へ
る
べ
き
機
關
で
あ

る
、こ
い
ふ
こ
、こ
の
解
釋
を
探

っ
た
の
で
あ
の
ま
す
。

そ
こ
で
明
治
初
め
に
は

紳
祗
官
を

一
番
ヒ
に
八
省
百
官
の
ト
に
置
い
て
、
凡

ぺ
て
何

ご
,こ
も

神
道
を
も

つ
て
本

-こ
す

る
、こ
い
ふ
主
義
を
勵
行
し

や
う
¶こ
し
た
の

で
あ
り

ま
す
。

そ
れ
を

一
番
は
じ
め
に
は
祭
政

一
致
の
政
事

-こ
稱

へ
、
少
し
經

っ
て
政
教

一
致
,こ
い
ふ
名
に
變

っ
て
み

る
が
、
・こ
に
角
復

古
神
道
の
主

張

を
直

に
政
治
に
實
行
し

や
う

、こ
し
た
の
で
あ

る
。
即
ち
こ
の
思
想

で
や
れ
ば

、
苟
も
日
本
人
た

る
も
の
は
こ
の
意
味
に

お
け

る
祚
道

、
或
は

皇
道
.こ
も
い

っ
て
み
る
、
に
背
く
奴
は
な

か
ら

う
。

こ
れ

に
背
く
や

つ
は
H

本
人

の

資
格

の
な
い

や
つ
で
あ

る
ざ
い

ふ
解
釋
を
下
し

て
お
っ

た
。

こ
の
主

義
を
貫
く
な
ら
ば

、
ほ
か
の
種
類

の
信
仰
を
も

つ
て

み
る
も
の
は
皆
非
国
民
で
あ

る
か
ら
叩
き
潰
せ

ざ
い

ふ
こ
,こ
に
な
の
、
今
申

し
上
げ
た
民
族
的
宗
教

、
國
家
的
禰
道
を
國
敢

・こ
す

る
¶こ
い
ふ
主

義
を
貫
徹
し
や
う

一こ
し
た

の
で
あ
り
ま

す
。

　

