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『甲冑御披露』にみる政治批判

　

長
谷
川
如
是
閑
（
一
八
七
五
～
一
九
六
九
）
は
、
一
九
三
〇
年
代
半
ば
（
昭

和
一
〇
年
ご
ろ
）
を
境
に
、
論
考
の
テ
ー
マ
を
日
本
の
過
去
に
求
め
る
よ
う
に

な
る１

。
日
本
回
帰
（
転
向
）
と
呼
ば
れ
る
時
期
で
あ
る２

。
し
か
し
、
劇
作
に
お

け
る
長
谷
川
は
、
す
で
に
大
正
末
に
は
黒
船
来
航
を
テ
ー
マ
に
し
た
『
馬
鹿
殿

評
定
』
を
発
表
し
、
さ
ら
に
昭
和
に
入
る
と
『
甲
冑
御
披
露
』『
国
賊
を
中
心

と
し
て
』『
太
閤
の
犢
鼻
褌
』の
三
作
品
を
世
に
送
り
出
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、

長
谷
川
が
日
本
回
帰
と
呼
ば
れ
る
時
期
に
先
が
け
て
、
既
に
時
代
を
遡
る
戯
曲

作
品
を
手
掛
け
た
こ
と
に
注
目
し
た
。
思
想
統
制
が
な
さ
れ
る
な
か
、
長
谷
川

は
「
当
た
ら
な
い
的
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
健
筆
を
振
る
い
続
け
る
も
、
満
州

事
変
以
後
は
、
政
治
的
見
解
を
封
印
す
る
こ
と
と
な
る
。
が
、
日
本
回
帰
に
至

る
軌
跡
は
、す
で
に
劇
作
か
ら
は
じ
ま
っ
て
お
り
、こ
の
、戯
曲
執
筆
期
間
に
は
、

本
格
的
な
論
考
に
入
る
前
の
準
備
時
期
と
し
て
、
思
想
的
根
幹
が
築
か
れ
て
い

た
と
仮
定
し
た
上
で
、『
甲
冑
御
披
露
』
に
秘
め
ら
れ
た
評
論
家
と
し
て
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
紐
解
き
つ
つ
、
描
か
れ
る
性
格
描
写
と
笑
い
に
隠
さ
れ
た
批
判
を
読

み
解
い
て
い
き
た
い
。

　

石
沢
秀
二
は
「
喜
劇
は
お
こ
り
つ
つ
あ
る３

」
の
中
で
、「
明
治
末
か
ら
大
正

に
か
け
て
、
日
本
に
移
植
さ
れ
た
喜
劇
の
代
表
で
あ
る
モ
リ
エ
ー
ル
の
大
多
数

は
、
諷
刺
と
か
批
判
精
神
と
か
の
影
は
う
す
れ
て
、
思
想
を
抜
き
と
ら
れ
た
笑

い
の
技
術
性
の
み
を
強
調
さ
れ
た
滑
稽
喜
劇
と
し
て
扱
わ
れ
た
よ
う
だ
」
と
述

べ
て
い
る
。
石
沢
の
指
摘
か
ら
は
、
近
代
化
と
と
も
に
移
植
さ
れ
た
喜
劇
の
思

想
性
は
薄
れ
、
一
部
の
作
家
を
除
い
て
、
単
純
な
笑
い
の
み
が
追
求
さ
れ
て
き

て
お
り
、
こ
の
た
め
に
、
長
谷
川
の
喜
劇
に
関
す
る
思
想
的
考
察
は
、
ほ
と
ん

ど
な
さ
れ
て
い
な
い
ま
ま
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

同
時
に
、
こ
う
し
た
日
本
に
お
け
る
喜
劇
観
は
、
長
谷
川
の
劇
作
に
対
す
る

評
価
が
低
い
ば
か
り
で
な
く
、
作
品
そ
の
も
の
に
対
す
る
言
及
す
ら
皆
無
に
等

し
い
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
日
本
に
お
い
て
、

笑
い
に
対
す
る
思
想
的
な
考
察
が
欠
け
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
長
谷
川
は

一
貫
し
て
喜
劇
仕
立
て
の
作
品
を
発
表
し
続
け
た
。
こ
の
長
谷
川
の
ス
タ
ン
ス

は
、
日
本
が
戦
争
に
向
か
う
昭
和
に
入
っ
て
も
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
本

来
は
思
想
的
な
意
味
合
い
の
強
い
喜
劇
を
、
長
谷
川
が
執
筆
・
表
現
活
動
の
重
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要
な
手
段
と
し
て
利
用
し
な
い
手
は
な
い
。

　

長
谷
川
は
、
雑
誌
『
我
等
』
の
改
題
『
批
判
』
創
刊
時４

に
「
批
判
」
に
つ
い

て
自
身
の
信
念
を
述
べ
る
な
か
で
、「
社
会
科
学
は
歴
史
的
知
識
の
手
続
き
た

る
ば
か
り
で
な
く
、
歴
史
の
創
造
の
手
続
き
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」「
歴
史
か

ら
抽
象
さ
れ
た
『
公
式
』
は
、
そ
れ
が
歴
史
に
還
元
さ
れ
て
始
め
て
意
味
を
も

つ
も
の
で
あ
る
こ
と『
批
判
』は
誰
よ
り
も
先
に
主
張
す
る
」と
い
っ
た
ス
ロ
ー

ガ
ン
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、「
普
通
の
用
語
例
に
よ
る
意
味
の

『
批
判
』」
が
「
歴
史
の
現
在
の
段
階
に
於
て
、
二
重
に
要
求
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と

を
知
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
。
長
谷
川
に
と
っ
て
の
「
歴
史
」
は
、
単
な
る

過
去
を
な
ぞ
る
こ
と
で
な
く
、
ま
た
同
時
代
に
お
け
る
思
想
的
束
縛
を
忌
避
す

る
た
め
の
も
の
で
も
な
い
。
長
谷
川
の
思
想
活
動
の
い
わ
ば
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
で

あ
る
。

　

少
年
時
代
か
ら
歴
史
を
愛
し
、
願
わ
く
ば
歴
史
学
者
に
な
り
た
い
と
望
ん
で

い
た
少
年
は
、
そ
の
後
新
聞
記
者
と
な
っ
た
。
そ
の
長
谷
川
に
と
っ
て
、
現
実

の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
方
策
が
、
歴
史
か
ら
学
ぶ
こ
と
だ
っ
た
。「
い
つ

で
も
欧
米
諸
国
に
先
例
が
あ
っ
た
」
日
本
で
は
、「
自
国
の
歴
史
の
な
か
に
先

例
を
見
出
す
努
力
」
が
欠
け
て
い
た５

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
長
谷
川
の
歴
史
観

は
、
過
去
に
思
い
を
馳
せ
る
少
年
時
代
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
実
的
な
対
峙
の
必

要
不
可
欠
な
武
器
と
な
っ
た
。
か
つ
、
日
本
と
い
う
国
の
政
治
の
成
り
立
ち
で

あ
る
歴
史
を
整
理
し
、
過
去
か
ら
現
在
、
そ
し
て
未
来
に
続
く
政
治
的
展
望
を

突
き
詰
め
る
た
め
の
モ
チ
ー
フ
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

し
た
が
っ
て
、「
す
べ
て
の
思
想
と
運
動
は
、
そ
の
前
史
と
源
流
に
お
け
る
考

察
を
ぬ
き
に
し
て
は
正
し
く
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い６

」
以
上
は
、
大
思
想
家
・

長
谷
川
の
作
品
研
究
に
お
い
て
も
、
同
時
代
の
社
会
動
向
、
そ
し
て
そ
れ
以
前

の
流
れ
を
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
ろ
う
。

　

大
正
時
代
に
発
表
さ
れ
た
長
谷
川
戯
曲
は
、
同
時
代
の
お
け
る
社
会
問
題
を

巧
み
に
取
り
上
げ
戯
画
化
し
て
い
る
。
例
え
ば
、大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
最
中
、

普
選
前
年
（
一
九
二
四
年
）
に
発
表
し
た
『
大
臣
候
補
』
に
み
ら
れ
る
政
治
と

金
の
問
題７

、『
エ
チ
ル
・
ガ
ソ
リ
ン
』
の
近
代
化
に
伴
う
公
害
の
発
生
と
そ
こ

に
描
か
れ
る
資
本
家
や
知
識
人８

の
立
ち
位
置
な
ど
、
社
会
的
笑
（
ユ
ー
モ
ア９

）

に
包
ま
れ
た
普
遍
的
な
問
題
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
両
極
の
一
致
』
に

登
場
す
る
ヒ
ロ
イ
ン
の
大
叔
父
の
軍
国
主
義
と
父
親
の
平
和
主
義（注

な
ど
、
戯
曲

に
登
場
す
る
人
物
は
、
対
立
を
表
現
す
る
最
も
有
効
的
な
方
法
と
し
て
極
め
て

単
純
な
性
格
に
よ
っ
て
特
徴
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

上
述
の
三
作
品
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
単
純
故
の
思
い
込
み
の
強
さ
が
、
災

い
や
問
題
を
必
要
以
上
に
大
き
く
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
ど

の
作
品
も
同
時
代
の
社
会
問
題
を
題
材
に
し
て
い
る
が
、
登
場
人
物
の
性
格
的

な
特
徴
を
主
軸
に
作
品
を
鑑
み
る
と
き
、
そ
こ
に
は
時
代
の
差
異
を
感
じ
さ
せ

な
い
共
通
項
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
物
の
性
格
を
特
徴
づ
け
る
背
景
を

現
代
的
な
問
題
に
し
な
け
れ
ば
、
時
代
設
定
の
重
要
性
は
薄
れ
る
だ
ろ
う
。

　

近
代
国
家
で
は
、
善
良
な
市
民
が
健
や
か
な
生
活
を
送
る
際
に
、
政
治
的
な

影
響
を
受
け
る
こ
と
は
止
む
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
時
代
の
潮
流
に
お
い
て

も
政
治
的
な
も
の
に
左
右
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
異
時
代
の
政
治
や
社
会
的
状

況
に
も
、
社
会
集
団
で
起
こ
る
意
見
の
相
違
や
分
裂
、
闘
争
な
ど
の
種
々
様
々
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な
事
件
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。発
表
さ
れ
る
作
品
が
歴
史
物
だ
と
し
て
も
、

そ
れ
は
時
代
設
定
を
現
代
人
の
感
覚
か
ら
突
き
放
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
時

代
が
遡
っ
た
と
し
て
も
、
人
の
心
は
そ
れ
ほ
ど
変
化
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
む

し
ろ
政
治
的
な
規
制
以
外
の
慣
習
等
は
、
い
に
し
え
の
昔
か
ら
脈
々
と
続
い
て

い
る
。

　

一
九
三
〇
年
代
頃
を
境
に
、
日
本
人
の
特
徴
に
つ
い
て
研
究
す
る
長
谷
川
の

脳
裏
か
ら
生
ま
れ
る
過
去
を
題
材
に
し
た
戯
曲
に
お
い
て
は
、
現
実
的
な
問
題

も
、
隠
さ
れ
た
形
で
、
日
本
独
特
の
社
会
や
人
間
の
性
質
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
と
推
測
さ
れ
る
。
従
っ
て
「
社
会
的
笑
」
に
秘
め
ら
れ
た
批
判
を
読
み
解
く

た
め
に
は
、
描
か
れ
る
作
品
の
時
代
の
み
な
ら
ず
、
時
代
性
を
超
越
し
た
視
点

を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
七
月
、
雑
誌
『
批
判
』
第
一
号
第
三

巻
に
掲
載
さ
れ
た
『
甲
冑
御
披
露
』
を
題
材
に
、
長
谷
川
の
思
想
の
遍
歴
の
一

端
を
垣
間
見
る
考
察
を
試
み
る
。
こ
の
過
程
で
は
、
作
品
内
の
問
題
を
解
決
し

て
い
く
性
格
的
特
徴
を
『
日
本
的
性
格
』
を
は
じ
め
と
し
た
論
考
と
と
も
に
、

現
代
に
お
け
る
社
会
科
学
の
観
点
を
も
含
め
て
紐
解
い
て
い
き
た
い
。同
時
に
、

題
目
か
ら
連
想
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
、
作
品
発
表
時
の
社
会
動
向
、
長
谷
川
の
歴

史
・
芸
術
観
を
政
治
的
時
代
背
景
と
と
も
に
俯
瞰
す
る
。

一
、
戯
曲
構
成
と
甲
冑
の
価
値

　
『
甲
冑
御
披
露
』
は
、
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
に
連
続
し
て
発
表
さ
れ
た

三
部
作
の
第
一
作
目
に
あ
た
る
。
こ
れ
ら
三
作
は
、
い
ず
れ
も
喜
劇
と
銘
打
た

れ
た
一
幕
物
の
戯
曲
で
あ
る
。
各
々
の
作
品
は
そ
れ
ぞ
れ
時
代
設
定
は
異
な
る

も
の
の
喜
劇
三
部
作
と
し
て
銘
打
た
れ
て
い
る（（

。一
作
目
の『
甲
冑
御
披
露
』は
、

雑
誌
『
我
等
』
改
題
の
『
批
判
』
に
は
じ
め
て
発
表
さ
れ
た
戯
曲
で
あ
り
、
日

本
文
化
の
繁
栄
著
し
い
江
戸
時
代
を
舞
台
に
し
た
、
購
買
品
の
支
払
い
を
免
れ

よ
う
と
す
る
京
都
の
公
家
と
公
家
に
に
ら
み
を
き
か
せ
る
京
都
所
司
代
の
話
で

あ
る
。
本
戯
曲
は
、
題
目
の
『
甲
冑
御
披
露
』
に
あ
る
「
甲
冑
」
が
宴
の
主
役

で
あ
る
。
思
想
的
考
察
に
入
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
作
品
そ
の
も
の
を
読
ん
で
い

き
た
い
。
梗
概
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

享
保
年
間
。
一
条
前
関
白
邸
。
大
書
院
で
の
甲
冑
披
露
の
宴
が
始
ま
る
。

（
朗
詠
）
王
船
艤
し
て
未
だ
出
で
ず
、
春
の
棹
沙
涯
の
間
に
容
与
す
、
糸

帷
垂
れ
て
猶
ほ
眠
る
、
暁
の
夢
書
帙
の
間
に
芬
芳
た
り

　

一
条
前
関
白
が
朗
詠
を
披
露
す
る
と
、
一
同
か
ら
「
や
ん
や
や
ん
や
」

と
歓
声
が
あ
が
る
。
雅
な
甲
冑
の
披
露
目
で
は
あ
る
が
、
大
坎
御
門
の
話

に
続
き
徳
大
寺
が
京
役
人
へ
の
憤
懣
を
語
り
だ
す
。
す
る
と
万
里
小
路

大
納
言
は
、
周
防
の
天
顔
に
対
す
る
行
為
は
野
獣
の
振
る
舞
い
で
あ
り
、

そ
の
行
為
は
逆
賊
だ
と
話
し
出
す
。
皆
の
話
を
聞
い
て
い
た
一
条
内
大
臣

は
、
憤
懣
の
理
由
を
武
力
が
な
い
せ
い
だ
と
答
え
る
。
和
気
あ
い
あ
い
と

す
す
む
宴
の
よ
う
に
見
え
た
が
、
突
然
、
四
辻
中
納
言
が
声
高
に
笑
い
出

し
雰
囲
気
が
一
変
す
る
。
四
辻
は
言
葉
に
こ
そ
し
な
い
が
、
一
条
の
言
動

全
て
を
滑
稽
に
思
っ
て
い
る
よ
う
で
、
腹
が
よ
じ
れ
る
ほ
ど
お
か
し
い
と

言
い
出
す
。
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一
条
の
計
ら
い
で
、ま
ず
は
四
辻
の
話
を
聞
く
こ
と
に
な
る
。
四
辻
は
、

