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一
　
は
じ
め
に

大
塩
平
八
郎
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
の
現
代
人
は
、
民
衆
を
救
う
た
め
に
反
乱

を
起
こ
し
た
人
物
と
考
え
る
に
違
い
な
い
。
森
鷗
外
が
﹃
大
塩
平
八
郎
﹄﹁
附
録
﹂

で
﹁
平
八
郎
は
天
保
七
年
に
米
価
の
騰
貴
し
た
最
中
に
陰
謀
を
企
て
て
、
八
年
二

月
に
事
を
挙
げ
た
。
貧
民
の
身
方
に
な
つ
て
、
官
吏
と
富
豪
と
に
反
抗
し
た
の
で

あ
る
﹂

1

と
述
べ
た
よ
う
に
、
大
塩
を
貧
民
の
味
方
と
位
置
づ
け
る
評
価
は
、
広
く

浸
透
し
た
も
の
と
言
え
る
。

一
方
、
江
戸
時
代
に
流
通
し
た
大
塩
を
主
人
公
と
す
る
近
世
実
録
︵
大
塩
平
八

郎
物
実
録
、
以
下
﹁
大
塩
物
実
録
﹂
と
略
す
︶
を
見
て
み
る
と
、
彼
は
必
ず
し
も

民
衆
を
救
う
英
雄
と
し
て
、
好
意
的
に
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
彼
を
残
虐
非
道
な
人
物
と
し
て
描
く
作
品
さ
え
存
在
す
る
。
つ
ま
り
、

大
塩
平
八
郎
に
対
し
て
、
近
世
期
の
人
々
が
抱
い
た
イ
メ
ー
ジ
と
、
近
代
以
降
の

人
々
が
抱
く
イ
メ
ー
ジ
の
間
に
は
、
大
き
な
相
違
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
大
塩
物
実
録
の
諸
本
が
十
分
に
把
握
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
大

塩
物
実
録
の
具
体
的
な
内
容
や
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
大
塩
平
八
郎
の
人
物
像
が
研

究
の
俎
上
に
載
る
こ
と
は
な
く
、
近
世
期
の
人
々
が
抱
い
た
大
塩
平
八
郎
の
イ

メ
ー
ジ
を
知
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。

そ
ん
な
中
、
稿
者
は
大
塩
物
実
録
の
諸
本
に
つ
い
て
、
記
録
類
↓︿
浪
花
筆
記

群
﹀
と
、
記
録
類
↓﹃
太
平
鑑
﹄↓﹃
天
保
浪
花
噺
﹄・﹃
天
保
太
平
記
﹄
と
い
う
二

つ
の
系
統
が
存
在
す
る
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
系
統
と
は
独
立
し
た
﹃
新
編
天
保
太

平
記
﹄
が
存
在
す
る
と
明
ら
か
に
し
た

2

。
本
稿
で
は
、
大
塩
物
実
録
が
発
展
す
る

に
つ
れ
て
、
大
塩
個
人
に
関
す
る
脚
色
が
増
え
て
い
く
様
子
に
注
目
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
作
品
に
見
ら
れ
る
特
徴
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。

一
　
史
実
と
実
録
作
品
化

考
察
の
前
に
、
大
塩
の
乱
と
大
塩
物
実
録
の
概
略
を
示
し
て
お
き
た
い
。
大
塩

の
史
実
に
つ
い
て
は
、﹃
大
塩
平
八
郎
書
簡
の
研
究
﹄﹁
年
譜
﹂

3

が
詳
し
い
。﹁
年
譜
﹂

に
記
さ
れ
た
大
塩
の
乱
に
関
す
る
史
実
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

天
保
八
年
、
大
塩
平
八
郎
は
、
町
奉
行
の
市
中
巡
見
に
合
わ
せ
て
挙
兵
し
、
彼

早
稲
田
大
学
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ら
を
討
ち
取
り
、
豪
商
か
ら
金
銭
米
穀
を
奪
い
救
民
に
施
す
蜂
起
計
画
を
決
定
す

る
。
計
画
に
合
わ
せ
て
大
塩
は
蔵
書
を
全
て
売
り
払
い
、
窮
民
に
施
行
す
る
。
し

か
し
、
平
山
助
次
郎
の
密
訴
に
よ
っ
て
計
画
が
露
顕
。
縛
吏
に
小
泉
淵
次
郎
は
斬

ら
れ
、
瀬
田
済
之
助
は
大
塩
に
露
顕
を
告
げ
る
。
大
塩
は
蜂
起
を
諫
め
た
宇
津
木

を
大
井
正
一
郎
に
斬
殺
さ
せ
た
後
、
つ
い
に
蜂
起
す
る
。
し
か
し
わ
ず
か
一
日
で

鎮
圧
さ
れ
、
大
塩
は
息
子
の
格
之
助
と
と
も
に
自
害
し
た
。

こ
の
史
実
を
踏
ま
え
て
生
ま
れ
た
の
が
大
塩
物
実
録
で
あ
る
。
大
塩
物
実
録
の

諸
本
や
そ
の
発
展
の
詳
細
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
り

4

、
本
稿
で
は
系
統
図
と
簡
潔

な
説
明
を
記
し
た
い
。

大
塩
物
実
録
は
、
大
き
く
分
け
て
記
録
類
↓
︿
浪
華
筆
記
群
﹀
／
記
録
類
↓
﹃
太

平
鑑
﹄
の
流
れ
が
存
在
す
る
。︿
浪
花
筆
記
群
﹀
は
、
大
塩
の
乱
の
顛
末
に
大
塩

の
与
力
時
代
の
活
躍
を
増
補
す
る
と
い
う
筋
書
き
を
共
有
し
て
い
る
が
、
個
々
の

作
品
は
、
序
文
の
特
徴
か
ら
さ
ら
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。﹃
塩
賊
騒
乱
記
﹄

﹃
天
満
水
滸
伝
﹄﹃
浪
花
筆
記
﹄
は
い
ず
れ
も
共
通
し
た
序
文
を
持
つ
が
、﹃
狂
乱

太
平
記
﹄
は
そ
の
序
文
を
本
文
中
に
取
り
込
ん
で
、
新
た
な
序
文
を
附
し
て
い
る
。

ま
た
、﹃
浪な
に
わ
づ
あ
し
の
は
な
し

華
津
蘆
話
﹄
と
﹃
御
代
太
平
記
﹄
は
こ
れ
ら
の
作
品
と
は
異
な
る
序

文
を
持
ち
、
さ
ら
に
両
作
品
の
序
文
も
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
︿
浪
花
筆
記
群
﹀

の
序
文
は
、
各
々
の
作
品
を
特
徴
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
次
節
で
詳
し
く
検
討
し

た
い
。

一
方
、﹃
太
平
鑑
﹄
は
︿
浪
花
筆
記
群
﹀
と
異
な
り
、
序
文
を
持
た
ず
、
与
力

時
代
の
活
躍
で
は
な
く
、
大
塩
が
父
親
か
ら
勘
当
さ
れ
る
物
語
を
増
補
し
た
筋
書

き
を
持
つ
。
こ
の
﹃
太
平
鑑
﹄
に
、
大
塩
の
出
生
や
キ
リ
シ
タ
ン
捕
縛
の
物
語
を

増
補
し
て
成
立
し
た
の
が
、﹃
天
保
浪
花
噺
﹄﹃
天
保
太
平
記
﹄
で
あ
る
。
ま
た
、

︿
浪
花
筆
記
群
﹀
や
﹃
太
平
鑑
﹄
と
無
関
係
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
﹃
新
編
天