そ
こ
で
明
治
初
年
以

來
の
宗
教
政
策
に

お
い
て

、
先
づ
現
は
れ
て
來
た
の
は
こ
の
意

味
に
お
け

る
國
敏

の
樹
立
で
、

こ
れ
に
必
然
的
に
件

ふ

禰
佛
分
離

、
廢
佛
毀

釋
で
あ

り
ま
す
。
沸
沸

分
離

,こ
い

ふ
の
は

、
千
數
百
年
の
間
の
遠
き
に
遡
れ

ば
奈
良
時
代

で
あ

の
ま
す
か
、
も
少
し
下
れ

ば
李
安
朝

の
は
じ
め
か
ら
、
紳
肚

を
佛
数

で
管
理
し

て
み
る
。
本
地
垂
迹

の
説
に

本
つ

い
て
、
祕
祗

の
紳
は
垂
迹

で
、
外
に
現

は
れ
た
佛

の
假

り

の
形

で
、
そ
の
本
體

は
佛

で
め
る
、こ
い
ふ
の
で
、
論
証

を
佛

敷
的
に
祀

っ
て
を

つ
た

の
で
あ
め
ま
す

。
そ
れ
を

命
中
し
た
復

古
神
道
主
義

で

35
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r　　　塾

第

一
に
打
破
し

て
し
ま

ふ
、
い
は
ゆ

る
沸
沸
判
然

-こ
い

っ
て
、
祕
佛
混
合
を
禁
じ

て
し
ま

っ
た
の

で
あ

る
.、
明
治

二
年
の
布
令
に

5
今
般
諸

国

之
紳
瓧
に

お
い
て
沸
沸
混
淆
之
儀
は
御
腰
止
相
成

候
に
付

、
別
當
紅
僭

老
輩
は
還
俗

之
土
、
神
主
瓧
人
等
之
稱
號
に
相
轉
、
神
道
を
以

て
勤
仕

可
致
候
」
も
し

そ
れ
が
嫌
な
や

つ
は
紳
肚
を
出

て
行
け

一こ
い

っ
た
。

そ
れ

の
み
な
ら

ず
更
に
進
ん

σ
、
紳
瓧
の
中

に
は

佛

像

が

随

分
交

っ
て

ゐ
、
ま

た
経
文
も
澤
山
あ

っ
た
、
そ
れ
等
を

ド

ン
ド

ン
放
り
出
し
た
の
で
あ

り
ま
し

て
、
今
H
の
青
年
諸
君
の
想

像
に
も
及

ば
な
い
状
態

で
あ

り
ま
し
た
。
實
際

そ
の
當
時
ま

で
は

、
♂
こ
の
紳
杜
に
も
佛
像
や
經
卷
が
あ

っ
た
が

、
そ
れ
を

悉
く
放
り
出
し

、
或
は
焼
き
或
は
水
に

流
し

た

り
破
壊
し
た
り
、
或
は
ま
た

塔
を
毀

わ
し

た
一こ
こ
ろ
も

随
分
あ

り
ま
し

九
、
ま

π
そ
れ
に
火
を

つ
け

や

う
.こ
し

た
が

、
近
所
の
人
間
が
火
事
を

や
ら
れ

て
は
困

る
、こ
い
ふ
の
で
、
騒

い
で
や
め

た
一こ
い
ふ
こ
ご
も
あ

り
ま
す
・
隨
分

そ
の
時
の
状
態
は

一
種

革
命

的
精
神
に
充

ち
て
を

つ
た
の

で
あ
の
ま

す
。
,こ
に
角

子
數
百

年
の
間

、
憎

い
坊
主
が

紳
瓧
を
我
が
も

の
顏
に

汚
し

て
を

つ
た

の
だ
か
ら

、
こ
れ
を
浄
め
て
衲
毒
し

、
佛

臭
い

も

の
は
悉
く
追
ひ

出
し

τ
し
ま

ふ
決
心
が
非
常
に
固
く

、
こ
れ
に

對
し

て
抵

抗
す

る
も

の
も
な
か

っ
た
。

さ
う
い

ふ
意

味
に

お
い
て
碑
佛
判
然

を
や

っ
た

の
で
あ

の
ま
す
。
な
に
も
佛
教
に
對
し

そ
ん
な

追
書
を

加

へ
ず

.こ
も

、
佛

教
は

怖
教
、
祕
主

は

禪
王
ご
分
離
し

て
、
各

自
治
獨

立
で

や
れ
ば
よ
か

っ
た
や
う
に
も

お
も

は
れ

る
か

、
勢
ひ

の
邂

く
ざ
こ
ろ

復
古
主

義
の
神
道

か
ら
甲
せ
ば

、
そ
れ
は
い
け

な
い
、
も

う

一
つ
進
ん

で

佛
敖
も
撲

滅
し

て
、
す

べ
て
祕
道
主
義
に
し

て
し
ま
は
な
け
れ
ば
本
當

で
な
い

、
さ
う
で
な
け
れ
ば
王
政
復
古

-こ
い

ふ
意
味
を
な
さ
ぬ
・こ
い
ふ

の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
は
蓋
し
自
然

の
勢

で
あ

っ
た
。
そ
こ
で

つ
ま

り
命
中
し

た
廢
佛
毀

釋

¶こ
い

ふ
こ
一こ
に
な
り
、
そ
れ
を

や
る
た
め
に
は
い
ろ

い
ろ

の
こ

¶こ
が

起

つ
た

の
で
あ

り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

O

　
そ
れ
ま

で
は
徳
川
幕

府
の
も

,こ
に

お
い
て
佛
敏
は
、
干
渉

も
あ

っ
た
か

一こ
に
角
篤

い
保
護
を

受
け
て
を

つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し

淨
土

眞
宗
以
外

の
各
宗
は
皆
肉
食
妻
帯
は
禁
じ

ら
れ

て
を

つ
た
。
坊
主
は
肉
食
し
た
り
妻
帯
す

る
こ
ざ
は

い
け
な
い
、
も
し

女
犯
を
犯
し
た
坊

主
か

あ
れ
ば

、
江
戸
で
は

日
本
橋
で

三
日
間
曝

さ
れ
た
、

一
寸
女
に

惚
れ

て
も
三

H
間
曝

さ
れ

る
の
だ
か
ら

、
こ
れ
は

ず

つ
も

辛
ら

か
っ
た
で
せ

う

、
そ
れ
で
も

や
み
や
つ
が
あ

っ
光
の

で
あ
の
ま

す
、
内
密

で
そ
つ
ミ
や
つ
仁
や

つ
も
無
論

め
の
ま

せ
う
、
兎
に
角

一ζ
れ
を
や
ら
な
い
の
が

本

一
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常

で
あ

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

¶こ
こ
ろ
が
明

治
政
府
の
は
じ
め
に

、
肉
食
妻
帯

を
禁
じ

る
は
人
倫
に
背
く
も
の
で
あ
る
、
殊

に
神
道
主
義

か
ら

見
て
、
男

女
相
合
し
陰
陽
相
合
す

る
の
は
天
與
の
理
で
あ

る
、
晋
伊
弉
諾

、
伊
非
器
尊

大
の
浮
礁
の
ヒ
に

お
い
て
共
に
計
ぴ
て
目
く
…
…
こ
れ

は

今
こ

、
で
は

っ
き
り
言

へ
ま
せ
ん
が

、
そ
れ
等
は

即
ち
祕
の
道
で
あ

る
、
人

の
道

で
あ

る
、
そ
れ
を
坊
主

、こ
い
ふ
や
つ
は
し

て
は
な
ら
ん

哨こ

い
ふ
の
は

不
都
合

で
あ

る
、
だ
か
ら
坊
主

の
方

で
も
そ
れ
を

や
る
べ
し

、こ
い
ふ
く
ら
み
に
な

っ
て
來
た

の
で
、
坊

さ
ん
の
方
も
こ
れ
は
得
た
り

賢
し

で
も

っ
て
大
い
に

や

る
べ
し

一こ
い
ふ
こ
一こ
に

な

っ
た
。

そ
こ
e
坊

さ
ん

ご
い
ふ
形
は
崩
れ
て
し
ま

っ
た
・

こ
れ
だ
け
な
ら
坊
主

丸
儲
け

で

あ

っ
た
が
、
さ
う
は
い
か
ぬ
、
こ
ん
、ご
は
寺
領
を

取
の
上
げ
ら
れ

て
し
ま

っ
た

、
こ
れ
は
少
々
痛

か
っ
た

、
そ
れ
の

み
な
ら
ず
更
に

一
班

進
ん

で
來

て
、
明
治
三
年
四
年
に
な
り
ま
す
ご
、
い
は
ゆ
る
皇
道
を
復

興
す

る
こ
一こ
に
な

り
、

こ
れ
を
稱
し

て
大
赦
宣

布

こ
孵
し

て
み
る
・

　

大
歉
宣
布
に

つ
い
て
は
、
苟
も
人
心

感
化
に
從
事
す
る
も

の
は
三

ケ
條

の
教
則
、
即
ち
第

一
條

敬
騨
愛
国
の

旨
を
體
す

べ
き
こ
ご
、
第

二
條

天
理
人

道
を

明
か
に
す

べ
き
こ
、こ
、
第
三

條
塁
上
を
奉
戴
し
朝

旨
を
遒
守
せ
し
む

べ
き
こ
一こ
、
こ
の
三

ケ
條
を
基
に
し

て
、
そ
れ
以
外

の
こ
一こ

は
説
教
し

て
は
な
ら
ぬ
・こ
い
ふ
の
で
あ

る
。
殊
に

明
治
政
府
の
中
に
勢
力
を
も

つ
て
を

つ
た
人

の
大
多
數
は

、
こ
の
大
敏

で
育

つ
た
人

で
あ

る

か
ら
、
今
坊
主
が

地
獄
極
楽

の
僞
説
を
説

い
て
、
爺
婆

か
ら
金
を

取
っ
て
み

る
の
は
不
都
合

で

こ
い
ふ
頭
が
非
常
に
強
く
、
説
教
に
地
獄
極
楽

を
言

ふ
ぺ
か
ら
ず

,こ
い
ふ
こ
、こ
に
な

っ
た
か
ら
、
坊
主

も

商
賈
を
喰
止
め
ら
れ
た
形

-こ
な
っ
た

の
で
あ
り
ま
す
・

そ
こ
で
天
理
人
道
を
明

か
に

す

る
こ
,こ
を
や

っ
て
見
や
う
・こ
は
思
っ
た
が

、
そ
の
中

に
何
か
佛
・こ
か
な
ん
一こ
か
f
出
る
ご
場
合

に
よ

っ
て
は
叱
か
ら
れ
る
、
佛
教

e
今
ま
で

や

っ
て
み
る
火
葬
を

や

っ
て
は
な
ら

ぬ
一こ
か
、

そ
の
他
凡
ゆ

る
方
面
か
ら
極

力
壓
逍
を

加

へ
ら
れ

、
制
限
を

抓

へ
ら
れ
た
の
で
あ

る
・

そ
こ
で

坊
主
は
還
俗
し

て
毛
を
生

や
し

て
や

る
や
う
に
し

た
が

、
そ
れ
も
旨
く
行
か
ず

、
矢
張

り
坊
主
は
寺

へ
引
込
ん

で
木
魚
か
鉦
で
も
叩

い
て
み
な

け

れ
ば
仕

方
が

な
か

っ
た
の

で
あ
り
ま
す
。
然
し

そ
の
時
代
に
は
ま
だ
穴
を
掘

る
人
は
な
か

っ
た
の

で
あ
り
ま
す
b

　

そ
こ
で
佛
敏

の
方
で
は
こ
れ

で
は
な
ら
ん

「こ
少
し
緩
和
す

る

つ
も

り
で
、
佛
敖

の
方

か
ら
建
言
し

て
大
敏
院
ぐ
}い

ふ
も

の
を
建

て
九
。
そ
こ

で
は
大
教

を
講
ず

る
事
に
し

て
、
佛
敏

-こ
か
神
道
・こ
か
の
區

別
を

せ
ず
に

一
緒
に

や
ら

う
ち

や
な

い
か
一こ
、
神
道
に
対
し

妥
協
案
を
申
出
た
。

祚
道
の
方
σ
は

得
た
り
賢
し

一こ
、
よ
ろ
し

い
・こ
い
ふ
譯

で
大
教
院
を
設
け

た
。
初
め
に
紀

州
屋
敷
一

・・今
の
東
京
赤
坂

御

所

の
あ

る
・こ
こ
ろ
で

一37一



題間数宗と國開治明

あ

り
ま
す

、
そ
の
後
芝
増
上
寺
に
移
し

て
、
そ
の
本
堂

の
阿
彌
陀

如
来
の
像
を
取
拂

2
し
、
御
幣

を
三

つ
立
て
こ
れ
を
一二
任
の
稗

こ
穩

へ
、
そ

の
前

で
神
主
は
勿

論
手
を
拍

っ
て
拜
ん
だ

、
本
願
寺
の
坊
主

も
手
を
た

・
く
稽
古
を
し

て
拜
む

こ
,こ
に

な
っ
た
の
だ
か
ら

、
他

の
坊
主
も
皆

こ

れ
に
倣

は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
.こ
に
な
り
、
俄
に
毛

を
生
や
し

た
り
、
毛

の
生

え
な
い
も

の
は
鬘
を
か
ぶ

っ
て
來
て
、
ボ

ン
ボ

ン
拍
手
を
打

っ

て
淨
め
給

へ
祓

へ
給

へ
一こ
や
り
出
し
た
。
實
に

そ
の
點

か
ら
見

て
そ
の
當
時
の
佛
敏

-こ
は

、
意
気
地
の
な

い
も

の
で
あ

っ
た
一こ
い
は
ざ

る
を
得

な

い
の
で
あ
り
ま

す
。
¶こ
に
角
紳
佛
判
然

で
、
神
道
國
敢

主
義
を
徹
底
的
に
行

は
ん
・こ
し

て
、
そ
こ
ま

で
來
た

の
で
あ
り
ま
し

た
・

そ
れ
は
た

だ
に
中
央
政
府

だ
け
で
な
く
、
地
方
に

お
い
て
も
随

分
こ
れ
を
實
行
し
た

の
で
あ
り
ま
し

た
、
鹿
兒

島
藩

の
こ
・こ
き
は
最
も
熱
心
な
も
の

で
あ

り
ま

す
、
藩

主
は
じ
め
す

.〈、
て
菩
提
寺
を
廢
し

て
皆

神
道
に

な

っ
た

の
で
あ

り
ま
す

、
そ
の
時
鹿
児
島
藩

で
出
し

た
祚
道

の
書
物
に
も
か
う
い

ふ
こ
・こ
が
書

い
て
あ

り
ま
ず
。
　
嵎、今
般
佛
法
御
腰
止
に

つ
き
、
從

來
後
世
極
楽

の
僞

説
を

信
じ

、
深
く
迷
ひ
居
候
も

の
を
御
激

論
の
爲

、
此
書

御
著
述

な
さ
れ
頒
行
仰
付
け
ら
れ
候

云
々
』
。

か
く
し

て
鹿
児
島
藩
は
神
道
を
強

制
し

て
、
佛
教

を
本
當

に
廢
止
し
た
の
で
あ

り
ま
す
。

そ
れ

に
近
か

っ
た
も

の
か

、
可
な
り
あ
ち
ら

こ
ち
ら

の
藩
に
は
あ

っ
た
の
で
あ

の
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

O

　