一
条
の
甲
冑
、
万
里
小
路
の
体
術
そ
し
て
儒
者
和
学
者
を
抱
え
て
の
謀
判

の
学
問
に
昨
今
流
行
り
の
馬
術
で
は
、
京
役
人
一
人
の
征
伐
も
お
ぼ
つ
か

な
い
と
話
し
出
す
。

　

表
の
方
が
騒
が
し
く
な
っ
て
く
る
。
招
か
れ
な
い
客
人
、京
都
所
司
代
・

土
岐
丹
後
守
が
家
来
四
名
を
従
え
て
登
場
す
る
。
代
々
伝
わ
る
甲
冑
だ
と

一
条
は
説
明
し
て
い
た
甲
冑
は
、
真
新
し
く
新
品
同
様
で
あ
る
。
京
都
所

司
代
に
代
金
の
不
払
い
を
問
い
詰
め
ら
れ
て
い
く
う
ち
に
、
実
は
馬
の
代

金
も
甲
冑
同
様
の
状
態
で
あ
る
こ
と
が
露
呈
す
る
。
他
の
公
家
も
馬
の
代

金
の
支
払
い
を
滞
っ
て
い
る
よ
う
で
、
一
同
、
困
り
果
て
る
。
土
岐
丹
後

守
は
、
言
葉
巧
み
に
一
条
に
所
望
し
中
央
に
あ
る
甲
冑
を
家
来
に
身
に
着

け
さ
せ
る
。
時
経
ず
し
て
土
岐
の
家
来
が
狼
藉
者
の
侵
入
を
伝
え
る
。
狼

藉
者
を
追
う
よ
う
に
命
令
さ
れ
た
家
来
は
、
甲
冑
を
身
に
着
け
た
ま
ま
退

場
す
る
。

　

四
辻
は
所
司
代
の
、
役
職
を
盾
に
し
た
、
し
た
た
か
な
企
み
に
気
づ
い

た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
含
み
を
も
た
せ
た
問
答
が
な
さ
れ
て
い
く
。
所
司

代
が
追
い
込
む
か
の
よ
う
に
み
え
た
が
、最
後
は
四
辻
に
追
い
込
ま
れ
る
。

し
か
し
、
所
司
代
が
窮
す
る
そ
の
時
、
両
者
は
同
時
に
大
笑
い
に
て
決
着

と
な
る
。
正
親
町
だ
け
が
、
甲
冑
や
馬
の
代
金
を
支
払
え
ず
に
い
る
公
家

連
中
の
顔
を
可
笑
し
い
よ
う
な
悲
し
い
よ
う
な
顔
つ
き
で
見
つ
め
て
い
る

（
幕
）。

　

登
場
人
物
は
、
甲
冑
の
披
露
目
を
す
る
前
関
白
の
一
条
、
披
露
目
に
招
か
れ

て
い
る
二
条
内
大
臣
、
三
条
内
大
臣
、
三
条
右
大
臣
、
大
坎
御
門
大
納
言
、
徳

大
寺
大
納
言
、
正
親
町
大
納
言
、
万
里
小
路
大
納
言
、
四
辻
中
納
言
そ
し
て
京

都
所
司
代
で
あ
る
土
岐
丹
後
守
で
あ
る
。
そ
の
他
、
披
露
目
を
行
っ
て
い
る
大

書
院
に
は
、
一
条
家
の
家
来
、
侍
女
、
下
僕
等
が
控
え
て
い
る
。
こ
の
な
か
で

主
要
な
登
場
人
物
は
、
家
来
や
侍
女
た
ち
を
の
ぞ
く
一
条
と
客
人
そ
し
て
京
都

所
司
代
の
土
岐
で
あ
る
。台
詞
が
与
え
ら
れ
て
い
る
人
物
も
全
員
男
性
で
あ
る
。

本
戯
曲
に
は
女
性
の
登
場
は
あ
る
に
し
て
も
、
メ
イ
ン
キ
ャ
ス
ト
は
す
べ
て
男

性
で
あ
る
。

　

従
来
の
長
谷
川
戯
曲
と
比
較
し
た
と
き
―
―
男
性
と
女
性
が
随
所
随
所
で
活

躍
す
る
今
ま
で
の
作
品
と
異
な
り
、『
甲
冑
御
披
露
』
に
お
け
る
幕
政
改
革
時

の
経
済
事
情
、『
国
賊
を
中
心
と
し
て
』の
明
治
維
新
直
後
の
武
士
た
ち
の
動
揺
、

そ
し
て
『
太
閤
の
犢
鼻
褌
』
の
独
裁
的
な
企
業
家
の
崩
壊
と
い
う
設
定
か
ら
は
、

ど
の
作
品
か
ら
も
女
性
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
も
の
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
―
―

三
部
作
の
ど
れ
ひ
と
つ
に
も
女
性
の
活
躍
が
ま
っ
た
く
み
う
け
ら
れ
な
い
こ
と

に
も
違
和
感
を
す
ら
感
じ
る
。
女
性
の
登
場
に
代
わ
っ
て
、
歴
史
的
背
景
が
前

面
に
出
て
い
る
作
品
群
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
三
部
作
い
ず
れ
も
女
性

の
登
場
が
希
薄
に
な
り
、
代
わ
っ
て
時
代
背
景
を
現
代
か
ら
ず
ら
し
た
作
品
に

は
、
経
済
的
な
豊
か
さ
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
時
代
を
過
去
に
設
定
す
る
と
い

う
歴
史
的
な
背
景
は
、
あ
る
種
の
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
で
あ
り
、
実
際
の
と
こ
ろ

は
世
界
恐
慌
後
の
現
実
の
（
一
九
三
〇
年
の
）
社
会
そ
の
も
の
を
表
現
し
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

本
作
品
の
構
成
は
、
①
甲
冑
の
披
露
目
を
台
無
し
に
す
る
四
辻
と
一
条
に
付
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和
雷
同
す
る
そ
の
他
公
家
一
同
、
②
土
岐
の
登
場
と
甲
冑
の
行
方
、
③
四
辻
と

土
岐
の
問
答
と
い
う
大
き
く
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
①
で
は
一
条
を

は
じ
め
と
す
る
登
場
人
物
（
公
家
）
が
、「
甲
冑
」
や
「
馬
」
の
支
払
い
に
つ

い
て
を
詮
議
す
。
本
作
品
に
登
場
す
る
人
物
構
成
が
代
金
未
払
い
と
い
う
一
件

に
拍
車
を
か
け
て
い
る
が
、
四
辻
対
一
条
他
、
つ
ぎ
に
土
岐
と
そ
の
他
、
そ
し

て
四
辻
対
土
岐
と
い
う
対
立
構
造
を
社
会
的
身
分
で
表
す
と
、
一
つ
の
様
式
に

な
る
。
す
な
わ
ち
武
家（
京
都
所
司
代
）対
公
家
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
対
立
は
、

戯
曲
に
設
定
さ
れ
て
い
る
享
保
時
代
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
経
済
問
題
に
付

随
す
る
。
極
め
て
単
純
化
す
れ
ば
、
管
理
す
る
側
と
管
理
さ
れ
る
側
の
関
係
で

あ
る
。
実
際
の
近
世
に
お
け
る
法
令
の
流
れ
は
、図
１
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。

本
作
品
は
、
京
都
所
司
代
が
直
接
一
条
家
を
訪
れ
る
く
だ
り
か
ら
、
図
１
に
お

け
る
⑤
の
流
れ
だ
と
考
え
ら
れ
、
長
谷
川
が
、
歴
史
的
流
れ
を
ヒ
ン
ト
に
作
品

を
描
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
幕
政
改
革
の
ひ
と
つ
で
あ
る
享
保
の

改
革
か
ら
浮
か
び
来
る
の
は
、
八
代
将
軍
吉
宗
時
代
と
幕
領
の
石
高
を
増
加
し

財
政
を
好
転
さ
せ
た
と
い
っ
た
政
治
的
手
腕
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
厳
し

い
経
済
状
況
が
あ
っ
た
。

①
将
軍
ま
た
は
老
中
か
ら
の
朝
廷
（
禁
裏
御
所
・
院
御
所
）、ま
た
は
天
皇
・

上
皇
、
摂
政
・
関
白
に
出
さ
れ
た
法
度

②
将
軍
か
ら
武
家
伝
奏
ま
た
は
公
家
に
出
さ
れ
た
法
令

③
将
軍
か
ら
京
都
所
司
代
ま
た
は
付
武
家
に
出
さ
れ
た
法
令

④
老
中
か
ら
京
都
所
司
代
・
京
都
町
奉
行
、
ま
た
は
付
武
家
に
出
さ
れ
た

図
１　
　

近
世
朝
廷
法
令
の
流
れ
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法
令

⑤
京
都
所
司
代
よ
り
武
家
伝
奏
ま
た
は
公
家
に
出
さ
れ
た
法
令

⑥
京
都
町
奉
行
ま
た
は
付
武
家
か
ら
朝
廷
に
出
さ
れ
た
法
令

⑦
上
皇
ま
た
は
天
皇
か
ら
公
家
に
出
さ
れ
た
法
令

⑧
摂
政
ま
た
は
関
白
か
ら
公
家
に
出
さ
れ
た
法
令

⑨
武
家
伝
奏
か
ら
公
家
に
出
さ
れ
た
法
令
（
禁
裏
小
番
の
番
頭
か
ら
相
番

頭
へ
と
触
れ
ら
れ
て
い
く
ケ
ー
ス
も
多
い（図

）

　

つ
ぎ
に
、
四
辻
は
笑
い
の
様
を
色
々
と
説
明
す
る
が
、
そ
の
笑
い
は
お
か
し

い
と
言
う
よ
り
も
、
茶
化
に
し
た
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
舞
台

は
、
四
辻
の
態
度
に
よ
り
、
四
辻
対
一
条
と
そ
の
他
と
い
う
構
図
に
な
る
。
つ

ま
り
一
対
多
と
い
う
単
純
な
対
立
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
四
辻
対
一

条
そ
の
他
は
、
つ
ぎ
に
、
京
都
所
司
代
の
土
岐
丹
後
守
の
登
場
で
変
化
を
見
せ

る
。
土
岐
は
家
来
を
連
れ
て
来
訪
し
て
い
る
の
で
、
狼
藉
者
の
侵
入
事
件
ま
で

は
京
都
所
司
代
と
公
家
一
同
と
い
っ
た
構
図
で
あ
る
が
、
一
対
多
と
い
う
形
を

取
り
な
が
ら
、
実
際
は
土
岐
対
一
条
そ
の
他
と
四
辻
、
そ
し
て
最
終
的
に
土
岐

対
四
辻
と
、
台
詞
の
掛
け
合
い
で
変
化
し
て
い
る
。

　

京
都
所
司
代
の
登
場
は
、
突
然
で
あ
り
、
一
条
の
披
露
目
を
た
し
な
め
る
四

辻
と
の
対
立
が
一
端
途
切
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
瞬
で
あ
る
が
、
招
か
れ
ざ
る

客
の
登
場
で
来
訪
者
対
公
家
一
同
と
な
る
。
こ
の
京
都
所
司
代
の
登
場
は
、
も

め
て
い
る
最
中
の
宴
を
瞬
時
に
制
止
す
る
働
き
を
持
つ
。
京
都
所
司
代
の
公
家

に
関
す
る
政
務
の
管
掌
と
い
う
力
関
係
を
如
実
に
示
す
こ
と
が
顕
著
に
描
か
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
土
岐
は
、
所
司
代
と
し
て
の
役
ど
こ
ろ
で
あ
る
訴
訟
の
検

断
を
思
わ
せ
る
内
容
を
話
し
出
す
。
甲
冑
の
出
所
の
怪
し
さ
を
暴
露
す
る
く
だ

り
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
丁
重
な
態
度
で
あ
る
。
言
葉
巧
み
な
土
岐
の

台
詞
に
一
条
は
逆
ら
う
こ
と
が
で
き
ず
、
土
岐
の
家
来
に
甲
冑
の
着
用
を
許
す

こ
と
に
な
る
。
土
岐
の
台
詞
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

お
尤
も
に
存
じ
上
げ
ま
す
る
。
武
人
の
家
に
生
ま
れ
て
も
、
つ
ゞ
く
太
平

の
有
り
難
た
さ
に
、
碌
々
物
の
具
の
つ
け
よ
う
も
弁
え
ぬ
輩
が
少
な
か
ら

ず
ご
ざ
い
ま
す
る
。（
間
）
さ
り
な
が
ら
折
角
か
よ
う
に
見
事
な
物
の
具
を

御
所
蔵
あ
つ
て
、
そ
の
つ
け
よ
う
も
御
存
知
な
い
と
申
す
の
も
、
下
世
話

に
申
す
、
あ
つ
た
ら
宝
の
持
ち
腐
れ
、
不
躾
け
な
が
ら
、
手
前
の
家
来
に

申
つ
け
、
こ
の
場
で
身
に
つ
け
さ
せ
て
御
目
に
か
け
る
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。

　

こ
の
土
岐
の
台
詞
を
つ
ぐ
よ
う
に
、
四
辻
が
「
そ
れ
は
一
段
の
こ
と
」
と
答

え
る
。
一
条
の
返
答
も
確
か
め
ら
れ
ぬ
ま
ま
家
来
は
甲
冑
を
身
に
着
け
る
。
こ

こ
で
は
、
有
無
を
い
わ
さ
ず
従
う
ほ
か
な
い
公
家
の
状
況
が
窺
わ
れ
る
と
い
え

よ
う
。
こ
う
し
て
土
岐
と
一
条
の
や
り
取
り
は
、
す
で
に
四
辻
の
指
摘
し
た
甲

冑
披
露
目
の
愚
か
さ
を
超
え
る
（
一
条
に
対
す
る
）
笑
い
を
誘
い
出
す
き
っ
か

け
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

つ
ぎ
に
、
人
物
の
登
退
場
は
そ
の
ま
ま
に
「
狼
藉
者
」「
狼
藉
者
」
と
よ
ぶ

声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
甲
冑
を
身
に
つ
け
た
ま
ま
の
家
来
が
狼
藉
者
を
追
い
か

け
て
い
く
。
そ
し
て
、
家
来
と
同
時
に
甲
冑
も
舞
台
か
ら
な
く
な
る
。
こ
こ
で
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四
辻
の
質
問
に
よ
り
、
土
岐
の
た
く
ら
み
の
成
り
行
き
が
読
め
て
い
く
構
成
に

な
っ
て
い
る
。

四
辻　
　

い
か
う
賢
し
こ
い
狼
藉
者
と
見
え
て
、
よ
い
汐
時
に
立
ち
現
は

れ
申
し
た
。

土
岐　
　

何
と
仰
せ
ら
れ
る
？

四
辻　
　

い
や
〳
〵
丹
後
殿
の
こ
と
で
は
ご
ざ
ら
ぬ
、
狼
藉
者
の
こ
と
で

ご
ざ
る
。

　

土
岐
の
返
答
で
、
家
来
に
着
用
さ
せ
た
甲
冑
は
、
ど
う
や
ら
売
り
手
に
返
す

の
で
は
な
く
、
土
岐
自
身
の
借
金
の
カ
タ
に
す
る
た
め
に
一
条
家
に
来
訪
し
た

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
惑
が
浮
上
す
る
。
土
岐
の
一
条
に
対
す
る
丁
重
な

挨
拶
や
、
甲
冑
へ
の
賛
美
と
も
思
わ
れ
る
着
用
の
懇
願
、
そ
し
て
狼
藉
者
の
到

来
は
、
一
見
つ
つ
が
な
く
進
ん
で
い
く
構
成
に
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
一