保
太
平
記
﹄
が
存
在
す
る
。

以
上
が
、
大
塩
物
実
録
の
全
体
像
で
あ
る
。
こ
の
大
塩
物
実
録
の
中
で
、
大
塩

は
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
た
の
か
。

︻
系
統
図
︼
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二
　
批
判
的
評
価
　
―〈
浪
花
筆
記
群
〉―

ま
ず
、
大
塩
物
実
録
の
う
ち
︿
浪
花
筆
記
群
﹀
に
属
す
る
﹃
浪
花
筆
記
﹄、﹃
狂

乱
太
平
記
﹄、﹃
浪
華
津
蘆
話
﹄、﹃
御
代
太
平
記
﹄
を
見
て
み
た
い
。
こ
れ
ら
の
作

品
は
、
ま
だ
大
塩
個
人
に
物
語
の
焦
点
を
当
て
て
お
ら
ず
、
彼
の
人
物
像
と
言
え

る
ほ
ど
の
具
体
的
な
物
語
や
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
各
作
品
の
序
文
に
注

目
し
て
み
る
と
、
大
塩
の
乱
に
対
し
て
、
お
お
む
ね
否
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い

る
。
以
下
、
各
作
品
の
序
文
を
引
用
す
る
。

惟
天
保
八
丁
酉
年
二
月
十
九
日
、
浪
花
に
一
珍
事
あ
り
。
辰
の
下
刻
に
な
ん
、

所
は
天
満
よ
り
出
火
し
頃
刻
に
数
町
が
間
に
延
焼
し
て
、
炎
々
と
し
て
餘
煙

天
に
わ
た
り
、
日
光
は
か
す
む
風
泊
の
怒
も
な
き
に
、
斯
大
火
と
な
る
は
如

何
成
。
悪
火
天
災
な
ら
ん
と
思
ふ
内
に
誰
い
ふ
と
も
な
く
、
天
満
に
反
逆
人

有
て
火
器
を
車
に
の
せ
、
鉄
砲
を
放
ち
、
奉
行
所
を
責
る
故
、
御
城
代
へ
加

勢
を
は
る
な
ん
と
浮
説
一
な
ら
ず
。︵
中
略
︶
其
珍
事
の
起
本
を
尋
に
、
天

魔
組
与
力
大
塩
格
之
助
、
父
隠
居
平
八
郎
と
言
者
、
頗
る
聞
人
に
し
て
常
に

文
を
講
じ
、
武
を
陳
じ
て
人
師
と
あ
を
が
る
。
一
世
を
非
と
し
て
常
に
朝
政

を
誹
謗
す
。
申
年
の
飢
渇
に
窮
民
寒
に
せ
ま
り
。
往
々
餓
死
す
る
を
い
た
り
、

彼
浪
花
に
は
天
下
の
巨
豪
数
多
有
由
へ
、
是
が
旧
跡
を
過
分
に
出
さ
し
め
、

窮
民
を
救
は
ん
事
を
上
書
せ
し
に
、
廃
し
て
用
ひ
ら
れ
ず
。
爰
に
お
い
て
独

憤
怒
し
て
蔵
書
数
万
巻
を
う
り
て
金
六
百
万
両
に
か
へ
て
、
一
万
人
に
一
朱

つ
ゝ
ほ
ど
こ
し
、
当
春
に
い
た
り
て
京
都
倍
々
江
府
を
米
価
い
よ
〳
〵
苦
し

き
方
ゟ
運
転
つ
ゞ
か
ず
、
大
坂
へ
し
め
し
て
米
穀
数
万
を
廻
米
せ
し
む
。
大

塩
倍
々
い
き
ど
お
り
、
是
奉
行
諸
役
人
の
私
曲
不
仁
な
り
。
京
都
へ
米
を
か

ぎ
り
て
送
り
、
江
戸
へ
は
米
穀
を
廻
米
せ
し
む
。
唯
極
民
の
み
を
救
ふ
て
百

姓
の
死
亡
を
あ
わ
れ
ま
ず
。
我
湯
武
の
位
、
孔
孟
の
徳
な
け
れ
ど
も
、
是
に

比
し
て
下
民
を
な
や
ま
す
諸
役
人
を
誅
伐
し
、
蕩
の
豪
商
を
慙
害
し
て
貯
へ

置
る
金
銀
米
銭
を
取
て
窮
民
に
施
さ
ん
と
て
、
一
類
門
弟
を
か
た
ら
ひ
、
悪

謀
を
企
る
に
一
味
の
内
、
平
山
が
忠
節
に
よ
り
事
発
覚
に
お
よ
び
、
斗
謀

左
違
せ
し
か
ど
も
火
器
を
以
て
大
坂
天
満
よ
り
火
を
放
ち
、
数
十
町
を
放
火

し
、
巨
豪
数
百
を
こ
ぼ
ち
、
其
財
宝
や
き
う
し
な
ひ
、
暫
く
乱
妨
す
と
い
へ

ど
も
、
南
町
奉
行
出
事
な
り
て
、
玉
造
組
の
鉄
砲
に
打
く
だ
か
れ
散
乱
し
て
、

残
党
こ
と
〳
〵
く
追
捕
せ
ら
れ
、
或
は
自
尽
す
。︵﹃
浪
花
筆
記
﹄

5

︶

爰
に
大
塩
と
い
へ
る
も
の
の
所
業
な
り
。
去
し
文
政
の
頃
、
公
厥
に
仕
へ

て
、
頗
怨
念
に
さ
か
く
、
虐
吏
を
正
し
、
邪
念
を
戮
し
、
累
年
震
蘭
に
似
た

る
。
証
を
速
に
明
断
し
て
片
言
以
て
訟
を
定
め
、
子
略
に
も
は
ぢ
ざ
る
い
さ

お
し
な
り
し
に
、
退
隠
の
後
、
暗
に
慢
心
を
生
じ
、
公
政
を
誹
謗
し
、
党
を

構
、
五
穀
不
熟
の
期
を
考
へ
、
蔵
書
を
却
し
て
其
価
を
貧
民
に
与
ふ
事
を
名

と
し
、
人
望
を
計
、
近
在
へ
檄
文
を
散
じ
て
農
人
を
集
め
、
暴
に
起
て
火
砲

を
放
、
市
塵
を
焼
、
是
が
た
め
に
、
産
業
を
廃
す
る
者
少
な
か
ら
ず
。
彼
漢

王
亡
国
の
と
き
、
赤
眉
黄
巾
の
乱
の
賊
に
似
た
り
。
然
ど
も
金
職
の
武
備
隣

国
唐
の
守
衛
公
の
全
速
に
し
て
乱
妨
を
征
す
。
就
中
、
坂
本
氏
の
一
炮
は
能

悪
党
を
鎮
む
る
に
足
れ
り
。
後
朝
の
町
家
に
隠
忍
ぶ
と
い
へ
ど
も
、
天
網
を
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の
が
れ
ず
、
終
に
自
殺
す
。︵﹃
狂
乱
太
平
記
﹄

6

︶

其
位
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
其
政
を
斗
ら
ず
と
。
爰
に
大
塩
某
は
飢
渇
の
窮
民
を