こ
の
ま

、
に
し

て
放
任
し

て
置
け

ば
、
佛
敖
は
廢
滅
し

て
し

ま

ふ
の
で
は
な
い
か
一こ
思
は
れ
た

の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
は
叉

さ
う
は

ゆ
か

な

い
、
幾
ら
徳
川
時
代
に
去
勢

さ
れ
た
に
し

て
も
、
明

治
初
年
以

來
今
申
し
た

如
く
僧
侶

は
無
気
力

で
あ

っ
た
に
し

て
も

、
そ
の
間
に
は
カ
も

あ

り
信
仰
の
強

い
僧
侶
も
あ

っ
た
の

で
あ
の
ま
す
。

そ
の
人

々
の
名
を

一
々
擧
げ

る
必

要
も
あ

り
ま
せ
ん
が

、
た

f
一
一三
を
擧
げ
れ
ば

、
相
國

寺
の
荻
野
獨
園
、
西

本
願
寺
の
島
地
默
雷
、
知
恩

院
の
鵜
飼
徹
定
、
禪

宗

の
鴻
雪
爪
、
日
蓮
宗
の
三
村
日
修

な
ん

一こ
い
ふ
な
か
な

か
豪
傑
連
が

あ

っ
た
。
或

る
時

な
、ご
神
道
主
義
の
浪
人

≡

ご
人
が

刀
を
抜

い
て
斬

り
か

・
つ
て
來
た
白
及
の
下
に

、
卒
然

,こ
し

て
を

つ
た
人
も
あ
れ
ば
、
太

政
官

へ
行

っ
て
談
判
し

、
太
政
大
臣

か
誰

か
偉
い
官
吏

の
前

で
椅

子
に
坐
わ
り
込
ん

で
動

か
な

か
っ
た
,こ
い
ふ
人
も
あ

っ
た
。
こ
れ
等
は
ま
つ

こ
わ
持
て
の
僧
侶
の
や
う
で
あ

っ
た
が

、
兎

に
角
さ
う
い
ふ
豪
傑
も
あ

っ
た
。
島
地
默
雷
師
の
こ
,こ
き
は
西
洋
を
巡
は

つ
て

来
て
新
知
識
を
も

つ
て
、
ま
九
特

に
伊
藤
博
文
公

な
盲
ざ
よ
く
結
ん

で
、
佛
歉
復

興
に
盡
し
た
人

で
あ
る
。
兎
に
角
佛
歉

は
如
何
に
無
気
力

・こ
い

へ
さ
も

、
こ
の

　 　 　 一一
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O

壓
逍
を

こ
の
ま

・
に
し

て

へ
こ
た
れ
る
も
の
で
は
な
い
、

そ
の
反
抗
力
は
さ
れ
だ
け

あ

っ
た
か
わ
か
ら
な

い
、
の
み
な
ら
ず
如
何
に
信
仰
が
璽

落
し

て
み

る
に
し

て
も

、
干
何
百
年
來

、
近
く
は
鎌
倉
以
來
各
そ
の
宗

派
を
守
り

來
つ
た
も

の
で
、
士
の
方
か
ら
申
せ
ば
地
獄
極
樂
は
僞
説
で

あ
る
か
も
知
れ
な
い
が

、
信
徒
に

噛こ
っ
て
は
ま

こ
・こ
の
命

で
あ

る
、
そ
の
命

で
あ

る
信
仰
を
壓
遣
し

如
何
に
奪
ひ

取
ら
う

一こ
し

て
も
、
表

面
は

こ
れ
に
從
ふ
か
も
知
れ

ぬ
か

、
内
心
は

こ
れ
に
服
從
す
る
譯
に
は
い
か
な
い
、
こ
れ
は
自
然
の
勢
ひ

で
あ

る
。

そ
こ
で
佛
敏

は
存
外
ね
ば
り
強

い
¶こ
い
ふ
こ
一こ
が

、
明

治
五
年

㌔、しろ

か
ら
だ
ん
だ
ん

分
っ
て
來
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

で
今
申
し
た
祕
道
を
國
敏

ε
し

て
確
立
し

、
佛
教
を

廢
絶
し

て
し
ま

ふ
、こ
い
ふ
運
動

は
、
明
治
元
年
か

ら
五
年

ご
ろ
ま
e
は
上
り
坂

で
あ

っ

た
か
、
五
年

ご
ろ
か
ら
ボ

?

、〕降
り
坂
に

な

っ
て
、
十
年
ご
ろ
に

は
殆

盲
そ
れ
が
消
滅
し

て
し
ま

っ
た
形

で
影
を
潜
め
て
し
ま

っ
た
。
帥

ち
初

め
に
は
紳
祗
官
を

凡
ぺ
て
の
上
に
置

い
て
、
後

そ
れ
が
教
部
省

こ
な
り

、
そ
の
教
部

省
も
ま
た
廢
せ
ら
れ

て

一
部

分
が

内
務

省
、

一
部

分
か
文

部
省

こ
な
の
、
大
教
院

も
そ
の
前
に
廢
せ
ら
れ

て
通
常
の
政
務
「こ
同
様
に
な

っ
て
し
ま

っ
て
、
祚
道
を
國
歉

、こ
す

る
祕
祗
官
政
治
組
織

は
、
明

治
十
年
ご
ろ
に

は
全
く

な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
の

で
あ
の
ま
す
。

か
く
の
㌔、〕
,こ
く
し

て
佛
敢
が
反
撥
力
を
増
し

て
、
そ
の
間
に
今
日
の
佛
激
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
β

合
會
の
ハ、ミ
」
き
道

盟
曾

¶こ
い
ふ
も
の
が

出
來
た
の

で
あ

り
ま
す
。

こ
れ
は
徳
川
時
代
に
は

不
可
能

で
あ

っ
た
、
徳
川
時
代
に
は
各
宗
各

々
自
分

の
領
分
だ
け

を
守
っ
て
、
互
ひ
に
聯
絡
す

る
や
う
な

こ
、こ
は
な

か
っ
た
。
「こ
こ
ろ
が
明
治
政
府
の
下
に
座
迫
を
受
け

た
こ
一こ
が
機
會
、こ
な

っ
て

佛
教
聯
合
の
道

盟
曾
な

る
も
の
が

出
來
た
。

つ
ま

り
數
百
年
を
経

て
こ
の
機
會
に
佛
敖
の
聯
合
が
出
來
た
の
で
あ
り
ま
す
。
且

つ
ま
た
大
教
院

の
監
督
の
下
ぐ
」稱
し
な
が
ら
も

、
實

は
各
宗

各
々
自

分
の
學
校
を
復
興
し

、
京
都
に
も

立
ち
ま
し
た
が

、
そ
の
多
く
は
東
京
に
立

っ
て
・
各
僧

階
の
教
育
を
進
め
て
來
た

の

で
あ
り
ま
す

。
そ
れ
が

今
H
各
宗
の
大
學

ぐ
」な

っ
て
み
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
か
ら
は
人
物

も
出
て
を

0
ま
す

そ
し

て
敏
有
界
に
も
祗
會

的
に
も
働
く
祗
會
事
業

-こ
い
ふ
も

の
は
、
そ
の
芽
萌
し
は
實
に

明
治
初
年
壓
逍
を
受
け

て
み
る
時
に
既
に
出
來

て
を

つ
た
の

で
あ

の
ま
す
。
瀞
道
國
教
主
義
が

一
時
ず

?

こ
ヵ
を
得

て
佛
教
を
壓
遣
し
た
が
、
ね
ば
り
強
い
佛
敏
は
大
部
分
は

へ
こ
た
れ
た
が
、
そ

れ

で
も
兎
に
角
堪

へ
て
そ
し

て
今
度
は
ヂ

リ
ヂ
リ
ーこ
盛

り
返

へ
し

て
来
て
、
た

う
、こ
う
朋
治
十
年
に
な

っ
て
岬
佛
各
宗
派
は
各
自
治
を

や
っ
て

い

、
¶こ
い
ふ
こ
一こ
に

な
っ
て
、
今
日
の
い
は
ゆ
る
管
長
制

度
の
も

一こ
に
十

二
宗
佛
激
が

自
治
に
な
り
、
神
道
は
祚
道
本
局
が

す
べ
て
統
轄
し
、
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そ
の
紳
逍
本
局
の
中
か
ら
だ
ん
だ
ん
後
に
獨
亡
し

て
、
今
日
の
天
理
教

¶こ
か
金
光
靫

な
さ
の
各
敏
會
に
な

っ
た
の
で
あ

の
ま

す
。
こ

、
に

お
い

て
い
は

f
宗
教
團
體
自
治
の
大
體
の
端
緒
が
開
け

た
次
第

で
あ

り
ま
す
。

　