条
に
対
す
る
礼
を
尽
く
し
た
土
岐
の
対
応
は
、
慎
重
か
つ
大
胆
な
企
て
で
あ
る

こ
と
が
後
に
わ
か
る
仕
掛
け
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。

　

本
来
で
あ
れ
ば
、
土
岐
は
、
自
身
の
役
職
に
よ
り
強
引
に
甲
冑
を
持
ち
出
す

こ
と
が
可
能
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
こ
ろ
を
、
恭
し
く
着
用
を
願
い
、
絶
妙

な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
狼
藉
者
の
侵
入
を
企
て
甲
冑
を
持
ち
出
し
て
い
る
。
丁
寧
且

つ
大
胆
、そ
し
て
わ
ざ
わ
ざ
架
空
の
狼
藉
者
の
登
場
を
さ
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

本
作
品
の
中
央
に
座
し
て
い
る
甲
冑
と
同
様
に
支
払
い
を
免
れ
よ
う
と
僅
か
な

金
品
で
所
有
す
る
馬
の
存
在
を
出
し
、
公
家
の
困
窮
具
合
を
よ
り
強
調
さ
せ
て

い
る
。
必
要
の
な
い
、
そ
し
て
着
用
法
も
わ
か
ら
な
い
甲
冑
や
、
支
払
い
も
で

き
ず
に
馬
を
所
有
す
る
事
柄
は
、
甲
冑
や
馬
が
公
家
と
武
家
の
社
会
的
身
分
を

超
越
し
て
も
な
お
君
臨
す
る
力
の
象
徴
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

甲
冑
が
家
来
と
と
も
に
無
く
な
り
、
四
辻
が
土
岐
の
画
策
を
悟
っ
た
よ
う
に

話
し
出
す
。
こ
こ
で
、
土
岐
が
馬
の
代
金
の
こ
と
を
出
す
が
、
舞
台
は
さ
ら
に

四
辻
の
土
岐
へ
の
詰
問
に
代
わ
っ
て
い
く
。
四
辻
と
土
岐
の
一
対
一
の
問
答
で

あ
る
。
京
都
所
司
代
の
任
務
を
担
い
、
土
岐
は
一
条
家
に
赴
く
理
由
は
、
甲
冑

の
支
払
い
に
関
す
る
訴
訟
を
受
け
て
の
訪
問
で
あ
る
。
し
か
し
稟
議
は
中
途
に

し
て
、
狼
藉
者
の
追
跡
の
た
め
、
家
来
に
甲
冑
を
身
に
つ
け
さ
せ
た
ま
ま
退
場

さ
せ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
本
当
に
狼
藉
者
が
存
在
し
た
の
か
ど
う
か
は
定
か

で
は
な
い
。
し
か
し
、
訴
訟
に
上
る
品
を
、
着
用
の
仕
方
を
公
家
に
披
露
す
る

と
い
う
名
目
で
あ
っ
て
も
、
勝
手
に
家
来
に
身
に
着
け
さ
せ
る
こ
と
は
い
さ
さ

か
不
自
然
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

で
は
、
つ
ぎ
に
甲
冑
そ
の
も
の
に
つ
い
て
概
観
し
考
察
を
進
め
た
い
。

　

享
保
年
間
（
一
七
一
六
～
一
七
三
六
）
か
ら
時
代
を
二
世
紀
を
経
て
、

一
九
〇
九
（
明
治
四
二
）
年
に
建
築
さ
れ
た
迎
賓
館
の
屋
根
に
は
、
富
国
強
兵

の
象
徴
と
し
て
甲
冑
の
装
飾
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
迎
賓
館
の
デ
ザ
イ
ン

か
ら
は
近
代
に
な
り
明
治
も
終
わ
り
に
近
づ
い
て
い
た
時
期
で
さ
え
、
イ
メ
ー

ジ
と
し
て
甲
冑
の
存
在
は
大
き
か
っ
た
と
言
え
る
。
甲
冑
の
存
在
か
ら
放
た
れ

る
威
厳
は
、
武
士
の
象
徴
で
あ
り
、
さ
ら
に
迎
賓
館
は
大
正
天
皇
の
東
宮
御
所

だ
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
は
、
実
は
日
本
と
い
う
国
の
象
徴
で
も
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
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長
谷
川
は
、
こ
う
し
た
富
国
強
兵
、
す
な
わ
ち
当
時
の
日
本
の
象
徴
と
も
考

え
ら
れ
る
甲
冑
を
は
じ
め
と
し
た
日
本
人
そ
の
も
の
に
関
し
て
を
『
日
本
人
的

性
格
』の
最
終
に
纏
め
て
述
べ
て
い
る
。甲
冑
に
関
し
て
長
谷
川
の
見
解
は
、「
外

国
の
物
は
、
鐵
の
人
間
の
様
な
誠
に
不
趣
味
な
、
且
つ
グ
ロ
テ
ス
ク
な
も
の
で

あ
り
ま
す
が
、
日
本
の
鎧
な
ど
は
敵
を
防
ぐ
よ
り
か
、
美
的
意
識
に
依
っ
て
同

感
せ
し
め
る
、
敵
と
一
脈
相
通
ず
る
感
覚
に
訴
え
る
と
い
ふ
風
が
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
。
ほ
か
に
も
、
討
死
を
す
る
時
に
「
兜
に
香
を
焚
く
」
こ
と
や
、
戦

場
で
「
御
互
ひ
に
歌
で
以
て
応
対
す
る
」
な
ど
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
差
異
を
も
た
ら
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、

是
は
矢
張
り
政
治
的
形
態
、
経
済
的
形
態
、
地
理
的
環
境
と
こ
の
三
つ
の

條
件
で
あ
つ
て
、
そ
れ
が
隨
つ
て
逆
に
政
治
的
形
態
を
規
定
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。
大
陸
的
に
極
度
に
行
か
な
い
と
い
ふ
事
は
、社
会
制
度
に
も
、

政
治
制
度
に
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
日
本
的
の
文
化
的
表
現
を
見
た
時

に
さ
う
し
た
事
情
が
暗
示
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す（注

。

と
三
つ
の
条
件
を
あ
げ
、
日
本
的
な
特
殊
性
は
外
国
と
の
差
異
に
暗
示
さ
れ
て

い
る
と
結
ん
で
い
る
。

　

こ
の
「
日
本
的
表
現
を
見
た
時
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
事
情
」
を
、『
甲
冑
御

披
露
』
の
存
在
お
よ
び
作
品
構
成
と
鑑
み
る
と
、
日
本
的
甲
冑
の
美
し
さ
や
、

そ
の
美
し
さ
が
敵
と
相
通
じ
る
も
の
の
役
割
は
、
一
条
の
行
う
披
露
目
を
感
歎

す
る
公
家
の
場
面
で
あ
り
、土
岐
の
恭
し
さ
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た「
甲

冑
」
の
重
要
性
は
、
一
条
の
考
え
る
武
力
の
代
わ
り
と
い
っ
た
創
作
の
な
か
の

社
会
的
な
建
て
前
だ
け
で
な
く
、
日
本
社
会
そ
の
も
の
の
象
徴
で
あ
り
、
物
言

わ
ぬ
主
役
で
あ
る
。

　

長
谷
川
は
、『
日
本
的
性
格
』
の
な
か
で
、
日
本
に
ま
つ
わ
る
種
々
様
々
な
物

事
を
順
序
立
て
て
理
解
を
促
し
つ
つ
、
ま
ず
「
日
本
人
の
性
格
の
特
徴
は
、
一

般
の
歴
史
、
及
び
特
殊
の
、
文
学
、
芸
術
そ
の
他
文
化
形
態
の
各
部
門
の
歴
史

に
よ
つ
て
討
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
」
と
断
り
を
い
れ
て
、「
著
者
自

身
及
び
読
者
職
が
そ
れ
に
入
る
た
め
の
緒
論
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
」
で
あ
る
と

し
て
い
る
。

　

こ
の
長
谷
川
の
言
及
は
、『
日
本
的
性
格
』
を
読
書
後
に
、
一
般
の
歴
史
や

文
学
芸
術
と
い
っ
た
各
方
面
に
よ
り
専
門
的
な
探
求
に
必
要
性
を
示
唆
し
て
い

る
と
捉
え
ら
れ
る
と
同
時
に
、
長
谷
川
の
思
想
の
一
端
を
読
者
に
披
瀝
す
る
こ

と
に
よ
り
、
物
の
捉
え
方
の
一
例
を
示
し
、
将
来
の
知
識
人
を
含
む
青
少
年
ら

の
更
な
る
成
長
を
促
し
て
い
た
と
推
察
で
き
よ
う
。
甲
冑
に
つ
い
て
を
長
谷
川

が
著
作
の
最
後
に
収
め
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
甲
冑
そ
の
も
の
存
在
が
日
本
的

性
格
の
ま
さ
に
一
端
で
あ
り
か
つ
す
べ
て
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
本
作
品
で
の
甲
冑
の
存
在
は
、
一
条
が
話
す
よ
う
な
存
在
自
体
が

重
要
な
の
で
は
な
く
、
作
品
に
お
け
る
社
会
的
な
事
情
を
象
徴
し
て
い
る
ひ
と

つ
の
隠
喩
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
昭
和
に
お
け
る
華
族（
公
家
）

の
し
き
た
り
や
儀
礼
の
裏
返
し
と
い
う
蓑
を
被
り
、
江
戸
の
公
家
た
ち
の
、
武

士
に
負
け
た
く
な
い
た
め
の
強
さ
の
象
徴
に
甲
冑
を
飾
る
と
い
っ
た
行
為
を
戯

画
化
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
同
時
代
の
政
治
状
況
―
―
日
本
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『甲冑御披露』にみる政治批判

が
よ
う
や
く
掴
ん
だ
二
政
党
が
崩
れ
ゆ
く
、
ロ
ン
ド
ン
軍
縮
会
議
を
発
端
と
し

た
憲
法
問
題
へ
の
批
判
―
―
に
は
全
く
関
係
し
な
い
と
こ
ろ
で
の
作
品
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
本
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
重
層
的
構
想
に
よ
る
筋
立

て
を
紐
解
く
に
あ
た
り
、
時
代
や
人
物
設
定
に
の
み
固
執
せ
ず
に
社
会
を
俯
瞰

す
る
こ
と
お
よ
び
登
場
人
物
の
動
き
に
注
視
し
つ
つ
、
以
下
長
谷
川
の
歴
史
観

お
よ
び
芸
術
観
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

二
、
著
書
の
言
葉
に
み
る
「
歴
史
」
と
「
芸
術
」

　

殿
木
圭
一
は
、
自
身
の
青
少
年
期
を
振
り
返
り
、「
毎
月
、『
我
等
』
が
売
り

出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
毎
日
の
よ
う
に
本
屋
の
店
頭
に
立
っ
た
」
と
回
想

し
て
い
る
。
殿
木
が
『
我
等
』
の
愛
読
者
の
一
人
で
あ
る
こ
と
が
切
に
わ
か
る

一
節
で
あ
る
が
、実
際
の
と
こ
ろ
は「
如
是
閑
の
論
文
を
読
解
す
る
実
力
は
持
っ

て
い
な
か
っ
た
」と
吐
露
し
て
い
る
。
殿
木
に
よ
る
と
、長
谷
川
の
文
章
は
、「
普

通
の
人
間
が
物
を
考
え
る
の
と
は
違
っ
た
、
一
段
と
高
い
、
あ
る
い
は
深
い
思

考
方
法
」
が
あ
り
、ま
た
、「
三
段
論
法
で
書
か
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

私
に
は
四
段
論
法
か
五
段
論
法
か
、
と
に
か
く
私
た
ち
の
思
考
方
法
で
は
考
え

ら
れ
な
い
論
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
」
と
結
ん
で
い
る
。
当
時

の
長
谷
川
の
人
気
の
理
由
と
し
て
論
考
の
複
雑
さ
と
読
解
の
困
難
さ
が
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
殿
木
は
本
戯
曲
と
同
年
の
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
に
創
刊
さ

れ
た
『
真
実
は
か
く
佯
る
』
の
一
冊
に
つ
い
て
語
る
な
か
で
、
長
谷
川
の
論
法

の
複
雑
さ
の
み
な
ら
ず
、
主
題
の
選
び
方
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
言
及
し
て

い
る
。

古
今
東
西
、
今
日
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
か
と
思
う
と
、
次
に
は
何

千
年
も
の
昔
の
こ
と
が
書
か
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
昔
の
こ
と
で
あ
る
か

と
思
っ
て
い
る
と
今
日
の
問
題
を
取
り
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
り
す

る
。
日
本
や
中
国
の
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
が
登
場

す
る
か
と
思
う
と
、今
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
が
取
り
上
げ
ら
れ
、

驚
く
こ
と
に
は
日
本
の
新
聞
な
ど
で
は
つ
い
ぞ
目
に
ふ
れ
た
こ
と
の
な
い

ア
フ
リ
カ
や
南
洋
の
、
聞
い
た
こ
と
も
な
い
民
族
や
種
族
の
話
が
引
き
合

い
に
出
さ
れ
た
り
す
る（注

。

　

殿
木
は
、
長
谷
川
の
深
淵
な
思
想
と
と
も
に
、
該
博
な
知
識
か
ら
得
た
で
あ

ろ
う
主
題
選
び
の
壮
大
さ
に
感
心
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。さ
ら
に
殿
木
は
、

長
谷
川
が
思
想
構
造
や
広
範
な
知
識
と
は
対
照
的
に
、「
大
言
壮
語
は
吐
か
な

い
」と
い
う
こ
と
も
付
け
加
え
て
い
る
。「
論
説
と
い
う
よ
り
も
コ
ラ
ム
と
い
っ

た
方
が
近
い
」
と
言
及
す
る
巻
頭
言
に
対
す
る
賞
賛
は
、「
時
に
は
江
戸
小
咄

を
思
わ
れ
る
よ
う
な
滑
稽
な
は
な
し
も
あ
り
、
時
に
は
秋
霜
烈
日
の
批
判
が
秘

め
ら
れ
て
い
る
」
も
の
も
あ
っ
た
と
い
う
。
殿
木
の
述
懐
か
ら
は
、
長
谷
川
の

認
め
る
作
品
に
は
時
空
を
超
え
る
秘
策
と
言
え
る
よ
う
な
構
造
が
隠
さ
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

長
谷
川
自
身
の
歴
史
観
は
、『
真
実
は
か
く
佯
る（注

』
の
著
者
後
記
に
、「
こ
の

一
書
も
ま
た
、
私
自
身
の
長
い
歴
史
の
あ
る
段
階
に
お
け
る
心
の
歩
み
の
足
あ

と
で
あ
る
。
人
は
、
現
在
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
居
よ
う
と
も
、
将
来
ど
ん
な
と
こ

ろ
に
行
こ
う
と
も
、
そ
の
こ
こ
ろ
の
歩
み
の
足
ど
り
を
た
ど
れ
ば
、
必
ず
今
の
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心
の
在
り
か
が
見
出
さ
れ
る
、
人
に
も
わ
れ
に
も
。」
と
書
い
た
よ
う
に
、
過

去
の
一
頁
で
終
わ
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
現
在
に
連
な
る
軌
跡
で
あ
る
だ
け

で
な
く
、
今
の
在
り
か
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
る
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
は
つ
ま
り
、
著
者
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、「
真
実
」
を
啓
示
す
る
の

は
「
こ
と
ば
」
で
は
な
く
「
歴
史
」
を
も
っ
て
す
る
が
、「
歴
史
」
に
は
、「
裏

表
」
や
「
矛
盾
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
ま
る
で
人
間
の
「
こ
と
ば
」
の
ご
と
く
で