す
く
わ
ん
と
惻
隠
の
こ
こ
ろ
つ
の
り
し
に
や
、
届
か
ぬ
存
意
も
癇
癪
の
一
旦

お
こ
り
て
乱
妨
と
変
化
せ
し
。
夫
迄
の
お
こ
な
ひ
は
賞
す
べ
し
。
亦
乱
妨
の

所
行
は
に
く
む
べ
し
。︵﹃
浪
華
津
蘆
話
﹄

7

︶

抑
天
保
の
動
乱
ま
さ
に
中
華
大
明
の
末
に
賊
徒
た
り
し
李
自
成
と
い
ふ
も

の
、
徒
党
を
聚
て
国
郡
を
攻
掠
勢
い
次
第
に
強
大
に
し
て
、
終
に
洛
陽
攻
陥

し
福
王
を
殺
、
其
血
を
取
て
鹿
肉
を
あ
え
て
食
ひ
、
是
を
福
録
酒
と
名
、
王

府
を
焼
、
米
金
を
散
じ
て
飢
饉
の
貧
民
に
賑
ゐ
し
と
い
ふ
事
あ
り
。
今
度
の

企
も
十
分
に
相
整
も
の
な
ら
ば
李
自
成
の
所
行
に
類
し
申
べ
く
に
、
却
て
自

が
心
に
は
殷
湯
王
周
武
王
の
義
戦
に
類
し
、
救
民
な
ど
唱
へ
し
は
前
後
不
都

合
全
狂
慢
の
所
為
な
ら
ん
。︵﹃
御
代
太
平
記
﹄

8

︶

そ
れ
ぞ
れ
の
序
文
に
つ
い
て
、
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

﹃
浪
花
筆
記
﹄
の
序
文
は
、
大
塩
平
八
郎
の
乱
の
発
端
か
ら
結
末
ま
で
を
概
観

し
、
そ
の
中
で
、
大
塩
の
謀
反
を
﹁
悪
謀
﹂
と
称
す
る
一
方
で
、
謀
叛
の
計
画
を

密
告
し
た
平
山
助
次
郎
を
﹁
忠
節
﹂
と
称
し
て
い
る
。
こ
の
﹃
浪
花
筆
記
﹄
か
ら

発
展
し
た
﹃
狂
乱
太
平
記
﹄
の
序
文
で
は
、
大
塩
平
八
郎
の
乱
を
﹁
彼
漢
王
亡
国

の
と
き
、
赤
眉
黄
巾
の
乱
の
賊
に
似
た
り
﹂
と
な
ぞ
ら
え
、
鎮
圧
に
活
躍
し
た
坂

本
鉉
之
助
を
﹁
唐
の
守
衛
公
﹂︵
＝
唐
の
李
靖
。
秦
王
李
世
民
の
幕
下
に
あ
っ
て
、

国
内
の
平
定
に
武
功
を
あ
げ
、
李
勣
と
と
も
に
唐
一
代
の
名
将
と
称
え
ら
れ
た

9

︶

に
例
え
て
い
る
。﹃
浪
花
筆
記
﹄﹃
狂
乱
太
平
記
﹄
は
い
ず
れ
も
大
塩
の
乱
を
批
判

的
に
評
価
し
、
鎮
圧
者
側
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

﹃
浪
華
津
蘆
話
﹄
の
序
文
は
、
大
塩
の
乱
の
原
因
を
﹁
爰
に
大
塩
某
は
飢
渇
の

窮
民
を
す
く
わ
ん
と
惻
隠
の
こ
こ
ろ
つ
の
り
し
に
や
、
届
か
ぬ
存
意
も
癇
癪
の
一

旦
お
こ
り
て
乱
妨
と
変
化
せ
し
﹂
と
ま
と
め
、
大
塩
平
八
郎
の
抱
い
た
窮
民
を
救

お
う
と
い
う
志
が
周
囲
に
理
解
さ
れ
ず
、
癇
癪
を
起
こ
し
た
結
果
が
大
塩
の
乱
で

あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
乱
以
前
と
以
後
を
比
較
し
、
大
塩
を
﹁
夫
迄
の
お
こ
な

ひ
は
賞
す
べ
し
。
亦
乱
妨
の
所
行
は
に
く
む
べ
し
﹂
と
評
し
て
い
る
。﹃
浪
華
津

蘆
話
﹄
の
序
文
は
、
大
塩
を
功
罪
相
半
ば
す
る
人
物
と
す
る
点
に
大
き
な
特
徴
が

あ
る
。

﹃
御
代
太
平
記
﹄
の
序
文
は
、
大
塩
の
乱
を
明
末
の
李
自
成
の
乱
と
同
一
視
し
、

﹁
却
て
自
が
心
に
は
殷
湯
王
周
武
王
の
義
戦
に
類
し
、
救
民
な
ど
唱
へ
し
は
、
前

後
不
都
合
全
狂
慢
の
所
為
な
ら
ん
﹂
と
手
厳
し
く
非
難
し
て
い
る
。
大
塩
と
李
自

成
を
結
び
つ
け
て
い
る
点
は
、
当
時
の
大
塩
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
な
く
、

海
外
の
出
来
事
と
国
内
の
出
来
事
を
結
び
つ
け
る
発
想
が
う
か
が
え
て
興
味
深
い

も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
大
塩
物
実
録
の
う
ち
、
比
較
的
早
く
に
成
立
し
た
︿
浪
花
筆

記
群
﹀
の
序
文
を
見
る
と
、
大
塩
の
乱
に
対
し
て
、
否
定
的
な
評
価
が
下
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、﹃
御
代
太
平
記
﹄﹃
狂
乱
太
平
記
﹄
の
よ
う
に
、
大
塩
を
中
国
の

反
乱
者
と
同
一
視
す
る
と
い
っ
た
形
で
、
彼
個
人
を
批
判
的
に
捉
え
る
傾
向
も
看

取
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
大
塩
物
実
録
は
当
初
、
大
塩
の
行
動
や
彼
個
人
に
批
判
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的
で
あ
っ
た
と
ま
と
め
ら
れ
る
。

こ
の
︿
浪
花
筆
記
群
﹀
の
後
、
大
塩
物
実
録
は
大
塩
個
人
に
関
す
る
脚
色
が
増

え
て
い
く
。
そ
の
方
向
性
と
し
て
は
、
大
塩
を
賞
賛
す
る
物
語
を
増
補
す
る
も
の

と
、
大
塩
の
残
虐
性
を
示
す
物
語
を
増
補
す
る
も
の
の
二
種
類
が
見
ら
れ
る
。

三
　  
英
雄
か
ら
反
逆
者
へ 

―『
天
保
浪
花
噺
』『
天
保
太
平
記
』―

大
塩
を
賞
賛
す
る
物
語
が
増
補
さ
れ
る
特
徴
は
﹃
天
保
浪
花
噺
﹄

0

﹃
天
保
太
平

記
﹄

!

