
 
 
 
 
 
 
 
や
り
く
り
お
う
ら
い
 
 
 
 
シ
ャ
ン
ス
イ

「
三
千
世
界
商
往
来
」
と
先
生
金
右
衛
門

松

崎

仁

一

 
「
三
千
世
界
商
往
来
」
は
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
正
月
十
日
よ
り
大
坂
中

の
芝
居
（
座
本
市
山
助
五
郎
）
の
二
の
替
に
初
演
さ
れ
た
、
初
代
並
木
正
三
の

新
作
で
あ
る
（
注
1
）
。
こ
の
狂
言
の
序
幕
か
ら
三
幕
目
ま
で
は
、
当
時
の
狂

言
に
し
て
は
い
さ
さ
か
風
変
わ
り
な
場
面
を
展
開
す
る
。
ま
ず
序
幕
か
ら
見
て

行
く
こ
と
に
す
る
。

 
序
幕
。
長
崎
丸
山
の
廓
。
普
通
は
ζ
こ
で
若
殿
の
遊
興
-
傾
城
と
の
恋
1
そ

の
た
め
の
金
の
工
面
一
そ
れ
に
乗
じ
た
敵
役
の
策
謀
の
成
功
一
お
家
の
重
宝
は

敵
役
側
の
手
に
入
り
、
お
家
の
危
機
は
深
ま
る
と
い
う
よ
う
に
展
開
す
る
。
本

作
で
も
采
女
之
助
と
い
う
若
殿
と
傾
城
長
門
と
の
恋
仲
、
お
家
の
重
宝
千
鳥
の

香
炉
、
長
門
に
恋
慕
す
る
敵
役
と
、
一
応
の
条
件
は
揃
っ
て
い
る
が
、
長
崎
で

あ
る
か
ら
こ
こ
に
阿
蘭
陀
人
を
登
場
さ
せ
る
。
千
鳥
の
香
炉
は
阿
蘭
陀
人
あ
ん

ぷ
ら
か
ん
り
や
う
す
の
手
に
渡
り
、
甲
比
丹
て
い
か
う
と
い
う
阿
蘭
陀
側
の
「
大

将
」
が
長
門
に
恋
慕
す
る
敵
役
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
久
五

郎
と
い
う
男
が
、
命
の
恩
人
の
息
子
で
あ
る
采
女
之
助
の
た
め
に
、
甲
比
丹
て

い
か
う
に
取
り
入
っ
て
金
を
作
り
、
采
女
之
助
の
廓
の
借
金
を
返
済
し
た
り
、

 
 
 
 
 
や
り
く
り
お
う
ら
レ
 
 
 
シ
ャ
ン
ス
イ

 
「
三
千
世
界
商
往
来
」
と
先
生
金
右
衛
門

は
か
り
ご
と
を
以
て
香
炉
を
取
り
戻
し
、
て
い
か
う
を
殺
す
と
い
う
よ
う
な
「
お

家
の
忠
臣
」
風
な
活
躍
を
す
る
。
阿
蘭
陀
人
を
敵
役
と
見
立
て
て
み
れ
ば
、
基

本
的
な
構
成
は
序
幕
と
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。

 
し
か
し
こ
の
序
幕
の
特
色
は
、
お
家
物
の
性
格
が
ひ
ど
く
後
退
し
て
い
て
、

主
要
な
興
味
は
阿
蘭
陀
甲
比
丹
と
通
詞
久
五
郎
が
大
が
か
り
な
抜
荷
を
し
て
い

る
こ
と
に
移
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
変
名
又
兵
衛
を
名
の
っ
て
い

る
久
五
郎
が
「
大
概
お
も
立
つ
た
代
口
物
は
皆
抜
い
て
売
て
し
も
ふ
た
」
と
言

う
と
、
甲
比
丹
て
い
か
う
は
、

 
 
表
向
で
換
へ
る
と
 
こ
っ
ち
の
物
は
二
束
三
文
に
し
て
 
其
上
 
日
本
の

 
 
物
は
高
ふ
し
て
突
付
お
る
に
よ
っ
て
 
わ
れ
と
相
談
で
 
力
一
ぱ
い
総
て

 
 
売
に
よ
っ
て
 
金
は
た
っ
ぷ
り
じ
ゃ

な
ど
と
言
う
。
公
式
の
貿
易
は
長
崎
会
所
に
起
て
「
年
番
町
年
寄
差
図
を
請
、

会
所
年
番
之
者
井
吟
味
役
目
付
評
者
立
合
、
蔵
よ
り
出
し
堅
肥
仕
、
小
分
之
義

た
り
と
い
ふ
と
も
、
一
人
に
て
出
納
す
べ
か
ら
ず
」
（
『
通
航
一
覧
』
正
徳
乙
未

年
六
月
会
所
江
条
々
）
と
い
う
よ
う
な
厳
重
な
管
理
下
で
行
わ
れ
て
い
た
。
そ

れ
を
生
作
で
は
、
肥
後
の
国
守
木
村
将
監
が
「
長
崎
へ
出
屋
敷
を
構
へ
」
て
、

「
阿
蘭
陀
の
産
物
 
日
本
の
産
物
と
 
値
段
を
極
め
取
換
へ
る
」
と
セ
リ
フ
で
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説
明
し
て
い
る
。
取
引
の
監
督
者
は
当
然
長
崎
奉
行
で
あ
る
と
こ
ろ
を
肥
後
の

国
守
な
ど
と
お
ぼ
め
か
し
て
い
る
が
、
と
に
か
く
そ
う
い
う
厳
重
な
監
督
の
目

を
あ
ざ
む
い
て
「
力
一
ぱ
い
抜
て
売
」
る
、
大
量
の
抜
荷
売
買
を
し
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。

 
ど
ん
な
方
法
で
「
抜
」
く
の
か
、
ざ
す
が
に
そ
の
手
口
は
劇
中
で
は
語
ら
れ

て
い
な
い
。
現
実
に
は
唐
人
屋
敷
や
オ
ラ
ン
ダ
屋
敷
の
塀
越
し
に
荷
物
を
釣
り

上
げ
た
り
、
唐
人
・
野
人
の
屋
敷
へ
行
っ
て
密
旨
し
た
り
、
時
に
は
唐
船
へ
ひ

そ
か
に
泳
い
で
行
く
者
も
あ
っ
た
と
い
う
。
・
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
む
し
ろ
零
細

な
抜
買
い
で
、
長
崎
沖
や
北
九
州
の
海
上
な
ど
で
は
、
，
沖
買
と
呼
ば
れ
る
大
口

の
抜
買
い
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
、
天
下
周
知
の
事
実
で
あ
っ
た
。
こ
の

方
が
大
量
の
抜
荷
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
海
上
の
沖
買
は
唐
船
相

手
に
限
ら
れ
、
オ
ラ
ン
ダ
船
と
の
間
に
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
（
注
2
）
か
ら
、

甲
比
丹
て
い
か
う
の
セ
リ
フ
の
「
力
一
ぱ
い
抜
」
く
と
い
う
の
は
、
史
実
に
照

ら
し
て
厳
密
に
言
え
ば
、
沖
買
の
ケ
ー
ス
で
は
な
い
。
し
か
し
芝
居
で
は
そ
の

へ
ん
の
区
別
は
曖
昧
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
カ
ピ
タ
ン
自
身
が
抜
売
を
し
た
場
合
、

事
実
が
わ
か
っ
て
い
て
も
幕
府
は
カ
ピ
タ
ン
を
処
罰
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
謎

益
す
る
に
止
ま
っ
て
、
実
際
は
「
野
放
し
状
態
」
で
あ
っ
た
と
い
う
（
注
3
）
。

そ
の
へ
ん
の
現
実
が
甲
比
丹
て
い
か
う
の
抜
売
に
関
す
る
セ
リ
フ
に
反
映
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

 
こ
の
序
幕
は
真
柴
久
吉
（
秀
吉
）
朝
鮮
侵
略
後
問
の
な
い
頃
で
、
久
吉
は
ま

だ
九
州
に
い
る
時
と
い
う
設
定
だ
か
ら
、
徳
川
鎖
国
体
制
下
の
現
象
で
あ
る
抜

荷
は
、
本
当
は
時
代
が
合
わ
な
い
が
、
そ
ん
な
時
代
錯
誤
は
芝
居
で
は
問
う
に

は
及
ば
ず
と
し
て
話
を
進
め
る
と
、
柴
田
勝
家
の
名
を
も
じ
つ
た
島
田
大
膳
大

輔
勝
家
が
、

 
 
本
唐
人
は
忠
と
仁
義
五
常
が
有
 
阿
蘭
陀
の
奴
等
は
欲
深
く
 
根
性
の
悪

 
 
さ
 
悪
ひ
く

と
、
'
ひ
ど
く
差
別
的
な
こ
と
を
言
う
。
こ
ん
な
風
に
阿
蘭
陀
人
は
敵
役
に
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
中
で
も
悪
の
張
本
が
甲
比
丹
て
い
か
う
で
、
こ
れ
を
初
代
中
村

歌
右
衛
門
が
演
じ
て
例
の
如
く
実
悪
ぶ
り
を
発
揮
す
る
。
た
と
え
ば
、
信
頼
し

て
い
た
通
詞
久
五
郎
に
裏
切
ら
れ
た
と
知
っ
て
怒
る
場
面
の
ト
ガ
キ
は
、
久
五

郎
の
髪
を
つ
か
み
顔
を
舞
台
に
捻
じ
づ
け
、
「
髪
の
毛
を
喰
む
し
り
な
ど
色
々

む
ご
ふ
す
る
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
棒
で
叩
き
据
え
、
仲
間
の
者
に
「
わ
い
ら
も

共
く
に
さ
い
な
め
一
」
と
言
い
、
皆
で
さ
ん
ざ
ん
庸
め
つ
け
て
泥
船
へ
叩

き
こ
む
。
あ
げ
く
に
殺
そ
う
と
す
る
の
を
人
々
に
留
め
ら
れ
て
退
場
と
な
る
の

で
あ
る
。

 
し
か
し
、
次
の
阿
蘭
陀
屋
敷
の
場
で
は
、
久
五
郎
の
狡
計
に
よ
っ
て
攻
守
逆

転
し
て
、
今
度
は
久
五
郎
が
さ
ん
ざ
ん
に
仕
返
し
を
す
る
。
て
い
か
う
は
傾
城

長
門
に
惚
れ
た
弱
味
を
つ
か
ま
れ
た
結
果
、
久
五
郎
に
い
い
よ
う
に
さ
れ
て
、

そ
の
あ
げ
く
に
泥
仕
合
で
殺
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
久
五
郎
に
扮
す
る
の
が