あ
る
。
そ
し
て
、「
真
実
」
が
、「
歴
史
」
の
レ
ン
ズ
を
通
し
て
自
身
の
心
に
映

る
影
を
捉
え
よ
う
と
し
た
の
で
「
真
実
は
か
く
佯
る
」
と
い
う
題
目
に
し
た
と

い
う
。
こ
の
長
谷
川
の
言
及
か
ら
は
、「
歴
史
」
に
お
け
る
「
真
実
」
が
心
を

捉
え
、
か
つ
「
歴
史
」
の
レ
ン
ズ
が
「
真
実
」
を
佯
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、『
甲
冑
御
披
露
』
に
お
け
る
歴
史
物
に
み
る
事
件
を
通
し
た
構
成
を

紐
解
く
こ
と
に
よ
り
、
作
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
に
繋
が

ろ
う
。

　

一
方
、「
芸
術
的
創
作
に
於
け
る
『
意
識
』
の
問
題
」（『
セ
ル
パ
ン
』
四
七
号
、

一
～
五
頁
）
で
は
、「
創
作
」
は
一
種
の
「
歴
史
」
で
あ
る
と
断
言
し
、
そ
の

理
由
を
「
歴
史
も
創
作
も
、
そ
の
表
現
の
外
形
は
、
と
も
に
社
会
的
事
実
の
構

成
で
あ
り
、
そ
の
発
展
過
程
の
発
見
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
対
象

に
な
る
社
会
的
事
実
に
関
し
て
は
、
創
作
に
お
け
る
そ
れ
は
作
家
の
創
造
の
世

界
で
あ
る
の
に
対
し
、
歴
史
に
お
い
て
は
客
観
的
現
実
性
を
持
っ
た
も
の
で
あ

る
と
し
て
い
る
。
で
は
、
本
稿
で
扱
う
『
甲
冑
御
披
露
』
に
お
い
て
は
、
何
処

ま
で
を
現
実
性
を
持
っ
て
い
る
と
鑑
み
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
長
谷
川
は
小

説
や
戯
曲
創
作
に
際
し
て
の
「
史
観
」
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

小
説
で
も
劇
で
も
、
主
観
を
と
お
し
て
、
客
観
的
現
実
を
世
界
を
想
像
し

て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
一
種
の
『
史
観
』
が
あ
る
訳
で
あ
る
。

然
し
史
観
は
、
歴
史
に
於
て
は
論
理
的
に
表
現
さ
れ
な
け
れ
ば
意
味
を
な

さ
な
い
が
、
創
作
に
於
て
は
、
論
理
的
の
史
観
と
し
て
表
現
さ
れ
た
の
で

は
意
味
を
な
さ
な
い
。
創
作
に
於
て
は
、
史
観
は
、
恰
も
現
実
の
世
界
に

於
け
る
場
合
と
同
じ
や
う
に
、
作
家
の
創
造
の
世
界
の
具
体
的
の
発
展
過

程
と
し
て
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
史
観
は
、
歴
史
に
於
て
は
、
論

理
的
構
成
で
あ
る
が
、
創
作
に
於
て
は
具
体
的
の
『
客
観
的
事
実
』
の
形

相
を
と
る
。

　

長
谷
川
の
述
べ
る
「
客
観
的
事
実
」
の
形
相
を
と
る
史
観
と
は
、
あ
た
か
も

そ
う
で
あ
る
か
な
よ
う
な
形
を
し
た
筋
・
構
成
で
あ
り
、
凡
そ
の
と
こ
ろ
は
歴

史
的
発
展
過
程
を
経
て
い
る
が
、
詳
細
は
想
像
の
世
界
の
な
か
で
の
発
展
過
程

を
経
る
も
の
だ
と
認
識
で
き
よ
う
。

　

長
谷
川
が
一
九
三
二（
昭
和
七
）年
に
大
畑
書
店
か
ら
刊
行
し
た『
日
本
フ
ァ

シ
ズ
ム
批
判
』
は
、
一
九
二
九
年
か
ら
三
二
年
ま
で
の
論
考
を
も
と
に
編
集
さ

れ
て
い
る
が
、そ
の
な
か
で
、「
芸
術
的
態
度
及
び
表
現
」
と
い
う
項
目
を
挙
げ
、

芸
術
家
と
歴
史
家
や
哲
学
者
と
の
相
違
点
を
以
下
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

芸
術
家
は
歴
史
家
又
は
哲
学
者
と
異
つ
て
、
一
定
社
会
の
『
観
念
』
に
形
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態
を
与
へ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
観
念
の
基
底
を
為
す
と
こ
ろ
の
社
会

事
実
の
具
体
的
再
現
を
社
会
人
の
前
に
展
開
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
従

つ
て
そ
れ
は
、
科
学
的
又
は
哲
学
的
可
能
性
を
即
ち
因
果
律
又
は
論
理
的

確
実
性
又
は
蓋
然
性
を
立
証
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
自
然
の
社
会
事

実
を
、
そ
の
空
間
的
関
係
や
時
間
的
関
係
を
、
い
か
に
作
り
代
へ
や
う
と

自
由
自
在
で
あ
る
が
、
芸
術
家
も
人
間
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
自
身
の
社
会

的
条
件
か
ら
『
自
由
自
在
』
で
あ
り
得
る
理
由
は
な
い
。
即
ち
彼
れ
は
必

ず
一
定
の
階
級
層
に
居
り
、
そ
の
角
度
か
ら
社
会
事
実
を
認
識
す
る
も
の

で
あ
り
、
同
じ
く
そ
の
角
度
か
ら
そ
れ
を
再
現
す
る
者
で
あ
る
。

　

長
谷
川
が
述
べ
る
の
は
、
戯
曲
執
筆
に
お
け
る
作
者
も
芸
術
家
で
あ
り
、
そ

し
て
「
必
ず
一
定
の
階
級
層
」
に
所
属
し
、
完
成
し
た
作
品
は
そ
の
所
属
の
角

度
か
ら
認
識
す
る
「
社
会
事
実
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
長
谷
川
作
品
に
も

一
定
の
階
級
層
か
ら
み
た
「
社
会
事
実
」
が
再
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

本
作
品
と
、
長
谷
川
の
芸
術
観
を
歴
史
観
と
と
も
に
鑑
み
れ
ば
、
一
定
の
角
度

か
ら
認
識
す
る
「
社
会
事
実
」
を
歴
史
的
な
ト
リ
ッ
ク
を
使
っ
た
作
品
仕
立
て

（
社
会
的
笑
に
よ
る
批
判
）
を
試
み
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て

く
る
。

　

先
に
触
れ
た
『
日
本
的
性
格
』
で
は
、
社
会
的
笑
に
よ
る
批
判
を
紐
解
く
ヒ

ン
ト
と
な
ろ
う
日
本
の
文
明
お
よ
び
江
戸
時
代
観
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
箇
所
が
あ
る
。長
谷
川
が
、「
下
か
ら
盛
り
上
が
っ
て
出
来
た
文
明
、

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
に
下
の
方
が
廣
が
つ
た
文
明
と
、
徳
川
文
明
を
い
ふ
こ
と
が
出

来
る
の
は
、當
時
の
政
治
的
の
支
配
階
級
で
あ
つ
た
武
門
階
級
の
そ
れ
よ
り
は
、

経
済
的
支
配
階
級
で
あ
つ
た
町
人
階
級
の
文
化
が
、
時
代
の
文
化
の
樞
軸
を
為

す
に
至
つ
た
た
め
で
あ
る
」
と
言
及
し
て
い
る
箇
所
が
そ
れ
で
あ
る
。
長
谷
川

の
言
及
す
る
徳
川
時
代
の
特
徴
は
、
政
治
的
支
配
が
身
分
制
度
で
は
な
く
経
済

的
な
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
点
で
あ
り
、
そ
れ
は
長
谷

川
の
江
戸
観
が
経
済
的
分
析
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
町
人
の
経
済
力

が
、
文
化
的
に
は
全
国
的
展
開
を
み
せ
て
い
る
こ
と
と
、
経
済
的
な
安
定
の
有

無
が
単
な
る
所
有
者
の
自
己
満
足
以
上
に
力
の
顕
示
と
し
て
の
事
実
が
あ
る
。

　
『
日
本
的
性
格
』
は
、「
日
本
的
性
格
の
問
題
及
び
そ
れ
に
関
係
し
た
問
題
に

つ
い
て
、一
九
三
五（
昭
和
一
〇
）年
以
来
公
に
し
て
き
た
も
の
の
一
部
を
纏
め
」

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
九
三
五
年
と
は
、
長
谷
川
が
雑
誌
『
批
判
』
を
休
刊

し
た
後
で
あ
る
。
そ
し
て
、
長
谷
川
が
「
日
本
的
性
格
の
問
題
及
び
そ
れ
に
関

し
た
問
題
に
つ
い
て
」
の
論
考
を
公
に
し
だ
し
た
頃
は
、「
日
本
主
義
と
か
日

本
精
神
と
か
い
ふ
こ
と
が
、
各
方
面
に
於
て
云
は
れ
」
て
は
い
る
も
の
の
、「
そ

の
客
観
的
根
拠
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
日
本
国
民
の
性
格
の
自
覚
な
し
に
、
主
義

も
精
神
も
云
は
れ
得
る
筈
は
な
い
」
か
ら
「
先
づ
隗
よ
り
始
め
た
」
次
第
だ
と

い
う
。

　

長
谷
川
の
説
く
日
本
的
性
格
は
、
日
本
の
歴
史
を
俯
瞰
し
、
ま
た
文
学
や
芸

術
と
い
っ
た
文
化
面
で
の
言
及
を
挟
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
的
性
格

論
を
展
開
す
る
本
書
の
特
徴
は
、
作
者
自
身
が
断
り
を
入
れ
て
い
る
よ
う
に
、

日
本
的
性
格
の
長
所
の
自
覚
を
主
と
し
て
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
本
書
は
、「
外
国
人
に
、
日
本
国
民
の
性
格
に
つ
い
て
、
い
は
ば
初
歩
的
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の
理
解
を
与
へ
る
目
的
で
、
執
筆
を
依
頼
さ
れ
た
も
の
」
と
「
ま
る
で
方
面
違

ひ
の
人
達
に
話
し
た
も
の
」
が
混
然
一
体
と
な
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
冒
頭
で
触
れ
た
、
雑
誌
『
批
判
』
の
改
題
に
際
し
て
の
言
及
は
、

長
谷
川
の
「
歴
史
」
と
「
批
判
」
の
関
係
を
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
。
長
谷

川
は
、
社
会
科
学
に
と
っ
て
の
歴
史
観
を
述
べ
て
い
る
が
、
一
方
、『
日
本
的

性
格
』
の
な
か
で
も
歴
史
を
通
し
て
性
格
描
写
を
為
し
て
い
る
。
長
谷
川
は
、

日
本
人
の
心
理
的
特
徴
に
は
、（
副
題
に
―
―
特
に
欧
米
人
の
理
解
の
た
め
に

―
―
と
あ
る
）
第
一
に
、「
日
本
人
の
心
理
や
性
格
は
、
多
く
の
進
歩
的
の
国

民
の
そ
れ
が
然
る
如
く
、
頗
る
多
面
的
で
あ
る
」
と
い
っ
た
日
本
国
民
を
一
面

だ
け
に
と
ら
わ
れ
ず
に
説
明
し
つ
つ
、「
外
国
人
の
観
察
も
、
自
分
の
強
く
印

象
づ
け
ら
れ
た
一
面
に
囚
へ
て
い
る
の
で
、
往
々
正
反
対
の
判
断
を
下
す
も
の

が
あ
る
」
と
断
り
を
入
れ
て
い
る（注

。
日
本
国
民
に
は
、「
極
端
を
好
む
性
質
が

相
富
に
強
い
」
と
同
時
に
「
実
際
的
の
傾
向
も
強
い
」
と
説
明
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、「
進
歩
的
な
一
面
」
を
持
つ
と
同
時
に
「
保
守
的
の
一
面
」
を
持
ち
、「
平

和
的
と
み
ら
れ
る
面
」
も
あ
れ
ば
「
好
戦
的
と
み
ら
れ
る
面
」
も
持
っ
て
い
る

と
述
べ
て
い
る（注

。
し
か
し
、

社
会
心
理
的
の
視
覚
か
ら
日
本
人
を
見
た
時
に
見
出
さ
れ
る
一
つ
の
著
し

い
特
徴
は
、
同
じ
時
代
、
同
じ
地
方
、
同
じ
集
団
に
、
相
反
す
る
心
理
的

傾
向
が
併
存
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。こ
の
事
情
を
知
ら
な
い
と
、

日
本
人
の
心
理
も
、
日
本
人
の
歴
史
の
傾
向
を
も
見
誤
る
処
が
あ
る
。
こ

の
事
情
は
恐
ら
く
、
日
本
民
族
が
種
々
た
る
特
徴
を
も
つ
た
多
く
の
人
種

か
ら
成
立
し
た
も
の
で
あ
つ
た
結
果
で
あ
ら
う
が
、
而
し
て
日
本
の
歴
史

が
何
づ
れ
の
極
端
に
も
偏
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
中
間
の
過
程
を
と
る
と

い
ふ
特
性
も
、
そ
う
し
た
多
種
な
る
も
の
の
総
合
の
必
然
の
結
果
と
思
は

れ
る
。
す
べ
て
部
分
的
の
特
徴
は
総
合
に
於
て
調
整
さ
れ
、相
殺
さ
れ
て
、

一
つ
の
全
体
的
性
質
を
形
作
る
筈
で
あ
る（注

。

と
結
論
付
け
て
い
る
。

　

長
谷
川
は
、
ま
ず
は
じ
め
に
、
日
本
の
成
り
立
ち
そ
の
も
の
の
歴
史
を
言
及

し
て
い
る
な
か
で
、
性
格
に
至
る
政
治
的
条
件
に
つ
い
て
を
客
観
条
件
を
あ
げ

て
い
る
。
こ
の
条
件
（
一
、
既
に
史
前
時
代
に
民
族
的
対
立
が
整
理
さ
れ
、
歴

史
時
代
に
民
族
闘
争
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
。
二
、
氏
族
制
度
の
統
一
形
態

が
史
前
時
代
に
完
成
さ
れ
烈
し
い
内
部
闘
争
に
よ
る
統
一
形
態
の
変
化
が
な
か

つ
た
こ
と
。
三
、
政
治
的
統
一
が
峻
烈
性
を
も
た
ず
に
始
め
か
ら
家
族
主
義
的

パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
つ
た
こ
と
。
四
、
外
国
の
征
服
を
う
け
た
な
か
つ
た
た

め
に
、
内
部
的
な
政
治
的
対
立
が
民
族
的
対
立
と
結
び
つ
い
た
悪
辣
性
を
も
つ

に
至
ら
な
か
つ
た
こ
と
。
五
、
中
央
権
力
に
よ
る
大
規
模
の
収
奪
の
行
は
れ
ず
、

氏
族
制
度
に
よ
る
地
方
的
収
奪
が
中
央
権
力
に
よ
つ
て
調
整
さ
れ
た
こ
と
。
六
、

政
治
的
統
一
の
中
心
が
、
民
族
的
、
社
会
的
の
中
心
と
な
り
、
武
力
に
よ
る
統

一
中
心
の
代
替
が
あ
り
得
な
か
つ
た
こ
と
。）
に
よ
り
、
武
門
政
治
も
、
伝
統

的
中
心
た
る
皇
室
の
絶
対
性
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
伝
統
を
尊
重
し
な
い
こ
と
は
自
己
の
覆
滅
の
原
因
で
あ
り
、
さ
り
と
て
余

り
に
実
質
的
に
尊
重
す
る
こ
と
も
自
己
保
存
を
困
難
に
す
る
原
因
と
な
る
デ
ィ
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レ
ン
マ
に
陥
つ
た
。「
武
門
政
治
の
最
後
の
徳
川
政
府
も
此
デ
ィ
レ
ン
マ
の
た
め

