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伊
勢
貞
丈
の
赤
穂
浪
士
論

 

須
　
佐
　
俊
　
吾

一
　
問
題
の
所
在

　

な
ぜ
、
浅
野
内
匠
頭
長
矩
は
、
殿
中
で
吉
良
上
野
介
義
央
に
斬
り
つ
け
た
の

か
。
元
禄
赤
穂
事
件（１
）の
発
端
と
な
っ
た
、
世
に
い
う
「
刃
傷
松
の
廊
下
」
の
原

因
は
現
在
に
至
る
ま
で
判
然
と
し
な
い
が
、
こ
の
刃
傷
の
背
景
に
は
、
吉
良
家

な
ど
の
高
家（２
）が
、
そ
の
知
識
を
占
有
し
て
い
た
殿
中
で
の
儀
式
典
礼
を
、
勅
使

御
馳
走
役
と
な
っ
た
各
大
名
が
謝
礼
を
し
て
高
家
か
ら
指
南
を
受
け
て
い
た
慣

習
が
、
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
動
か
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
（
３
）。
ま
た
、

従
来
の
慣
例
か
ら
は
過
酷
と
思
わ
れ
た
即
日
切
腹
に
長
矩
が
科
せ
ら
れ
、
浅
野

家
は
改
易
の
処
置
が
取
ら
れ
た
の
も
、
義
央
へ
の
刃
傷
が
勅
使
饗
応
と
い
う
幕

府
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
儀
式
を
、
正
当
な
理
由
も
な
く
妨
害
す
る
重
大
犯

罪
と
幕
閣
に
判
断
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
赤
穂
事
件
の
極
め
て
重
大
な
要

因
と
も
考
え
ら
れ
る
殿
中
で
の
儀
式
典
礼
と
は
、
も
ち
ろ
ん
有
職
故
実（４
）の
一
部

で
あ
る
が
、
現
在
で
は
そ
の
意
味
を
ほ
と
ん
ど
失
っ
て
し
ま
っ
た
故
実
に
は
、

近
世
に
お
い
て
、
一
大
名
を
取
り
潰
し
て
し
ま
う
だ
け
の
意
義
が
有
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
赤
穂
事
件
の
背
後
に
は
故
実
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
は
専
ら
儒
者
の
見
解
ば
か
り
が
検
討
さ
れ
、
故
実
家（５
）の
言

説
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
本
稿
で
問
題
と
し
た
い

の
は
、
こ
の
故
実
家
の
赤
穂
事
件
に
関
す
る
考
え
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
伴

信
友
や
平
田
篤
胤
な
ど
後
続
の
学
者
に
大
き
な
影
響
を
与
え（６
）、

近
世
を
代
表
し
、

現
在
そ
の
名
が
最
も
知
ら
れ
て
い
る
故
実
家
と
思
わ
れ
る
、
伊
勢
貞
丈（７
）（
享
保

二
〜
天
明
四
年
）
の
『
浅
野
家
忠
臣
』
と
い
う
著
述
の
分
析
を
通
し
て
検
討
し

て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。

二
　
喧
嘩
両
成
敗

　

　

さ
て
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
喧
嘩
口
論
か
ら
刃
傷
に
及
ん
で
一
方
が
死
亡

し
た
場
合
、
他
方
は
死
罪
と
な
る
の
が
原
則
で
あ
り
、
そ
れ
は
江
戸
時
代
を
通

じ
て
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
、
理
非
に
関
わ
ら
ず
、
喧
嘩
の
当
事

者
双
方
を
処
罰
す
る
と
い
う
「
喧
嘩
両
成
敗
法（８
）」
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
法

の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
些
細
な
こ
と
が
原
因
で
生
じ
た
「
当
座
の
喧
嘩
」
で

あ
り
、
そ
の
目
的
は
武
士
が
実
力
行
使
に
及
ぶ
の
を
禁
止
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

こ
れ
は
当
人
同
士
の
喧
嘩
か
ら
、
親
族
な
ど
を
交
え
た
多
人
数
の
紛
争
へ
と
拡

大
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。



― 53 ―

　

で
は
、「
刃
傷
松
の
廊
下
」
に
お
け
る
幕
府
の
裁
定
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
の
か
。
幕
閣
は
、
長
矩
の
刃
傷
を
時
と
場
所
と
を
わ
き
ま
え
な
い
「
理

不
尽
」
な
行
動
と
判
断
し
、
そ
の
後
に
下
さ
れ
た
処
置
は
上
述
の
通
り
で
あ
る
。

一
方
、
義
央
に
対
し
て
は
、
長
矩
に
切
り
返
さ
な
か
っ
た
こ
と
は
「
殊
勝
」
で

あ
り
、「
お
構
い
な
し
」
と
の
沙
汰
を
出
し
、
手
傷
の
養
生
を
す
る
よ
う
に
申

し
付
け
た
。
つ
ま
り
、
刃
傷
の
直
前
、
二
人
の
間
に
喧
嘩
口
論
は
行
わ
れ
て
お

ら
ず
、
義
央
は
抵
抗
も
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
刃
傷
は
、
長
矩
の