初
代
藤
川
八
蔵
で
、
実
悪
か
ら
転
じ
た
、
炉
わ
ゆ
る
「
手
強
い
」
芸
の
持
主
で
、

こ
の
一
座
で
歌
右
衛
門
に
拮
抗
し
う
る
唯
一
の
立
役
で
あ
っ
た
。
こ
の
仕
返
し

の
場
面
は
、
こ
の
年
三
月
刊
の
評
判
記
『
役
者
物
見
車
』
大
坂
の
巻
の
歌
右
衛

門
評
で
は
、
次
の
よ
う
に
評
さ
れ
て
い
る
〈
〔
〕
内
は
松
崎
丁
々
、
（
）
内

は
松
崎
注
。
以
下
同
様
〉
。

 
 
 
皆
歌
七
半
（
歌
右
衛
門
の
甲
比
丹
）
の
方
に
尤
（
も
っ
と
も
）
が
重
な

 
．
り
て
。
八
音
殿
（
八
蔵
の
久
五
郎
）
方
に
無
理
多
き
ゆ
へ
 
お
の
つ
か
ら

 
 
・
〔
甲
比
丹
ノ
方
ガ
〕
不
便
（
ふ
び
ん
）
な
る
や
う
す
に
て
 
〔
甲
比
丹
ノ
〕

 
 
憎
み
少
な
き
故
 
御
商
売
筋
の
狂
言
（
歌
右
衛
門
得
意
の
実
悪
の
狂
言
）
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な
が
ら
 
 
〔
コ
ノ
場
面
ハ
〕
当
り
目
少
な
う
て
近
比
残
念

要
す
る
に
こ
の
序
幕
で
は
、
歌
右
衛
門
は
十
分
に
実
悪
の
本
領
を
発
揮
七
て
は

い
な
い
。
む
し
ろ
藤
川
八
蔵
の
方
が
映
え
る
よ
う
に
引
き
立
．
つ
よ
う
に
と
仕
組

ん
だ
形
跡
が
あ
り
、
評
判
記
の
八
蔵
評
も
「
今
度
は
急
度
精
の
出
や
う
が
見
へ

る
ぞ
一
」
と
好
評
で
あ
っ
た
。

 
と
は
い
う
も
の
の
、
こ
の
序
幕
の
特
色
は
や
は
り
歌
右
衛
門
と
い
う
大
立
物

を
甲
比
丹
に
し
て
、
抜
荷
を
大
き
な
話
題
に
仕
立
て
た
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
こ

の
幕
に
は
、
あ
と
あ
と
の
幕
ま
で
活
躍
す
る
「
黒
ん
坊
」
、
つ
ま
り
南
蛮
船
で

渡
来
し
て
日
本
人
の
眼
を
奪
っ
た
、
近
世
の
文
献
に
は
「
毘
嵜
坊
」
と
も
表
記

さ
れ
る
黒
人
が
登
場
す
る
。
「
三
千
世
界
」
の
外
題
に
ふ
さ
わ
し
い
、
今
の
言

葉
で
言
え
ば
「
国
際
的
」
な
舞
台
の
広
が
り
を
期
待
さ
せ
な
が
ら
序
幕
は
終
る
。

二

 
第
二
幕
は
朝
鮮
国
と
な
る
。
朝
鮮
国
王
は
「
乾
隆
皇
帝
」
と
あ
る
か
ら
、
朝

鮮
国
も
清
国
も
あ
ま
り
区
別
が
な
い
。
が
、
さ
き
仁
も
書
い
た
よ
う
に
久
吉
の

侵
略
直
後
の
時
代
設
定
で
、
朝
鮮
の
側
に
敵
役
八
入
天
（
実
悪
坂
東
岩
五
郎
）

の
日
本
へ
の
寝
返
り
が
あ
っ
て
、
敗
戦
に
悲
し
む
人
々
が
い
る
。
乾
隆
皇
帝
は

討
死
し
、
皇
后
と
う
よ
う
夫
人
は
梅
入
天
が
わ
が
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
こ
へ
久
吉
の
命
を
受
け
た
城
受
取
り
の
使
者
二
名
が
部
下
を
つ
れ
て
来
て
、

城
内
の
物
品
を
こ
と
ご
と
く
運
び
出
し
て
し
ま
う
。
使
者
の
一
人
は
歌
右
衛
門

の
役
で
、
荷
物
を
一
つ
ひ
と
つ
手
帳
に
つ
け
、
と
う
よ
う
矢
人
外
二
人
の
女
を

追
い
立
て
て
退
場
す
る
。

 
と
こ
ろ
が
こ
れ
が
似
せ
使
者
で
、
あ
と
か
ら
本
物
の
城
受
取
の
使
者
が
来
て
、
，

城
内
が
空
き
が
ら
に
な
っ
て
い
る
の
に
驚
く
。
そ
し
て
、
そ
の
か
た
り
の
一
人

 
 
 
 
や
り
く
り
お
う
ら
レ
 
 
 
シ
ャ
ン
ス
イ

「
三
千
世
界
商
往
来
」
と
先
生
金
右
衛
門

は
仙
司
（
さ
ん
七
の
）
金
右
衛
門
に
違
い
な
い
と
言
う
。

 
 
隼
 
人
 
 
此
頃
山
司
金
右
衛
門
と
い
ふ
八
幡
・
（
ば
は
ん
）
 
三
千
世
界

 
 
 
 
 
へ
船
を
浮
け
 
国
く
島
く
を
か
た
り
尽
す

 
 
勘
解
由
 
 
此
度
朝
鮮
攻
め
を
幸
い
に
 
此
国
へ
入
こ
ん
だ
と
の
風
説

近
世
中
期
、
「
八
幡
」
．
と
は
抜
荷
売
買
、
ま
た
そ
れ
を
す
る
者
の
謂
い
で
、
オ

ラ
ン
ダ
人
も
σ
'
。
h
雪
と
言
っ
た
と
い
う
。
こ
の
狂
言
の
外
題
に
は
角
書
が
あ
り
、

 
 
 
 
さ
ん
し
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
う
に
ん
の

右
側
に
「
山
司
金
右
衛
門
」
左
側
に
「
相
人
久
五
郎
」
と
あ
る
（
役
割
番
付
）
。

一
座
の
両
巨
頭
中
村
歌
右
衛
門
と
藤
川
八
蔵
の
扮
す
る
役
で
、
久
五
郎
は
序
幕

で
既
仁
活
躍
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
「
相
人
」
は
人
相
見
だ
が
「
山
司
」
と
は

何
か
。
こ
の
幕
で
は
金
右
衛
門
は
ま
だ
謎
め
い
た
人
物
で
あ
る
。

 
こ
の
幕
の
幕
切
れ
は
雨
中
の
海
岸
で
、
歌
右
衛
門
の
似
せ
使
者
は
部
下
に
沢

山
の
荷
物
を
運
ば
せ
、
相
変
ら
ず
そ
れ
を
手
帳
に
付
け
て
い
る
が
、
芦
原
に
隠

し
て
お
い
た
草
刈
籠
一
杯
の
朝
鮮
人
参
の
荷
を
背
負
い
、
今
ま
で
同
僚
と
し
て

振
舞
っ
て
い
た
か
た
ゆ
の
相
棒
を
鉄
砲
で
殺
し
、
悠
々
と
し
て
「
算
盤
を
ば
ち

一
驚
」
く
と
こ
ろ
で
幕
に
な
る
。
評
判
記
は
こ
・
こ
を
「
算
盤
置
く
這
入
（
は

い
る
）
幕
も
先
（
ま
つ
）
さ
ら
り
と
計
（
ば
か
り
）
」
と
評
す
る
。
歌
右
衛

門
の
実
悪
と
し
て
は
ま
だ
「
さ
ら
り
」
と
し
て
い
る
だ
け
で
、
多
少
食
い
足
り

な
い
と
い
う
口
ぶ
り
で
あ
る
。

 
第
三
幕
は
舞
台
書
き
に
「
す
べ
て
富
盛
（
ち
ゃ
ぐ
ち
ゅ
う
）
の
代
官
位
の
懸

り
也
」
と
あ
る
。
異
極
と
い
え
ば
中
国
福
建
省
に
あ
り
、
近
松
が
「
国
財
爺
合

戦
」
の
千
里
が
竹
で
 
鞘
兵
に
日
本
名
前
を
付
け
る
中
に
「
ち
ゃ
ぐ
忠
左
衛
門
」

、
と
付
け
る
く
ら
い
だ
か
ら
、
日
本
人
に
は
以
前
か
ら
馴
染
の
あ
る
地
名
だ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
近
松
が
粉
本
と
し
た
『
明
清
闘
記
』
に
は
、
「
袋
に
潭

洲
府
之
人
甘
輝
と
云
者
有
」
と
出
て
来
る
。
『
華
夷
通
商
考
』
に
は
『
此
所
繁
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昌
ノ
地
ナ
リ
…
…
今
長
三
二
来
ル
処
ノ
天
竺
等
ノ
外
国
ノ
三
三
ハ
船
主
水
主
皆

仁
座
国
ノ
人
位
レ
乗
船
ナ
シ
…
…
海
上
日
本
ヨ
リ
六
百
三
十
里
云
々
」
と
あ
る
。

 
そ
の
潭
州
に
歌
右
衛
門
扮
す
る
山
司
金
右
衛
門
が
先
頃
「
吹
流
さ
れ
て
」
来

た
の
で
、
代
官
が
朝
廷
に
伺
い
を
立
て
た
と
こ
ろ
、
こ
の
代
官
屋
敷
に
「
お
預
ヶ
」

に
な
っ
た
。
漂
着
船
に
は
日
本
人
の
船
頭
な
ど
大
勢
い
て
、
そ
の
連
中
も
毎
日

食
わ
し
て
も
ら
っ
て
い
る
の
に
、
金
右
衛
門
は
悠
々
と
茶
の
湯
を
楽
し
ん
で
い

る
。
今
日
も
、
良
い
茶
碗
を
手
に
入
れ
た
か
ら
、
こ
の
掘
出
し
物
で
一
服
立
て

て
呑
も
う
と
、
風
炉
に
か
か
っ
て
茶
を
立
て
て
い
る
。
樟
州
代
官
の
跡
目
を
狙

う
岩
子
（
が
ん
し
。
坂
東
岩
五
郎
の
役
）
は
そ
の
大
き
な
態
度
に
腹
を
立
て
て

罵
る
が
、
金
右
衛
門
は
一
向
に
こ
た
え
ず
、
平
然
と
茶
の
湯
を
楽
し
む
。

 
そ
こ
へ
「
清
道
の
都
 
乾
隆
皇
帝
の
臣
下
」
と
名
の
る
「
ほ
う
金
斎
」
な
る

者
が
登
場
す
る
。
「
清
道
」
は
清
国
を
意
味
す
る
か
ら
、
そ
の
皇
帝
は
前
幕
で

話
題
に
な
っ
た
討
死
し
た
朝
鮮
国
王
と
は
別
人
の
は
ず
だ
が
、
そ
の
へ
ん
の
違

い
に
は
お
か
ま
い
な
し
の
乾
隆
皇
帝
と
い
う
の
は
、
ず
い
ぶ
ん
の
ん
き
な
話
で

 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

あ
る
。
と
こ
ろ
で
ほ
う
金
斎
は
皇
帝
の
命
令
と
し
て
、
金
右
衛
門
は
「
古
今
茶

道
の
名
人
」
だ
か
ら
、
唐
土
に
留
ま
り
国
王
に
茶
道
を
伝
授
せ
よ
、
「
恩
賞
と

し
て
大
名
に
取
立
 
此
怠
癖
国
を
宛
行
わ
る
る
」
と
告
げ
、
金
右
衛
門
に
唐
装

束
を
つ
け
さ
せ
、
唐
の
大
名
に
す
る
。
'