に
顕
著
で
あ
る
。﹃
天
保
浪
花
噺
﹄
に
は
﹁
明
治
二
己
巳
正
月
日
﹂
と
書
写

年
時
が
あ
り
、﹃
天
保
太
平
記
﹄︵
五
巻
一
冊
、
国
立
国
会
図
書
館
本
︶
に
は
﹁
明

治
十
年
交
換
﹂
の
印
が
押
し
て
あ
り
、
両
作
品
は
い
ず
れ
も
幕
末
・
明
治
初
年
頃

の
成
立
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
両
者
の
物
語
の
内
容
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
両
作
品
は
﹃
太
平
鑑
﹄
か
ら
発
展
し
た
作
品
で
あ
る
が
、﹃
太
平
鑑
﹄
に
は
、

︿
浪
花
筆
記
群
﹀
で
見
ら
れ
た
序
文
が
一
切
見
ら
れ
ず
、
大
塩
に
関
わ
る
物
語
の

増
補
も
見
ら
れ
な
い
た
め
、
大
塩
平
八
郎
の
乱
や
大
塩
へ
の
評
価
は
全
く
読
み
取

れ
な
い
。
し
か
し
、﹃
太
平
鑑
﹄
が
﹃
天
保
浪
花
噺
﹄・﹃
天
保
太
平
記
﹄
に
発
展

す
る
過
程
で
、
大
塩
の
若
年
期
の
物
語
が
増
補
さ
れ
、
彼
個
人
を
賞
賛
す
る
物
語

が
色
濃
く
出
現
す
る
の
で
あ
る
。

以
下
、﹃
天
保
浪
花
噺
﹄
を
例
に
し
て
、
物
語
の
流
れ
を
確
認
し
つ
つ
、
作
中

で
大
塩
が
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
を
追
っ
て
み
た
い
。

﹃
天
保
浪
花
噺
﹄
は
大
塩
の
出
生
か
ら
物
語
を
説
き
起
こ
す
。
作
品
冒
頭
で
、

大
塩
平
八
郎
を
﹁
駿
遠
三
に
威
を
振
ひ
給
ひ
し
今
川
治
部
大
輔
義
元
の
末
孫
な

り
﹂
と
今
川
義
元
の
末
裔
と
設
定
し
、
大
塩
の
父
の
代
に
至
っ
て
、
大
坂
町
奉
行

の
与
力
と
な
っ
た
と
す
る
。
さ
ら
に
、
大
塩
の
父
は
子
供
が
で
き
な
い
こ
と
に
悩

ん
で
い
た
が
、
京
都
の
阿
弥
陀
个
峰
に
あ
る
豊
国
大
明
神
に
参
詣
し
た
と
こ
ろ
、

よ
う
や
く
子
供
を
授
か
り
、﹁
神
祖
の
御
詞
に
も
、
我
が
為
の
八
幡
な
り
と
申
給

ひ
し
は
、
本
多
平
八
郎
忠
勝
君
な
り
。
此
小
児
生
長
の
上
、
忠
勇
本
多
君
に
あ
や

か
る
様
に
と
平
八
郎
と
名
付
﹂
け
た
と
語
る
の
で
あ
る
。︵
以
上
、﹁
大
塩
平
八
郎

出
生
の
事　

附
江
戸
表
え
学
問
修
行
の
事
﹂︶

こ
の
よ
う
に
、﹃
天
保
浪
花
噺
﹄
は
大
塩
を
日
本
史
上
の
著
名
な
人
物
と
結
び

つ
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
姿
勢
の
背
後
に
は
、
実
録
の
主
人

公
を
一
般
人
と
は
異
な
る
存
在
と
し
て
差
別
化
す
る
意
識
が
働
い
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
同
様
の
傾
向
は
複
数
の
実
録
作
品
に
見
出
せ
る
傾
向
で
あ
り

@

、
実
録
の
物

語
増
補
の
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
と
考
え
ら
れ
る
。﹃
天
保
浪
花
噺
﹄
は
、
こ
の
パ
タ
ー

ン
を
利
用
し
て
大
塩
の
前
半
生
の
脚
色
を
試
み
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、﹃
天
保
浪
花
噺
﹄
以
前
の
作
品
に
は
、
大
塩
を
賞
賛
す
る
記
述
は
全
く

な
か
っ
た
が
、
本
作
に
い
た
っ
て
、
い
か
に
大
塩
が
賞
賛
に
値
す
る
人
物
で
あ
る

か
を
、
具
体
的
に
示
す
物
語
が
出
現
す
る
。

ま
ず
、﹁
大
塩
平
八
郎
出
生
の
事　

附
江
戸
表
え
学
問
修
行
の
事
﹂
で
は
、
大

塩
は
﹁
三
四
才
の
頃
ゟ
そ
の
智
、
衆
に
越
、
一
を
聞
て
万
を
知
る
の
才
有
。
八
九

才
の
頃
に
は
大
人
も
及
ざ
る
程
に
て
書
物
を
好
ん
で
和
漢
の
書
に
眼
を
さ
ら
し
、

ま
た
暇
あ
る
打
は
武
術
を
学
ば
し
む
る
に
、
其
妙
を
究
ず
と
云
事
な
し
﹂
と
神

童
ぶ
り
を
見
せ
、﹁
近
隣
こ
ぞ
っ
て
平
八
郎
が
奇
才
を
感
じ
あ
へ
り
﹂
と
賞
賛
さ

れ
る
。
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続
く
﹁
鈴
鹿
の
山
中
に
て
平
八
郎
賊
に
逢
ふ
事
﹂
で
は
、
鈴
鹿
山
を
通
り
過
ぎ

よ
う
と
す
る
大
塩
平
八
郎
の
前
に
山
賊
二
人
が
立
ち
は
だ
か
る
。
大
塩
は
﹁
扨
は

汝
ら
旅
人
と
見
せ
か
け
往
来
の
人
を
な
や
ま
す
山
賊
な
る
や
。
我
も
両
刀
た
ば
さ

み
、
汝
ら
ご
と
き
に
手
込
に
あ
は
ん
や
。
あ
た
ら
命
を
落
さ
ん
よ
り
、
と
く
〳
〵

道
の
案
内
を
せ
よ
﹂
と
応
じ
る
が
、
山
賊
は
逆
上
し
て
大
塩
平
八
郎
に
襲
い
か
か

る
。
大
塩
は
一
人
を
﹁
目
早
く
其
手
を
と
ら
へ
ね
ぢ
上
て
引
か
つ
ぎ
、
は
る
か
の

谷
へ
打
込
﹂、
も
う
一
人
は
﹁
刀
の
下
緒
を
以
し
か
と
引
く
ゝ
り
、
か
た
へ
の
松

に
ぞ
し
ば
り
付
﹂
て
教
訓
し
、﹁
落
た
る
刀
を
拾
ひ
取
、
彼
賊
が
た
ぶ
さ
を
根
よ

り
切
す
て
ゝ
、
足
早
に
元
来
し
道
へ
引
か
へ
す
﹂
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、﹁
後

に
此
事
を
僕
に
噺
せ
し
に
、
舌
を
巻
て
恐
れ
け
る
﹂
と
結
ば
れ
る
。

こ
れ
ら
の
物
語
で
は
、
大
塩
が
学
問
だ
け
で
な
く
武
勇
面
で
も
勝
れ
た
、
文
武

両
道
の
人
物
と
し
て
賞
賛
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
物
語
か
ら
、﹃
天
保
浪
花
噺
﹄

は
大
塩
を
文
武
両
道
の
人
物
と
し
て
造
形
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
こ
と
が
う
か
が