義
央
へ
の
「
遺
恨
」
な
ど
も
不
明
で
あ
り
、
喧
嘩
両
成
敗
法
が
適
用
さ
れ
る

「
当
座
の
喧
嘩
」
で
は
な
く
、
長
矩
の
一
方
的
で
「
理
不
尽
」
な
刃
傷
と
見
な

さ
れ
、
義
央
に
非
は
な
い
と
い
う
結
論
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
赤
穂
藩
の
家
臣
の
中
に
は
、
主
君
長
矩
は
切
腹
さ
せ
ら
れ
、
御
家
も

断
絶
と
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
負
傷
し
た
義
央
が
「
お
構
い
な
し
」
と
裁
定

さ
れ
た
の
は
明
ら
か
な
「
片
落
ち
」
で
あ
り
、
承
伏
で
き
な
い
と
す
る
意
見
が

あ
っ
た
。
当
然
、
こ
の
考
え
は
吉
良
邸
討
ち
入
り
に
発
展
し
て
行
く
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
、
浪
士
は
討
ち
入
り
後
、
泉
岳
寺
に
あ
る
長
矩
の
墓
前
に
義
央
の

首
を
供
え
る
一
方
、
大
目
付
仙
石
伯
耆
守
の
下
屋
敷
に
口
上
を
持
参
し
て
出
頭

し
、
公
儀
の
裁
定
に
従
う
旨
を
申
し
出
た
。
だ
が
、
そ
の
『
浅
野
内
匠
家
来
口

上（９
）』
に
は
、
幕
府
の
見
解
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
刃
傷
事
件
が
解
釈
さ
れ
て
い

た
。
す
な
わ
ち
、
長
矩
は
義
央
に
「
遺
恨
」
を
持
っ
て
い
た
上
、
殿
中
で
「
当

座
遁
れ
難
」
き
こ
と
が
あ
っ
て
「
喧
嘩
」
に
及
ん
だ
と
し
て
い
る
の
だ
。
要
す

る
に
、
証
明
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
「
遺
恨
」
と
は
別
に
、
義
央
と
の
間
に

「
当
座
の
喧
嘩
」
が
あ
っ
た
と
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
当
座
の

喧
嘩
」
が
起
き
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
は
当
然
、
喧
嘩
両
成
敗
法
が
適
用

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
刃
傷
事
件
の
あ
っ
た
当
日
、
二
人
の
間

に
は
何
ら
か
の
喧
嘩
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
、
幕
府
の

裁
定
に
不
備
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し

浪
士
は
、
幕
府
に
よ
る
法
の
適
用
が
誤
っ
て
い
る
た
め
に
、
討
ち
入
り
に
及
ん

だ
と
は
主
張
し
な
い
。
不
倶
戴
天
の
「
君
父
の
讐
」
を
、
主
君
に
代
わ
り
晴
ら

す
と
い
う
論
理
で
、
彼
ら
の
行
動
を
正
当
化
す
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
幕
府
は
浪
士
に
、「
主
人
之
讐
を
報
し
候
と
申
立
内
匠
家
来
四
十
六

人
致
徒
党
上
野
宅
江
押
込
飛
道
具
杯
持
参
上
野
を
討
取
候
始
末
不
恐　

公
儀
候

段
重
々
不
届
ニ
候
依
之
切
腹
申
付
者
也
」
と
申
し
渡
し
、
彼
ら
は
切
腹
し
て
果

て
た
。
一
方
、
義
央
の
孫
に
し
て
養
子
の
吉
良
義
周
に
対
し
て
は
、「
浅
野
内

匠
家
来
上
野
介
を
討
候
節
佐
兵
衛
仕
形
不
届
付
而
領
地
被　

召
上
諏
訪
安
芸
守

江
御
預
被　

仰
付
も
の
也
）
10
（

」
と
申
し
付
け
、
義
周
は
信
州
諏
訪
藩
に
お
預
け
と

な
っ
た
。
こ
の
浪
士
へ
の
幕
府
の
裁
定
は
、
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
出

来
る
。
①
主
人
の
仇
と
唱
え
て
、
②
徒
党
を
組
ん
で
、
③
飛
び
道
具
な
ど
を
持

参
し
て
吉
良
邸
へ
押
し
込
み
、
義
央
を
討
ち
取
っ
た
こ
と
は
、
公
儀
を
恐
れ
な

い
極
め
て
不
届
き
な
行
為
で
あ
る
。
①
で
は
、
浪
士
が
仇
討
ち
と
唱
え
た
こ
と

は
認
め
て
い
る
が
、
討
ち
入
り
自
体
を
仇
討
ち
と
は
認
め
な
い
。
②
と
③
は
当

然
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
行
為
で
、
こ
れ
は
一
種
の
テ
ロ
行
為
と
も
考
え
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。
で
は
本
当
に
、
浪
士
の
行
為
は
仇
討
ち
と
は
い
え
ず
、
彼
ら
を