 
そ
の
あ
と
金
右
衛
門
は
、
代
官
の
跡
目
を
狙
う
岩
子
の
た
く
ち
み
を
あ
ば
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

て
正
義
の
味
方
を
演
じ
る
が
、
さ
っ
き
の
ほ
う
金
斎
は
似
せ
物
で
、
あ
と
か
ら

本
物
の
皇
帝
の
臣
下
で
国
郡
の
領
主
た
る
可
慶
古
徳
源
司
が
来
る
の
で
混
乱
が

起
こ
り
、
そ
の
騒
動
の
う
ち
に
金
右
衛
門
は
、
代
官
屋
敷
の
蔵
の
中
の
財
貨
を

残
ら
ず
手
下
に
運
び
出
さ
せ
て
し
ま
う
。
さ
て
は
吹
流
さ
れ
た
と
い
う
の
も
嘘

で
、
す
べ
て
は
金
右
衛
門
の
か
た
り
に
掛
か
っ
た
の
だ
と
わ
か
り
、
人
々
は
肝

を
潰
す
。

 
一
方
海
岸
で
は
金
右
衛
門
が
例
に
よ
っ
て
手
下
の
運
ぶ
荷
物
を
手
帳
に
付

け
、
算
盤
を
は
じ
く
。
す
る
と
背
高
島
や
小
人
国
・
豊
胸
国
の
幽
霊
が
次
々
に

現
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
金
右
衛
門
が
自
分
の
国
を
騙
し
て
何
も
か
も
取
っ
て
行
っ

た
こ
と
を
恨
む
。
し
か
し
金
右
衛
門
は
、

 
 
三
千
世
界
を
駆
け
巡
る
俺
じ
ゃ
 
う
ぬ
ら
が
阿
呆
で
騙
さ
れ
た
事
を
 
誰

 
 
が
知
っ
た
物
で
 
馬
鹿
め
が

と
は
ね
つ
け
る
。
し
か
し
幽
霊
が
「
金
お
こ
せ
」
と
付
き
ま
と
う
の
で
、
小
判

五
十
両
ば
か
り
「
舞
台
へ
ざ
ら
り
と
樋
る
」
。
幽
霊
た
ち
は
我
が
ち
に
小
判
に

取
り
つ
く
の
で
、
金
右
衛
門
が
そ
れ
を
「
肩
に
て
笑
」
っ
て
よ
ろ
し
く
幕
と
な

る
。 

見
ら
れ
る
ご
と
く
、
こ
の
一
幕
は
樟
州
の
人
々
を
か
た
り
お
お
せ
て
、
財
貨

を
残
ら
ず
持
ち
出
し
て
し
ま
う
金
右
衛
門
の
驚
く
べ
き
大
が
た
り
を
描
く
が
、

こ
の
幕
で
の
金
右
衛
門
の
特
色
は
、
茶
の
湯
の
名
人
と
触
れ
こ
ん
で
成
功
す
る

こ
と
で
あ
る
。
，

 
さ
て
、
こ
こ
ま
で
読
ん
で
来
る
と
、
金
右
衛
門
と
い
う
名
前
か
ら
思
い
当
た

る
人
物
が
浮
か
ん
で
来
る
。
そ
れ
が
抜
荷
の
首
魁
と
い
わ
れ
た
「
先
生
金
右
衛

門
」
で
あ
る
。
中
国
人
が
「
先
生
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
「
先
生
」
は
出
国

福
州
の
音
で
「
シ
ャ
ン
ス
イ
」
と
発
音
す
る
か
ら
、
彼
は
日
本
で
も
「
シ
ャ
ン

ス
イ
金
右
衛
門
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
の
音
を
効
か
し
な
が
ら
、
「
山
（
か

た
り
・
ぺ
て
ん
）
」
の
頭
目
と
い
う
意
味
で
「
山
司
（
さ
ん
し
の
）
金
右
衛
門
」

の
役
名
が
作
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
（
「
山
窟
」
は
詐
欺
師
・
ぺ
て
ん
師

の
意
の
「
山
師
」
に
も
通
ず
る
）
。

 
こ
の
実
在
の
「
先
生
金
右
衛
門
」
に
つ
い
て
は
、
板
沢
武
雄
氏
（
注
4
）
は
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じ
め
歴
史
家
の
手
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

を
参
照
し
つ
つ
こ
の
人
物
の
像
を
描
い
て
み
よ
う
。

三

以
下
そ
れ

 
抜
荷
の
う
ち
大
量
の
荷
物
が
売
買
さ
れ
る
の
は
沖
買
で
あ
る
こ
と
を
さ
き
に

記
し
た
が
、
そ
の
手
口
の
若
干
は
、
唐
船
乗
組
員
か
ら
日
本
の
役
人
が
聞
取
り

調
査
を
し
た
記
録
l
l
『
華
言
変
態
』
（
注
5
）
一
で
見
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
、
そ
の
例
を
摘
記
す
る
。
享
保
二
年
の
記
事
で
あ
る
。

 
 
唐
船
当
湊
（
長
崎
）
之
外
諸
方
に
致
二
瓢
泊
二
、
抜
売
い
た
し
軍
団
、
以

 
 
前
は
五
島
・
平
戸
・
大
村
之
地
方
に
而
日
本
人
之
示
合
（
し
め
し
あ
わ
せ
）

 
 
間
々
抜
売
い
た
し
候
雪
隠
、

三
年
以
前
か
ら
こ
れ
ら
の
海
域
が
警
戒
厳
重
と
な
っ
た
の
で
唐
船
側
は
困
っ
て

い
た
と
こ
ろ
、
去
年
三
月
信
牌
（
貿
易
許
可
証
）
を
持
た
ぬ
唐
船
が
入
港
し
た
。

勿
論
交
易
は
出
来
な
い
か
ら
、
荷
物
は
「
積
戻
り
」
と
な
り
、
四
月
置
帰
途
に

つ
い
た
が
、
船
客
中
に
男
盛
充
・
鄭
二
観
二
名
の
者
が
日
本
の
抜
荷
常
習
者
と

連
絡
を
取
り
、
外
海
で
日
本
人
と
「
示
合
」
、
長
門
領
の
海
域
へ
導
か
れ
る
（
恐

ら
く
日
本
人
が
乗
込
ん
で
水
先
案
内
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
）
。
す
る
と
そ
こ
に

は
「
日
本
人
之
党
類
先
に
三
三
、
金
銀
を
以
荷
物
抜
買
仕
済
（
し
す
ま
し
）
、

右
致
二
案
内
一
候
日
本
人
共
、
引
取
斥
候
」
と
い
う
よ
う
に
海
上
で
の
抜
荷
に

成
功
し
た
。
こ
の
情
報
を
知
っ
た
唐
船
側
は
、
こ
の
の
ち
「
鄭
二
審
之
水
手
共

を
両
三
人
程
宛
、
為
二
案
内
一
等
毎
雇
乗
せ
」
、
長
崎
へ
は
寄
ら
ず
直
接
「
長
門

領
・
筑
前
領
・
小
倉
領
等
の
地
方
」
で
「
瓢
泊
」
し
て
沖
買
の
日
本
船
を
待
つ

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
海
域
は
萩
・
福
岡
・
小
倉
三
藩
の
領
域
が
接
す
る
北
九

州
沖
の
藍
島
（
あ
い
の
し
ま
）
付
近
で
、
三
藩
の
縄
張
の
割
拠
性
か
ら
取
締
り

 
 
 
 
 
や
り
く
り
お
う
ら
レ
 
 
 
シ
ャ
ン
ス
イ

 
「
三
千
世
界
商
往
来
」
と
先
生
金
右
衛
門

が
し
に
く
い
の
で
、
以
前
か
ら
沖
買
の
穴
場
で
あ
っ
た
。
近
松
の
「
博
多
小
女

 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

郎
波
枕
」
で
「
小
倉
口
よ
り
波
押
切
っ
て
来
る
早
船
」
が
荷
物
を
下
関
沖
の
元

船
に
運
ん
で
来
る
が
、
こ
の
海
域
で
沖
買
を
し
て
来
た
こ
と
を
近
松
は
暗
示
し

て
い
る
。

 
さ
て
、
こ
こ
で
夜
に
入
る
と
「
合
図
を
以
日
本
船
唐
船
に
附
（
つ
け
）
、
臣

へ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

本
人
乗
移
り
候
而
」
商
売
が
行
わ
れ
る
。
大
量
で
高
価
な
物
を
「
金
銀
を
以
即

座
に
払
」
う
の
だ
か
ら
、
日
本
人
側
も
相
当
な
資
本
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で

金
元
の
存
在
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
日
本
人
側
の
巧
妙

な
手
引
、
交
渉
能
力
、
要
す
る
に
か
な
り
の
ヴ
ェ
テ
ラ
ン
の
活
躍
が
必
要
で
あ
っ

た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。

 
こ
れ
に
対
し
て
幕
府
は
何
度
も
取
締
令
を
発
し
て
禁
圧
に
努
め
て
来
た
。
特

に
抜
荷
に
対
す
る
刑
罰
は
礫
・
獄
門
等
の
極
刑
を
以
て
臨
ん
だ
。
し
か
し
沖
買

人
は
拠
点
を
長
崎
か
ら
大
坂
に
移
し
、
依
然
と
し
て
沖
買
は
や
ま
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
将
軍
吉
宗
は
極
刑
を
改
め
、
「
重
き
も
の
は
家
財
翌
翌
、
軽
き
者
は
遠
島
」