さ
う
い

ふ
や
う
に
し

て
國
内
の
事
情
、
主

・こ
し

て
佛
敏
に
謝
す

る
關
係
の
上
か
ら
だ
け

で
も

、
神
道
國
教
主

義
を
強
壓
的
に
行

ふ
明

治
初
年

の
政
策
は

、
逾
に
敗
れ

ざ
る
を
得
な
く
な

つ
尤
の
で
あ

の
ま
す
。
少
く

こ
も
そ
の
勢
ヵ
を
削
減
せ
ざ

る
を
得
な
く
な

っ
た
の
で
あ
め
ま
す

。
そ

の
結
果
は
祚
佛
各

自
治

¶こ
い
ふ
こ
・こ
に
向

っ
て
來
た
の
で
あ

り
ま
す
。
そ
し

て
明

治
元
年
か
ら
十
年
ま

で
の
間
太
政
官

、
神
祇
官
が

出
来
、
教

部
省
が

出
來
、
大
激
騰
が
出
來

、
そ
の
間
に
い
ろ

い
ろ

布
令
か
出
た
り

、
或
は
教
導
職

-こ
い
ふ
も

の
が
出
來

、
い
ろ

い
ろ
佛
教
が

へ
こ
た
れ

る

運
動
を
し

た
。
こ
れ

は
實
に
面
白

い
運
動
で
あ

の
ま
す

、
た

f
惜
し
い
哉

、
こ
れ
等
の
連
動
混
亂
の
う

ち
に
思
想
上
、
信
仰
上

の
力
の
見

る
べ

き
も

の
は

兩
方

ご
も
あ
ま

り
現

は
れ
な
か
っ
た

こ
・こ
で
あ
り
ま
す
。
兩
方
、こ
も
主

、こ
し
て
政
治
運
動
の
上
に
、
こ
れ
等
の

こ
一こ
を
行

っ
て
來
た

の
で
あ
る
。
佛
整

羲

的
生
命
か
恢
復
し
、
或
は
多
少
こ
も
復
興
し
て
來
た
の
は
、
ず
?
丶後

明
治
二
+
年
過
ぎ
後
の
こ
一こ
で
曽

ま
す
。

一

明
治
十
年
時
代

は
神
道
も
佛
敏
も

、
¶こ
も

に
宗
敢
問
題
信
仰
問
題
の
内
容
よ
り
も

、
む
し
ろ
政
治
邏
動
の
㍗
)
-こ
く
し

て
或

は
衝
突
し
、
或

は
妥

協
し
て
麥

の
で
あ
の
ま
す
・
勿
論
そ
の
間
に
立
っ
て
、
発
き
ほ
爵

し
ま
し
毒

川
案

に
起
つ
た
民
間
虚覈

の
進
歩
も
、
多
少
は
あ
り
ま

一

し
た
け
れ
,こ
も
、
こ
れ
は
皆

い
つ
れ
も
多

少
,こ
も
壓
逍
を
受
け

た

こ
一こ
は
幕

末
以
來

同
様

で
あ

り
ま
す
。
殊

に
天
理
教

の
こ
一こ
き
は
明

治
の
初

め

な
か
な

か
壓
逍
を
受
け

、
敖

組
も

度
ぴ
慶
び
警
察

へ
連
れ
ら
れ
九
り
、
或

は
留
置
を
喰

っ
た

の
、
ま
九
信
者
の
集
曾
が
警
察
官
に
蹂
躙
ら
れ

た
こ

一こ
も
あ

っ
た

の
で
あ

る
。
各
宗
派
-こ
も
多

少
¶こ
も
さ

こ
に
も

か
う
い

ふ
こ
一こ
が
あ

の
ま
し
た
。
尤
も
黒
住
教

に
は
な

か
っ
た
や
う

で
あ

り

ま
す

が
、
他

に
は
皆
多
少

-こ
も
あ

っ
九
。
こ
れ

は
ま
た
自
然
の
勢
ひ
で
あ

っ
て
、
今

日
は
黒
住
教

で
も
天
理
数

で
も
、
各
宗
派
み
な
綿
道
で
あ

わ
ま
す
が

、
明
治
初
年

㌔、しろ
の
神
道
國
敢
主
義
の
人

か
ら
見
る
一こ
、
神
道

で
は
な
い
・
夲
田
篤
胤
の

『
俗
神
道
大
意
』

ミ
い
ふ
書
物

に
現
は
れ

た

噛こ
こ
ろ
に
よ

る
煽こ
、
國
敖
以
外
の
神
道
を
俗

神
道

、こ
罵
倒
し

て
み
る
。
國
體
主
義
祚
道

、
民
族
主
義
の
神
道

の
上

か
ら

見
れ
ば
何

々
の
祚
様

を
信
じ

る
¶こ
か
う
い

ふ
利
益
が
あ

る
一こ
か

、
或
は
か
う
い
ふ
御
示
し
が
あ

る
,こ
か
い

ふ
そ
ん

な
信
心
臭

い
話
は

つ
ま

ら
ん

。
そ
れ
よ
の
も
大
切

な

こ
一こ
は
国
家
の
た
め
に
断

る
の
で
あ

る
、
國
家
主
義
に
あ

る
の

で
あ

る
。
そ
の
意

味
に
お
い
て
国
家
主
義
の
神
道
を
行

ふ
・こ
い
ふ
人
々
、
こ
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れ
を

政
治
的
に
行

ふ
.こ
い
、誹
人

々
の
頭
か
ら
見
れ
ば

、
生
意
気
だ
・
大
和

の
隅
っ
こ
に

る
る
婆

さ
ん
ψ
'2
神
様
な
ん

か
ぐ
)い
ふ
の
は
生
意
気
だ

・こ

い

ふ
の
で
あ

る
。

お
上
に
立

っ
て
る
る
連
中

か
ら
見
れ
ば

そ
れ

は
無
理
も
な
い
話

で
あ

る
、
從

っ
て
こ
れ
等

の
民
間
宗
歉
も
侮

芝
、こ
同
様
爆
迴

を

盲
れ
だ
け
づ

・
か
受
け

た
の
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

　

そ
こ
で
話

は
元

に
戻

り
よ
し

て
、
徳
川
幕

府
時
代

の
キ
リ

シ
タ

ン
禁
制
は
、
實
に
綿
密
嚴
密
を
極

め
た
も
の
で
あ
の
ま
し

た
か

、
そ
の
間
を

縫

う

て
眞
面
目
に
!
!
多

少
な
ま
く
ら
に
な

っ
た
も

の
も

あ
り
ま
し

九
が
i

↓

〕に
角

正
直
に
素
直
に
、
元
の
信
仰
を

貢

い
で
を

る
も

の
も
あ

の
ま
し
た
。
そ
し

て
デ

ウ

ス
を
信
じ
奉
れ
ば
キ

リ
シ
ト
様
の
御
助
を
仰
ぎ

、
死
ん

'じ
後
は
デ
ウ

ス
の
救
ぴ
に
よ

っ
て
バ
ラ
イ
ゾ
に
生
ま

れ
、
悪

人
は
イ

ン
ヘ
ル
ノ
に
陥
る
ん
だ

、
自
分
等
は
何
ん
の
こ

・こ
か
よ
く
分
ら
ぬ
か

、
デ
ク

ス
の
御
言
葉
を
唱

へ
て
る
れ
ば
バ
ラ
イ
ゾ
に
參

る
一こ
、
正

直
莫

"
か
う
信
じ
て
嚴
密
な
監
覦
の
も
丶〕蠡

ん
で
麥

信
徒
で
あ
る
・
さ
う
で
あ
の
ま
す
か
ら
徳
川
幕
府
の
役
人
か
ら
見
て
も
・
ま
た
況

一

や
明
治
政
府

新
進
気
鋭

の
人

か
ら
見
れ
ば

、
實
に
愚
民
の
迷
信
、こ
見
え
る
、
こ
れ
は
、ご
う
も
已
む
を
得
な
い
こ

一こ
で
あ

る
、
そ
こ
で
今
申
上
げ
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た
㌔、し
隔こ
く
、
日
本
國

中
に

勢
力
を
持

っ
て
る
た
佛
敏
に
對
し

て
す
ら
、
極
度
の
壓
迫
を
加

へ
て
廢
佛
毀
釋
を
や
ら
う

一こ
い
ふ
勢
ひ

で
あ

っ
た
明

治
の
新
政
府

で
あ

る
か
ら
、
徳

川
政
府

か
ら
し

て
浦
上
の
信
徒
か

さ
う
い
ふ
問
題
を

起
し

て
み
る
一こ
い

ふ
こ
一こ
を
聞
き
、
長

崎
の
政
治
を
受
取

る
に
及
ん
で
、
こ
れ
を

ド

ン
ド

ン
壓
近
し
絶
滅
し

て
し
ま
は
う

・こ
考

へ
て
こ
れ
に
着
手
し
た
。

こ
れ
等

の
人
に

、こ
っ
て
は
勿

論
當
然
の

こ
一こ
で

あ

っ
た
の
で
あ
の
ま
す

・

　