「
義
士
」
と
認
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
以
降
、
幕
府
の

裁
定
を
離
れ
、
こ
の
問
題
を
ど
う
解
釈
す
る
か
は
、
諸
家
に
よ
り
繰
り
返
し
論

じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
「
赤
穂
事
件
論
争
）
11
（

」
で
あ
る
。
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三
　
赤
穂
事
件
論
争

　

赤
穂
事
件
が
、
長
矩
の
刃
傷
と
浪
士
の
討
ち
入
り
か
ら
な
る
以
上
、
本
論
争

で
論
じ
ら
れ
た
こ
と
も
、
こ
の
二
つ
の
行
為
を
ど
う
評
価
す
る
か
で
あ
る
。
浪

士
が
切
腹
し
た
年
に
は
早
く
も
、
大
学
頭
の
林
鳳
岡
が
『
復
讐
論
』
を
著
し
、

鳥
取
藩
の
儒
臣
で
あ
っ
た
伊
良
子
大
洲
が
、
論
争
の
最
後
尾
に
な
る
と
思
わ
れ

る
『
四
十
六
士
論
』
を
書
く
の
が
文
政
二
年
の
こ
と
で
、
こ
の
論
争
は
百
年
以

上
続
い
た
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
そ
の
代
表
的
な
見
解
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

先
ず
、
刃
傷
事
件
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
山
崎
闇
斎
門
下
の
佐
藤
直
方
は

『
佐
藤
直
方
四
十
六
人
之
筆
記
）
12
（

』
に
お
い
て
、
長
矩
の
刃
傷
を
、
時
と
場
所
を

無
視
し
た
大
法
に
背
く
公
法
違
反
と
考
え
る
。
本
当
に
長
矩
に
や
む
を
得
な
い

遺
恨
が
あ
っ
た
の
な
ら
、
勅
使
接
待
役
の
職
務
を
全
う
し
て
か
ら
刃
傷
に
及
ぶ

べ
き
で
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
重
要
な
儀
礼
の
場
で
の
刃
傷
は
武
士
ら
し

か
ら
ぬ
腰
抜
け
の
行
為
で
あ
り
、
し
か
も
、
相
手
を
討
ち
漏
ら
し
た
の
は
「
無

勇
無
才
」
の
嘲
笑
す
べ
き
人
物
と
長
矩
を
評
し
、
切
腹
と
領
地
召
し
上
げ
は
当

然
の
こ
と
と
断
じ
る
。
ま
た
、
こ
の
刃
傷
は
「
当
座
の
喧
嘩
」
な
ど
で
は
な
く
、

実
際
は
義
央
は
長
矩
に
背
後
か
ら
斬
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
義
央
は
浪
士
の

仇
と
は
見
な
せ
ず
、
復
讐
す
べ
き
相
手
に
は
な
り
得
な
い
と
も
指
摘
す
る
。
さ

ら
に
は
、
手
向
か
い
せ
ず
に
討
た
れ
た
上
野
介
も
、「
死
タ
ル
ニ
劣
リ
、
恥
キ

コ
ト
也
」
と
難
じ
て
い
る
。

　

一
方
、
直
方
と
同
門
の
三
宅
尚
斎
は
、
刃
傷
の
原
因
を
、
長
矩
が
義
央
に
賄

賂
を
渡
さ
な
か
っ
た
た
め
に
、「
面
前
ニ
テ
ア
テ
ツ
ケ
テ
恥
ヲ
カ
ヽ
セ
ル
様
ナ

ル
コ
ト
ヲ
」
し
た
こ
と
に
求
め
る
（『
重
固
問
目
』、『
大
系
』
所
収
）。
た
だ
し
、

長
矩
へ
の
処
罰
は
、
直
方
と
同
様
に
長
矩
が
公
法
を
犯
し
た
罪
に
よ
る
も
の
と

す
る
。
だ
が
、
義
央
を
仇
と
考
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
尚
斎
は
一
転
し

て
浪
士
た
ち
の
立
場
に
立
つ
。
す
な
わ
ち
、
賄
賂
を
出
さ
な
か
っ
た
の
も
、
些

細
な
こ
と
で
激
昂
す
る
の
も
主
君
の
誤
り
で
あ
る
が
、
そ
の
死
は
幕
府
の
裁
定

に
よ
る
も
の
で
あ
り
、「
是
非
モ
ナ
キ
コ
ト
ト
思
テ
ヤ
ム
」
よ
う
な
感
情
抜
き

の
「
目
の
子
算
用
」
で
事
件
を
理
解
し
終
わ
ら
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
、
果
た
し

て
浪
士
の
本
心
で
あ
ろ
う
か
と
疑
問
を
投
げ
つ
け
る
の
だ
。
つ
ま
り
尚
斎
は
、

長
矩
は
義
央
に
直
接
に
殺
害
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
が
、
切
腹
さ
せ
ら
れ
た
の
だ