と
刑
を
緩
や
か
に
し
、
享
保
三
年
か
ら
施
行
し
た
。
こ
の
刑
に
は
追
放
刑
の
外

に
鼻
そ
ぎ
・
耳
そ
ぎ
も
加
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
引
博
多
小
女
郎
波
枕
」
の
結

末
で
近
松
は
「
耳
そ
ぐ
鼻
そ
ぐ
血
み
ど
ろ
ち
ん
が
い
追
払
ふ
」
と
書
い
た
わ
け

で
あ
る
。

 
吉
宗
の
狙
い
は
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
捕
え
ら
れ
た
者
に

仲
間
の
名
を
白
状
し
や
す
く
し
て
や
り
、
ま
た
訴
人
も
し
ゃ
す
く
し
て
や
る
こ

と
に
あ
っ
た
。
自
分
の
「
差
口
（
さ
し
ぐ
ち
）
」
で
仲
間
を
死
罪
に
追
い
や
る

こ
と
は
、
な
か
な
か
や
れ
な
い
こ
と
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
公
儀
は
訴

人
の
ほ
か
に
自
訴
（
自
首
）
も
奨
励
し
た
。
張
本
人
で
も
自
訴
す
れ
ば
許
さ
れ
、

「
大
勢
差
口
」
を
し
た
者
も
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
荒
野
泰
典
氏
の
調
査
に
よ
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る
と
（
注
6
）
、
こ
の
結
果
、
享
保
三
・
四
年
の
二
年
間
に
は
格
段
に
多
数
の

逮
捕
者
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
に
は
マ
王
犯
」
十
二
名
が
含
ま
れ
て
い
た
（
他
に

主
犯
格
で
未
逮
捕
者
は
十
一
名
）
。
こ
の
中
に
は
大
坂
を
中
心
と
す
る
上
方
居

住
者
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、
出
身
地
を
見
る
と
長
崎
が
半
数
近
く
を
占
め
る
。

彼
等
は
長
崎
の
取
締
り
が
厳
重
を
極
め
た
た
め
居
住
し
て
い
ら
れ
な
く
な
り
、

無
宿
化
し
た
者
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
、
「
博
多
小
女
郎

波
枕
」
の
毛
剃
九
右
衛
門
一
味
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
抜
荷
犯
の
大
量
逮
捕
も
含

ま
れ
る
の
で
あ
る
。

四

 
さ
て
、
こ
の
享
保
三
・
四
年
の
大
量
逮
捕
に
は
、
犯
人
の
「
差
口
」
が
効
果

を
上
げ
て
い
る
。
吉
宗
の
お
も
わ
く
は
残
酷
な
ま
で
の
成
果
を
上
げ
た
。
そ
れ

に
つ
い
て
『
兼
山
秘
策
』
所
収
享
保
四
年
二
月
七
日
附
室
鳩
巣
書
簡
を
見
る
必

要
が
あ
る
。
こ
れ
も
歴
史
家
に
は
周
知
の
文
献
で
あ
る
が
、
重
要
な
も
の
で
あ

る
か
ら
、
前
後
二
段
に
分
け
、
末
尾
数
行
を
除
い
て
全
文
を
引
き
、
考
察
を
加

え
る
。

 
 
御
前
代
以
来
長
崎
ぬ
け
売
と
申
事
堅
御
停
止
三
白
、
と
か
く
止
み
不
レ
申

 
 
候
σ
公
儀
よ
り
御
定
置
候
外
は
売
買
不
レ
被
レ
工
芸
に
候
へ
共
、
唐
人
日

 
 
本
人
共
に
利
を
要
と
し
申
に
付
、
窃
に
船
上
に
て
夜
中
杯
致
二
交
易
一
候

 
 
事
に
候
。
当
御
代
（
将
軍
吉
宗
）
に
至
て
ぬ
け
買
の
張
本
大
勢
被
レ
捕
候

 
 
と
、
少
や
み
申
候
。
ぬ
け
買
の
者
御
法
度
背
申
に
付
、
必
死
罪
に
被
レ
行

 
 
候
処
に
、
御
代
（
将
軍
）
如
何
の
思
召
候
哉
、
耳
鼻
を
そ
ぎ
候
て
命
を
御

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
ゆ
る
し
に
て
候
。
旧
冬
（
享
保
三
年
冬
）
は
別
て
の
張
本
人
三
人
耳
鼻
を

 
 
も
構
不
レ
申
、
其
侭
御
助
に
て
候
。
其
節
奉
行
中
高
藩
候
趣
は
、
死
罪
に

 
 
も
被
レ
行
程
の
罪
に
候
へ
共
、
大
勢
同
類
を
指
申
に
付
、
耳
鼻
も
そ
ぎ
不

 
 
レ
申
、
其
侭
助
可
レ
申
旨
被
二
二
出
一
二
、
是
、
殊
の
外
成
御
慈
悲
難
レ
有

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
シ
ャ
ン
ス
イ

 
 
可
レ
奉
レ
存
候
、
鼻
薬
奉
公
に
何
と
ぞ
先
生
金
右
衛
門
を
濡
事
三
人
申

 
 
合
候
て
捕
出
し
候
は
“
、
一
廉
の
御
奉
公
に
可
二
罷
成
一
候
、
此
度
の
御

 
 
慈
悲
を
難
レ
有
 
奉
レ
存
候
て
、
此
儀
随
分
心
懸
可
レ
申
勢
望
申
渡
、
追

 
 
放
談
候
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
傍
点
引
用
者
。
以
下
同
様
）

 
要
点
を
記
す
と
、
抜
荷
は
な
か
な
か
や
ま
な
い
が
、
当
代
将
軍
の
世
に
な
り

「
ぬ
け
買
の
張
本
」
を
大
勢
捕
え
、
そ
れ
に
対
し
て
は
緩
刑
を
以
て
命
を
許
さ

れ
た
。
旧
冬
は
特
記
す
べ
き
張
本
人
三
人
を
捕
え
た
が
、
こ
れ
は
「
大
勢
同
類

を
指
」
し
た
か
ら
、
耳
鼻
も
そ
が
ず
そ
の
ま
ま
許
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
先
生
金

右
衛
門
を
捕
ら
え
た
ら
コ
廉
の
御
奉
公
」
に
な
る
か
ら
召
捕
に
努
力
せ
よ
と
、

こ
れ
は
大
坂
町
奉
行
が
申
し
渡
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
言
っ
て
放
免
し
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
大
物
を
捕
え
た
の
に
、
金
右
衛
門
を
捕
ら
え
よ
と
い
う
特

命
を
与
え
て
放
免
し
た
と
い
う
の
は
、
よ
く
よ
く
当
局
が
金
右
衛
門
に
手
を
焼

い
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

 
と
こ
ろ
で
右
の
申
し
渡
し
は
「
旧
冬
」
す
な
わ
ち
享
保
三
年
冬
で
あ
る
。
一

方
、
前
記
毛
剃
九
右
衛
門
一
件
の
判
決
申
し
渡
し
は
享
保
三
年
閏
十
月
十
九
日

で
あ
っ
て
、
こ
の
時
も
三
人
の
大
物
が
放
免
に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
『
月
堂

見
聞
集
』
を
見
よ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
野
村
久
左
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
清
左
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
勘
左
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
右
三
人
の
者
、
方
々
へ
住
居
変
圧
抜
買
頭
に
て
候
へ
共
、
其
同
類
訴
人
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
た
し
、
御
公
儀
様
よ
り
御
謀
議
の
た
そ
く
（
補
い
）
に
相
成
申
候
故
、
御
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褒
美
と
し
て
家
財
の
内
四
ヶ
「
一
（
注
7
）
被
二
二
上
一
、
残
り
本
人
へ
被

 
 
レ
下
車
而
御
赦
免
、
何
方
に
住
居
仕
候
共
御
構
無
レ
之
候
。

要
す
る
に
、
同
類
の
訴
人
を
し
て
い
る
し
、
今
後
公
儀
の
取
締
り
の
役
に
立
つ

か
ら
赦
免
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

 
こ
の
申
し
渡
し
は
『
抜
荷
筋
に
付
御
触
書
御
仕
置
御
下
知
書
写
』
（
注
8
）

の
伺
書
で
は
こ
う
な
る
。

 
 
右
久
左
衛
門
・
清
左
衛
門
・
勘
左
衛
門
三
人
は
、
先
達
而
申
上
候
通
、
早

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

 
 
速
白
状
致
シ
、
此
者
共
差
口
に
て
同
類
段
々
召
捕
、
詮
議
之
手
懸
り
に
も

 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
豊
成
も
の
に
御
座
二
間
、
取
上
置
候
唐
物
首
記
、
仕
二
出
牢
一
、
住
居
無

 
 
二
御
構
一
可
レ
被
二
指
命
一
哉
。
右
之
通
被
二
重
付
一
叢
者
、
訴
人
な
ど
出
候

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
た
め
に
も
可
二
上
成
一
哉
。
其
上
同
類
召
捕
候
節
、
紛
敷
者
見
分
候
た
め

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
に
も
可
レ
雀
羅
と
奉
レ
存
候
。

 
こ
う
い
う
伺
書
を
大
坂
町
奉
行
が
差
出
し
た
の
に
対
し
て
、
老
中
か
ら
は
こ

の
通
り
に
せ
よ
と
書
い
て
来
て
い
る
。
趣
旨
は
『
月
堂
見
聞
集
』
の
記
事
と
同

様
だ
が
、
一
つ
だ
け
、
同
類
を
召
捕
っ
た
時
に
ま
ぎ
ら
わ
し
い
者
の
「
見
分
（
検

分
）
」
を
さ
せ
る
の
に
役
立
つ
と
い
う
一
条
が
あ
る
の
が
面
白
い
。
目
明
し
に

使
お
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

 
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
三
人
は
室
営
巣
書
簡
に
あ
る
「
張
本
人
三
人
」
に

外
な
ら
ず
、
間
も
な
く
彼
等
が
金
右
衛
門
を
捕
ら
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
な

る
と
、
毛
剃
一
件
の
大
量
逮
捕
と
先
生
金
右
衛
門
の
逮
捕
と
が
つ
な
が
っ
て
来

る
の
で
あ
る
。
鳩
巣
書
簡
の
後
段
を
見
よ
う
。

 
 
然
る
処
、
右
三
回
し
て
金
右
衛
門
を
捕
へ
、
当
地
へ
罷
越
申
候
。
此
金
右

 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
衛
門
と
申
者
、
第
一
の
首
魁
に
て
、
唐
人
の
服
着
用
い
た
し
、
唐
人
と
合

 
 