た

f
こ
れ
等
少
壯
気
鋭

の
政
泊
家
逹

の
全
く
想
像
外

で
、
打
算
に
入
れ
な

か
っ
た
點
が
あ
る
、
帥
ち
彼
等
の
信
仰
は
フ

ラ

ン
ス
宣
教
師
が
入

っ
て
來
て
、
そ
れ
を
聯
絡
し
た

の
で
、
新
た
に
餘
炎
が
燃
え
出
し

た
の
で
あ
る

、
だ

か
ら

こ
れ
等
を
捕

へ
て
、
そ
の
中

の
頭
目

・こ
目
す

べ
き
・も

の

一
こ
ご
の
首
を

チ
ヨ

ン
切

っ
て
了

へ
ば
、
あ

ご
は
皆
腰
を
拔

か
し

て
し
ま

ふ
だ
ら
う

,こ
考

へ
て
を

つ
た

の
で
あ

る
、
-こ
こ
ろ
が
そ
の
頭
目
-こ
見

倣

さ
れ

た
ド
ミ

ニ
ク
仙
右
衛
門
¶こ
い
ふ
爺

さ
ん

の
、
〕
・こ
き

は
、
實
に
信
徒
の
中
堅
人
物

で
は
あ
り
ま

す
が

:
…
・か
う

い
ふ
人
は

い
く
ら
捕

へ
て

拷
問
し

た

つ
甲丶

も
う
自

分
は
身
を
デ
ウ

ス
に
捧
げ

て
み
る
の
で
あ
る
、

マ
ル
チ
リ

ヨ
の
死
は
却

τ
.名
譽
で
あ

る
、
首
を
斬
ら
れ

る
、こ
・こ
も
に
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靈
魂
は
天
に

上
っ
て
、

マ
リ
ヤ
様
の
も

こ
に
行

く
ん
だ
・こ
お
も
ひ
詰
め

て
み
る
ん
だ

か
ら
、
幾

ら
役
人

の
方

か
ら
改
心
せ
よ
、
今
ま

で
の
デ
亠ソ

ス
の
敢
を
捨

て
よ
、こ
い

っ
た
ミ
こ
ろ
で
聞
く
は
ず
か

な
い
、
改

心
し

て
デ

ウ

ス
の
激
を
捨

て
ま
す

ご
い

へ
ば
、
そ
れ

で
役
人
は
得
心
す
る
の
だ

が

、
さ
う
い

へ
は
イ

ン

ヘ
ル
/
に
陷
ち

て
限
り
な
き
苦
し
み
の
あ
の
業

火
の
申
に
隔

る
ん
だ

ε
思
ひ

つ
め
て
み

る
人
間
だ

か
ら
、
こ
れ
を
役
人

が
叱
り

つ
け

て
動
か
さ
う
、こ
し

て
も
、
實

に
想
像

の
及

ば
ん
力
を
持

っ
て
を

つ
た
の
で
あ

る
、
現
に
大
隈
八
太
の
こ
・こ
き
も

そ
の
時
に
長

崎
を

預
か
っ
て
を

つ
て
・
そ
の
中

で
幾
ら

か
文
明
開
化
の
人

で
、
こ
れ
等
敏
徒
に
對
す

る
穏
和
論
者
で
あ

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が

、
や
は
り
教
徒
を

呼
び
出
し

て
調

べ
た

一
人

で
あ
わ
ま

す
、
大
隈
候

の
追
懐
録
の
中
に
も
書

い
て
あ
り
ま
す

が
、
ま

た
私
も
時

々
直
接
そ
の
話
を
聞
き
ま
し
た
が

キ
リ

ス
ト
を
拜
む

な
ご
い

っ
て
叱
れ

ば

ハ
イ
、こ
い
ふ
か

、こ
思

ふ
・こ
、
ま

だ
若
い
女
で
も

そ
の
敖
は
捨

て
ら
れ
ま
せ
ん
櫓こ
断
言
す

る
の
で
あ
る
。

梃
子
で
動

か
し

て
も

さ
う
し

て
も
應
じ
な

い
、
こ
れ
に
は
驚

い

て
信
仰
の
力
ご
い
ふ
も

の
は
實
に
え
ら
い
も
の
だ

¶こ
思
っ
た
、
し

か
し
捨

て
お

く
譯
に
は

ゆ
か
ぬ
、
い
ろ
い
ろ
考

へ
た
が

"
」
う
し

て
よ
い
か
制
ら
ぬ
、
已
む
を
得
ず
だ
ん
だ
ん
壓
逍
せ
ざ

る
を
得
な
く

な
っ
た

一こ
い

ふ
こ
一こ
を

始
終
言

っ
て
を
ら
れ
た
・

¶こ
に
角
明
治
元
年
の
初
め
に
約
百

三
十
ば
か

の
ふ
ん
縛

っ
て
、
こ
れ
を
あ
ち
ら

こ
ち
ら
に

移
民

-こ
稱
し
て
實

は
流
し

も
の
で
・
津
和
野

¶こ
か
福
山
、
萩

な
♂
に

や
っ
た
の

で
あ
る
、
主
に
百
三
十
人

ば
か
り
の
家
主
を
や

っ
た
の
だ

か
ら
、
あ

・こ
は
奉
和

に
な
る
ε

思

っ
た
ら
、
な
か
な
か
さ
う
で
な
い
、
そ
れ
に

つ
い
て
フ
ラ

ン
ス
公
使
を
は
じ
め
各

國
公
使
か
ら
抗
議
を
申
込
ん
だ
、
幕
府

の
時
に
は
フ
ラ

ン

ス
公
使
だ
け

で
あ

っ
た
が

、
こ
ん

さ
は
他
の
公
使
も

一
緒
に
な

っ
て
抗
議
を
申
込
ん
だ
の
で
あ

の
ま
す

。

　

そ
の
前
に

一
寸
申
上
げ
て

お
膏
ま
す
が
、
こ
の
百

三
十
人

の
流
し
も

の
に
す

る
前
、
明
治
元

年
帥
ち
慶
應
四
年

二
月
に
從
來

の
制
札
を
書
換

へ
て
、
新

に
キ

リ

シ
タ

ン
邪
宗
門
は
禁

制
た
る

べ
き

こ
・丶こ

出
し
た

の
で
あ
り
ま
す

。
・こ
こ
ろ
が
外
國
公
使

か
ら

キ
リ

シ
タ

ン
宗
門
、
即
ち
わ

れ
わ
れ
の
宗
敖
を
邪
宗
門

¶こ
い
っ
て
張
り
出
す

の
は
、
不
都
合
ぢ

や
な

い
か

¶こ
い
は
れ
て
、
政

府
も

こ
れ
に
は
少

々
困

っ
て
、
そ

こ
で
前

の
制

札
を
書
き
直
し

て
、
キ
リ

シ
タ

ン
宗
門
は
禁
制

の
こ
一こ
、
邪
宗
門
も
ま
た
禁
制

の
こ
、こ

・
し
た

の
で
あ
の
ま
す

。
そ
し

て
邪
宗
門

-こ
し

て
浦

上

の
信
徒
百
三
十

名
を
追
ひ
や

っ
た
の

で
あ
る
、
そ
こ
で
外
国

か
ら
抗
議
を
申
込
ん
で
、
こ
の
抗
議
は
外
交
談
判

こ
な

っ
て
、
い
ろ

い
ろ
の
記
録

が
あ
め
ま
す
が

、

一
々
卑
し
ま

せ
ぬ
、
浦
上
町
民
露
置
の
中
堅

ミ
な

つ
t
の
は
岩

倉
右
大
胆
、
鎮

西
總
督

、こ
な

つ
匙
澤
宣
嘉
ぐ
ヒ

武

士
の
方

で

一 一42一
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は
薩

州
藩
の
題
手
田
、
松
方
な
き
、
そ
れ

か
ら
外
務

の
方

で
は
寺
島
外
務
卿
な
、ご
、
そ
れ
等

の
人
は
外
国
人
が

な
ん
ぐ
)
い
う

て
來
や
う
ぐ
丶

キ

リ

シ
タ

ン
の
殘

り
の
者
は

、M」
こ
か

へ
や

っ
て
し
ま
は
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
、こ
い
ふ
考

へ
で
、
な
か

な
か
聞
く
さ
こ
ろ

で
な
い
・
し
か
し

外
国

の
抗

議
も
な

か
な
か
強
硬

で
あ

る
,
殊
に
最
後
の
時
に

は
イ
ギ
リ

ス
、
オ
ラ

ン
ダ
、

フ
ラ

ン
ス
・
プ

ロ
シ
ャ
の
四
國

の
公
使
が
聯
合
し

て
江
戸
に
來

て
外
務
省

で
談

判
し
た

、
そ
の
談
判
の
筆
記
は
チ
ャ

ン
ご
殘

っ
て
を
の
ま

す
か
、

つ
ま

り
外
國

公
使

か
ら
は
信
仰
問

題
の
た
め
に
人
民
を
監
禁

し

、
或
は
流
し

,嚇
の
に
す

る
の
は
文
明
に
背
く
も

の
で
あ

る
、
貴
方
の
國
の
中
の
こ
ご
で
は
あ
る

け
れ
さ
も

・
さ
う
い
ふ
こ
,こ
を
す

る
一こ
日
本

の
た
め
に

な
ら

ぬ
、
且

つ
ま
た
條
約
に

お
い
て
わ

れ
わ
れ

、こ
も
信
仰
の
自
由
を
或

る
程

度
ま

で
保
障
し

て
み
る
の
で
は
な
い
か
・
兎
に
角

信
仰

の
た
め
に
人
民
を
壓
迫
す

る
一、〕
い
ふ
こ
ご
は

い
け

な
い
・こ
申
込
ん
だ
、
そ
こ
で
岩
倉
大
臣
は
強
硬

な
態
度

で
・
日
本
は
天
子
様
の
國

で
あ

る
・

天
子
樣

は
神
様
の
末
で
あ

る
、こ
い
ふ
日
本

の
國
教

を
暴
じ
な
い
《
、
彼
等
は
日
本
國
内
の
敷
に
背
く
も
の
で
あ
る
・
從

っ
て
謀
反
人

同
様

で
あ

る
、、〕い

ふ
こ
一、〕を
主
張
し
た

、
結
局

さ
う

い
ふ
談
判
を
貢
ね
た
が
、
外
國
公
使

の
方

で
は
何
し
ろ
日
本
園
内

の
こ
,こ

で
す

か
ら
・
さ
う
内
治

干

渉
も
出
來

な
い
、

で
最
後
は
そ
ん
な
こ

一こ
を
餘
の
や
る
一こ

一1
太
の
國
の
た
め
に
な
ら
ぬ
・

¶こ
い

ふ
ぐ

ら
ゐ
の
こ
、こ
で
分
れ
る
こ

一こ
に

な
っ
た
の

で
あ

.⇔
が
、
こ
ち
ら
の
方
で
は
着

嘉

を

進
め
、
そ
の
次
の
時
に
は
約
三
千
人
、
浦

上
の
住
民
の
キ
リ
ス
ト
信
者

で
あ
る
も

の
を

總
て
引
張

り

出
し

て
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
や

っ
た
の
で
あ

る
、
先
は
加

州
金
澤

、
尾
張
の
名
古
屋
ま

で
も
屆
い
て
を
の
ま
す

・
ず

つ
・こ

西

半
分
の
各
藩
に
分

け

て
一
一三
百
人
づ

、
共
同
流
し

も
の
に
し

て
し
ま

っ
た

、
こ
れ
に

つ
い
て
も
外
國
公
使
は
抗
議
を
申
込
ん
だ
が
・
4・」の
時
に
も
五
島

そ
の
他
に

も
を

る
が
、
こ
れ
等
も
や
る

つ
も

り
だ
¶こ
大
強
硬
を
示
し
た
の

で
あ
の
ま

す
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

　

ご
こ
ろ
が

さ
う
い

ふ
政
策

の
十
分
行
ひ

得
な
か
っ
た
に

つ
い

て
は
、
い
ろ

い
ろ
原
因
も
あ

っ
た
が
・
そ
の

一
つ
に
は
財
政
難
も
あ

っ
た
・
明

治
政
府
の
初
め
は
や

?