に
倒
れ
た
の
で
あ
つ
た
」
と
結
論
付
け
て
い
る（注

。

　

貴
族
政
治
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、「
政
治
上
の
弊
害
と
文
化
的
頽
廃
と
は

（
中
略
）
武
門
政
治
と
の
交
替
期
に
於
け
る
末
期
時
代
に
は
、
漸
く
前
期
の
特

性
は
失
は
れ
、
た
だ
綱
紀
の
弛
緩
と
風
俗
の
標
本
の
や
う
な
も
の
に
な
つ
た
。

都
会
及
び
地
方
と
も
に
秩
序
も
安
寧
も
失
は
れ
、
貴
族
階
級
は
た
だ
全
く
混
乱

し
た
社
会
の
上
層
に
、
腐
敗
し
た
空
気
の
や
う
に
漂
つ
て
ゐ
た
存
在
に
過
ぎ
な

い
も
の
と
な
つ
た
」
と
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
「
そ
の
階
級
が
、
我
国
に

成
立
せ
し
め
た
地
位
は
、
各
名
目
に
も
観
念
的
に
も
、
又
文
化
的
に
も
そ
の
後

の
武
門
時
代
を
通
じ
て
、
永
く
失
は
れ
な
か
つ
た
ほ
ど
、
伝
統
的
に
確
保
さ
れ
」

武
門
貴
族
は
、「
つ
ひ
に
こ
の
朝
廷
貴
族
の
階
級
的
及
び
文
化
的
地
位
を
如
何

と
も
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
の
で
あ
つ
た図注

」
と
ま
と
め
て
い
る
。

　

こ
の
朝
廷
貴
族
と
武
門
貴
族
と
の
関
係
は
、「
外
国
の
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー

に
類
例
の
な
い
形
態
だ
が
、
そ
れ
は
我
国
の
上
層
階
級
の
性
格
に
あ
る
特
性
を

与
へ
」「
武
門
貴
族
は
、
こ
の
関
係
の
た
め
に
、
伝
統
的
貴
族
の
性
格
に
倣
は

ざ
る
を
得
な
い
、
社
会
的
強
制
を
う
け
た
」
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
武
門
貴

族
に
関
し
て
は
、「
そ
の
多
く
は
も
と
も
と
中
央
貴
族
の
地
方
官
と
し
て
分
布

さ
れ
た
も
の
が
、
地
方
的
勢
力
を
築
き
上
げ
て
、
所
謂
豪
族
と
な
り
、
武
士
と

な
つ
て
、
つ
ひ
に
中
央
権
力
を
争
ふ
に
至
つ
た
も
の
で
、
ロ
ー
マ
を
滅
し
た
そ

れ
の
や
う
な
外
国
武
士
で
は
な
い
。
そ
れ
故
朝
廷
貴
族
に
取
つ
て
代
ら
ん
と
す

る
頃
に
は
、中
央
貴
族
に
失
は
れ
た
祖
先
の
精
神
が
、却
つ
て
地
方
豪
族
に
残
っ

て
ゐ
る
」「
そ
れ
が
所
謂
武
士
気
質
と
し
て
、
あ
る
時
代
の
一
種
の
国
民
的
性

格
と
し
て
の
現
は
れ
で
あ
つ
た
」
と
武
士
気
質
を
説
明
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
武
門
貴
族
の
発
生
的
事
情
に
よ
り
、
長
谷
川
は
、「
純
然
た
る
土

豪
的
勢
力
か
ら
で
た
地
方
貴
族
の
時
代
に
至
つ
て
も
、
な
ほ
伝
統
的
の
貴
族
階

級
の
気
質
が
継
承
さ
れ
、
一
般
に
京
都
の
文
化
的
権
威
を
尊
崇
す
る
性
格
を
与

へ
ら
れ
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る図（

」
と
ま
と
め
て
い
る
。
京
都
を
舞
台
に
し
た
本

作
品
は
、
長
谷
川
の
上
述
す
る
「
京
都
の
文
化
的
権
威
を
尊
崇
す
る
性
格
」
を

如
実
に
描
い
て
い
る
戯
曲
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
図
１
で
示
し
た
通
り
、
そ

の
後
登
場
す
る
京
都
所
司
代
に
関
し
て
も
、
同
様
に
法
令
の
流
れ
に
従
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

　

長
谷
川
の
説
く
武
門
貴
族
と
朝
廷
貴
族
を
本
戯
曲
の
登
場
人
物
の
構
成
に
あ

て
は
め
て
み
る
と
、
武
門
貴
族
を
京
都
所
司
代
で
あ
る
土
岐
、
一
条
そ
の
他
は

す
べ
て
朝
廷
貴
族
側
の
人
間
と
捉
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
土
岐
の
恭
し
い
登

場
や
、
代
金
不
払
い
の
品
に
対
し
て
仕
掛
け
ら
れ
る
狼
藉
者
の
登
場
は
、
朝
廷

貴
族
の
自
尊
心
を
損
な
う
こ
と
な
く
有
無
を
言
わ
せ
な
い
ば
か
り
か
一
条
家
に

赴
く
名
目
と
も
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

長
谷
川
の
江
戸
観
は
、
先
に
経
済
的
な
視
点
か
ら
鑑
み
ら
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
と
触
れ
た
。
ま
た
、
江
戸
か
ら
さ
ら
に
過
去
に
辿
る
こ
と
に
よ
り
、
江

戸
時
代
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
政
治
の
あ
り
か
た
は
、
外
国
勢
力
に
よ
り
形
成
さ

れ
て
い
な
い
と
い
う
点
か
ら
鑑
み
る
と
、
同
時
に
日
本
の
貴
族
の
在
り
方
を
も

浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
こ
の
貴
族
、
す
な
わ
ち
公
家

の
生
活
の
一
部
を
垣
間
見
る
様
な
場
面
を
劇
化
し
た
の
が
本
作
品
で
あ
る
が
、

一
条
家
の
大
書
院
に
飾
ら
れ
る
甲
冑
は
、
甲
冑
そ
れ
自
体
を
超
越
し
た
何
も
の
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か
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
鎮
座
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次
章
か

ら
は
、
同
時
代
の
社
会
を
概
観
し
た
う
え
で
、
登
場
人
物
の
対
立
と
政
治
と
の

関
連
性
を
鑑
み
る
。
ロ
ン
ド
ン
軍
縮
会
議
に
付
随
す
る
統
帥
権
干
犯
問
題
、
軍

部
に
対
す
る
内
閣
の
態
度
、
そ
し
て
政
党
間
の
対
立
を
、
作
品
内
の
対
立
に
当

て
は
め
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

三
、
同
時
代
の
社
会

　
『
甲
冑
御
披
露
』
発
表
年
、
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
の
幕
開
け
は
、
一
月

の
金
解
禁
に
は
じ
ま
る
。
当
初
、
前
年
の
世
界
恐
慌
は
、
欧
米
の
金
利
が
低
下

す
る
こ
と
に
よ
り
日
本
の
資
金
の
流
出
を
抑
え
ら
れ
、
金
解
禁
に
は
好
都
合
だ

と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
翌
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
一
月
一
〇

日
に
金
解
禁
が
実
施
さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
、
同
月
二
一
日
に
は
、
英
・
米
・
日
・

仏
・
伊
の
五
か
国
が
参
加
し
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
会
議
が
開
催
さ
れ図図

、
同
年
四

月
二
二
日
に
調
印
さ
れ
た
。
そ
の
間
、
三
月
二
四
日
に
は
、
帝
都
復
興
記
念
式

典
が
開
か
れ
、
大
正
一
二
年
の
関
東
大
震
災
で
灰
燼
に
帰
し
た
東
京
は
復
興
に

沸
い
て
い
た
。
新
時
代
は
、
大
正
天
皇
崩
御
に
よ
り
皇
太
子
裕
仁
親
王
践
祚
と

し
、
新
し
い
元
号
に
改
元
し
た
一
二
月
二
五
日
か
ら
は
じ
ま
る
。
昭
和
時
代

は
、
金
融
恐
慌
と
労
働
争
議
と
い
う
パ
ニ
ッ
ク
で
始
ま
っ
た
と
記
録
さ
れ
る図注

ほ

ど
、（
第
一
次
世
界
）大
戦
後
の
好
景
気
に
沸
い
た
大
正
時
代
と
対
照
的
で
あ
る
。

一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
三
月
一
五
日
に
は
、
東
京
渡
辺
銀
行
な
ど
の
取
り
付

け
休
業
し
金
融
恐
慌
で
始
ま
り
、
さ
ら
に
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
に
は
世
界

恐
慌
の
影
響
を
受
け
た
。
経
済
的
な
動
き
以
外
に
も
、
日
本
国
内
で
は
農
村
部

の
不
作
に
よ
る
損
害
が
大
き
く
不
況
を
さ
ら
に
煽
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

経
済
面
で
は
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
事
件
が
多
い
反
面
、
昭
和
の
幕
開
け
は
、
慶

事
も
多
々
訪
れ
た
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
五
月
一
七

日
に
は
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
五
輪
が
開
催
さ
れ
、
初
の
日
本
人
メ
ダ
リ
ス
ト
が
誕

生
す
る
な
ど
活
気
の
あ
る
年
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
、
昭
和
の

御
大
礼
こ
と
、
即
位
の
大
典
は
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
十
一
月
一
〇
日
に
古

式
ゆ
か
し
く
行
わ
れ
た
。
こ
こ
で
、
必
見
す
べ
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
・
田
中

義
一
の
姿
で
あ
る
。
田
中
は
、
黒
袍
束
帯
姿
で
あ
り
、
即
位
す
る
天
皇
お
よ
び

皇
后
の
着
衣
と
変
わ
ら
ぬ
雅
な
も
の
で
あ
る
。平
成
の
今
日
か
ら
み
る
か
ぎ
り
、

当
時
の
写
真
か
ら
は
、
享
保
年
間
よ
り
二
百
年
の
歳
月
（
本
作
品
発
表
当
時
）

が
経
て
い
る
よ
う
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
反
対
に
、
昭
和
初
期
で
は
大
臣
で

す
ら
古
式
に
の
っ
と
っ
た
装
束
を
身
に
着
け
る
ほ
ど
の
経
年
を
感
じ
さ
せ
な
い

慣
習
に
驚
か
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

長
谷
川
サ
イ
ド
か
ら
概
観
す
る
と
、
本
作
品
が
発
表
さ
れ
た
一
九
三
〇
（
昭

和
五
）
年
は
、『
我
等
』
の
終
刊
か
ら
『
批
判
』
の
創
刊
へ
と
い
う
雑
誌
の
生

ま
れ
変
わ
り
の
年
で
あ
り
、
長
谷
川
自
身
の
転
換
期
と
考
え
ら
え
る
。
こ
の
時

期
の
長
谷
川
に
つ
い
て
丸
山
真
男
は
、「
最
も
ラ
ジ
カ
ル
に
な
っ
た
時
代
の
開

始
期
」
で
あ
る
と
と
も
に
、「
ラ
ジ
カ
ル
に
な
っ
た
と
き
に
、
日
本
が
反
動
時

代
に
突
入
し
た
と
い
う
こ
と
は
如
是
閑
の
悲
劇
」だ
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、

丸
山
は
、「
如
是
閑
は
根
本
的
に
傍
観
的
」
で
あ
り
、
か
つ
「
た
ん
に
傍
観
的

で
は
な
か
っ
た
」
と
追
想
し
、「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
時
代
で
も
、
逆
に
戦

争
中
で
も
決
し
て
時
局
的
な
も
の
に
便
乗
し
な
い
」
長
谷
川
を
、「
い
つ
も
対
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『甲冑御披露』にみる政治批判

象
に
い
か
れ
な
い
で
、
デ
タ
ッ
チ
ド
（
距
離
を
置
く
）
な
の
が
如
是
閑
の
本
来

の
行
き
か
た
」
で
あ
り
、『
断
じ
て
行
わ
ず
』
と
い
う
の
は
如
是
閑
の
本
音
」

だ
と
語
っ
て
い
る図注

。

　

一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
に
お
け
る
長
谷
川
の
論
考
は
、
一
月
の
『
婦
人
之

友
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
月
賦
哲
学
」
か
ら
、
一
二
月
一
四
日
『
読
売
新
聞
』
に

掲
載
さ
れ
た
「
学
生
思
想
問
題
と
大
学
の
根
本
精
神
」
ま
で
、
書
評
を
は
じ
め

多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
本
作
品
発
表
前
月
の
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
六
月
、

長
谷
川
は
『
歴
史
を
捻
ぢ
る
』
を
上
梓
し
て
い
る
が
、
そ
の
最
終
頁
に
「
ロ
ン

ド
ン
会
議
の
場
所
錯
誤
」
を
載
せ
て
い
る
。
長
谷
川
が
時
事
に
素
早
く
反
応
し

自
身
の
論
を
繰
り
広
げ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

　

さ
ら
に
そ
の
後
お
こ
っ
た
問
題
、「
統
帥
権
干
犯
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
に

政
治
問
題
化
し
た
軍
部
の
趨
勢
に
た
い
し
て
は
、
同
年
六
月
の
『
批
判
』
第
二

号
に
「
蝗
軍
蜂
起
」
を
書
い
て
い
る
。「
蝗
軍
蜂
起
」
は
、
旧
約
聖
書
に
あ
る
、

エ
ホ
バ
が
イ
ス
ラ
エ
ル
人
奴
隷
を
解
放
し
な
い
エ
ジ
プ
ト
を
罰
す
る
た
め
に
イ

ナ
ゴ
の
大
軍
を
下
し
て
苦
し
め
た
、
と
い
う
故
事
に
こ
と
よ
せ
た
エ
ッ
セ
イ
的

論
考
で
あ
る
。
長
谷
川
は
、「『
奴
隷
の
解
放
』
が
叫
ば
れ
て
ゐ
る
間
は
、
エ
ホ

バ
は
い
つ
何
時
、
蝗
軍
蜂
起
の
悪
戯
を
し
な
い
と
も
限
ら
な
い
、
現
に
エ
ジ
プ

ト
政
府
を
手
古
摺
ら
せ
て
ゐ
る
や
う
に
」と
記
し
て
い
る
。「
蝗
軍
」は「
皇
軍
」

の
こ
と
を
指
し
「
エ
ジ
プ
ト
政
府
」
は
天
皇
制
国
家
の
下
の
政
府
の
こ
と
を
念

頭
に
お
い
て
揶
揄
し
て
い
る図注

。

　

さ
ら
に
統
帥
権
干
犯
問
題
で
民
政
党
浜
口
内
閣
に
ゆ
さ
ぶ
り
を
か
け
る
犬
養

毅
、
鳩
山
一
郎
に
対
す
る
論
考
も
発
表
し
て
い
る
。
当
時
の
政
党
政
治
は
、
あ

い
つ
ぐ
汚
職
事
件
と
相
手
党
を
倒
す
た
め
の
泥
試
合
と
で
、
危
機
の
様
相
を
深

め
て
い
た
が
、
長
谷
川
は
、「
近
代
政
治
の
機
構
と
政
治
家
の
地
位
―
『
政
治

的
腐
敗
』
に
関
す
る
一
考
察
」
を
『
理
想
』（
一
月
号
）
と
、一
〇
月
号
『
批
判
』

の
巻
頭
で
「
政
治
家
登
録
法
案
」
を
示
し
、
揶
揄
す
る
と
と
も
に
批
判
し
て
い

る図注

。
政
治
的
に
は
、
戦
前
の
日
本
で
「
憲
政
」
が
そ
の
頂
点
に
達
し
た
年
で
あ

る図注

よ
う
に
、
長
谷
川
も
健
筆
を
振
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

が
、
さ
ら
に
言
え
ば
、「
ロ
ン
ド
ン
会
議
の
場
所
錯
誤
」
は
、
も
と
も
と
は

一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
『
我
等
』
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
か
ら
続
く
こ
の
会
議
に
対
し
て
、
長
谷
川
は
『
我
等
』『
批