旧
い
た
し
、
唐
人
の
船
中
に
て
唐
人
に
罷
成
、
日
本
の
案
内
い
た
し
、
日

 
 
 
 
 
や
り
く
り
お
う
ら
レ
 
 
 
シ
ャ
ン
ス
イ

 
「
三
千
世
界
商
往
来
」
と
先
生
金
右
衛
門

人
社
会
と
も
同
化
し
て
い
る
と
い
う
、

由
な
、

そ
の
八
幡

の
尊
称
を
与
え
た
と
い
う
。

い
と
思
わ
れ
て
い
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

がた
の
だ
か
ら
、

閏
十
月
十
九
日
、

る
の
だ
か
ら
、

捕
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
取
締
当
局
の
狡
智
は
金
右
衛
門
の
上
を
行
く
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
本
人
を
招
集
め
、
三
者
被
レ
律
管
レ
申
内
は
、
ぬ
け
買
や
み
申
間
敷
と
申

 
候
へ
ば
、
此
金
右
衛
門
と
申
者
は
、
唐
へ
も
渡
り
、
唐
人
と
申
合
候
て
、

 
海
上
を
自
由
に
廻
り
候
故
、
中
々
難
レ
受
払
。
唐
人
の
海
賊
ど
も
首
魁
を

 
ば
先
生
と
号
申
候
。
福
三
音
に
て
シ
ャ
ン
ス
イ
と
唱
声
候
。
然
処
に
此
金

 
右
衛
門
を
此
度
三
人
置
へ
出
し
候
事
、
諸
人
驚
季
候
。
此
三
人
金
右
衛
門

 
と
一
体
の
者
に
て
、
此
三
人
よ
り
外
に
は
金
右
衛
門
を
捕
へ
申
事
成
早
早

 
と
申
儀
、
上
（
将
軍
）
に
よ
く
御
合
点
画
レ
遊
候
故
、
右
三
人
死
罪
に
御

 
老
中
先
と
し
て
決
断
有
レ
之
縄
目
を
、
特
命
に
て
御
免
し
、
さ
て
右
の
通

 
被
二
二
渡
一
三
へ
ば
、
果
し
て
御
手
に
入
申
事
、
〔
将
軍
ノ
〕
御
智
慧
の
程
、

 
御
老
中
初
富
役
人
も
奉
レ
感
由
申
候
。
（
下
略
）
 
 
 
（
傍
線
引
用
者
）

ま
ず
目
を
引
く
の
は
i
線
部
の
記
事
で
あ
る
。
海
上
を
自
由
に
廻
り
、
唐

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鎖
国
体
制
か
ら
完
全
に
は
み
出
し
て
自

 
 
そ
れ
こ
そ
「
国
際
化
」
し
た
行
動
様
式
の
持
主
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

 
 
 
（
げ
既
雪
）
と
し
て
の
実
力
に
対
し
て
、
「
唐
人
の
海
賊
」
が
「
先
生
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
だ
か
ら
彼
を
捕
え
ぬ
う
ち
は
抜
荷
は
な
く
な
ら
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
か
し
そ
の
金
右
衛
門
を
「
此
三
人
」

、
ど
う
い
う
策
略
を
用
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
ま
ん
ま
と
「
捕
へ
出
し
」

 
 
 
 
 
誠
に
蛇
の
道
は
へ
び
で
あ
る
。
し
か
も
三
人
を
放
免
し
た
の
が

 
 
 
 
 
 
そ
し
て
翌
年
二
月
七
日
に
は
鳩
巣
が
こ
の
書
簡
を
書
い
て
い

 
 
 
 
 
そ
の
間
僅
三
ヶ
月
余
り
。
金
右
衛
門
は
余
り
に
も
あ
っ
け
な
く
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五

 
と
こ
ろ
が
、
こ
の
金
右
衛
門
を
も
当
局
は
赦
免
し
て
、
そ
の
上
に
十
人
扶
持

を
与
え
る
。

 
 
先
生
金
右
衛
門
播
磨
屋
又
兵
衛
久
保
甚
左
衛
門
右
三
人
の
も
の

 
 
大
坂
之
牢
に
久
々
罷
在
候
処
 
此
度
御
免
に
て
 
十
人
扶
持
づ
・
被
レ
下

 
 
家
財
も
下
さ
れ
候
 
 
 
 
 
（
『
通
航
一
覧
』
巻
二
百
二
、
享
保
五
年
）

こ
れ
ま
た
、
そ
れ
だ
け
の
利
用
価
値
が
認
め
ら
れ
、
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
三
人
の
者
は
確
か
に
そ
の
期
待
に
答
え
た
。
享
保
五
年
六
月
の
漂
流
唐

船
襲
撃
の
一
件
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
通
航
一
覧
』
に
も
記
事
が
あ
る

が
、
そ
れ
よ
り
小
笠
原
文
庫
蔵
『
唐
船
漂
流
記
』
三
冊
（
注
9
）
が
詳
細
で
あ

り
、
か
つ
、
当
事
者
小
倉
藩
に
伝
わ
る
記
録
と
し
て
信
頼
し
う
る
の
で
、
こ
れ

に
よ
っ
て
略
述
す
る
。

 
こ
の
頃
幕
閣
は
、
小
倉
沖
藍
島
付
近
に
「
漂
流
」
し
て
日
本
の
抜
荷
船
が
漕

ぎ
寄
せ
る
の
を
待
っ
て
い
る
唐
船
の
絶
え
な
い
の
に
、
業
を
煮
や
し
て
い
た
ら

し
く
、
金
右
衛
門
等
三
人
物
「
調
略
を
以
」
て
唐
船
を
本
土
の
近
く
に
お
び
き

寄
せ
さ
せ
た
上
で
、
こ
れ
を
打
払
う
こ
と
を
藩
に
命
じ
た
（
鉄
砲
・
大
筒
等
に

よ
る
打
払
い
で
あ
る
）
。
唐
船
（
唐
人
）
に
顔
の
き
く
金
右
衛
門
等
の
「
調
略
」

が
期
待
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
大
坂
町
奉
行
を
通
し
て
命
を
受
け
た
小
倉
藩
役

人
は
、
五
月
八
日
ひ
そ
か
に
三
人
を
伴
っ
て
小
倉
に
帰
る
が
、
唐
船
お
び
き
寄

せ
の
調
略
の
実
際
は
「
三
人
三
者
へ
御
任
（
お
ま
か
せ
）
の
事
」
と
な
っ
て
い

た
。
準
備
は
隠
密
裏
に
、
入
念
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。

 
六
月
十
一
日
、
三
人
は
抜
荷
商
人
を
よ
そ
お
っ
て
小
倉
沖
に
漂
流
す
る
一
艘

の
唐
船
に
乗
り
込
み
、
商
い
の
交
渉
を
し
つ
つ
お
び
き
寄
せ
の
調
略
に
つ
と
め

た
が
、
唐
船
側
は
「
功
（
巧
）
者
成
者
」
で
そ
の
手
に
乗
ら
ず
、
三
人
の
う
ち

二
人
は
「
唐
船
に
残
り
」
、
一
人
は
買
っ
た
抜
荷
を
運
ん
で
陸
上
と
連
絡
を
取

る
と
い
う
よ
う
に
し
て
数
日
を
経
た
が
、
終
に
成
功
せ
ず
、
十
六
日
に
は
断
念

し
て
引
き
上
げ
た
。

 
し
か
し
、
こ
の
日
「
新
来
之
唐
船
一
算
」
の
漂
流
を
発
見
し
、
こ
れ
の
打
払

い
に
と
り
か
か
る
。
三
人
の
者
は
こ
の
船
の
唐
人
も
「
夢
心
入
魂
之
儀
」
で
あ
っ

た
か
ら
、
十
六
日
夜
か
ら
こ
の
船
へ
の
調
略
を
開
始
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
唐

船
も
や
は
り
警
戒
し
て
い
て
お
び
き
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
夜
は
金

右
衛
門
一
人
唐
船
に
残
り
、
二
人
は
帰
っ
た
が
ハ
こ
こ
で
方
針
を
変
更
し
、
翌

十
七
日
夜
、
捕
手
を
乗
せ
て
笛
で
隠
し
た
荷
物
船
を
漕
ぎ
寄
せ
、
い
っ
せ
い
に

唐
船
に
乗
り
移
ら
せ
た
。
捕
手
は
抵
抗
を
排
除
し
て
唐
人
を
こ
と
ご
と
く
「
搦

（
か
ら
め
）
置
」
き
、
そ
の
中
か
ら
金
右
衛
門
の
「
目
明
し
」
で
船
頭
外
二
名

の
頭
だ
つ
者
を
「
無
二
異
議
一
召
捕
」
り
、
長
崎
送
り
と
し
た
。

 
こ
の
仕
事
に
対
す
る
褒
美
と
し
て
三
人
の
者
は
各
々
銀
十
五
枚
を
与
え
ら

れ
、
七
月
二
十
六
日
大
坂
に
帰
着
、
町
奉
行
に
復
命
し
た
。
当
局
と
し
て
は
こ
・

れ
で
、
抜
荷
目
的
で
漂
流
す
る
唐
船
に
対
す
る
強
い
警
告
を
す
る
こ
と
が
で
き

た
わ
け
で
あ
る
。
吉
積
久
年
氏
の
研
究
（
注
9
参
照
）
に
よ
る
と
、
享
保
五
年

十
月
以
降
享
保
八
年
四
月
ま
で
、
こ
の
あ
た
り
の
海
域
に
「
唐
船
漂
着
あ
る
い

は
漂
泊
の
記
録
は
見
出
せ
な
い
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
享
保
五
年
に
は
筑
前
藩

に
よ
る
唐
船
打
払
い
（
焼
沈
）
が
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
と
相
侯
っ
て
、
効
果
は

上
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

 
こ
の
金
右
衛
門
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
『
通
航
一
覧
』
（
巻
二
百
二
）
の
次

の
記
事
が
注
意
を
引
く
（
墨
引
の
金
右
衛
門
ら
三
人
赦
免
の
条
に
続
く
）
。

 
 
三
人
之
内
 
金
右
衛
門
大
分
限
者
 
殊
に
博
学
多
才
 
能
書
の
よ
し
 
此
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度
御
免
を
有
が
た
く
存
じ
 
細
身
之
詩
を
差
上
候

 
 
 
 
釣
南
岳
降
卒
毎
時
 
 
慈
恩
相
似
□
□
児
 
 
馬
牛
耳
下
生
前
事

 
 
 
 
不
覚
襟
裾
聖
壇
垂

場
合
が
場
合
だ
け
に
甚
だ
神
妙
な
詩
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
更
に
続
く
。

 
 
 
 
マ
マ
 

 
 