か
ら
、
義
央
の
た
め
に
殺
さ
れ
た
の
も
同
然
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
義
央
は
仇
で

あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
主
君
を
殺
さ
れ
た
浪
士
の
感
情
を
問
題

と
し
、
主
君
と
家
臣
の
あ
る
べ
き
忠
義
の
あ
り
方
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

義
央
を
仇
と
捉
え
る
立
場
で
あ
る
。
尚
斎
に
と
っ
て
、
主
君
に
対
す
る
家
臣
の

忠
義
と
は
盲
目
的
で
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
主
君
の
行
為
に
理
が
あ
る
か
否

か
は
問
題
と
は
さ
れ
な
い
。
尚
斎
は
、
理
詰
め
で
考
え
て
行
く
「
目
の
子
算

用
」
を
否
定
し
、
論
理
を
飛
び
越
え
て
浪
士
た
ち
の
感
情
に
自
己
同
一
化
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
討
ち
入
り
を
仇
討
ち
と
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
感
情
や
人
情
と
道
理
を
峻
別
す
る
直
方
と
は
決
定
的
に
異
な
る
。
要

す
る
に
尚
斎
は
、
法
の
観
念
が
欠
如
し
て
い
る
と
思
え
る
程
に
、
行
為
の
根
底

に
あ
る
理
非
を
無
視
し
て
、
主
君
に
対
す
る
絶
対
的
忠
義
に
価
値
を
置
く
の
で

あ
る
。
こ
の
尚
斎
の
主
君
と
家
臣
と
の
自
己
同
一
化
は
、
亡
君
の
鬱
憤
を
晴
ら

す
た
め
に
討
ち
入
り
を
決
行
す
べ
き
、
と
主
張
し
続
け
た
江
戸
急
進
派
の
中
心

で
あ
っ
た
堀
部
安
兵
衛
の
主
張
と
も
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。　

　

次
に
浪
士
の
討
ち
入
り
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
本
論
争
の
中
心
と
な
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る
。
討
ち
入
り
直
後
か
ら
諸
家
に
よ
る
論
評
が
始
ま
り
、
先
述
の
林
鳳
岡
は

『
復
讐
論
』
で
浪
士
た
ち
を
義
士
と
し
て
賞
賛
し
、
室
鳩
巣
は
『
赤
穂
義
人
録
』

に
お
い
て
、
浪
士
を
義
士
と
評
価
し
、
こ
の
事
件
の
概
要
と
彼
ら
の
略
伝
を
ま

と
め
て
い
る
。

　

一
方
、
先
に
見
た
直
方
は
『
佐
藤
直
方
四
十
六
人
之
筆
記
』
に
お
い
て
、
義

央
は
浪
士
の
仇
で
は
な
い
と
し
て
、
前
節
で
確
認
し
た
幕
府
の
裁
定
①
を
肯
定

し
、
飛
び
道
具
を
携
え
た
「
戦
場
ノ
法
」
で
義
央
を
討
ち
取
っ
た
の
は
「
大

罪
」
で
あ
る
と
し
て
、
幕
府
裁
定
②
と
③
も
支
持
す
る
。
ま
た
、
浪
士
が
泉
岳

寺
で
自
害
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
幕
府
の
法
に
従
っ
た
と
は
考
え
ず
、「
人
之

感
賞
ヲ
得
テ
死
ヲ
遁
レ
禄
ヲ
得
ル
之
謀
ニ
非
ズ
ヤ
」
と
解
す
る
。
つ
ま
り
直
方

に
と
っ
て
浪
士
と
は
、「
忠
義
ヲ
主
ト
シ
惻
怛
之
情
ヨ
リ
出
ル
ニ
非
」
ざ
る
者

で
あ
り
、
彼
ら
は
義
士
な
ど
で
は
な
い
の
だ
。
要
す
る
に
、
直
方
に
お
い
て
武

士
道
と
は
、
目
的
を
達
し
た
武
士
が
潔
く
公
法
違
反
を
認
め
、
そ
の
責
任
を
自

ら
取
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
直
方
の
所
説
は
、
殿
中
で
の
刃
傷
か
ら
浪
士

の
討
ち
入
り
ま
で
を
、
一
貫
し
て
法
の
立
場
か
ら
理
解
し
て
い
る
点
が
特
徴
で

あ
る
。

　

だ
が
他
方
、
感
情
の
み
に
絞
っ
て
考
え
る
の
が
上
述
の
尚
斎
で
あ
る
。『
重

固
問
目
』
に
お
い
て
、
尚
斎
は
裁
定
②
③
に
は
一
切
触
れ
ず
に
、
そ
の
所
論
を

展
開
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、「
何
程
カ
君
父
ノ
遺
恨
ニ
思
ヒ
玉
ワ
ン
ト
、
君
父

ノ
志
ヲ
継
デ
討
ツ
、
豈
無
理
ト
セ
ン
ヤ
」
と
述
べ
、
浪
士
た
ち
の
行
動
は
主
君

の
志
を
継
い
で
吉
良
邸
に
討
ち
入
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
正
当
化
で
き