こ
基
礎
が
出
來
た
ば
か
の
で
、
こ
れ
か
ら
立
直
し
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
・
そ
の
間
に
金
が
な
い
・
い
ま

の
移
民

ご
稱

し

て
三
千
人
を
各
地

へ
逶

つ
た
だ
け

で
も
、
な
か
な
か
の
費
用

で
あ

る
、
現
に
外
務

省
で
外
國
公
使

-こ
談
判
の
時
に
・
そ
れ
を

思
は
ず
知
ら
ず

口
走

っ
て
み
る
、
そ
れ
は
金
が
な
い
か
ら
ま

だ
塗
れ

な
い
ガ

、
都
合
か

つ
け

ば
も

つ
ε
逡

る
Σ
い

っ
て
み

る
c
元
來
そ
れ
等
を
移
民
-こ

孵
し

て
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共
同
流
し

も
の
に
し

た
の
は
、
彼
等
は
長

崎
の
開
港
場
の

近
く
に
を

る
、こ
こ
ろ
か
ら
外
國
人

-こ
聯
絡

す

る
、
そ
れ
が

よ
く
な
い

・こ
い

っ
て
・で
の

聯
絡

を
絶

つ
た
め
に
各
地

へ
過

っ
て
、
各
地

で
他

ω
・教
徒

、こ
の
聯
絡
を
絶

っ
て
各

々
監
禁
す
れ

ば
、
心
を
改
め
る
も
の
、
信
仰
を
捨

て
る
も
の

も
出
來
や
う

、
各
地

へ
行

っ
た
ら
そ

こ
で
説
教
師
に
感
化

さ
せ
や
う
、
徳
川
時
代

に
は

キ
リ
・
シ
タ

ン
信
者
を
捕

へ
る
ぐ
」ま
つ
佛
敏

の
僭
侶
を
や

っ
て
心
を
改
め

よ
、
キ
リ
シ
タ

ン
の
デ

ウ

ス
の

紳
は
あ
れ
は
唐
人

の
紳
樣

で
、
そ
ん
な
も

ω
を
信
仰
す
る
の
は
愚
の
骨
頂
だ

、
そ
ん
な
も
の
を

捨
て

・
佛
を
拜
め

こ

い
う

て
説
教

さ
せ
た

。
、こ
こ
ろ
が
明
治
政
府
は

そ
ん
な
こ
一こ
を
し

な
い
、
長

崎
の
寺
院
の
僧

侶
か
こ
ん

、ご
キ
リ
シ
タ

ン
が

出
た
ら

、
説
教
の

任
に
當

り
以

て

国
恩
の

一
部
に
報
じ
た
い
・こ
申
し
出
た

,こ
こ
ろ
か
、
そ
ん
な

こ
一こ
は

無
用
の
こ
、こ
で
ご
ざ

る
一こ
刎
ね
つ
け

た

。そ

こ
で
各
地

へ
や

っ
た
教
徒
に
射
し

て
は
紳
王
を
や

っ
て
説

教
を
さ
せ
た

、
、こ
こ
ろ
か
教

徒

こ
の
間
に

説

教

の
ト

ン
チ

ン
カ

ン
の

面

白
い

こ
-這
か
殘

っ
て
を
り
ま
す

、
長
崎
の
浦

川
和
三
郎
比
か
著
は
し
た

キ
丿
シ
タ

ン
の
復
活

-こ
い
ふ
書
物
に

、
そ
の
こ

,こ
が
出

て
を
り
ま
す
が
、
そ

の
時

の
子
孫
が
幾
ら

か
殘

っ
て
を
り
ま
し

て
、
い
は
ゆ
る
族
の
話

-こ
し

て
子

々
孫

々
に
傳

へ
ら
れ
て
を
の
ま
す

、
誰

々
は

,こ
う

い
ふ
苦
し

み
を

受
け
た

一こ
傳

へ
ら
れ

て
を
の
ま
す
が

、
兎
に
角
帥
主
に
説
教

さ
せ
た
か

な
か
な
か
改
心
し

な
い
、
中
に
は
弱
く

て
改
心
し
た
も

の
も
あ
り
ま
す

か
、

ド

ミ
ン
ク
仙
右
衛
阿
の
こ
,こ
き

中
心
人
物

・こ
な
っ
て
み
る
も
の
は
頑
・こ
し

て
動

か
な
い
、
そ
こ
で
各
地
,こ
も
説
教
さ
せ

る
ほ
か
に
減
食
し

て
、
お
前
が

日
本
の
祚
樣
を
拝
む

な
ら
ば
い

・
御
馳
走

を
し

で
や
る
一こ
、
鼻
先

ヘ
プ

ン
プ

ン
御
馳
走

の
香
ひ
を

さ
せ
て
説
教
を
す
る
、
そ
こ
で

鼻

を
う
ご
め
か
し

て
、
そ
れ

で
は

キ
リ

シ
タ

ン
を
捨
て
ま

す

・こ
い

っ
た
も

の
も
あ

っ
た

、
そ
れ
よ

の
も

つ
・こ
酷

い
の
は
、
い
ろ
い
ろ
の
苛
責
を

や

つ
九
の
で
あ

る
、
寒
中
に
水
に

つ
け

て
改
心
せ
よ
、
改
心
し
た
ら
上
げ

で
や
る
、
改
心
す
る

,こ
い
は
な
け

れ
ば
ま
た
水
の
中

へ
つ
け

る
、
改

心
す
る

・こ
い

ふ
ま

で
は
上
げ

た
り
下
げ
た

り
し

て
、
無
論
中
に
は
死
ん
だ
も
の
も

あ
の
ま
し

た
。
迫
害
を
受
け

れ
ば
受
け

る
ほ

、ご
信
仰
の
力
は

強
く

な
る
ω
で
あ

り
ま
し

て
、
キ

リ
シ
タ

ン
ば
か
り
で
は

な
く

、
他
の
宗
教

で
も
や
は
り
同
様

で
あ

の
ま
す
が
、
さ
う
い

ふ
や
う
に
虐
め
ら
れ

る
時
に
は
、
體
の
痛
さ
を
覺
え
な

い

例

が

あ

の
ま

す
、
或
は

キ
リ

シ
タ

ン
の
場
合

で
は

、
御
主

ゼ

ス
キ
リ

シ
ト
様
が

目
の
前
に
現
は
れ
た
・こ

か
、
サ

ン
タ

マ
リ
ヤ
樣
の
御
聲
か
聞

え
九
ε
い
ふ
心
持
を
も

つ
て
、

こ
の
苦

し
み
に
堪

へ
た
も

の
で
あ
め
ま
す

。
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兎

に
角

役
人

の
方

e
も
責

め
苦
に

合
は
せ
れ

ば
改
心
す

る
も
の
噛こ
、
單
純
に
考

へ
て
を

つ
た
の
が

當
て
か
外
つ
れ
た
の
で
あ
の
ま
す

。
そ
し

て
永
い
間
た

っ
て
み
る
う
ち
に
は
、
今
ま

で
の
や
う
に
苦
し

め
通
し
に
し

て
お
く
譯
に
は
い
か
な
い
、
或

る
藩
に
預
け
た
信
徒
に

謝
し

て
、
そ

の
藩

の
信
徒
を
責
め

る
役
に

當

つ
た

十
の
中
に
は
、
信
徒
が

如
何
に
も

純
眞

で
信
仰
心
が
強
く
、
そ
し

て
彼
等
の
生
活
か
簡
單
で
、
善
良
で
あ

る
一こ
い
ふ
の
に
感
服
し

て
、
終
に
は
そ
れ

に
引
入
れ
ら
れ
て
、
明
治
六
年
に

こ
れ
等
の
信
徒
が
故
郷
に

歸

る
時
に
、

一
緒
に
長
崎

へ
や

つ
來
た

人
も
あ

の
乱
す
。
或

は
少
く
・こ
も
信
徒

の
心
に
感
服
し
た
も
の
も
幾
ら
か
あ

り
ま
し
た
。

さ
う
し

て
る
る
間
に

一
本
槍

の
神
道
國
欷

主
義
の
熱

も
大

分
衰

へ
て
來
た
。
そ
れ
に
は
先
き
ほ
、ご
申
上
げ
た
佛
教

の
反
撥
も
あ
り
、
な
る
ほ
さ
宗
敢

、
信
仰
の

こ
一こ
は
、

お
ト
の
壓
力
ば
か
り
e
は

い
く
も

の
で
な

い
・こ
い

ふ
こ
,こ
を
、
明
治
政
府
の
連
中
も
考

へ
て
來
た
上
に
、
今
度
は
文
明
開
化
の
風
が
吹
き
は
じ
め

て
、
西
洋
崇

拜
が

始
ま

わ
出
し
た
。
浦
上
の
信
徒
を
引
捕

へ
て
各

地
で
牢
獄
に

入
れ