え
る
。

さ
ら
に
﹁
大
塩
平
八
郎
学
問
修
行
の
事　

附
吉
原
町
遊
所
へ
誘
引
る
ゝ
事
﹂
で

は
、﹁
平
生
平
八
郎
が
学
文
に
長
じ
、
師
の
覚
よ
き
を
心
憎
し
﹂
と
思
っ
た
書
生

仲
間
に
よ
っ
て
、
無
理
矢
理
、
吉
原
町
の
松
葉
屋
へ
入
る
こ
と
と
な
る
。
書
生
た

ち
は
泥
酔
す
る
が
、
大
塩
は
﹁
始
終
座
を
崩
さ
ず
、
床
に
入
る
と
い
へ
ど
も
勝
手

な
り
と
て
、
灯
火
の
下
に
矢
立
を
取
出
し
、
懐
紙
に
何
や
ら
ん
物
書
し
て
敢
て
女

郎
と
言
葉
も
交
わ
さ
﹂
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
書
生
仲
間
は
揚
げ
代
を
払
え
な

か
っ
た
た
め
、
大
塩
を
置
き
去
り
に
し
て
し
ま
う
。
難
儀
し
た
大
塩
は
林
大
学
頭

の
も
と
へ
戻
り
、
先
ほ
ど
の
懐
紙
と
を
差
し
出
し
て
、
林
大
学
頭
に
揚
げ
代
の
支

払
い
を
依
頼
す
る
。
こ
の
懐
紙
に
は
、
遊
里
に
い
る
間
に
書
き
留
め
た
漢
詩
が
書

か
れ
て
お
り
、
林
大
学
頭
は
色
香
に
迷
わ
な
か
っ
た
大
塩
に
免
じ
て
、
揚
げ
代
を

支
払
っ
た
。
書
生
仲
間
は
﹁
平
八
郎
が
其
身
に
引
受
友
の
悪
事
を
云
ず
、
大
学
頭

殿
の
前
に
て
更
に
臆
す
る
気
色
も
な
く
、
明
ら
か
に
答
し
さ
ま
、
又
遊
里
に
有
て

心
を
奪
は
れ
ず
、
詩
を
作
り
て
楽
し
み
居
さ
ま
、
凡
人
の
所
為
に
あ
ら
ず
と
大
に

恥
感
じ
て
、
罪
を
謝
し
け
る
﹂
が
、
当
の
大
塩
は
﹁
更
に
怒
る
気
色
も
な
く
、
弥

怠
慢
な
く
学
業
を
励
み
け
る
と
な
り
﹂
と
い
う
様
子
で
あ
っ
た
。

右
の
物
語
に
は
、
大
塩
に
対
す
る
具
体
的
な
賞
賛
の
言
葉
は
書
か
れ
て
い
な
い

が
、
彼
の
機
転
の
鋭
さ
と
度
量
の
広
さ
を
象
徴
す
る
物
語
と
な
っ
て
い
る
。
似
た

よ
う
な
物
語
は
、
大
塩
の
与
力
時
代
の
活
躍
に
も
及
ん
で
い
る
。

﹁
大
塩
平
八
郎
町
与
力
相
勤
る
事　

附
切
支
丹
宗
門
水
野
軍
記
が
事
﹂﹁
大
塩
平

八
郎
邪
家
の
者
見
顕
す
事　

附
夫
々
仕
置
の
事
﹂
は
、
大
塩
が
キ
リ
シ
タ
ン
の
水

野
軍
記
と
豊
田
貢
を
捕
縛
し
て
処
罰
す
る
物
語
で
あ
る
。
大
塩
は
﹁
万
事
正
直
に

し
て
曲
れ
る
事
な
く
、
上
な
る
者
の
差
図
に
て
も
利
に
違
ふ
事
あ
れ
ば
、
決
し
て

承
引
せ
ず
、
公
事
訴
訟
の
事
に
至
り
て
は
是
非
明
弁
に
し
て
﹂﹁
善
悪
分
明
な
り

し
か
ば
、
町
家
の
者
共
、
其
徳
を
慕
﹂
わ
れ
て
い
た
。
そ
ん
な
中
、
水
野
軍
記
と

い
う
者
が
稲
荷
大
明
神
と
号
し
て
﹁
切
支
丹
宗
門
の
邪
法
﹂
を
行
っ
て
金
銀
を
溜

め
込
み
、
水
野
軍
記
の
病
死
後
は
、
豊
田
貢
が
後
継
者
と
な
っ
て
い
た
。
大
塩
は

豊
田
貢
を
捕
縛
し
て
磔
刑
に
処
し
、
水
野
軍
記
の
墓
を
掘
り
出
し
て
、
そ
の
骸
骨

を
晒
し
た
。
こ
の
大
塩
平
八
郎
の
活
躍
は
﹁
皆
、
平
八
郎
が
明
智
よ
り
あ
ら
は
れ
、

邪
宗
の
者
共
伏
誅
せ
り
と
、
人
々
皆
感
じ
思
ひ
け
り
﹂
と
賞
賛
さ
れ
る
。
大
塩
が

水
野
軍
記
の
墓
を
暴
く
部
分
は
、
何
ら
か
の
批
判
が
あ
っ
て
い
い
よ
う
に
思
わ
れ
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る
が
、
あ
く
ま
で
も
﹁
人
々
皆
感
じ
思
ひ
け
り
﹂
と
賞
賛
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
、﹃
天
保
浪
花
噺
﹄
に
お
け
る
大
塩
の
若
年
期
の
物
語
を
概
観
し
て

き
た
が
、
こ
の
時
点
ま
で
は
一
貫
し
て
、
大
塩
を
賞
賛
に
値
す
る
英
雄
的
な
活
躍

を
す
る
人
物
と
し
て
描
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、︿
浪
花
筆
記
群
﹀
の
大
塩
に
対
す

る
否
定
的
評
価
と
は
全
く
逆
の
評
価
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
大
塩
の
英
雄
的
な
人
物
像
は
、﹁
貢
が
怨
恨
に
依
て
怪
異
の
事
﹂

と
い
う
物
語
以
降
、
全
く
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
物
語
で
は
、﹁
大

塩
平
八
郎
が
家
に
種
々
の
怪
異
の
事
始
れ
り
。
雨
な
ど
降
夜
は
家
の
棟
に
て
老
姥

の
か
な
し
む
声
し
、
或
は
火
の
玉
家
内
に
こ
ろ
げ
な
ど
し
、
又
夜
中
女
子
共
老

姥
の
立
る
姿
を
見
し
な
ど
、
怪
敷
事
共
多
け
れ
ど
、
平
八
郎
が
武
勇
に
や
恐
れ
け

ん
、
更
に
右
の
事
共
を
知
ら
ず
﹂
と
豊
田
貢
の
祟
り
が
起
こ
り
、
そ
れ
以
降
、
大

塩
は
﹁
何
と
な
く
心
荒
々
敷
な
り
﹂、﹁
町
家
富
有
の
輩
武
士
の
貧
窮
を
見
下
し
、

武
臣
に
対
し
て
失
礼
の
事
而
已
多
し
﹂﹁
大
坂
御
城
は
日
本
の
固
め
た
る
に
女
童

に
等
し
き
輩
を
し
て
守
ら
し
む
。
是
を
乗
取
、
天
下
の
勢
を
引
請
、
華
々
敷
腹
か

き
切
て
死
せ
ん
に
は
、
武
臣
の
励
み
、
諸
侍
の
気
を
引
立
る
基
ひ
な
ら
ん
。
天
下

に
対
し
、
不
忠
に
以
て
却
て
武
家
の
心
を
励
す
忠
儀
の
所
な
ら
ん
﹂
と
世
間
へ
の

不
満
を
つ
の
ら
せ
、
反
乱
蜂
起
を
企
て
て
い
く
。
そ
の
後
、
大
塩
は
林
家
の
名
前

を
語
っ
た
無
尽
講
で
軍
用
金
を
集
め
た
り
、
仙
石
騒
動
の
首
謀
者
で
あ
る
仙
石

左
京
を
仲
間
に
引
き
入
れ
よ
う
と
試
み
た
り
と
い
っ
た
反
乱
へ
の
準
備
を
進
め
て

い
く
。

こ
の
よ
う
に
、﹃
天
保
浪
花
噺
﹄﹁
貢
が
怨
恨
に
依
て
怪
異
の
事
﹂
は
、
大
塩
が

英
雄
か
ら
反
逆
者
へ
と
変
わ
る
転
換
点
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
以
降
、
大
塩
を
賞