る
も
の
で
あ
る
、
と
尚
斎
は
主
張
す
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
尚
斎
は
幕
府
裁
定
①

を
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
誅
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
吉
良
故
」
と
い
う
立

場
か
ら
、
無
条
件
に
主
君
の
志
を
継
ぐ
の
が
家
臣
の
忠
義
で
あ
る
と
い
う
理
解
、

と
い
う
よ
り
も
信
念
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
尚
斎
に
お
い
て
は
、
主

君
の
志
や
行
動
の
正
邪
も
、
浪
士
の
討
ち
入
り
の
方
法
も
、
そ
の
行
動
が
幕
府

が
禁
止
す
る
徒
党
や
治
安
を
乱
す
こ
と
に
当
た
る
か
ど
う
か
も
、
ま
っ
た
く
問

題
と
は
な
ら
な
い
の
だ
。
問
題
な
の
は
浪
士
の
感
情
だ
け
で
あ
る
。
尚
斎
は
、

そ
こ
か
ら
彼
の
義
士
論
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
が
、
論
争
の
第
一
段
階
で
あ
り
、
尚
斎
か
ら
十
数
年
を
経
て
、
第
二
次

論
争
が
太
宰
春
台
に
よ
り
口
火
が
切
ら
れ
た
。
春
台
は
『
赤
穂
四
十
六
士
論
』

（『
大
系
』
所
収
）
を
著
し
、「
今
先
生
既
没
。
未
聞
有
一
人
倡
斯
義
於
世
」、
と

嘆
じ
る
。
先
生
と
は
春
台
の
師
で
あ
る
荻
生
徂
徠
、
斯
義
と
は
義
士
否
定
論
を

指
す
。
つ
ま
り
春
台
は
、
徂
徠
以
降
に
義
士
否
定
論
を
唱
え
る
者
が
い
な
い
現

状
を
ふ
ま
え
て
、
あ
え
て
義
士
否
定
論
を
論
じ
て
み
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
春
台
の
主
張
は
、
次
の
四
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
す
な
わ
ち
、

①
殿
中
で
の
刃
傷
は
死
罪
で
は
あ
る
が
、
義
央
は
負
傷
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
る

か
ら
、
長
矩
の
切
腹
の
処
置
は
重
す
ぎ
る
。
よ
っ
て
、
浪
士
は
幕
府
の
こ
の
裁

定
を
恨
む
べ
き
で
あ
り
、
義
央
を
恨
む
の
は
「
士
所
以
為
道
」
を
失
し
て
い
る
。

②
浪
士
は
赤
穂
城
で
幕
府
か
ら
の
城
の
受
け
取
り
使
と
一
戦
交
え
、
城
に
火
を

放
っ
て
自
害
す
る
か
、
③
そ
れ
が
出
来
な
け
れ
ば
、
即
座
に
吉
良
邸
に
討
ち
入

り
、
成
否
に
関
わ
ら
ず
、
そ
こ
で
死
ぬ
べ
き
で
あ
っ
た
。
④
義
央
が
死
亡
す
る

可
能
性
も
あ
る
の
に
、
主
君
の
自
害
後
一
年
以
上
も
経
っ
て
「
陰
謀
秘
計
」
を

用
い
て
討
ち
入
り
を
決
行
し
、
し
か
も
自
害
し
な
か
っ
た
の
は
、
浪
士
た
ち
の

志
が
「
名
利
」
を
求
め
た
証
左
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
若
良
雄
等
者
。
仮
大
義

以
済
其
利
慾
者
也
」
と
結
論
し
、
大
石
内
蔵
助
た
ち
は
大
義
を
借
り
て
、
利
欲
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を
満
た
そ
う
と
し
た
者
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。

　

し
か
し
、
春
台
以
降
は
何
れ
も
彼
の
論
を
反
駁
す
る
も
の
ば
か
り
で
、
義
士

否
定
論
は
こ
れ
以
後
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。
こ
の
論
争
は
以
上
の
よ
う
に
、
感

情
を
抜
き
に
し
て
法
律
論
な
ど
の
理
詰
め
で
事
件
を
捉
え
る
義
士
否
定
論
と
、

感
情
論
を
土
台
と
す
る
道
徳
論
か
ら
浪
士
を
義
士
と
考
え
る
義
士
肯
定
論
に
大

別
で
き
る
。
当
然
、
義
士
否
定
論
の
立
場
は
、
先
例
な
ど
の
故
実
と
い
う
規
範

に
従
う
こ
と
を
求
め
る
故
実
家
の
立
場
と
極
め
て
近
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
筈

で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
二
つ
の
立
場
は
、
徒
党
や
私
闘
を
禁
止
し
平
和
や
秩
序

を
維
持
す
る
「
国
家
・
社
会
＝
公
の
論
理
」
と
、
主
従
制
を
貫
く
「
家
＝
私
の

論
理
」
の
ど
ち
ら
に
価
値
を
置
く
か
と
い
う
対
立
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
赤
穂
事