右
金
衛
門
 
初
生
長
門
の
も
の
に
て

 
 
居
仕
居
候
 
其
節
故
郷
に
送
り
候
詩

 
 
 
 
抱
懐
誰
与
語
 
 
詠
平
水
天
長

 
 
 
 
頬
杖
無
三
選
 
 
短
調
徒
悪
事

 
 
 
 
雁
伝
南
国
信
 
 
茱
発
日
本
芳

 
 
 
 
屡
在
領
導
夢
 
 
覚
来
月
在
梁

こ
の
詩
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
か
、

頭
目
と
し
て
は
や
は
り
「
博
学
多
才
」

漂
流
記
』
に
も

1
0
）
。
・

 
さ
て
、

こ
こ
ま
で
辿
っ
て
み
る
と
、

・
到
と
し
、

タ

抜
荷
買
頭
取
仕
 
兀
良
島
に
住

 
 
 
 
 
 
私
に
は
十
分
判
じ
得
な
い
。
し
か
し
抜
荷
の

 
 
 
 
 
 
 
 
と
認
め
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
『
唐
船
，

「
別
而
金
右
衛
門
儀
は
文
才
も
有
之
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
注

 
 
 
 
金
右
衛
門
の
そ
の
後
の
消
息
は
ま
だ
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
並
木
正
三
が
狂
言
の
三
幕
目
で
舞
台
を
福
建
の
樟

 
 
 
 
そ
こ
で
悠
々
と
茶
の
富
者
ぶ
り
を
見
せ
る
趣
向
を
立
て
た
理
由
が
わ

か
っ
て
来
る
。
金
右
衛
門
の
博
学
多
才
能
書
と
い
う
噂
i
l
教
養
人
の
イ
メ
ー

ジ
ー
を
こ
こ
で
生
か
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
金
右
衛
門
と
い
う
人
物
の
大

き
な
特
色
と
言
っ
て
い
い
。

 
宗
政
五
十
緒
氏
は
「
毛
剃
は
逮
捕
さ
れ
た
か
 
 
『
博
多
小
女
郎
波
枕
』
の

実
説
と
そ
の
背
景
一
」
と
い
う
論
文
（
注
1
1
）
で
、
近
松
の
毛
剃
に
は
抜
荷

の
首
魁
と
し
て
先
生
金
右
衛
門
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
の
見
解

を
発
表
し
て
お
ら
れ
る
。
私
は
宗
政
氏
が
昭
和
三
十
年
代
に
お
い
て
早
く
も
室

 
 
 
 
や
り
く
り
お
う
ら
い
 
 
 
シ
ャ
ン
ス
イ

「
三
千
世
界
商
往
来
」
と
先
生
金
右
衛
門

鳩
巣
書
簡
か
ら
先
生
金
右
衛
門
に
注
目
さ
れ
た
燗
眼
に
敬
服
す
る
。
し
か
し
、

重
要
な
こ
と
は
、
近
松
の
毛
剃
に
は
金
右
衛
門
の
特
色
た
る
「
国
際
的
」
な
活

躍
や
「
博
学
多
才
能
書
」
と
い
う
よ
う
な
教
養
人
の
面
影
が
全
く
感
じ
ら
れ
な

い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
私
は
宗
政
氏
の
御
頭
に
同
じ
得
な
い
。

山ノ、

 
以
上
の
ご
と
く
第
三
幕
は
先
生
金
右
衛
門
と
い
う
日
本
人
と
し
て
型
破
り
な

人
物
の
特
色
を
写
し
取
っ
て
、
悠
々
た
る
大
型
の
騙
り
を
、
し
か
も
外
国
で
展

開
し
て
い
る
。
「
三
千
世
界
商
往
来
」
の
外
題
が
最
も
生
き
て
い
る
一
幕
と
い
っ

て
よ
い
。
と
こ
ろ
が
初
演
時
の
絵
尽
し
に
は
こ
の
幕
が
全
く
描
か
れ
て
い
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

役
割
番
付
は
と
い
う
と
、
こ
れ
に
も
こ
の
幕
だ
け
に
登
場
す
る
人
物
の
役
名
は

一
人
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
評
判
記
を
見
て
も
、
こ
の
幕
に
つ

い
て
の
評
判
億
全
然
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
幕
は
実
際
に
は
舞
台
に
の
ぼ
さ
れ

な
か
っ
た
幻
の
一
幕
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
評
判
記
『
役
者
物
見
車
』

は
明
和
九
年
三
月
の
刊
記
を
持
つ
。
通
常
の
ケ
ー
ス
で
考
え
れ
ば
、
評
判
記
筆

者
は
ぎ
り
ぎ
り
二
月
初
め
ま
で
の
舞
台
の
情
報
を
得
て
評
判
を
書
く
だ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
一
月
十
日
の
初
日
以
来
、
二
月
始
め
ま
で
は
第
三
幕

を
演
じ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
絵
尽
し
・
役
割
番
付
の
状
況
と
考
え
合

わ
せ
て
、
こ
れ
は
や
は
り
上
演
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
も
し

後
か
ら
追
加
上
演
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
座
の
興
行
責
任
者
乃
至
幹
部
俳
優
た

ち
が
、
第
三
幕
を
ネ
グ
レ
ク
ト
し
て
も
よ
い
幕
と
考
え
て
い
た
こ
と
だ
け
は
確

実
で
あ
る
（
注
1
2
）
。

 
そ
う
だ
と
す
る
と
、
正
三
の
せ
っ
か
く
の
新
し
い
ア
イ
デ
ィ
ア
は
正
当
に
評

価
さ
れ
な
か
っ
た
。
上
演
さ
れ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
全
く
生
か
さ
れ
な
か
っ
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た
の
で
あ
る
。
巷
間
伝
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
先
生
金
右
衛
門
の
、
「
三
千
世
界
」

を
股
に
か
け
た
並
外
れ
た
悪
党
の
魅
力
は
、
第
二
幕
朝
鮮
国
で
の
か
た
り

か
た
り
の
面
白
さ
で
は
第
三
幕
に
遥
か
に
及
ば
な
い
（
注
1
3
）
-
で
終
わ
っ

て
し
ま
う
。
な
ぜ
「
終
る
」
の
か
。
そ
れ
は
、
第
四
幕
以
後
が
日
本
国
内
に
限

定
さ
れ
て
い
て
、
歌
右
衛
門
と
し
て
は
手
馴
れ
た
、
型
の
如
き
謀
叛
人
劇
へ
と

移
っ
て
行
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
簡
単
に
そ
の
状
況
を
見
て
お
く
。

 
第
四
幕
。
．
小
豆
島
の
浜
辺
。
若
殿
采
女
之
助
と
傾
城
長
門
は
こ
こ
ま
で
逃
れ

て
来
る
が
、
「
黒
ん
坊
」
は
こ
こ
に
も
現
れ
て
長
門
を
奪
お
う
と
す
る
。
小
豆

島
の
九
郎
作
が
旧
主
筋
の
采
女
之
助
を
救
う
。
こ
こ
は
次
の
幕
の
導
入
部
に
当

る
短
い
一
幕
。
台
帳
で
僅
か
十
三
丁
で
あ
る
。

 
第
五
幕
。
小
豆
島
。
今
は
門
丘
ハ
衛
と
名
の
っ
て
い
る
金
右
衛
門
の
隠
れ
家
。

女
房
小
女
郎
は
諸
商
人
の
掛
け
取
り
に
責
め
ら
れ
て
、
日
用
品
の
代
金
の
代
り

に
虎
の
皮
や
錦
や
伽
羅
な
ど
を
惜
し
げ
も
な
く
与
え
る
の
で
疑
わ
れ
る
。

 
 
今
度
金
右
衛
門
と
い
ふ
者
が
唐
へ
渡
っ
て
 
方
々
の
島
々
を
山
に
掛
け
て

 
 
（
か
た
り
に
掛
け
て
）
 
根
ぎ
り
引
さ
ら
へ
て
廻
る
げ
な
 
凡
（
お
よ
そ
）

 
 
山
の
司
（
か
た
り
の
頭
目
）
じ
ゃ
と
い
ふ
て
 
山
ン
司
の
金
右
衛
門
と
い

 
 
ふ
関
所
破
り
也
 
三
千
世
界
を
街
（
か
た
つ
）
て
廻
る
大
街
じ
ゃ
と
い
ふ

 
 
て
 
久
吉
様
か
ら
お
尋
者
の
配
符
が
廻
っ
た
。

だ
か
ら
こ
ん
な
気
味
の
悪
い
物
は
受
け
取
れ
ぬ
と
掛
け
取
り
た
ち
は
言
う
。
そ

こ
へ
仁
兵
衛
（
金
右
衛
門
）
が
帰
っ
て
来
て
人
々
を
追
い
払
う
。
彼
は
相
変
わ

ら
ず
島
々
国
々
を
か
た
り
歩
い
て
い
る
ら
し
く
、

 
 
是
か
ら
が
金
儲
け
じ
ゃ
 
し
た
が
 
是
迄
儲
け
た
金
が
 
何
が
五
万
両
や

 
 
七
万
両
と
い
ふ
事
が
有
ふ
か
 
裳
へ
宿
替
へ
て
か
ら
も
 
千
両
や
弍
千
両

 
 
の
金
は
入
れ
た
が
 
と
ん
と
淵
へ
塩
入
る
様
な
身
代
じ
ゃ

な
ど
と
う
そ
ぶ
い
て
い
る
。

 
そ
こ
へ
久
五
郎
が
六
十
六
部
の
姿
で
や
っ
て
来
て
一
夜
の
宿
を
乞
う
。
門
兵

衛
と
久
五
郎
の
さ
ぐ
り
合
い
。
九
郎
作
が
長
門
を
連
れ
て
来
る
が
、
「
黒
ん
坊
」

が
ま
た
跡
を
つ
け
て
来
て
こ
の
家
に
入
り
こ
み
、
さ
ま
ざ
ま
に
九
郎
作
ら
の
邪

魔
を
す
る
こ
と
あ
り
、
評
判
記
で
は
こ
こ
が
好
評
で
あ
っ
た
。
「
黒
ん
坊
」
は

金
右
衛
門
を
捕
え
る
た
め
の
「
目
明
し
」
と
し
て
、
日
本
国
内
の
通
行
往
来
を

許
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
へ
代
官
が
武
智
（
本
文
「
武
智
」
と
「
明
智
」

を
混
用
）
の
残
党
や
采
女
之
助
の
探
索
に
来
る
。
こ
こ
で
始
め
て
「
武
智
の
残

党
」
と
い
う
新
し
い
劇
的
要
因
が
登
場
す
る
。
「
黒
ん
坊
」
が
門
止
ハ
衛
を
金
右

衛
門
と
見
破
る
な
ど
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
六
十
六
部
の
久
五
郎
は
武
智
光
秀
の