賛
す
る
内
容
や
記
述
は
姿
を
消
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

﹃
天
保
浪
花
噺
﹄
の
物
語
展
開
を
ま
と
め
る
と
、
大
塩
は
若
か
り
し
頃
、
周
囲

の
賞
賛
を
集
め
る
文
武
両
道
の
人
物
で
あ
っ
た
が
、
水
野
軍
記
や
豊
田
貢
と
い
っ

た
キ
リ
シ
タ
ン
を
取
り
締
ま
っ
た
こ
と
が
転
機
と
な
り
、
反
逆
者
へ
と
転
落
し
て

い
く
と
い
う
大
き
な
流
れ
が
見
出
せ
る
。﹃
天
保
浪
花
噺
﹄・﹃
天
保
太
平
記
﹄
の

特
徴
は
、
大
塩
を
英
雄
か
ら
反
逆
者
へ
と
堕
ち
た
人
物
と
し
て
描
く
点
に
あ
る
。

四
　
残
虐
な
反
逆
者
　
―『
新
編
天
保
太
平
記
』―

前
節
で
は
、﹃
天
保
浪
花
噺
﹄・﹃
天
保
太
平
記
﹄
に
お
け
る
大
塩
の
人
物
像
が
、

英
雄
か
ら
反
逆
者
へ
と
変
遷
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一

貫
し
て
大
塩
を
残
虐
な
反
逆
者
と
し
て
描
く
作
品
が
存
在
す
る
。
そ
れ
が
﹃
新
編

天
保
太
平
記
﹄

#

で
あ
る
。﹃
新
編
天
保
太
平
記
﹄
も
﹃
天
保
浪
花
噺
﹄・﹃
天
保
太
平

記
﹄
同
様
、
大
塩
の
若
年
期
の
物
語
が
描
か
れ
る
が
、
そ
の
内
容
は
全
く
異
な
り
、

大
塩
が
い
か
に
残
虐
な
人
物
で
あ
る
か
を
描
く
点
に
注
力
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

﹃
新
編
天
保
太
平
記
﹄
冒
頭
の
﹁
大
塩
平
八
郎
素
性　

并
得
正
宗
話
﹂
で
、
大

塩
平
八
郎
は
﹁
昔
よ
り
今
に
至
る
ま
で
逆
意
を
企
て
、
其
終
り
を
善
せ
し
者
は
和

漢
と
も
に
未
だ
是
あ
ら
ず
。
然
る
に
去
ぬ
る
天
保
八
丁
酉
年
二
月
十
九
日
、
及
が

た
き
逆
謀
を
企
、
大
坂
市
中
を
放
火
乱
妨
し
、
浅
間
し
く
自
滅
し
て
屍
を
厳
科
に

行
は
れ
、
禍
を
九
族
に
及
ぼ
し
、
悪
名
を
末
代
に
遺
せ
し
大
坂
東
組
与
力
大
塩
格

之
助
な
る
者
の
養
父
、
当
時
隠
居
大
塩
平
八
郎
﹂
と
紹
介
さ
れ
る
。
そ
し
て
、﹁
自

ら
今
川
義
元
の
末
葉
な
る
由
、
自
負
せ
り
。
生
得
大
胆
剛
気
に
て
剣
法
槍
術
を
好

み
、
又
陽
明
学
に
眼
を
肄
し
、
稍
文
才
も
有
け
れ
ば
、
世
人
も
是
を
誉
、
其
身
も
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己
が
才
を
恃
で
、
人
を
直
下
し
短
慮
殺
伐
の
行
条
多
し
。﹂
と
記
述
さ
れ
る
。
本

作
に
お
い
て
、
大
塩
は
自
ら
の
才
能
を
ひ
け
ら
か
し
、
他
人
を
見
下
し
、
短
慮
殺

伐
の
行
動
が
多
い
人
物
と
設
定
さ
れ
て
お
り
、﹃
新
編
天
保
太
平
記
﹄
が
当
初
か

ら
、
大
塩
平
八
郎
を
残
虐
な
反
逆
者
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。

続
く
﹁
大
塩
平
八
郎
素
性　

并
得
正
宗
話
﹂
で
は
、
大
塩
が
鼈
︵
す
っ
ぽ
ん
︶

を
調
理
す
る
物
語
と
、
正
宗
の
刀
を
入
手
す
る
物
語
の
二
つ
が
内
包
さ
れ
て
い
る

が
、
い
ず
れ
も
前
述
の
設
定
を
具
体
化
す
る
物
語
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
梗
概

を
示
す
。

大
塩
は
近
藤
氏
と
交
友
を
結
ん
で
い
た
が
、
あ
る
時
、
近
藤
氏
は
大
塩
に
鼈
を

調
理
し
て
み
せ
よ
と
戯
れ
る
。
平
八
郎
は
迷
惑
に
思
い
、﹁
我
い
ま
だ
鼈
を
庖
丁

せ
し
事
な
し
。
此
儀
は
宥
免
に
預
り
た
し
﹂
と
辞
退
す
る
が
、
近
藤
氏
は
そ
の
姿

を
﹁
汝
は
武
士
な
ら
ず
や
。
武
士
な
ら
ば
時
宜
に
依
て
人
を
も
切
べ
し
。
況
や
鼈

を
切
を
恐
る
ゝ
事
や
あ
る
。
但
し
、
鼈
を
切
が
怖
し
き
や
﹂
と
嘲
笑
す
る
。
す
る

と
、﹁
短
慮
の
平
八
郎
、
中
に
憤
り
﹂、
大
小
交
え
て
二
十
匹
ほ
ど
の
鼈
を
料
理
し

よ
う
と
、
俎
板
の
前
に
座
る
。
近
藤
は
当
初
、﹁
庖
丁
と
て
別
に
あ
ら
ず
。
汝
が

刀
に
て
料
理
せ
よ
﹂
と
言
う
が
、
大
塩
が
﹁
我
大
小
は
鼈
を
切
ん
為
に
は
帯
せ
ず
。

人
を
切
為
の
大
小
な
り
。
刀
に
て
料
理
す
べ
く
ば
、
足
下
の
指
料
を
借
給
へ
。
そ

れ
に
て
料
理
す
べ
し
﹂
と
応
じ
た
た
め
、
近
藤
氏
は
家
来
の
刀
を
差
し
出
す
。
大

塩
は
﹁
其
刀
を
抜
持
、
鼈
を
俎
の
上
へ
掴
み
、
上
甲
も
放
さ
ず
、
滅
多
切
に
甲
ぐ

る
め
に
散
々
に
切
砕
き
、
終
に
二
十
余
枚
の
鼈
を
切
け
れ
ば
、
刀
は
鋸
の
ご
と
く

成
に
け
る
﹂
と
、
鼈
を
滅
多
切
り
に
し
て
し
ま
う
。
そ
の
後
、
大
塩
は
﹁
此
外
、

手
あ
ら
き
動
止
時
々
有
し
に
よ
り
、
奉
行
職
の
人
に
も
格
別
寒
立
し
、
役
向
に
は

用
ひ
ら
れ
ざ
り
し
﹂
と
い
う
様
子
だ
っ
た
。

こ
の
鼈
を
調
理
す
る
話
は
、﹁
滅
多
切
に
甲
ぐ
る
め
に
散
々
に
切
砕
き
﹂﹁
刀
は

鋸
の
ご
と
く
成
に
け
る
﹂﹁
此
外
、
手
あ
ら
き
動
止
時
々
有
し
﹂
と
い
っ
た
言
葉

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
大
塩
の
気
性
の
荒
さ
を
具
体
的
に
示
す
物
語
と
な
っ
て