件
に
は
、
武
士
、
と
く
に
主
に
仕
え
る
家
臣
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
行
動
を

取
る
こ
と
が
主
君
に
対
す
る
「
義
」
に
な
る
の
か
、
と
い
う
重
大
問
題
が
内
包

さ
れ
て
お
り
、
さ
れ
ば
こ
そ
、
百
年
以
上
に
わ
た
っ
て
断
続
的
に
様
々
な
見
解

が
提
出
さ
れ
続
け
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
長
矩
が
朝
幕
間
の
重
要
な
儀
礼
（
＝

故
実
）
の
場
で
刃
傷
に
及
ん
だ
点
に
関
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
論
者
は
公
法
に

違
反
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
つ
ま
り
長
矩
の
「
故
実
」
無
視
は
、
論
争
に

お
け
る
共
通
認
識
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

他
方
、
庶
民
社
会
に
お
い
て
は
、
討
ち
入
り
は
仇
討
ち
で
あ
り
、
浪
士
は
義

士
で
あ
る
と
い
う
像
が
、
歌
舞
伎
や
浮
世
絵
な
ど
を
通
じ
て
広
ま
っ
て
行
っ
た
。

世
間
が
浪
士
を
賞
賛
す
る
中
で
、
そ
れ
に
異
を
唱
え
た
直
方
は
、
彼
を
畏
敬
し

て
い
た
諸
大
名
に
、
そ
れ
以
降
は
見
限
ら
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
徂
徠
の
『
論

四
十
七
士
事
』
は
『
徂
徠
集
』
の
上
梓
の
際
に
は
削
ら
れ
、
春
台
の
『
赤
穂
四

十
六
士
論
』
も
『
紫
芝
園
後
稿
』
の
後
印
本
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

何
時
の
間
に
か
、
浪
士
に
対
し
て
義
士
否
定
論
を
唱
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い

社
会
状
況
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
浪
士
＝
義
士
と
い

う
見
方
は
、
明
治
天
皇
が
浪
士
を
「
忠
臣
」
と
す
る
に
及
ん
で
、
遂
に
不
動
の

も
の
と
な
る
に
至
っ
た
。

四
　『
浅
野
家
忠
臣
』

　

で
は
「
故
実
家
」
伊
勢
貞
丈
は
、
ど
の
よ
う
に
赤
穂
事
件
を
理
解
し
て
い
た

の
か
。『
浅
野
家
忠
臣
』（『
大
系
』
所
収
）
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
以

下
の
四
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
①
は
浪
士
の
討
ち
入
り
に
関
し
て
で
あ
る
。
浪

士
は
、
義
央
の
首
を
取
る
ま
で
は
実
に
忠
義
の
心
一
筋
で
あ
る
が
、
首
を
取
っ

た
後
は
心
が
緩
み
、
そ
の
忠
義
を
公
儀
に
伝
え
れ
ば
、
褒
美
が
与
え
ら
れ
て
所

領
を
賜
る
こ
と
も
あ
ろ
う
か
と
い
う
考
え
が
起
こ
り
、
大
目
付
に
討
ち
入
り
し

た
こ
と
を
申
し
出
た
、
と
す
る
「
或
儒
士
」
の
見
解
に
対
し
て
、
貞
丈
は
次
の

よ
う
に
反
論
す
る
。
先
ず
、
浪
士
に
は
褒
美
や
禄
を
求
め
る
意
志
は
な
く
、
幕

府
に
仕
え
る
高
家
の
義
央
を
陪
臣
の
身
分
の
浪
士
が
討
殺
し
た
の
だ
か
ら
、
将

軍
家
を
憤
慨
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
浪
士
は
自
ら
そ
の
罰
を
受
け
る

べ
く
、
大
目
付
に
そ
の
旨
を
申
し
出
た
と
す
る
。
ま
た
、
討
ち
入
り
の
成
功
に

よ
っ
て
、
心
が
緩
ん
で
禄
を
求
め
る
よ
う
な
利
欲
の
心
が
あ
る
者
な
ら
ば
、
最

初
か
ら
亡
君
の
仇
を
取
ろ
う
な
ど
と
考
え
る
こ
と
は
な
い
と
も
指
摘
す
る
。
さ

ら
に
、「
忠
義
ノ
士
ハ
必
ズ
利
欲
ナ
キ
人
ニ
ア
リ
、
不
忠
不
義
ハ
必
利
欲
ニ
依

テ
生
ズ
ル
也
」
と
述
べ
、
浪
士
が
義
央
の
首
を
長
矩
の
墓
前
に
献
げ
て
、
そ
の

ま
ま
墓
前
で
切
腹
す
れ
ば
い
よ
い
よ
潔
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
る
。
だ
が
、