一
子
左
馬
五
郎
光
秋
と
名
の
る
の
で
、
小
女
郎
は
「
私
は
光
秀
様
の
御
澄
代

位
矢
作
左
衛
門
が
娘
」
で
、
武
智
の
再
興
、
久
吉
へ
の
復
讐
の
た
め
の
軍
用
金

を
作
ろ
う
と
し
て
、
「
三
千
世
界
を
駆
け
廻
る
八
幡
（
ば
は
ん
）
の
棟
梁
」
と

夫
婦
に
な
っ
た
と
語
り
、
久
五
郎
の
左
馬
五
郎
に
軍
勢
催
促
の
勘
合
の
印
を
渡

し
て
お
い
て
、
光
秀
を
刺
し
た
小
栗
栖
の
竹
槍
の
穂
先
で
自
害
し
、
光
秀
の
こ

の
恨
み
を
晴
ら
す
こ
と
を
託
す
る
。

 
こ
う
し
て
狂
言
は
足
早
に
武
智
光
秀
の
遺
児
に
よ
る
真
柴
久
吉
へ
の
復
讐
謀

叛
劇
へ
と
展
開
し
て
行
く
。

 
し
か
る
に
久
五
郎
は
ま
こ
と
は
左
馬
五
郎
で
は
な
く
、
門
兵
衛
の
金
右
衛
門

こ
そ
左
馬
五
郎
で
あ
っ
た
。
そ
う
と
知
っ
た
彼
は
、
今
ま
で
は
町
人
と
し
て
金

銀
を
集
め
、
栄
耀
栄
華
を
す
る
こ
と
だ
け
を
考
え
て
い
た
が
、
「
今
よ
り
は
武

智
左
馬
五
郎
」
と
し
て
「
謀
叛
の
棟
梁
」
と
な
ら
ん
と
言
い
、

 
 
日
本
が
〔
我
二
〕
味
方
せ
ず
は
 
三
千
世
界
の
島
々
国
々
 
片
つ
端
か
ら

 
 
味
方
に
付
け

（90）



久
吉
が
首
を
取
る
の
だ
と
宣
言
す
る
。
八
幡
の
棟
梁
山
司
金
右
衛
門
は
こ
う
し

て
謀
叛
人
劇
の
主
人
公
と
な
る
。
歌
右
衛
門
の
最
も
得
意
と
す
る
、
評
判
記
が

「
御
商
売
筋
の
」
と
い
う
狂
言
で
あ
る
。
現
に
こ
の
あ
た
り
か
ら
さ
き
、
次
の

第
六
幕
に
か
け
て
の
歌
右
衛
門
の
芸
に
対
し
て
は
、
評
判
記
も
「
彼
（
か
の
）

御
商
売
筋
に
て
ず
ん
ど
手
つ
よ
く
 
よ
う
見
へ
ま
す
れ
共
云
々
」
と
い
っ
た
評

を
し
て
い
る
。

 
第
六
幕
。
摂
州
舞
子
の
浜
。
左
益
五
郎
は
朝
鮮
国
王
乾
隆
皇
帝
の
亡
霊
か
ら
、

久
吉
へ
の
復
讐
の
た
め
、
三
年
間
を
限
っ
て
有
効
な
「
通
力
自
在
」
の
秘
法
を

伝
授
さ
れ
る
。

 
第
七
幕
。
左
馬
五
郎
は
島
田
勝
家
を
味
方
と
し
て
叛
逆
を
は
か
る
が
、
こ
れ

は
勝
家
の
罠
で
あ
っ
た
。
こ
の
あ
た
り
目
ま
ぐ
る
し
い
ど
ん
で
ん
返
し
の
連
続

で
あ
る
。
し
か
も
外
国
を
味
方
に
付
け
る
計
画
も
成
功
せ
ず
、
｝
方
、
勝
家
は

三
年
の
歳
月
を
短
時
日
に
経
過
さ
せ
て
し
ま
う
方
略
に
成
功
す
る
の
で
、
亡
霊

伝
授
の
秘
法
も
無
効
に
な
っ
て
し
ま
う
。
大
詰
に
は
三
段
返
し
を
使
っ
た
大
仕

掛
な
舞
台
転
換
が
目
を
驚
か
し
た
と
思
わ
れ
る
。
並
木
正
三
の
作
ら
し
い
大
詰

で
あ
っ
た
。

七

全
編
の
構
成
を
簡
単
に
整
理
し
て
お
こ
う
。

第第第第七
五四三ニー
重三幕幕幕

長
崎
。
抜
荷
と
阿
蘭
陀
人
殺
し
。

朝
鮮
。
国
の
財
貨
を
奪
い
去
る
。

福
建
。
潭
州
の
財
貨
を
か
た
り
取
る
。

小
豆
島
。
第
五
幕
へ
の
導
入
部
。

小
豆
島
。
金
右
衛
門
は
武
智
の
遺
児
と
わ
か
り
、

復
讐
に
立
上

 
 
 
 
や
り
く
り
お
う
ら
レ
 
 
 
 
シ
ャ
ン
ス
イ

「
三
千
世
界
商
往
来
」
と
先
生
金
右
衛
門

 
 
 
 
 
 
る
。

 
 
第
六
幕
 
舞
子
の
浜
。
朝
鮮
国
王
の
亡
霊
出
現
。

 
 
第
七
幕
 
京
都
。
勝
家
ら
に
裏
を
か
か
れ
、
謀
叛
は
失
敗
。
終
結
。

 
こ
の
よ
う
に
、
第
三
幕
ま
で
が
、
「
先
生
金
右
衛
門
」
を
モ
デ
ル
と
し
た
狂

言
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
で
あ
る
が
、
第
四
幕
以
後
は
武
智
の
遺
児
に
よ
る
型
の

如
き
謀
叛
人
劇
の
レ
ー
ル
の
上
を
進
む
こ
と
に
な
る
。
「
先
生
金
右
衛
門
」
の

影
が
薄
く
な
っ
て
、
武
智
左
馬
五
郎
の
狂
言
に
な
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。

 
さ
ら
に
仔
細
に
見
る
と
、
第
一
幕
に
は
山
司
金
右
衛
門
は
登
場
せ
ず
、
そ
の

女
房
お
千
代
（
の
ち
の
小
女
郎
）
の
口
を
通
し
て
、
「
こ
ち
の
金
右
衛
門
様
は

運
を
商
売
に
さ
ん
す
故
 
今
日
長
崎
に
か
と
思
や
 
明
日
は
大
坂
に
成
」
な
ど

と
噂
に
上
り
、
甲
比
丹
て
い
か
う
が
、
金
右
衛
門
が
い
て
く
れ
た
ら
貿
易
品
は

大
部
分
「
抜
て
し
ま
う
」
の
だ
が
、
な
ど
と
抜
荷
を
手
伝
っ
て
も
ら
い
た
い
よ

う
な
口
吻
を
も
ら
す
と
い
う
程
度
で
、
主
役
は
甲
比
丹
て
い
か
う
（
歌
右
衛
門
）

と
通
詞
の
久
五
郎
（
八
蔵
）
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
第
三
幕
が
上
演
さ
れ
な

か
っ
た
と
し
た
ら
、
金
右
衛
門
の
「
八
幡
の
頭
目
先
生
金
右
衛
門
」
ら
し
い
活

躍
の
場
は
、
僅
か
に
第
二
幕
し
か
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
幕
は
台
帳
表
紙
に
「
小

幕
」
と
あ
る
よ
う
に
、
二
十
四
丁
の
短
い
幕
で
、
第
五
幕
の
五
十
一
丁
、
第
七

幕
の
四
十
八
丁
に
比
べ
る
と
、
そ
の
半
分
の
量
し
か
な
い
。
活
字
翻
刻
の
回
数

に
直
す
と
、
第
五
・
第
七
の
旧
幕
の
三
分
の
．
一
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
反
し
て

第
三
幕
は
六
十
七
丁
、
翻
刻
頁
数
に
直
す
と
第
五
・
第
七
各
幕
に
ほ
ぼ
等
し
い
。

そ
れ
だ
け
の
量
を
占
め
る
第
三
幕
が
、
「
先
生
金
右
衛
門
」
の
面
白
さ
を
最
も

よ
く
生
か
し
た
一
幕
で
あ
る
が
、
そ
こ
が
ネ
グ
レ
ク
ト
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

恐
ら
く
遂
に
上
演
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
も
っ
と
も
第
五
幕
以
後
に
も
「
先
生
金
右
衛
門
」
ら
し
い
所
が
全
く
描
か
れ
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な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
第
五
幕
で
は
例
の
「
黒
ん
坊
」
が
小
豆
島
の

門
兵
衛
を
疑
っ
て
、
「
奥
に
は
天
竺
の
産
物
島
々
の
道
具
織
物
疑
ひ
も
な

い
 
我
や
山
臥
の
金
右
衛
門
」
と
言
っ
た
り
す
る
。
事
実
、
そ
れ
ら
し
い
財
宝

が
貧
家
の
中
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
、
い
か
に
も
山
菅
金
右
衛
門
の
隠
れ
家

ら
し
い
場
面
と
言
え
る
。
ま
た
、
第
七
幕
で
武
智
左
馬
五
郎
と
な
っ
た
主
人
公

は
、
「
我
（
わ
れ
）
山
司
の
金
右
衛
門
と
い
ひ
し
時
国
々
島
々
を
巡
っ
て
数

の
宝
を
奪
ひ
取
 
栄
耀
を
極
れ
共
」
と
言
っ
た
り
も
す
る
。
し
か
る
に
彼
は
肝

心
の
謀
叛
復
讐
の
た
め
に
、
集
め
た
財
宝
を
使
っ
た
形
跡
も
な
い
。
僅
に
一
ヶ

所
、
次
の
よ
う
な
会
話
が
交
わ
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

 
 
左
馬
五
郎
 
 
蛮
国
を
往
来
し
た
る
通
路
を
以
て
 
異
国
の
島
々
国
々
を

 
 
 
味
方
に
回
る
我
計
略
 
連
判
取
は
黒
垂
（
く
ろ
す
。
「
黒
ん
坊
」
の
こ
と
）

 
 
 
が
役
 
仕
果
（
し
お
お
）
せ
し
か
 
何
と

 
「
黒
ん
坊
 
 
仰
を
請
て
蛮
国
へ
こ
と
み
＼
く
通
路
し
 
異
国
の
一
味
連
判

 
 
 
は
取
置
升
た
 
堺
の
沖
へ
追
々
兵
船
相
見
へ
升

 
 