判
』『
理
想
』
の
紙
面
に
論
考
を
立
て
続
け
に
発
表
し
て
い
る
。
長
谷
川
の
ま

な
ざ
し
が
鋭
く
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
編
集
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
長
谷
川
の
執
筆
ス
タ
イ
ル
を
過
去
の
作
品
と
と
も
に
鑑
み
る
と
、
そ
の
特

徴
は
重
層
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、
論
考
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
創
作
も
ま
た
長
谷

川
の
デ
タ
ッ
チ
ド
で
あ
り
か
つ
傍
観
的
で
は
あ
る
が
、
な
に
か
し
ら
同
時
代
の

時
事
に
リ
ン
ク
す
る
内
容
と
批
判
精
神
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
想
像
に
易

い
。
ロ
ン
ド
ン
軍
縮
会
議
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
か
ら
続
く
世
界
的
な
政
治
問

題
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
国
内
で
は
、
統
帥
権
の
問
題
が
浮
上
し
憲
法
問
題

に
発
展
し
た
経
緯図注

が
あ
る
。

　

な
お
、本
作
品
が
描
か
れ
て
い
る
享
保
年
間
（
一
七
一
六
～
一
七
三
五
）
は
、

徳
川
家
康
が
江
戸
幕
府
を
ひ
ら
い
て
約
一
〇
〇
年
を
経
た
時
代
で
あ
る
。
こ
の

時
期
、
経
済
の
発
展
、
消
費
の
需
要
に
よ
る
物
価
高
等
、
活
気
の
あ
る
反
面
、

年
貢
に
頼
る
武
士
の
生
活
は
苦
し
さ
を
増
し
て
い
た
。
武
士
の
生
活
状
況
は
、
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幕
府
や
藩
の
財
政
悪
化
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
年
貢
の
も
と
に
な
る
米
の
生
産

が
増
え
て
も
、
米
価
が
下
が
り
支
出
が
増
え
て
い
た
た
め
、
大
商
人
か
ら
借
金

を
す
る
大
名
（
本
作
品
の
次
作
『
国
賊
を
中
心
に
し
て
』
で
類
似
し
た
話
の
展

開
が
あ
る
）も
存
在
し
た
。経
済
力
に
よ
る
身
分
の
逆
転
が
顕
著
に
な
っ
て
い
っ

た
時
代
で
あ
る
。
こ
の
享
保
年
間
を
時
代
に
描
か
れ
た
本
戯
曲
は
、
一
九
三
〇

（
昭
和
五
）
年
七
月
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
享
保
年
間
か
ら
お
お
よ
そ
二
百
年

後
の
社
会
で
の
歴
史
物
で
あ
る
。

四
、
政
治
と
作
品
の
関
係

　

本
作
品
の
舞
台
は
、
一
条
の
朗
詠
か
ら
は
じ
ま
る
が
、
こ
の
朗
詠
の
内
容
に

関
し
て
の
説
明
は
台
詞
に
も
ト
書
き
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
戯
曲
か
ら
読
み

取
れ
る
こ
と
は
、
交
互
唱
と
思
わ
れ
る
大
坎
御
門
の
朗
詠
と
一
条
に
対
す
る
激

賞
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
こ
と

は
、
一
条
（
＝
公
家
）
の
な
す
朗
詠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
朗
詠
は
雅
楽
の

ひ
と
つ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
舞
台
の
は
じ
ま
り
と
同
時
に
な
さ
れ

る
公
家
に
よ
る
朗
詠
は
雅
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ
る
二
点
で
あ
る
。
こ
う
し

た
雅
な
イ
メ
ー
ジ
を
彷
彿
と
さ
せ
る
本
作
品
は
、
四
辻
の
笑
い
に
よ
る
座
の
白

け
を
き
っ
か
け
に
、
ス
ピ
ー
ド
感
あ
ふ
れ
る
進
行
が
な
さ
れ
る
。

　

ス
ト
ー
リ
を
追
う
こ
と
に
集
中
す
れ
ば
、
甲
冑
の
出
所
と
そ
の
支
払
い
や
土

岐
の
持
ち
出
し
の
巧
み
さ
の
み
に
意
識
が
向
い
て
し
ま
う
き
ら
い
が
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
物
語
が
ひ
と
の
こ
こ
ろ
を
動
か
す
わ
け
で
あ
る
が
、
戯
曲
そ
の
も
の

の
進
行
や
ス
ピ
ー
ド
感
以
外
に
、
冒
頭
の
一
条
の
朗
詠
の
存
在
か
ら
、
長
谷
川

の
戯
曲
に
込
め
ら
れ
た
批
判
を
醸
し
出
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
雅
さ
の
一
端
を
担
う
朗
詠
と
、
一
条
家
の
甲
冑
披
露
は
、
臨
席
す

る
者
の
絶
賛
の
中
で
引
き
立
っ
て
い
る
が
、
こ
の
朗
詠
の
内
容
と
甲
冑
の
披
露

が
あ
わ
せ
て
激
賞
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
後
の
展
開
と
は
距
離
を

置
か
れ
、
取
り
残
さ
れ
て
い
く
。
朗
詠
の
文
句
か
ら
読
み
取
れ
る
状
況
は
、
季

節
は
花
々
で
満
ち
て
い
る
春
で
あ
り
、
港
に
は
、
既
に
王
船
が
き
ち
ん
と
列
を

な
し
待
ち
の
ぞ
む
時
で
は
あ
る
が
、
帷
を
ま
と
う
船
は
ま
だ
出
航
し
な
い
。
岸

に
は
良
い
香
り
が
漂
い
、
書
物
の
間
に
暁
の
夢
が
た
ゆ
た
っ
て
い
る
、
と
想
像
で

き
る
。
し
か
し
、
甲
冑
の
存
在
は
と
も
か
く
、
何
を
も
っ
て
こ
の
船
が
賞
賛
の

対
象
と
な
り
、
ま
た
船
か
ら
何
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

思
想
家
と
し
て
の
軌
跡
を
鑑
み
れ
ば
、
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
の
世
界
的

な
動
き
の
中
で
船
に
ま
つ
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
か
つ
長
谷
川
の
論
考
に
も
の
ぼ

る
そ
れ
は
、
年
初
か
ら
行
わ
れ
た
ロ
ン
ド
ン
軍
縮
会
議
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
朗

詠
の
立
派
な
船
が
き
ち
ん
と
居
並
ん
で
い
る
文
句
か
ら
は
、
同
時
代
の
読
者
で

あ
れ
ば
日
仏
英
米
そ
し
て
伊
の
五
か
国
の
戦
艦
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
容
易

で
あ
ろ
う
。
こ
の
王
船
の
朗
詠
に
つ
づ
い
て
甲
冑
披
露
の
賞
賛
は
、「
尊
慮
の

ほ
ど
誠
に
恐
畏
の
至
り
に
存
じ
ま
す
る
」
と
述
べ
る
大
坎
御
門
の
台
詞
の
と
お

り
で
あ
る
が
、
一
条
自
身
は
誉
め
言
葉
に
対
し
て
、
し
た
り
顔
で
も
な
く
ま
た

謙
遜
す
る
こ
と
も
な
い
。
続
く
一
条
、
大
坎
御
前
、
徳
大
寺
の
文
言
は
、
公
家

の
特
徴
で
あ
る
雅
な
体
裁
を
保
っ
て
は
い
る
が
、
対
話
の
内
容
は
以
下
の
よ
う

に
過
激
な
も
の
で
あ
る
。
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大
坎
御
門

関
東
の
夷
侍
ど
も
の
こ
の
頃
の
跳
梁
跋
扈
。
思
ふ
だ
に
こ

の
胸
も
煮
へ
返
る
心
地
の
い
た
し
ま
す
る
。

徳
大
寺

分
け
て
京
役
人
ど
も
の
畏
れ
多
く
も
禁
裏
仙
洞
を
蔑
ろ
に

い
た
す
不
敬
の
振
る
舞
ひ
、
や
が
て
天
罰
覿
面
と
は
存
ず

る
が
、
も
は
や
一
日
も
こ
の
ま
ゝ
に
差
し
置
け
ま
せ
ぬ
。

万
理
小
路

板
倉
周
防
め
は
、
禁
裏
に
於
か
せ
ら
れ
、
己
に
仰
せ
聞
か

せ
ら
れ
ず
し
て
公
家
参
内
の
日
取
り
を
定
め
さ
せ
ら
れ
た

と
申
し
て
、勿
体
な
く
も
一
天
万
乗
の
君
を
脅
か
し
奉
り
、

「
御
ん
あ
や
ま
り
」
の
勅
語
を
賜
は
り
、
又
内
膳
正
め
は
、

畏
れ
多
く
も
、
天
顔
を
咫
尺
に
拝
し
奉
ら
ん
と
存
じ
、
宮

中
の
御
体
儀
を
も
顧
み
ず
、
御
簾
を
高
く
巻
き
上
げ
ら
れ

候
へ
と
奉
聞
い
た
す
な
ん
ど
、
神
威
を
畏
れ
ず
天
の
咎
め

を
も
憚
ら
ざ
る
野
獣
の
振
舞
ひ
、
天
地
容
れ
ざ
る
逆
賊
と

は
彼
奴
等
の
こ
と
で
ご
ざ
る
。

一
条

そ
れ
と
申
す
も
、
彼
等
に
武
力
あ
っ
て
我
等
に
こ
れ
な
き

が
た
め
で
あ
ら
う
ぞ
。

二
条

甲
冑
お
披
露
目
の
御
深
慮
、
誠
に
恐
れ
入
り
ま
し
て
、

一
同

ご
ざ
り
ま
す
る
。

　

こ
の
や
り
取
り
か
ら
推
測
さ
れ
る
「
武
力
」
と
は
、
本
日
の
主
役
で
あ
る
甲

冑
の
こ
と
で
あ
る
。
甲
冑
自
体
は
、
公
家
に
と
っ
て
は
無
用
な
長
物
で
あ
る
。

さ
ら
に
着
用
の
仕
方
も
わ
か
ら
な
い
品
を
、
武
力
の
象
徴
と
し
て
捉
え
る
だ
け

で
な
く
、
自
身
の
武
力
そ
の
も
の
と
し
て
披
露
目
ま
で
す
る
こ
と
は
滑
稽
以
外

の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
、
関
東
勢
や
京
役
人
を
極
め
て
よ
く
思
わ
な

い
台
詞
か
ら
う
か
が
え
る
こ
と
は
、
烈
し
い
憎
悪
で
あ
り
敵
対
心
の
表
れ
で
あ

ろ
う
。一
条
達
公
家
の
気
持
ち
に
沿
え
ば
、出
航
し
な
い
王
船
は
、一
天
万
乗（
天

子
）
を
は
じ
め
と
す
る
自
分
た
ち
を
象
徴
す
る
姿
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
怒
り
の

矛
先
は
武
士
を
指
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　

板
倉
周
防
と
内
膳
正
に
対
す
る
台
詞
で
は
、「
禁
裏
」「
一
天
万
乗
」「
勅
語
」

と
い
っ
た
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
ま
さ
し
く
天
皇
に
対
す
る
言
葉

で
あ
り
、
板
倉
、
内
膳
正
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
天
皇
か
ら
勅
語
を
賜
り
、
ま
た
直

接
交
渉
に
出
か
け
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
上
奏
す
る
板
倉
と
内
膳
の
行
為

が
、
一
条
た
ち
の
許
容
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
怒
り

こ
そ
覚
え
て
も
、
甲
冑
を
飾
る
こ
と
で
し
か
武
力
の
恩
恵
に
あ
ず
か
る
こ
と
の

で
き
な
い
公
家
た
ち
は
、
滑
稽
で
あ
る
以
上
に
哀
れ
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
甲
冑
に
込
め
ら
れ
た
思
い
は
、
一
条
の
考
え
る
愚
か
さ
だ
け
を
物
語
っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
京
都
所
司
代
の
巧
み
な
騙
り
と
思
わ
れ
る
流

れ
で
甲
冑
は
奪
わ
れ
る
。
武
力
を
わ
が
も
の
に
す
る
た
め
に
、
甲
冑
ま
で
用
意

し
披
露
す
る
一
条
の
気
持
ち
を
優
先
し
、劇
中
に
描
か
れ
る
事
の
真
偽
よ
り
は
、
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甲
冑
の
存
在
が
そ
れ
だ
け
貴
重
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
が

賢
明
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
こ
こ
か
ら
は
享
保
と
昭
和
初
期
の
政
治
的
な
類
似
点
を
探
し
て
み
た

い
。
本
作
品
の
時
代
設
定
で
あ
る
享
保
年
間
か
ら
想
像
さ
れ
る
の
は
、
江
戸
三

代
政
策
の
ひ
と
つ
で
あ
る
享
保
の
改
革
で
あ
る
。
こ
の
改
革
は
、一
九
三
〇（
昭

和
五
）
年
同
様
の
経
済
状
況
す
な
わ
ち
不
作
・
不
況
に
対
す
る
緊
急
政
策
で
あ

る
。
そ
し
て
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
に
成
立
し
た
浜
口
内
閣
も
享
保
の
改
革

同
様
に
政
策
を
行
っ
て
い
る図注

が
、
ロ
ン
ド
ン
軍
縮
会
議
の
背
景
に
は
、
こ
の
浜

口
内
閣
の
勝
利
が
あ
る
。
そ
の
経
緯
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
浜
口
内
閣
は

一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
に
圧
倒
的
な
勝
利
を
収
め
て
与
党
と
な
る
。
こ
の
総

選
挙
に
お
け
る
勝
利
を
背
景
に
、
浜
口
内
閣
は
海
軍
軍
令
部
が
不
満
を
表
明
し

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
協
定
に
調
印
す
る
（
一
九
三
〇

年
四
月
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
海
軍
、
枢
密
院
、
野
党
政
友
会
、
民
間
右
翼
ら
は
、
海
軍

軍
令
部
長
の
不
同
意
を
無
視
し
て
軍
縮
条
約
に
調
印
し
た
の
は
、
統
帥
権
の
独

立
を
定
め
た
明
治
憲
法
に
違
反
し
た
「
統
帥
権
の
干
犯
」
で
あ
る
と
攻
撃
し
、

海
軍
軍
縮
問
題
が
軍
部
と
内
閣
の
権
限
問
題
に
拡
大
し
た注注

の
で
あ
る
。
統
帥
権

の
独
立
規
定
と
、
海
軍
の
兵
力
量
に
関
す
る
国
際
条
約
で
あ
る
海
軍
軍
縮
条
約

と
は
無
関
係
で
あ
る
が
、
参
謀
本
部
と
海
軍
軍
令
部
の
そ
れ
ぞ
れ
の
条
例
に
あ

る
、
両
部
の
長
が
「
国
防
洋
用
兵
」
に
関
し
て
も
天
皇
に
直
接
上
奏
で
き
る
と

い
う
「
帷
幄
上
奏
権
」
の
明
記
に
よ
っ
て
、
加
藤
寛
治
海
軍
軍
令
部
長
が
規
定

に
従
い
条
約
調
印
に
先
立
ち
天
皇
へ
の
上
奏
を
試
み
た
が
、
天
皇
側
近
に
阻
ま

れ
、
さ
ら
に
加
藤
の
上
奏
を
待
た
ず
に
内
閣
が
条
約
調
印
の
指
令
を
ロ
ン
ド
ン

の
全
権
団
に
発
し
て
し
ま
っ
た
事
が
干
犯
問
題
の
詳
細
で
あ
る注（

。

　