「
念
ヲ
入
過
テ
大
目
付
ヘ
申
達
シ
タ
ル
ハ
贅
」
な
こ
と
で
あ
り
、「
ス
ル
ニ
モ
及
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バ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
シ
タ
ル
故
」
に
、
墓
前
で
切
腹
せ
ず
に
、
公
命
に
よ
り
他
所
で

切
腹
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
浪
士
た
ち
の
望
む
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
大
目
付

ヘ
申
達
し
た
こ
と
は
浪
士
の
「
一
失
」
で
あ
る
が
、「
大
功
ノ
人
々
ナ
レ
バ
、

此
細
瑾
ヲ
バ
宥
ム
ベ
シ
」
と
結
論
す
る
。
そ
し
て
、「
彼
ノ
儒
士
ノ
説
ハ
儒
士

ノ
説
ト
ハ
云
ヒ
ガ
タ
シ
」
と
切
り
捨
て
る
の
で
あ
る
。

　

②
で
は
長
矩
の
刃
傷
に
関
し
て
検
討
さ
れ
る
。
長
矩
が
切
腹
を
命
じ
ら
れ
、

そ
の
所
領
を
没
収
さ
れ
た
の
は
、
長
矩
が
乱
心
し
て
殿
中
で
義
央
に
斬
り
か

か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
公
儀
か
ら
そ
の
罪
を
罰
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
浪

士
は
義
央
を
恨
ん
で
仇
と
す
る
理
は
な
い
と
す
る
「
或
儒
士
」
の
説
に
対
し
て

も
、
貞
丈
は
以
下
の
よ
う
に
反
駁
を
加
え
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
「
表
ヲ
云

テ
裏
ヲ
顕
サ
ヾ
ル
説
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
義
央
は
、
自
分
が
知
識
占

有
し
て
い
た
殿
中
で
の
儀
式
典
礼
を
教
え
る
見
返
り
に
賄
賂
を
貪
っ
て
い
た
が
、

長
矩
は
武
士
を
「
何
ゾ
人
ノ
髭
ノ
塵
ヲ
取
ル
コ
ト
ア
ラ
ン
」
も
の
と
考
え
る
の

で
、
義
央
に
賄
賂
を
贈
る
こ
と
を
潔
し
と
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
義
央
は
、

「
事
ヲ
含
ン
デ
浅
野
ニ
度
々
恥
ヲ
蒙
ラ
」
せ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
長
矩
は
、「
怒

ニ
堪
ズ
シ
テ
」
義
央
を
討
た
ん
と
し
た
が
斬
り
損
な
い
、
切
腹
を
命
じ
ら
れ
所

領
没
収
の
憂
き
目
に
遭
っ
た
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
長
矩
の
家
臣
は
義
央
を
恨

ま
ず
し
て
誰
を
恨
む
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
裏
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
裏

の
事
実
は
隠
れ
な
き
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
儒
者
も
当
然
知
っ
て
い
よ
う
。

こ
の
裏
の
事
実
を
知
り
な
が
ら
、
知
ら
な
い
よ
う
な
態
度
を
取
り
、
表
の
こ
と

だ
け
を
も
っ
て
刃
傷
事
件
を
評
す
る
の
は
、「
表
向
ダ
ニ
善
ケ
レ
バ
夫
ニ
テ
ヨ

シ
ト
云
テ
、
不
忠
不
義
ヲ
人
ニ
勧
ル
ニ
似
タ
」
る
こ
と
で
あ
り
、「
是
亦
儒
士

ノ
説
」
と
は
い
い
難
い
と
す
る
。

　

③
は
論
争
の
主
題
と
は
少
し
離
れ
る
も
の
で
、
浪
士
が
討
ち
入
り
後
に
泉
岳

寺
へ
引
き
上
げ
た
と
き
に
、
寺
坂
吉
右
衛
門
の
姿
が
な
か
っ
た
こ
と
に
関
し
て

で
あ
る
。
貞
丈
は
、
詳
細
は
「
知
リ
難
シ
」
と
し
な
が
ら
も
、
寺
坂
が
吉
良
邸

の
門
前
ま
で
来
た
こ
と
は
「
義
夫
」
で
あ
る
と
一
応
は
認
め
る
。
だ
が
、
寺
坂

が
足
軽
身
分
の
下
郎
な
る
故
に
彼
と
党
を
結
ぶ
こ
と
を
恥
じ
て
か
、
ま
た
は
、

そ
の
志
を
疑
っ
て
大
石
内
蔵
助
は
寺
坂
を
故
郷
の
使
い
に
出
し
た
の
で
は
な
い

か
と
推
測
す
る
。

　

④
は
貞
丈
の
貴
重
な
見
聞
で
あ
る
。
長
矩
の
弟
の
浅
野
大
学
（
こ
れ
は
大
学

の
子
の
長
純
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
）
は
、
貞
丈
と
と
も
に
御
小
姓
組
を
勤
め
た

仲
で
あ
る
。
そ
の
際
に
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
長
矩
は
「
性
甚
急
ナ
ル
人
」
で
、