左
馬
五
郎
 
 
其
方
は
是
よ
り
す
ぐ
に
堺
の
浦
へ
立
食
 
異
国
の
兵
船
一

 
 
 
時
に
駆
け
上
が
ら
せ
 
有
無
を
言
わ
さ
ず
都
へ
押
し
か
け
 
攻
登
れ

 
 
黒
ん
坊
 
 
畏
っ
て
ム
リ
升

 
し
か
し
、
こ
の
時
す
で
に
「
黒
ん
坊
」
は
勝
家
側
に
よ
っ
て
噛
「
昨
日
討
て
捨
」

て
ら
れ
て
い
て
、
こ
の
場
の
「
黒
ん
坊
」
は
体
に
漆
を
塗
っ
て
変
装
し
た
小
西

弥
十
郎
で
あ
る
か
ら
、
一
味
連
判
の
異
国
の
兵
船
が
堺
に
来
る
と
い
う
の
も
、

左
馬
五
郎
を
あ
ざ
む
く
セ
リ
フ
で
あ
る
。
こ
こ
は
左
善
五
郎
が
完
全
に
裏
を
か

か
れ
た
大
詰
の
場
面
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
左
幸
五
郎
は
「
黒
ん
坊
」
と
い
う
「
国

際
人
」
に
命
じ
て
「
異
国
の
島
々
国
々
」
を
味
方
に
つ
け
よ
う
と
し
た
と
言
う
。

し
か
し
、
こ
の
セ
リ
フ
以
外
に
左
馬
五
郎
の
金
右
衛
門
は
、
彼
に
し
か
出
来
な

い
よ
う
な
作
戦
を
実
行
し
た
形
跡
が
な
い
。
第
一
、
「
黒
ん
坊
」
は
山
司
金
右

衛
門
を
探
し
出
す
「
目
明
し
」
の
役
で
、
金
右
衛
門
の
命
令
で
動
く
人
物
で
は

な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
見
て
く
る
と
、
作
者
自
身
が
左
馬
五
郎
に
金
右
衛
門

ら
し
い
叛
逆
を
さ
せ
る
プ
ラ
ン
を
持
っ
て
は
い
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
左
馬
五
郎
の
頼
る
と
こ
ろ
は
朝
鮮
国
王
か
ら
授
か
っ
た
術
だ
け
で
あ
る
。

私
が
「
型
の
如
き
謀
叛
人
劇
の
レ
ー
ル
の
上
を
進
む
」
と
言
う
の
は
、
こ
の
ゆ

え
で
あ
る
。
「
三
千
世
界
」
を
駆
け
巡
る
山
郭
金
右
衛
門
に
し
て
は
、
あ
っ
け

な
い
敗
北
ぶ
り
で
あ
っ
た
っ

 
大
詰
め
の
歌
右
衛
門
に
対
す
る
芸
評
と
し
て
六
で
次
の
部
分
を
引
い
て
お
い

た
。
「
甥
御
商
売
筋
に
て
ず
ん
ど
手
つ
よ
く
よ
う
見
へ
ま
す
れ
共
」
。
が
、
実
は

こ
れ
に
続
く
評
文
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。

 
 
今
少
し
物
の
た
ら
ぬ
や
う
に
て
 
此
位
の
事
は
有
う
ち
と
回
る
体
 
近
比

 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
残
念
 
し
っ
か
り
と
し
た
狂
言
を
待
ま
す
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

こ
れ
は
作
者
に
対
す
る
な
か
な
か
き
つ
い
評
判
で
あ
る
。
「
歌
右
衛
門
に
対
し

て
平
凡
な
役
し
か
与
え
て
い
な
い
。
も
っ
と
し
っ
か
り
し
た
狂
言
を
望
む
」
と

い
う
の
で
あ
る
。
も
し
第
三
幕
が
演
じ
ら
れ
て
い
た
ら
、
こ
の
評
は
も
う
少
し

違
っ
た
か
と
思
う
。
も
っ
と
も
こ
の
評
者
の
視
点
と
私
と
は
一
致
す
る
わ
け
で

は
な
い
け
れ
ど
も
。

 
私
と
し
て
は
、
・
鬼
才
並
木
正
三
を
以
て
し
て
も
、
「
先
生
金
右
衛
門
」
と
い

う
当
時
の
日
本
人
の
枠
を
飛
び
出
し
た
「
八
幡
の
棟
梁
」
は
、
料
理
し
き
れ
な

か
っ
た
の
か
と
思
う
。
そ
う
い
う
王
人
公
の
狂
言
と
し
て
は
挫
折
し
た
と
考
え

ざ
る
を
得
な
い
。
も
っ
と
も
「
先
生
金
右
衛
門
」
自
身
が
公
儀
の
「
目
明
し
」

に
な
っ
て
、
抜
荷
仲
間
の
逮
捕
に
一
役
買
う
よ
う
に
な
っ
た
事
は
、
日
本
人
の

行
動
の
美
学
に
照
ら
し
て
大
き
な
挫
折
で
あ
り
、
彼
の
魅
力
の
大
半
を
失
わ
し
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め
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
い
や
、
そ
れ
よ
り
む
し
ろ
、
鎖
国
の
国
禁
を
犯

す
大
盗
の
魅
力
を
認
め
る
よ
う
な
精
神
的
風
土
が
な
か
っ
た
こ
と
こ
そ
、
こ
の

狂
言
の
挫
折
の
真
因
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
注

（
1
）
『
歌
舞
伎
台
帳
集
成
2
6
』
に
翻
刻
。

（
2
）
荒
野
泰
典
氏
「
近
世
中
期
の
長
崎
貿
易
体
制
と
抜
荷
」
（
『
近
世
日
本
と

 
 
 
東
ア
ジ
ア
』
一
九
八
八
年
、
東
大
出
版
会
）

（
3
）
山
脇
悌
二
郎
氏
『
抜
け
荷
』
（
一
九
六
五
年
、
日
経
新
書
）

（
4
）
板
沢
武
雄
氏
「
鎖
国
時
代
に
お
け
る
密
貿
易
の
実
態
」
（
法
政
大
学
文

 
 
 
学
部
紀
要
7
号
、
昭
和
3
6
年
）

（
5
）
正
確
に
は
こ
の
書
の
末
尾
に
追
加
さ
れ
て
い
る
「
崎
再
出
説
」
の
中
の

 
 
 
記
事
。

（
6
）
注
2
に
同
じ
。

（
7
）
『
通
航
一
覧
』
巻
二
百
一
は
『
月
堂
見
聞
集
』
の
写
し
を
収
め
る
が
、

 
 
 
そ
れ
に
は
「
四
分
一
」
と
あ
る
。

（
8
）
注
4
の
板
沢
氏
論
文
の
外
に
、
諏
訪
春
雄
氏
「
博
多
小
女
郎
波
枕
」

 
 
 
（
『
近
松
世
話
浄
瑠
璃
の
研
究
』
笠
間
書
院
、
昭
和
4
9
年
）
に
引
か
れ

 
 
 
て
い
る
。
以
下
、
諏
訪
氏
の
論
文
に
よ
っ
て
記
す
。

（
9
）
小
笠
原
文
庫
は
旧
小
倉
藩
主
小
笠
原
家
か
ら
福
岡
県
立
豊
津
高
等
学
校

 
 
 
錦
陵
同
窓
会
に
寄
贈
さ
れ
た
蔵
書
で
、
現
在
豊
津
高
等
学
校
に
保
管
塔

 
 
 
れ
て
い
る
。

 
 
 
吉
積
久
年
氏
は
本
書
を
調
査
さ
れ
て
、
「
近
世
、
長
州
唐
船
の
記
録
」

 
 
 
（
九
州
大
学
国
史
学
研
究
室
編
『
近
世
近
代
史
論
集
』
、
吉
川
弘
文
館
、

 
 
 
平
成
2
年
）
の
中
で
、
享
保
五
年
六
月
に
現
れ
た
唐
船
に
対
し
て
「
元

 
 
 
 
 
や
り
く
り
お
う
ら
い
 
 
 
 
シ
ャ
ン
ス
イ

 
「
三
千
世
界
商
往
来
」
と
先
生
金
右
衛
門

 
 
抜
荷
の
巨
魁
先
生
金
右
衛
門
ら
三
人
が
計
略
を
巡
ら
し
て
、
う
ち
一
艘

 
 
 
（
船
主
谷
子
玉
）
が
六
月
十
七
日
の
夜
、
罠
に
か
・
り
一
網
打
尽
」
に

 
 
な
っ
た
と
書
い
て
お
ら
れ
る
。

（
1
0
）
『
西
沢
文
庫
脚
色
余
録
』
三
編
下
「
歌
舞
妓
謀
叛
人
名
の
考
」
に
、
コ
ニ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
マ
マ
 
 
 
 
ハ
マ
マ
 

 
 
千
世
界
商
往
来
と
い
ふ
古
狂
言
に
山
西
の
金
左
衛
門
と
云
実
悪
の

 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

 
 
役
名
有
 
是
は
海
外
を
歴
遊
し
て
書
を
害
し
 
後
大
坂
に
住
す
と
 
書

 
 
画
一
覧
雑
の
部
に
出
た
る
也
」
と
あ
る
の
も
参
考
に
な
る
。

（
1
1
）
宗
政
五
十
鞍
骨
「
毛
剃
は
逮
捕
さ
れ
た
か
 
 
『
博
多
小
女
郎
波
枕
』

 
 
の
実
説
と
そ
の
背
景
1
」
（
東
山
高
校
研
究
紀
要
第
九
集
、
昭
和
3
8
年
）

（
1
2
）
ち
な
み
に
こ
の
座
の
次
の
替
り
の
興
行
は
三
月
二
十
五
日
か
ら
で
あ
る
。

 
 
コ
調
製
世
界
商
往
来
」
は
三
月
上
旬
ま
で
続
演
さ
れ
た
可
能
性
は
あ
る
。

（
1
3
）
朝
鮮
国
民
を
「
か
た
り
」
に
か
け
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
久
吉
の
城
 
 
的

 
 
受
取
り
の
計
画
を
だ
し
ぬ
い
た
と
い
う
意
味
で
、
久
吉
の
部
下
た
ち
に
、
 
り

 
 
一
杯
く
わ
せ
る
一
幕
と
い
う
方
が
正
確
で
あ
ろ
う
。

追
記

御
教
示
を
賜
わ
っ
た
吉
積
久
年
・
荒
野
泰
典
の
両
氏
、
ま
た
資
料

の
閲
覧
に
際
し
て
便
宜
を
お
は
か
り
い
た
だ
い
た
曲
尽
津
高
等
学
校

に
対
し
て
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。