こ
の
問
題
は
、
軍
部
と
内
閣
の
争
い
に
と
ど
ま
ら
ず
、
憲
法
学
者
も
ま
じ
え

る
三
つ
巴
四
つ
巴
に
拡
大
さ
れ
て
い
く
。
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
六
月
の
美

濃
部
達
吉
の
表
明
は
、「
統
帥
権
」
が
憲
法
上
の
違
憲
で
な
い
こ
と
を
前
面
に

押
し
出
す
。
も
と
も
と
統
帥
権
問
題
以
前
か
ら
、「
民
政
党
と
政
友
会
の
対
立
」

に
対
し
て
、
一
部
の
海
軍
側
の
不
満
が
隠
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、「
安
全
保

障
上
の
観
点
か
ら
す
る
海
軍
軍
縮
の
是
非
の
問
題
」
か
ら
「
統
帥
権
」
の
憲
法

上
の
解
釈
問
題
へ
発
展
し
て
い
っ
た
。
図
３
に
表
し
た
天
皇
の
所
在
と
は
、「
海

軍
の
大
元
帥
」
と
し
て
の
天
皇
と
「
国
家
に
お
け
る
元
首
」
と
し
て
の
堂
々
巡

り
の
言
い
争
い
で
あ
る
。憲
法
上
の
美
濃
部
の
見
解
が
正
論
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、

「
五
ヶ
国
間
の
軍
縮
条
約
の
是
非
と
い
う
現
実
問
題
と
は
、
相
当
に
離
れ
た
議

論
で
あ
っ
た注図

」。

　

天
皇
の
所
在
、
す
な
わ
ち
統
帥
権
に
関
す
る
解
決
の
つ
か
な
い
状
況
は
、
公

家
で
あ
る
四
辻
と
土
岐
の
問
答
に
近
似
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
条
を
賞
賛
す
る

公
家
た
ち
対
一
人
大
笑
い
す
る
四
辻
の
構
図
は
、
人
数
の
民
政
党
と
知
恵
の
憲

政
会
と
重
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
簡
潔
に
言
え
ば
、
一
条
派
と
四
辻
の

構
図
か
ら
、
四
辻
対
土
岐
、
即
ち
公
家
対
武
家
で
あ
り
（
図
２
）、
同
時
代
の

政
治
構
造
（
図
３
）
で
は
憲
政
会
と
民
政
会
の
争
い
か
ら
、
政
友
本
党
と
憲
政

会
の
一
部
に
よ
っ
て
出
来
た
民
政
党
対
政
友
会
が
近
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
現

実
の
世
界
で
は
、
一
九
二
五
年
の
普
選
後
、
吉
野
作
造
が
想
像
し
た
通
り
、
日

本
も
よ
う
や
く
二
党
制
の
時
代
に
入
る
。
し
か
し
、
頻
繁
な
政
権
交
代
に
よ
っ
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て
対
中
政
策
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
に
強
い
不
満
を
持
つ
軍
部
の
一
部
に
よ
っ

て
仕
掛
け
ら
れ
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
の
台
頭
し
た
原
因
の
一
つ
と
な
る
の
が
ロ
ン
ド

ン
軍
縮
会
議
に
関
連
す
る
流
れ
で
あ
る
。
軍
部
が
問
題
に
す
る
統
帥
権
は
、
も

と
も
と
軍
人
勅
諭
に
あ
る
軍
が
天
皇
の
軍
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
も
の
で
あ

り
、第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
に
至
る
ま
で
、明
治
大
正
昭
和
の
三
代
に
わ
た
っ

て
軍
人
精
神
の
源
泉
と
し
て
維
持
さ
れ
た
軍
の
拠
り
所
と
い
え
よ
う
。

　

長
谷
川
は
、「
軍
縮
の
研
究　

総
論
『
国
家
形
態
に
於
け
る
戦
争
の
必
然
と

そ
れ
の
回
避注注

』」
の
な
か
で
、「
軍
備
」
と
は
、「
国
家
そ
の
も
の
」
に
と
っ
て
、

「
武
装
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
断
言
し
て
い
る
。
長
谷
川
の
述
べ
る
軍
備
と
は
、

「
社
会
形
態
の
用
意
」
で
あ
り
、「
社
会
的
武
装
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
「
社

会
的
武
装
即
ち
軍
備
」
は
「
他
の
生
産
行
動
に
依
頼
す
る
社
会
集
団
に
の
み
必

然
の
方
法
で
あ
る
」、「
い
か
な
る
社
会
も
必
ず
軍
備
を
要
す
る
と
い
う
観
念
は
、

歴
史
的
に
も
理
論
的
に
も
何
の
根
拠
も
な
い
誤
謬
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
「
狩
猟
社
会
が
同
じ
経
済
的
条
件
に
陥
っ
た
時
に
は
、
必
然
に
戦
争
と

な
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
長
谷
川
は
、
軍
縮
の
研
究
と
い
う
テ
ー
マ
の
総
論

と
し
て
述
べ
て
い
る
が
、
戦
争
の
必
然
を
他
の
生
産
行
動
に
依
頼
す
る
社
会
集

団
、
す
な
わ
ち
自
己
の
生
産
性
を
持
た
な
い
社
会
に
生
き
る
人
々
が
必
要
と
す

る
武
装
が
軍
備
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
さ
き
の
論
考
に
お
け
る
蝗
軍
を
皇

軍
と
置
き
換
え
た
の
と
同
様
に
、
本
作
品
で
は
公
家
を
時
の
内
閣
、
所
司
代
を

二
政
治
家
、
そ
し
て
狼
藉
者
を
軍
部
と
す
れ
ば
、
甲
冑
を
ひ
た
す
ら
愛
で
敬
う

精
神
を
揶
揄
す
る
先
に
何
を
示
す
の
か
が
浮
か
ん
で
こ
よ
う
。

図
２　
『
甲
冑
御
披
露
』
構
図　
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図
３　
　

二
大
政
党
と
軍
部
の
関
係
図

	

お
わ
り
に
―
―
題
目
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
―
―

　

戯
曲
の
考
察
、
及
び
本
作
品
発
表
年
に
長
谷
川
が
認
め
た
論
考
の
確
認
、
さ

ら
に
同
時
代
の
政
治
を
確
認
し
つ
つ
ロ
ン
ド
ン
軍
縮
会
議
、
統
帥
権
干
犯
問
題

を
中
心
に
概
観
し
た
。
発
表
年
の
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
は
、
普
通
選
挙
制

に
基
づ
く
二
党
政
治
の
時
代
で
あ
り
、
こ
の
二
党
制
に
不
満
を
持
っ
て
い
た
の

が
海
軍
の
一
部
の
人
々
で
あ
っ
た
。
こ
の
不
満
が
後
の
ロ
ン
ド
ン
軍
縮
会
議
調

印
後
の
統
帥
権
干
犯
問
題
に
繋
が
る
。
本
章
で
は
こ
う
し
た
統
帥
権
干
犯
問
題

を
整
理
し
つ
つ
、
軍
縮
す
な
わ
ち
軍
備
に
関
し
て
の
長
谷
川
の
見
解
を
確
認
し

た
。

　

一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
時
点
に
お
け
る
天
皇
の
地
位
は
、
内
閣
の
長
（
元

首
）
と
軍
の
長
（
大
元
帥
）
の
両
方
を
兼
ね
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
天
皇
が

そ
れ
ぞ
れ
の
長
で
あ
る
こ
と
は
、
憲
法
上
違
憲
と
は
な
ら
な
い
も
の
の
、
調
印

の
是
非
に
関
す
る
国
の
意
思
決
定
に
直
面
す
る
時
、
軍
と
内
閣
と
の
間
で
衝
突

が
生
じ
た
。
す
で
に
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
た
美
濃
部
は
、
軍
令
を
出
す
「
大
元

帥
」
と
し
て
の
天
皇
と
、
勅
令
を
出
す
「
元
首
」
の
天
皇
を
別
物
と
し
て
と
ら

え
る
こ
と
に
よ
り
、
前
者
の
天
皇
は
後
者
の
天
皇
に
従
う
と
い
う
解
釈
を
展
開

し
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
理
論
だ
け
で
解
決
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
の
は
言

う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
長
谷
川
が
批
判
の
対
象
に
し
た
の
は
、
軍
の
承
諾
を
経
ず
に
条
約

に
調
印
を
し
た
こ
と
に
反
発
し
た
軍
の
一
部
に
よ
る
「
統
帥
権
」
の
利
用
で
は

な
い
。
憲
法
問
題
と
し
て
「
統
帥
権
」
を
持
ち
出
し
、
利
用
し
た
二
政
治
家
に

あ
っ
た
。
長
谷
川
は
こ
の
統
帥
権
干
犯
問
題
を
戦
前
天
皇
に
お
け
る
「
専
制
君
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主
と
単
な
る
虚
器
の
像
」
を
弄
ん
だ
ろ
う
と
述
べ
、
干
犯
問
題
を
実
質
的
に
扇

動
し
た
二
政
治
家
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
論
考
に
お
け
る
長
谷
川
は
、
丸
山
真
男
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

デ
タ
ッ
チ
ド
で
あ
り
、そ
の
批
判
は
揶
揄
と
い
う
形
で
表
明
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、

長
谷
川
流
で
あ
る
こ
と
以
前
に
、
長
谷
川
が
真
に
欲
し
て
い
る
の
が
、
イ
ギ
リ

ス
国
民
の
よ
う
な
日
本
国
民
、
つ
ま
り
国
民
に
よ
る
政
治
を
求
め
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
同
年
上
梓
し
た
『
歴
史
を
捻
じ
る
』
の
最
終
頁
に
「
ロ
ン
ド
ン
軍
縮

会
議
の
場
所
錯
誤
」
を
掲
載
さ
せ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
思
想
家
と

し
て
の
長
谷
川
の
ス
ト
レ
ー
ト
で
は
な
い
が
故
の
激
昂
を
う
か
が
い
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
、
軍
縮
会
議
に
派
生
す
る
問
題
に
つ
い
て
、

論
考
で
の
揶
揄
と
は
違
う
視
点
か
ら
、
無
用
な
争
い
の
愚
か
さ
を
戯
画
化
し
よ

う
と
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

江
戸
時
代
の
公
家
と
言
え
ば
、
経
済
的
に
は
と
て
も
貧
し
い
状
況
が
伝
え
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
う
し
た
認
識
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
幕
藩
体
制
の
支
配
の

も
と
で
、
な
お
そ
の
権
威
を
維
持
し
続
け
、
幕
末
に
至
る
ま
で
に
は
、
相
応
の

家
政
の
仕
組
み
を
備
え
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る注注

。
し
か
し
、
そ
の
実
像
と

な
る
と
、
法
令
に
つ
い
て
も
未
解
決
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る注注

と
い
う
。
長
谷
川

は
、
公
家
の
生
活
を
同
時
代
の
軍
部
と
内
閣
と
の
確
執
に
た
と
え
、
京
都
所
司

代
の
土
岐
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
暴
露
さ
せ
る
と
い
う
発
想
で
、
異
時

代
の
そ
れ
ぞ
れ
の
堂
々
巡
り
の
状
況
を
滑
稽
に
描
い
て
い
る
。
こ
れ
ぞ
公
家
で

あ
る
こ
と
を
物
語
る
朗
詠
に
続
く
甲
冑
の
披
露
も
滑
稽
の
極
み
で
あ
る
。

　

四
辻
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
現
実
的
な
世
界
で
は
「
甲
冑
」
自
体
が
強
さ
を

与
え
る
ど
こ
ろ
か
何
の
効
力
も
な
い
。
公
家
の
体
面
を
守
ろ
う
と
す
る
と
き
に

「
甲
冑
」
を
持
ち
出
す
こ
と
が
滑
稽
で
あ
る
よ
う
に
、
ロ
ン
ド
ン
軍
縮
会
議
の

調
印
を
政
争
の
具
と
す
る
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
、
海
軍
が
こ
だ
わ
っ
た
「
統
帥

権
」
は
、
ど
ち
ら
も
社
会
の
本
質
を
無
視
し
た
と
こ
ろ
で
共
通
し
て
い
る
。
体

面
を
繕
う
公
家
の
姿
、
自
身
の
損
得
勘
定
と
と
も
に
確
信
犯
的
に
事
を
進
め
る

京
都
所
司
代
、
そ
し
て
、
ど
ち
ら
に
も
共
通
す
る
生
活
そ
の
も
の
が
苦
し
い
中

で
は
、享
保
の
時
代
も
一
九
三
〇（
昭
和
五
）年
時
に
お
い
て
も
変
わ
り
は
な
い
。

長
谷
川
は
同
時
代
の
政
治
体
制
を
巧
み
に
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
家
の
日

常
的
な
宴
に
形
を
変
え
て
大
切
な
「
甲
冑
」
を
「
元
首
」
と
「
大
元
師
」
の
天

皇
自
身
の
役
割
を
重
ね
て
表
現
し
つ
つ
四
辻
の
大
笑
い
と
所
司
代
の
持
ち
出
し

の
巧
み
さ
で
両
者
そ
れ
ぞ
れ
に
痛
快
な
パ
ン
チ
を
食
わ
ら
せ
て
い
る
よ
う
に
も

見
え
る
。
設
定
を
江
戸
時
代
に
置
き
、
怒
り
は
「
笑
い
飛
ば
し
て
し
ま
う
」
江

戸
風
の
筋
立
て
で
批
判
に
替
え
て
い
る
。

　

形
こ
そ
数
百
年
を
遡
る
公
家
や
所
司
代
を
主
体
と
し
な
が
ら
も
、
日
本
政
治

の
流
れ
を
基
に
し
た
構
図
を
ヒ
ン
ト
に
、
軽
く
面
白
お
か
し
く
簡
潔
に
描
き
上

げ
て
い
る
。
ま
た
、
終
幕
の
幕
切
れ
に
よ
っ
て
（
歴
史
の
）
善
悪
を
決
め
る
の

は
読
み
手
で
あ
る
こ
と
を
暗
に
匂
わ
せ
て
い
る
。「
歴
史
に
学
ぶ
と
い
う
こ
と

は
、
先
人
た
ち
の
失
敗
を
嘲
笑
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
同
じ
よ
う
な
失
敗
を
繰

り
返
し
て
い
る
者
と
し
て
、
先
人
た
ち
と
謙
虚
に
対
話
す
る
こ
と注注

」
で
あ
る
。

享
保
、
昭
和
の
時
空
を
凌
駕
す
る
創
作
の
な
か
に
、
読
（
観
劇
）
者
は
未
来
に

向
け
て
歴
史
を
紐
解
く
必
要
が
あ
る
。

　

そ
の
後
の
「
日
本
回
帰
」
を
外
見
的
に
転
向
と
と
ら
え
て
終
わ
る
の
み
で
は
、
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長
谷
川
の
重
層
的
、内
層
的
な
思
想
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
長
谷
川
は
、

大
所
高
所
か
ら
物
事
を
眺
め
、
政
治
・
社
会
・
市
場
の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
を
読
み

取
り
な
が
ら
、
知
識
人
や
そ
の
予
備
群
の
青
少
年
に
歴
史
・
哲
学
・
経
済
そ
し

て
政
治
的
見
解
を
説
い
て
い
た
。
こ
う
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
と
歴
史
に
よ

る
予
言
を
加
味
す
れ
ば
、
過
去
を
背
景
に
し
て
描
か
れ
た
戯
曲
と
そ
こ
に
隠
さ

れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
重
要
性
が
増
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

１　

田
﨑
嗣
人
は
「
日
中
戦
争
に
お
け
る
長
谷
川
如
是
閑
の
日
本
文
化
論
」（『
国
際

公
共
政
策
研
究
』
第
一
八
巻
大
一
号
、
六
七
頁
、
二
〇
一
三
年
九
月
）
の
な
か

で
、
長
谷
川
の
日
本
研
究
に
関
す
る
山
領
健
二
の
見
解
は
、
一
九
三
三
年
の
共

産
党
シ
ン
パ
容
疑
に
よ
る
逮
捕
後
の
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
の
離
脱
に
よ
っ
て
生