て
み
る
間

に
、
兵
庫
の
港

に
も
大
阪

に
も
函
館
に
も
天
主
堂
が
出
來
る
。
東
京
築

地
の
居
留

地
に
は
尼
さ
ん
が
や

っ
て
來
る
、
新
敢

の
プ

ロ
テ

ス
タ

ン
ト
敖

の
宣
教
師
が

、
横
濱
に
も
長
崎
に
も
信
者
を

こ
し
ら

へ
る
、
初
め

の

間
明
治
政
府
は
外
國
人

の
家

へ
出
入
す

る
も
の
ま
で
も
捕

へ
る
こ
一こ
に
し

て
る
た
が

、
そ
れ
に
は
や
わ
切
れ

な
く
な

っ
た
、
の
み
な
ら
ず

プ

ロ

テ

ス
タ

ン
ト
敏
の
フ

ル
ベ

ソ
ク
、

ヘ
ボ

ン
等

の
如
き
醫
音
叉
は
學
者
で
、
宣
教

師
・こ
し

て
の
他

に
、
新
文
明
の
輸

入
者

こ
し

て
働
き
、
そ
の
他

政
府

の
立

て
た
學
校
の
先
生
を
し

つ

・
布
教
す

る
者
も
多
か

っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

　
こ

・
で
明
治

初
年
の
開
國
進
取
方

針
か
、
所
謂
文
明
開
化

-こ
い
ふ
言
葉
に
な

っ
て
、
當

時
は
實
に

ハ
イ
カ

ラ
な

言
葉
で
あ

っ
た

、
何
ん

で
も

文
明
開
化
、
文
明
開
化

-こ
い
っ
て
西
洋

の
眞
似
を
や
る
一こ
い
ふ
時
代
に

な
っ
た
、

タ
オ
ル
を
輸

入
し

て
こ
れ
は
少
し

手
拭
の
大

き
い
や
う
な
も

の
だ
が

、こ
い
っ
て
、
襟
巻
き
に
し

て
文
明
開
化
、
文
明
開
化
ご
い
っ
て
誇

っ
た
も
の

で
あ
り
ま
す

。
私

な
、こ
も
子
供
の
時
分
こ
れ
を

や
っ
て
文

明
開
化
を
誇

っ
た
も

の
で
あ
り
ま
す
。
毛
唐

こ
か
赤
髭

、こ
か
い
っ
て
悪

口
は

い
っ
て
み
る
か
、
な
ん

こ
い
っ
て
も

こ
の
毛

唐
や
赤
髭
の
持

っ
て

來

る
こ
の
文
明

開
化
の
風
が
強
く
吹
き
始
め
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
・ご
一
緒
に
今
ま

で
の
や
う
に
壓
迫
す

る
こ
・こ
も
出
來
な
い
、
の
み
な
ら
ず
も

う

一
つ
大
切
な
安
政
條
約
は
假

條
約

で
は
あ

っ
た
け

れ
、こ
も

、
こ
れ
は
日
本
に
・こ
っ
て
は
非

常
に
不
利
な
條
約
で
あ

つ
で
、
こ
れ
を
明
治
政
,府

一45
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に

お
い
て
改
正
し

や
う
¶こ
い
ふ
こ
¶こ
に
な

っ
て
、
そ
の

π
め
岩
倉
公
を
大
使
-こ
し

て
そ
の
當
時

の
文
明
開
化
の
政
治
家
伊
藤
博
文
、
木
戸
孝

允

な
ん
か
の
歴

々
か
随
い
て
、
各
綱
を
巡
遊
し

て
條
約
敗
正
を
や
ら
う

こ
し
た
の
e
あ

る
。

　
　
,こ
こ
ろ
か
ま
つ

米
國
に
行
く

一こ
、
貴
方

の
國

で
は
數
千
の
人
民
を

、
彼
等
か

キ
リ

シ
タ

ン
で
あ
る
が
故
に
・こ
い

っ
て
壓
逍
し

て
み
る
、
さ
つ

　
い
ふ
こ
一こ
で
は
わ
れ
わ
れ
文
明
國
の

お
仲
間

入
の
は
出
來
な

い
ち
や
な
い
か
・こ
い
は
れ
た

、
所
謂
運
命
の
皮
肉

・こ
い
ふ
も

ω
で
、
神
道
国
教
主

義

で
キ
ー-・
シ
タ

ン
を

最
も
壓
近
し
や
う
,こ
し

て
、
外

國

公

使

に

謝
し

て
最
も
強
硬

に
出
た
の
は
岩
倉
右
大
臣

で
あ

っ
た
が
、
そ
の
人
が
米
国

　
へ
行

っ
て
條
約
改
正
を
切

の
出
す

一こ
、

右
の
や
う
な
次

第
で
、
ギ

ヤ
フ

ン
,こ
參

っ
て
し
ま

っ
た

・
暑
倉
さ
ん
は

な
か

な

か

剛
腹
な
人

で
あ
る

が

、
さ
す
が
の
岩
倉
さ
ん
も

こ
れ

で
は
な
ら

ぬ
、こ
、
伊
藤
博
文
公
を

一
度

H
本

へ
歸
し

た
。
何

を
傳

へ
さ
せ
た

か
記
録
に
は
あ

の
ま
せ
ん

か
、

私
の
想
像

で
は
浦

上
の
人
民
を
あ
ま
の
虐
め
な
い
や
う
に

せ
よ

、こ
い
ふ
依
頼
状
・こ
、
將
來
こ
れ
に
處
す

る
打
合
せ
で
あ

っ
た
ら
う

一こ
思
ふ
の

で

あ

の
ま
す
・
そ
の
結

果
朋
治
五
年

ご
ろ
か
ら
は
、
今
ま

で
悲
慘

で
あ

っ
た
浦
上
の
住
民
に
春
風

が
吹
く

や
う
に
な
り
、
だ
ん
だ
ん
篤
く
待
遇
せ

ら
れ
る
や
う
に

な

っ
た
ω
で
あ

り
ま
す
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

朗
浩
ム

晦　

そ
れ

か
ら
岩
倉
大
使
の

一
行

は
進
ん

で

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

へ
出
掛
け

た
、
フ
ラ

ン
ス
に

お
い

て
は
善
佛

戰
事
後
の
千
八
百

七
十
二
年

で
、
佛
國
は

　
プ

ロ
シ
ャ
に
負
け
た
時

で
は
あ
の
ま
し
た
が

、
當
時

の
フ

ラ

ン
ス
は
戦
敗
の
後
を
受
け

て
も
、
な

か
な
か
気
力
の
強

か
っ
た
時

で
あ

の
ま
す
。

　
そ
の
時
フ

ラ

ン
ス
の
衆
議
院
に

お
い
て

一
議
員
が
發
議
し

て
、

こ
ん

、ご
11
本
か
ら
大
使
の

一
行
が
西
洋
の
視
察
に
來

る
さ
う

で
あ

る
が

、
わ
れ

　
わ
れ
は
同
じ
信
仰
を
も

つ
て
み
る
信
徒
を
迫
害
し

、
壓
遣
し

て
み
る
や
う
な
さ
う
い
ふ
政
府
に
謝
し

、
我
が

フ
ラ

ン
ス
國
の
名
に
お
い
て
警

告

　
を

輿

へ
る

一こ
い

ふ
議
決
案
を
提
出
し

、
外
務

大
臣
も

そ
れ
に
賛
成

を
表
し

、
"
本
の
大
使
が

フ
ラ

ン
ス
へ
入
っ
て
来
た
な
ら
ば
、
君
の
方
も
電

　
信
や
鐵
道
を
學
ん
で
ゐ
ら
れ

る
が

、
そ
れ
よ
の
も
大
切

な
信
仰

,こ
い

ふ
問

題
の
あ

る
こ
,こ
を

省
み

る
や
う
に

一こ
い
ふ
警
告
を
與

へ
る
ご
議
決
し

　
た
・
そ
し

て
岩
倉
大
使

一
行
が
ブ

丿

ユ
ク
セ

ル
へ
行
く

、こ
、
市
民
が

わ
れ

わ
れ
ご
同
信
徒
を

壓
廻
し

て
み
る
國

の
大

使
を

反
省

せ
し
め

や
う
噛こ

　

い
ふ
デ

モ

ン
ス
ト

レ
ー

シ
ョ
ン
を

や
っ
た
。
さ
し

も
の
剛
腹

な
岩
倉
公
も

こ
れ
で
は
な
ら
ん

一こ
思

っ
て
、
明
治
五
年
末
に
電
報
を
も

つ
て
さ
り

　