い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
大
塩
の
気
性
の
荒
さ
は
、
正
宗
の
刀
を
入
手
す
る
物
語
に
よ
っ

て
、
さ
ら
に
強
調
さ
れ
る
。
こ
ち
ら
も
以
下
に
梗
概
を
示
す
。

あ
る
藩
の
武
士
は
無
名
正
宗
の
刀
を
所
持
し
て
い
た
が
、
祖
父
か
ら
二
代
の

間
、
よ
か
ら
ぬ
事
が
あ
っ
て
横
死
し
た
た
め
、
こ
の
刀
の
祟
り
で
な
い
か
と
疑
い
、

易
者
に
占
わ
せ
る
と
﹁
是
全
く
刀
剣
の
祟
の
な
す
処
な
り
﹂
と
言
わ
れ
た
た
め
、

﹁
偖
は
祖
父
の
代
に
買
求
し
、
正
宗
の
刀
の
祟
な
る
べ
し
と
て
、
件
の
刀
を
大
い

に
忌
恐
れ
、
望
み
の
人
あ
ら
ば
無
料
に
て
譲
与
ふ
べ
し
と
言
触
﹂
れ
る
。
こ
の
話

を
聞
い
た
山
城
守
は
﹁
さ
る
祟
あ
る
刀
は
好
よ
し
か
ら
ず
﹂
と
考
え
る
が
、
そ
こ

に
居
合
わ
せ
た
大
塩
は
正
宗
の
刀
を
所
望
す
る
。
山
城
守
は
大
塩
平
八
郎
を
制
し

て
、﹁
汝
は
武
を
好
む
事
、
人
に
過
た
れ
ば
祟
り
を
得
た
く
お
も
ふ
は
一
理
あ
れ

ど
も
、
身
に
祟
る
刀
は
求
て
益
な
か
ら
ず
や
﹂
と
忠
告
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
大
塩

は
、﹁
否
、
左
様
に
て
は
候
は
ず
。
莫
耶
の
剣
も
持
人
に
依
と
申
せ
り
。
武
士
た

る
者
望
名
作
を
帯
し
て
こ
そ
、
ま
さ
か
の
時
の
用
に
は
立
候
。
何
卒
刀
の
祟
る
な

ん
ど
の
義
あ
ら
ん
や
。
然
れ
ど
も
、
名
作
も
臆
病
未
練
の
者
所
持
す
れ
ば
、
鈍
剣

に
ひ
と
し
く
、
名
作
も
其
持
主
を
疎
み
て
祟
る
事
も
候
べ
し
。
此
平
八
な
ん
ど
は

祟
る
程
の
名
作
な
ら
で
は
、
指
料
と
す
る
に
不
足
候
﹂
と
応
じ
る
。

大
塩
平
八
郎
は
正
宗
の
刀
を
譲
り
受
け
る
と
、﹁
件
の
刀
を
磨
せ
て
是
を
見
る
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に
、
誠
に
物
凄
ば
か
り
の
出
来
物
な
れ
ば
、
大
い
に
悦
び
、
江
戸
の
本
阿
弥
に
目

利
を
頼
み
つ
か
は
し
け
る
に
、
正
宗
に
相
違
な
く
、
金
五
拾
枚
の
値
あ
り
と
い
ひ

越
し
け
る
に
ぞ
、
益
喜
悦
﹂
す
る
。
そ
し
て
、﹁
来
る
人
に
見
せ
誇
り
て
秘
蔵
し

け
る
が
、
是
よ
り
慢
心
弥
増
長
し
、
手
荒
の
挙
動
以
前
に
十
倍
し
け
れ
ば
、
東
西

組
の
与
力
同
心
、
平
八
郎
の
門
人
の
外
は
忌
憎
ま
ぬ
者
も
な
く
、
家
門
の
妻
子
小

者
下
婢
ま
で
も
狂
気
せ
ら
れ
し
や
と
思
ふ
程
の
も
度
〳
〵
あ
り
し
と
か
や
﹂
と
、

周
囲
か
ら
忌
み
嫌
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、﹁
是
彼
正
宗
の
祟
な
ら
め
と
潜
に
耳
語

と
あ
ふ
人
も
有
け
る
と
ぞ
聞
え
し
﹂
と
噂
さ
れ
る
。

右
の
物
語
の
う
ち
、
大
塩
の
﹁
何
卒
刀
の
祟
る
な
ん
ど
の
義
あ
ら
ん
や
。
然
れ

ど
も
、
名
作
も
臆
病
未
練
の
者
所
持
す
れ
ば
、
鈍
剣
に
ひ
と
し
く
、
名
作
も
其
持

主
を
疎
み
て
祟
る
事
も
候
べ
し
。
此
平
八
な
ん
ど
は
祟
る
程
の
名
作
な
ら
で
は
、

指
料
と
す
る
に
不
足
候
﹂
と
い
う
台
詞
は
、
大
塩
の
傲
慢
さ
を
際
立
た
せ
る
台
詞

で
あ
り
、
こ
の
正
宗
の
刀
を
入
手
し
て
以
降
、﹁
慢
心
弥
増
長
し
、
手
荒
の
挙
動

以
前
に
十
倍
し
け
れ
ば
、
東
西
組
の
与
力
同
心
、
平
八
郎
の
門
人
の
外
は
忌
憎
ま

ぬ
者
も
な
く
﹂
と
い
っ
た
状
況
が
生
ま
れ
、﹁
是
彼
正
宗
の
祟
な
ら
め
﹂
と
噂
さ

れ
た
と
云
う
。

﹁
大
塩
平
八
郎
素
性　

并
得
正
宗
話
﹂
に
お
け
る
鼈
の
話
と
正
宗
の
刀
の
話
は
、

い
ず
れ
も
大
塩
の
気
質
の
荒
さ
や
傲
慢
ぶ
り
を
具
体
的
に
描
く
物
語
で
あ
り
、
こ

の
一
話
を
通
じ
て
、
当
初
か
ら
荒
か
っ
た
大
塩
の
気
質
が
、
正
宗
の
刀
を
入
手
し

て
以
降
、
さ
ら
に
増
幅
し
て
い
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。﹃
新
編
天
保
太
平
記
﹄

に
お
い
て
、
大
塩
が
賞
賛
に
値
す
る
人
物
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
非
難
に
値