じ
た
産
物
と
位
置
づ
け
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
一
九
三
〇
年
に
長
谷
川
が

本
居
宣
長
論
を
発
表
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
山
領
の
矛
盾
を
指
摘
し
、
古
川

江
里
子
に
対
し
て
は
、
長
谷
川
の
本
居
論
が
一
九
二
〇
年
代
の
文
章
に
も
見
ら

れ
る
点
を
指
摘
し
、
一
九
三
〇
年
代
に
な
っ
て
急
に
長
谷
川
の
日
本
文
化
論
が

生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
と
言
及
し
て
い
る
。

２　

多
田
道
太
郎
は
、
自
身
の
著
し
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
収
め
た
自
由
主
義
者
す
べ

て
の
な
か
で
、
長
谷
川
が
「
た
だ
一
人
、
強
権
の
前
に
転
向
し
た
人
物
」
で
あ

り
、「
自
由
主
義
の
軌
跡
像
は
、
時
代
と
と
も
に
少
し
ず
つ
、
あ
る
い
は
急
激

に
移
転
す
る
。
そ
の
『
原
点
』
に
お
り
、
そ
こ
に
い
つ
づ
け
る
人
は
、
軌
跡
の

移
動
に
と
も
な
い
転
向
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
」
の
で
あ
り
、長
谷
川
の
転
向
は
、

「
こ
の
法
則
の
例
示
に
す
ぎ
な
い
」
と
説
明
し
、「
転
向
」
に
よ
っ
て
し
か
「
原

点
」の
守
れ
な
い
思
想
と
し
て
、「
自
由
主
義
の
思
想
と
し
て
の
ふ
し
ぎ
が
あ
る
」

と
解
説
し
て
い
る
。「
日
本
の
自
由
主
義
」『
現
代
日
本
思
想
大
系18

』筑
摩
書
房
、

一
九
六
五
年
、
四
五
～
四
六
頁

３　

石
沢
秀
二
「
喜
劇
は
お
こ
り
つ
つ
あ
る
」『
日
本
文
学
』、
第
一
一
巻
第
一
号
、

一
九
六
二
年
一
月
、
九
頁

４　
『
批
判
』
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
五
月

５　

坂
野
潤
治
『
日
本
政
治
「
失
敗
」
の
研
究
』
講
談
社
、
二
〇
一
〇
年
、
二
二
頁

６　

藤
井
松
一
「
明
治
の
社
会
主
義
」
直
木
考
次
郎
、
中
塚
明　

編
『
近
代
日
本
を

ど
う
み
る
か　

上
』
塙
書
店
、
一
九
六
七
年
、
一
三
六
頁

７　
『
大
臣
候
補
』
に
関
す
る
詳
細
は
、
拙
論
「
長
谷
川
如
是
閑
の
戯
曲
―
―
『
大

臣
候
補
』
に
み
る
「
時
代
」「
思
想
」「
影
響
」
に
つ
い
て
」（
東
洋
大
学
大
学

院
紀
要
第
四
九
号
、
二
〇
一
二
年
、
東
洋
大
学
大
学
院
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

８　
『
エ
チ
ル
・
ガ
ソ
リ
ン
』
に
関
す
る
詳
細
は
拙
論
「
長
谷
川
如
是
閑
の
描
く
『
社

会
』
―
―
大
手
か
ら
戯
曲
を
読
む
―
―
」（
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
第
五
〇
集
、

二
〇
一
三
年
、
東
洋
大
学
大
学
院
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

９　
「
社
会
的
笑
」
に
関
し
て
は
、拙
論
「
長
谷
川
如
是
閑
の
戯
曲
―
―
『
大
臣
候
補
』

に
み
る
「
時
代
」「
思
想
」「
影
響
」
に
つ
い
て
」（
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
第

四
九
号
、
二
〇
一
二
年
、
東
洋
大
学
大
学
院
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
を
参
照
さ

れ
た
い
。

10　
『
両
極
の
一
致
』
に
関
す
る
詳
細
は
拙
論
「
戯
曲
に
み
る
『
女
性
問
題
』
―
―

長
谷
川
如
是
閑
『
両
極
の
一
致
』
論
」（
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
第
五
一
集
、
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二
〇
一
四
年
、
東
洋
大
学
大
学
院
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

11　
『
国
賊
を
中
心
と
し
て
』の
初
出
に
は「
こ
の
劇
は
前
号
所
載
の『
甲
冑
御
披
露
』

と
次
号
所
載
の
も
の
と
合
わ
せ
て
三
部
作
を
な
す
」
と
但
し
書
き
が
あ
る
。

12　

田
中
暁
龍
『
近
世
朝
廷
の
法
制
と
秩
序
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
、
七
～

八
頁
、
図
１
も
同
頁
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

13　
『
日
本
的
性
格
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
、
二
四
〇
頁

14　

殿
木
圭
一「
長
谷
川
如
是
閑『
真
実
は
か
く
佯
る
』」『
一
冊
の
本
』PH

P

研
究
所
、

昭
和
五
一
年
、
一
三
二
頁

15　

殿
木
圭
一「
長
谷
川
如
是
閑『
真
実
は
か
く
佯
る
』」『
一
冊
の
本
』PH

P

研
究
所
、

一
三
三
頁
、
一
九
七
六
（
昭
和
五
一
）
年
。

16　
『
日
本
的
性
格
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
年
）、
一
一
一
頁

17　
『
日
本
的
性
格
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
、
一
一
二
頁

18　
『
日
本
的
性
格
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
、
一
一
二
頁

19　
『
日
本
的
性
格
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
、
一
一
二
頁

20　
『
日
本
的
性
格
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
、
一
六
～
一
七
頁

21　
『
日
本
的
性
格
』、
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
、
一
八
頁

22　

こ
の
会
議
に
お
け
る
全
権
は
、
元
首
相
の
若
槻
礼
次
郎
と
海
相
の
財
部
彪
、
駐

ベ
ル
ギ
ー
大
使
の
永
井
松
三
で
あ
っ
た
。
条
約
は
日
米
の
対
立
も
あ
り
難
航
し

た
が
、
米
の
妥
協
案
に
よ
っ
て
、
主
力
戦
に
つ
い
て
は
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
に
よ

る
建
造
休
止
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
、
補
助
艦
に
つ
い
て
は
補
助
艦
総
括
で
日

本
は
対
米
六
割
九
分
七
厘
五
毛
、
大
型
巡
洋
艦
で
六
割
と
す
る
が
、
ア
メ
リ
カ

は
三
隻
の
機
工
を
遅
ら
せ
て
、
三
六
年
ま
で
の
条
約
期
間
中
は
七
割
と
す
る
こ

と
、
潜
水
艦
は
三
国
と
も
五
万
二
七
〇
〇
ト
ン
と
す
る
こ
と
な
ど
が
決
め
ら
れ

た
。
日
本
で
は
会
議
前
か
ら
補
助
艦
総
括
対
米
七
割
、大
型
巡
洋
艦
対
米
七
割
、

潜
水
艦
自
主
的
保
有
量
七
万
八
〇
〇
〇
ト
ン
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
海
軍
と
、

財
政
緊
縮
と
国
際
協
力
の
立
場
か
ら
軍
縮
を
主
張
す
る
浜
口
内
閣
の
立
場
の
違

い
が
あ
っ
た
。
従
っ
て
先
の
妥
協
案
に
つ
い
て
も
加
藤
寛
治
軍
令
部
長
ら
の
猛

烈
な
反
対
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
岡
田
啓
介
軍
事
参
議
官
ら
の
努
力
も

あ
っ
て
妥
協
が
成
立
、
四
月
二
十
二
日
に
条
約
は
調
印
さ
れ
た
。
だ
が
四
月
下

旬
に
始
ま
っ
た
第
五
八
帝
国
議
会
で
は
、
野
党
政
友
会
に
よ
り
軍
令
部
の
意
見

を
無
視
し
た
条
約
調
印
は
統
帥
権
干
犯
で
あ
る
と
の
攻
撃
が
な
さ
れ
た
（
統
帥

権
干
犯
問
題
）。
こ
れ
は
軍
令
部
や
右
翼
団
体
を
大
い
に
刺
激
し
た
。
加
藤
軍

令
部
長
は
六
月
、
統
帥
権
干
犯
を
批
判
後
天
皇
に
辞
表
を
提
出
し
た
。
ま
た
後

に
は
浜
口
首
相
襲
撃
事
件
や
軍
部
に
よ
る
「
革
新
」
運
動
が
続
発
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。『
昭
和
史
の
事
典
』
佐
々
木
隆
爾
編
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
五
年
、

二
四
頁
。

23　

西
井
一
夫
『
昭
和
史
第
五
巻
』
毎
日
新
聞
社
、
一
九
八
九
年
、
二
〇
頁

24　
『
長
谷
川
如
是
閑
―
―
人
・
時
代
・
思
想
と
著
作
目
録
』、
三
一
四
～
三
一
五
頁

25　
『
長
谷
川
如
是
閑
―
―
人
・
時
代
・
思
想
と
著
作
目
録
』
一
〇
一
頁

26　
『
長
谷
川
如
是
閑
―
―
人
・
時
代
・
思
想
と
著
作
目
録
』
一
〇
一
頁

27　

板
野
潤
治
『
日
本
憲
政
史
』
二
〇
〇
八
年
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
三
六
頁
。

板
野
は
、
一
九
三
〇
年
と
い
う
年
に
対
し
て
、「
二
大
政
党
間
で
の
政
権
交
代

が
慣
行
化
し
か
け
た
年
」
で
あ
り
、「
普
通
選
挙
で
拡
大
し
た
国
民
的
基
盤
を

背
景
に
、
政
党
内
閣
が
軍
部
に
軍
縮
を
押
し
付
け
た
年
」
で
あ
っ
た
が
、「
政
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党
や
自
由
主
義
的
知
識
人
が
『
敵
』
を
過
小
評
価
し
、
自
己
の
力
を
過
信
し
す

ぎ
た
と
い
う
一
面
」
を
歴
史
の
教
訓
と
し
て
見
落
と
す
べ
き
で
き
で
は
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

28　
『
日
本
的
性
格
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
、
二
四
〇
頁

29　

坂
野
潤
治
『
近
代
日
本
政
治
史
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
六
年
）
に
よ
る
と
、

浜
口
内
閣
は
成
立
と
同
時
に
「
当
面
緊
急
の
十
大
政
網
」（
①
政
治
の
公
明
、

②
国
民
精
神
作
興
、
③
綱
紀
の
粛
正
、
④
対
支
外
交
刷
新
、
⑤
軍
備
縮
小
の
完

成
、
⑥
財
政
の
整
理
緊
縮
、
⑦
国
債
総
額
の
逓
減
、
⑧
金
解
禁
の
断
行
、
⑨
社

会
政
策
の
確
立
、
⑩
そ
の
他
の
政
策
）
を
発
表
し
た
。

30　

坂
野
潤
治
『
近
代
日
本
政
治
史
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
六
年
、
一
四
三
頁

31　

坂
野
潤
治
『
近
代
日
本
政
治
史
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
六
年
、
一
四
五
頁

32　

坂
野
潤
治
『
近
代
日
本
政
治
史
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
六
年
、
三
五
八
頁

33　
「
国
家
形
態
に
於
け
る
戦
争
の
必
然
と
そ
れ
の
回
避
」『
文
芸
春
秋
』、
文
芸
春

秋
社
、
一
九
三
〇
年
一
月
、
二
二
四
～
二
二
五
頁

34　

田
中
暁
龍
『
近
世
朝
廷
の
法
制
と
秩
序
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
、
一
九
頁

35　

田
中
暁
龍
『
近
世
朝
廷
の
法
制
と
秩
序
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
、
一
九
頁

36　

坂
野
潤
治
『
日
本
政
治
「
失
敗
」
の
研
究
』
講
談
社
、
二
〇
一
〇
年
、
二
二
頁

37　

坂
野
潤
治
『
近
代
日
本
政
治
史
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
六
年
、
二
三
二
頁

（
付
記
）戯
曲『
甲
冑
御
披
露
』（
一
幕
）の
引
用
は
、一
九
三
〇（
昭
和
五
）年
、『
批
判
』

に
拠
る
。
ま
た
引
用
資
料
原
文
内
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
括
弧
は
『　

』
を
、
台
詞

中
の
中
略
に
は
（
…
）
を
使
用
し
た
。
引
用
に
お
い
て
適
宜
旧
字
を
新
字
に
改
め
ル

ビ
は
省
略
し
た
が
、
仮
名
遣
い
、
促
音
部
分
は
原
文
の
ま
ま
に
し
た
。
な
お
、
長
谷

川
如
是
閑
（
お
よ
び
万
次
郎
）
に
よ
る
著
作
に
関
し
て
は
、
著
者
名
を
省
略
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：		

長
谷
川
如
是
閑
、
甲
冑
御
披
露
、
批
判
、
日
本
的
性
格
、
武
門
貴
族
、

朝
廷
貴
族



─ 111 ─

『甲冑御披露』にみる政治批判

Criticism in the "Kacchu-go-Hirou 
（Showing a samurai warrior helmet）" of Nyozekan 

HASEGAWA - History in his works as motif

ODAGIRI,	Risa

This	paper	examines	Nyozekan	Hasegawa's	criticism,	especially	his	historical	view	on	the	

Japanese	society	 in	1930s,	with	clarificating	one	of	examinations	his	drama,	 "Kacchu-go-

Hirou"	published	in	1930,	and	his	relative	works.

From	about	 1935,	Nyozekan	Hasegawa's	main	 themes	 of	 his	works	were	based	 on	

Japanese	history.	However,	he	has	already	published	his	drama	the	"Baka-tono	Hyoutei"	

on	1925	which	theme	was	one	of	the	big	historical	events	 in	the	end	of	Edo	Period,	the	

Arrival	of	Perry	Expedition.	 In	 the	domain	of	drama,	before	his	studies,	 the	historical	

themes	have	already	interested	Nyozekan	Hasegawa.	Assuming	that	his	historical	dramas	

would	be	preparation	for	his	critical	studies,	 this	paper	clarifies	several	messages	of	his	

criticism	in	the	drama	"Kacchu-go-Hirou".

For	 comparison,	 in	 order	 to	 review	his	 point	 of	 view	 on	 the	history,	 I	 also	 verify	

examinations	his	criticism	 in	his	 study	 "Nihonteki-Seikaku	（The	Japanese	Character）"		

published	in	1935.	In	this	study	Hasegawa	discuss	the	relation	between	aristocrat	of	the	

Imperial	Corte	and	samurai	of	 the	military	authority.	 In	 the	Edo	Period,	 the	military	

authority	had	a	military	and	political	power,	but	also	shared	the	aristocratic	character	

with	 the	aristocrat	class.	And	under	 the	development	of	 the	commercial	economy,	 the	

both	classes	became	economically	more	and	more	difficult.	

Although	 In	 the	drama,	 at	 the	Edo	Period,	 they	made	desperate	efforts	 to	maintain	

their	prestige.	That	makes	spectators	 laugh.	 In	1930,	when	this	drama	was	published,	

the	 Japanese	 economy	was	 faced	with	 a	big	difficulty	 for	 the	 economic	 crash.	The	

spectators	at	that	time	could	realize	the	similitude	between	two	periods.	The	structure	of	

Hasegawa's	work	is	not	simple,	because	it	has	at	least	two	layers.	But,	it	shows	us	clearly	

the	reality	with	humor.	This	is	an	important	main	character	of	his	criticism.

keyword	:		warrior	helmet,	historical	drama,	 "The	Japanese	Character",	 aristocraf	class,	

samurai	class.