シ
タ

ン
を
解
放

せ
よ
,こ
い

っ
て
や

っ
た
。

こ
の
命
が

傳
は

つ
た

の
は
明
治
六
年
二
月

か
ら

で
す
。
そ
し

て
各
地
に
散
在
し

て
捕

へ
ら
れ
て
を

つ

ワ
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た
教
徒
は

、
は
じ
め
は
改

心
せ
よ
せ

よ
・こ
い
は
れ
た
が

、
だ
ん
だ
ん
無
條
件
で
改
心

せ
ず

,こ
も
よ

い
こ
ご
に
な
り
、
中
に
は
改
心
せ
ず
に
歸

る

實
に
偉

い
人
だ

、こ
ほ
め
ら
れ

て
浦
上

へ
歸

さ
れ
た
。
そ
こ
で
こ
ん
さ
は
明
治
六
年

二
月
に

、
今
ま

で
の
キ
リ

シ
タ

ン
禁
制
の
制
札
を
撤
去
し

た

の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
時
に
も
外
囲
公
使
に
宛
て

・
は
、
キ
リ

シ
タ

ン
禁

制
の
今
ま

で
の
制
札
は
撤

去
し
ま
し
た

・こ
通
告
し

、
そ
し

て
日
本
人

に

對
し

て
は

キ
リ
シ
タ

ン
禁

制
は
今
は
よ
く
知
れ
渡

っ
て
み
る
一こ
こ
ろ
だ
か
ら

、
今
更
ら
札
を

出
し

て
お
く
に
は
及
ば
ん
か
ら
引

つ
込
め
る
噛こ

い
っ
て
引
込
め
た
。
こ
れ
が

即
ち
日
本
に

お
け
る
信
教
自

由
の
保
障

の
出
來
か
け

る
第

一
歩

で
あ

っ
た
、
積
極

的
に

は
自

由
の
保
障
は
し

な
か

っ
た
け
れ

さ
も
、
消
極

的
に
禁
札
を
撤
去
し
た
の
は

明
治
六
年

二
月

で
あ
の
ま
す

。

　

か
う
し

て
み
る
う
ち
に

だ
ん

だ
ん

さ
う

い
ふ
気
運
に

な

っ
て
來

て
、
佛
敏
の
方
も
勇
気
を
盛
り
返

へ
し

て
來

る
し
、
外
か
ら
も

さ
う
い
ふ
空

気
が
入

っ
て
来
て
、
祕

道
國
敏
主
義

で
佛
教
や

キ
リ

ス
ト
を

壓
逍
す

る
こ
,こ
が
出
來
な
く
な

っ
た

◎
の
み
な
ら
ず
文
明
開
化
の
風
が
日
本
に
吹

い
て
來
る
や
う
に
な

っ
た
の

で
あ
の
ま
す

。
そ
こ
で
明
治
五
年
の
十

二
月

二
日
を
改
め

て
明
治

六
年

-こ
し

て
、
太
陽
暦
を

用
ひ

る
や
う
に
な

っ

た
の

で
あ

り
ま
す

。
そ
の
時
に
は
浦
上
の
信
徒
は
大
得
意

で
あ

っ
た
、
お
上
で
も
わ
れ
わ
れ

,こ
同
じ
暦
を
お
用
ひ
に
な

る
や
う
に
な
っ
た
が

・

お
上
も

キ
リ

シ
次

ン
に
な
ら
れ
た
の
ち

や
な
い

か
一こ
大
き
い
目
を
睡
は

る
や
う
に
な
の
、
そ
こ
で
各
藩

の
役
人
も
そ
れ
を
聞
き
に
行
く

ぐ
丶

ハ

イ
わ
れ
わ
れ
の
方
ω
暦
は

か
う
い
ふ
風
に

一
週
間
づ

・
に

な
っ
て
を

つ
で
、
こ
れ
で

チ
ャ

ン
,こ
私

の
方

の
御
祭
に
よ
く
合

ふ
や
う
に
な

っ
て
み

る
、
貴
方
の
方
の
暦

は
う
そ
の
暦

で
あ

る
一ご
説
明
す

る
一こ
、
役
人
の
方
も
な

る
ほ
さ
さ
う
い
ふ
譯

か
、
そ
れ
が
太
陽
暦

-こ
い

ふ
も
の

か
一こ
初
め

て
分
つ
た

,こ
い

ふ
や
う
な
状
態

で
あ
の
ま
し

た
、
そ
こ
で
キ
リ

シ
タ

ン
・こ
い

ふ
も
の
は
さ
う
悪

い
も

の
で
は
な

さ
さ
う
な

こ
い
ふ
事
に
な

っ
て

内
の
事
情

,こ
外
の
事
情

,こ
が
相
合
し

て
、
政
府
も

制
限
や
命
令
に
よ

つ
で
信
仰
を

左
右
し
壓
近
し
得
る
も
ω
で
な
い
一こ
い
ふ
こ
・こ
を
自
覺
し
た

一

の
で
あ

り
ま
す
。
要
す

る
に
明
治
政
府

は
明
治
元
年
か
ら
五
年
間
の
經
驗
に
よ

っ
て
、

一
段

-こ
歩
を
轉
ず

る
や
う
に
な

っ
た
の
で
あ
の
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

O

　
か
く

Q

、〕
,こ
く
し
て
明
治
開
國
に

お
け

る
神
道
の
復

古
主

義
か
、
徳
川
幕
府
の
封

建
制
度
を
破
る
上
に
は
非
常
に
重
要
な
力
-こ
は
な
わ
ま
し

た
け
れ
,こ
も

:
・…
且

つ
ま
た
そ

の
力
を
も

つ
て
王
政
復
古

「国
民
の
統

一
を

遂
げ

や
う
こ
し
た
の
は
よ
ろ
し

い
が

、
そ
の
神
道
國
教
主
義
を
も

つ

一47一 一



題隴敦宗と団匪治明

て
直
に
千
數
百
年

來
行
は
れ
來

つ
た
佛
敏
を
も
廢
し

て
し
ま
は

う
,こ
し
た
が

、
そ
れ
が
い
ろ
い
ろ
の
事
情

で
思

ふ
や
う
に

い
か
な
い
、
そ
の
結

果
非
常
な
反
抗
を
受
け

、
そ
れ
¶こ

・
も
に
佛
敢
は
新
鮮
な
生
活
力
を
恢

復
し

て
、
そ
の
後
十
年
餘
を
経

て
明
治

二
十
年

ご
ろ
、
學
問

の
上
に

お

い
て
も

、
ま
た
信
仰
の
上
に

お
い
て
も

、

一
種

の
復

活
を

見
る
因
を

こ

・
.に
開

い
た
の

で
あ

り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
キ
リ

ス
ト
敢
に

つ
い
て
は
、
今
申
し
た
や
う
に

昔
來
た
天
主

教
の
残

り
の
も

の
が
あ
る
の
み
な
ら
ず

、
そ
れ
に
新
た
な

信
徒
も
加

は

つ
て
、
そ
の
信

徳
の
中
に
は
熟

む
な
国
士
も
随

分
、津
山
あ
る
の
で
あ

り
ま

す
、
こ
君
ら

ω
人

々
は

我
か
國
を
救

ひ

ま
こ
ぐ
.の
文

明
國

ε
す
る

に
は
、
こ
の
キ
丿

ス
ト
敖
に
よ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
ん

一こ
い
ふ
信
仰
を
も

つ
て
、
キ
丿

ス
ト
敏
に
歸

依
し
た
も

ω
で
あ
り
ま
す
・
昔

か
ら
殘

っ
て

み
る
信
徒
の
ね
ば
り
強

い
力
に
更
に
新
た
な
る
信
者
が

加
は
り
、
こ
君
が

笨
教
全
體
の
力
,こ
な

っ
て
日

本
の
國

四
を

勤
か
し
、
キ
丿

ス
ト
欷

を

禁
じ

て
お
く

こ
・こ
か
出
來

な
く
な

り
、
そ
し

て
信
教
の
自
由
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
¶こ
い
ふ
こ
一こ
に
な

つ
τ
、
そ
の
後
免

に
角
憲
法
の
上
に

お
い
て
、
信
教
白
田
の
保
障
が

出
來
た

の
で
あ

り
ま
す
。
實
質
的
基
礎
は
明
治
の
初
め
五
年
間
の
對
抗

に
築
き
上
げ

た
の
で
あ
り
ま
す

。
明

治

二
十
年
以

後
の
信
教
問

題
は
い
ろ
い
ろ
動
痛
し
、
今
H
も
ま
た

い
ろ
い
ろ
動
揺
問
題
が

出

て
を
り
ま

す
が

、
今
私

は
開
園
問
題
に
最
も
關
係

あ
　
　
48

.⇔
鸛

時
代
か
ら
閣

の
は
じ
め
に
お
け
る
整

鯉

お
け
る
覈

鱧

の
、
お
互
ひ
の
勢
力
②
翼

に
つ
い
三

寸
申
上
げ
蒙

第
で
あ
り

一

ま
ず
・

(完
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

11
昭
和
四
年
三
月
二
+
四
日
講
演
11



昭
和
四
年
十

一
月
十
五
日
印
刷

昭
和
四
年
十

一
月
二
十
日
護
行

開

園

文

化

(定

價

二

圓
)

ずさ許を製複

著
作
兼
發
行

集

印
別
人

印

刷

所

大
阪
市
北
區
中
之
島
三
丁
目
三
番

地
株
式
會
瓧
朝
日
新
聞
瓧

　
大
　

道
　

　
弘
　

雄

大

阪
市

北

區

中
之

島

三

丁
目

三
番

地
株

式

會

瓧
朝

日

新

聞
瓧

　
大
阪
朝
日
新
聞
發
行
所

發

行

所

大
阪
市
北
風
中
之

　
　
　
　
　
　

繧

朝

日

新

聞

耻

島
三
丁
目
三
番
地