す
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
一
話
か
ら
も
十
分
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
、﹁
平
八
郎
陰
謀
施
行
落
文　

并
宇
津
木
矩
之
助
の
話
﹂﹁
大
井
正
一
郎

討
宇
津
木　

并
大
塩
出
陣
放
火
の
話
﹂
の
二
話
は
、
大
塩
の
残
虐
性
を
よ
り
際
立

た
せ
る
物
語
で
あ
る
。

宇
津
木
矩
之
助
は
﹁
武
術
儒
学
稽
古
の
為
、
平
八
郎
の
門
人
と
な
り
、
邸
に
寄

宿
し
て
居
け
る
﹂
が
、
大
塩
に
謀
反
計
画
へ
の
参
加
を
促
さ
れ
、﹁
矩
之
助
は
容

易
な
ら
ざ
る
義
と
恐
ろ
し
く
思
ひ
、
有
無
の
返
答
も
せ
ず
、
透
間
あ
ら
ず
逃
帰
ら

ん
と
考
﹂
え
る
。
す
る
と
、
大
塩
平
八
郎
は
見
張
り
を
付
け
て
、
宇
津
木
を
監
禁

し
て
し
ま
う
。
そ
の
上
、
謀
反
計
画
に
異
議
を
唱
え
る
河
合
郷
左
衛
門
に
対
し
て
、

﹁
短
慮
の
平
八
郎
、
大
に
憤
り
、
大
杖
を
以
て
河
合
を
散
々
に
撃
懲
し
め
け
る
に

ぞ
、
郷
左
衛
門
再
び
口
を
開
く
事
能
わ
ず
﹂
と
暴
行
を
加
え
、
吉
見
九
郎
右
衛
門

の
息
子
英
九
郎
を
﹁
決
し
て
親
元
へ
叛
さ
ず
、
宇
津
木
同
様
に
目
代
を
付
、
邸
よ

り
外
え
出
さ
ゞ
れ
ば
、
吉
見
は
人
質
を
と
ら
れ
、
子
の
愛
着
に
ほ
だ
さ
れ
て
訴
人

も
な
し
得
ず
、
あ
や
ぶ
み
居
た
り
け
る
と
な
ん
﹂
と
人
質
に
す
る
こ
と
で
、
吉
見

九
郎
右
衛
門
の
離
反
を
防
ぐ
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
卑
劣
な
手
段
を
執
る
ば
か

り
か
、
最
終
的
に
は
宇
津
木
を
殺
害
し
て
し
ま
う
。

彼
の
宇
津
木
矩
之
助
を
呼
出
し
、
座
に
着
し
め
、﹁
今
已
に
出
陣
の
期
来
け

り
。
其
方
も
覚
期
を
極
め
、
と
も
に
出
陣
す
べ
し
﹂
と
て
盃
を
さ
し
け
れ
ば
、

宇
津
木
は
生
た
る
心
地
な
く
さ
し
俯
首
て
、
返
答
し
か
ね
け
る
を
、
一
座
の

輩
口
々
に
勧
め
、
強
て
盃
を
受
さ
せ
け
る
に
ぞ
已
事
を
得
ず
、
盃
と
り
上
て

一
二
盞
飲
、
手
水
心
と
て
座
を
た
ち
庭
え
下
て
小
用
し
は
て
手
水
鉢
に
か
ゝ

り
手
を
清
め
居
け
る
に
、
平
八
郎
、
大
井
正
一
郎
に
屹
と
目
語
し
け
れ
ば
、



一
〇

近
世
実
録
に
お
け
る
大
塩
平
八
郎
の
人
物
像
︵
荻
原
︶

正
一
郎
心
得
、
有
あ
ふ
手
槍
お
つ
取
、
庭
え
飛
下
、
詞
を
も
懸
ず
、
矩
之
助

が
脇
腹
を
一
槍
に
突
通
し
け
る
に
ぞ
、
苦
と
叫
び
悶
く
る
し
む
を
正
一
郎
槍

引
抜
て
止
を
刺
け
る
ぞ
無
残
な
る
。
斯
て
正
一
郎
座
に
帰
り
け
れ
ば
、
平
八

郎
血
祭
よ
し
と
て
盃
を
正
一
郎
に
あ
た
へ
け
り
。

大
塩
は
、
宇
津
木
敬
治
が
謀
反
に
参
加
し
な
い
こ
と
を
悟
る
や
否
や
、
大
井
正

一
郎
に
命
じ
て
、
宇
津
木
を
殺
害
さ
せ
、
そ
れ
を
﹁
血
祭
よ
し
﹂
と
し
て
祝
う
。

こ
の
物
語
は
、
大
塩
が
宇
津
木
を
殺
害
さ
せ
た
史
実
を
踏
ま
え
て
、
大
塩
の
残
虐

性
を
強
調
す
る
物
語
へ
と
脚
色
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

﹁
平
八
郎
陰
謀
施
行
落
文　

并
宇
津
木
矩
之
介
の
話
﹂﹁
大
井
正
一
郎
討
宇
津
木　

并
大
塩
出
陣
放
火
の
話
﹂
は
い
ず
れ
も
、
自
分
の
意
に
反
す
る
人
間
に
対
し
て
、

暴
行
監
禁
、
殺
害
も
辞
さ
な
い
ほ
ど
の
残
虐
性
を
持
つ
人
物
と
し
て
、
大
塩
を
描

き
出
し
て
い
る
。
一
連
の
物
語
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、﹃
新
編
天
保
太
平
記
﹄

に
お
け
る
大
塩
は
、
一
貫
し
て
粗
暴
で
残
虐
な
反
逆
者
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ほ
ど
ま

で
に
大
塩
を
否
定
的
に
描
く
実
録
作
品
は
存
在
せ
ず
、﹃
新
編
天
保
太
平
記
﹄
は
、

大
塩
の
反
逆
者
と
し
て
の
側
面
を
強
調
し
て
描
い
た
作
品
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

五
　
お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
大
塩
物
実
録
が
発
展
す
る
に
つ
れ
て
、
作
品
ご
と
に
ど
の
よ
う
な

特
徴
が
現
れ
る
の
か
を
概
観
し
た
。
そ
の
結
果
、
大
塩
物
実
録
は
大
塩
平
八
郎
を

反
逆
者
と
位
置
づ
け
る
認
識
を
共
有
し
つ
つ
も
、︿
浪
花
筆
記
群
﹀
は
序
文
で
大

塩
や
そ
の
行
動
を
批
判
的
に
評
価
す
る
に
留
ま
り
、﹃
天
保
浪
花
噺
﹄﹃
天
保
太
平

記
﹄
は
大
塩
平
八
郎
を
英
雄
か
ら
反
逆
者
に
な
っ
た
落
差
の
あ
る
人
物
と
し
て
描

き
、﹃
新
編
天
保
太
平
記
﹄
は
一
貫
し
て
粗
暴
で
残
虐
な
反
逆
者
と
し
て
描
く
と

い
っ
た
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
大
塩
物
実
録
は
発
展
す
る
ご
と
に
、
大

塩
個
人
に
関
す
る
脚
色
が
増
え
て
い
く
傾
向
に
あ
り
、
こ
の
傾
向
に
従
っ
て
、
各

作
品
の
特
徴
が
出
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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物
実
録
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て
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設
定
し
た
り
す

る
︵﹃
慶
安
太
平
記
﹄︶
と
い
っ
た
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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