家
臣
が
義
央
へ
賄
賂
を
贈
る
べ
き
と
進
言
し
て
も
、
武
士
た
る
者
は
ご
機
嫌
を

取
る
た
め
に
賄
賂
を
贈
り
、「
人
ノ
蔭
ヲ
以
テ
公
用
ヲ
勤
ム
ベ
キ
事
ニ
ア
ラ
ズ
」

と
し
て
、
そ
れ
を
斥
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
が
『
浅
野
家
忠
臣
』
の
概
要
で
あ
る
。
一
読
し
て
分
か
る
こ
と
は
、
先

例
や
規
範
を
遵
守
す
べ
き
故
実
家
の
言
と
は
思
え
な
い
、
極
め
て
感
情
的
な
論

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
①
と
②
で
批
判
さ
れ
て
い
る

「
或
儒
士
」
と
は
、
間
違
い
な
く
直
方
や
春
台
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
①
に
お
い

て
、
幕
府
の
裁
定
へ
の
言
及
が
何
も
な
い
こ
と
も
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ

る
。
ま
た
、「
忠
義
ノ
士
ハ
必
ズ
利
欲
ナ
キ
人
」
で
あ
る
か
ら
浪
士
た
ち
は
義

士
で
あ
り
、
彼
ら
が
長
矩
の
墓
前
で
切
腹
す
れ
ば
潔
い
こ
と
限
り
な
し
、
と
い

う
の
も
貞
丈
の
思
い
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
さ
ら
に
驚
く
べ
き
は
②
の
見
解

で
あ
る
。
論
争
で
の
共
通
理
解
で
あ
っ
た
筈
の
長
矩
の
公
法
違
反
＝「
故
実
」

無
視
に
関
し
て
、
ま
っ
た
く
何
も
語
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
喧
嘩
両
成
敗
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に
関
す
る
論
及
も
一
切
な
く
、
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
お
よ
そ
憶
測
の
域
を

出
な
い
長
矩
の
「
遺
恨
」
説
だ
け
で
、
そ
れ
も
、
こ
の
「
遺
恨
」
を
「
隠
レ
ナ

キ
コ
ト
」
と
断
定
し
て
い
る
の
だ
。
④
で
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
長
矩
の
関

係
者
か
ら
の
直
接
の
伝
聞
に
よ
る
情
報
で
、
貞
丈
に
は
そ
れ
が
真
相
だ
と
思
え

た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
故
実
家
が
、
勅
使
饗
応
と
い
う
重
要
儀
礼
を
妨
害
し

た
長
矩
の
行
動
に
関
し
て
、
何
の
評
価
も
下
し
て
い
な
い
の
は
ま
っ
た
く
理
解

で
き
な
い
。
こ
れ
で
は
故
実
が
、
秩
序
を
維
持
す
る
「
国
家
・
社
会
＝
公
の
論

理
」
で
は
な
く
、「
家
＝
私
の
論
理
」
に
重
き
を
置
く
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
『
浅
野
家
忠
臣
』
と
い
う
著
述
は
、
故
実
家
の
言
説

と
は
思
え
な
い
代
物
な
の
だ
。

　

ま
た
、
貞
丈
に
は
『
貞
丈
家
訓
』（『
大
系
』
所
収
）
と
い
う
子
孫
の
た
め
に

書
き
残
し
た
著
述
が
あ
る
。
そ
の
中
で
貞
丈
は
、「
非
理
法
権
天
」
に
関
し
て

一
項
を
立
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
「
非
理
法
権
天
」
と
は
、「
非
は
理
に
勝

た
ず
、
理
は
法
に
勝
た
ず
、
法
は
権
に
勝
た
ず
、
権
は
天
に
勝
た
ず
」
の
意
で
、

非
合
理
↓
合
理
↓
法
律
↓
権
力
↓
天
と
い
う
権
力
優
位
の
思
想
で
あ
る
。
こ
こ

で
い
う
「
天
」
と
は
、
国
家
権
力
よ
り
上
位
の
普
遍
的
で
神
聖
な
、
西
欧
的
な

意
味
で
の
正
義
で
は
な
く
、
人
間
と
し
て
至
高
の
権
力
を
持
つ
王
で
さ
え
、
そ

の
命
令
で
動
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
自
然
の
法
則
を
指
す
。
例
え
ば
、
日
の
出

の
時
刻
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
考
え
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
法
が
理
よ
り
も
上
位
に
置

か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
法
の
源
は
、
理
性
や
正
義
・
自
然
法
な
ど
の
抽
象

概
念
と
し
て
で
は
な
く
、
権
力
そ
の
も
の
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
徳

川
幕
府
の
支
配
者
た
ち
は
、
法
を
自
分
た
ち
の
思
う
が
ま
ま
に
定
義
す
る
権
限

を
我
が
も
の
と
し
、
統
治
さ
れ
る
者
は
無
条
件
の
服
従
を
も
っ
て
、
そ
の
権
威

に
跪
拝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
）
13
（

。
こ
の
考
え
か
ら
赤
穂
事
件
を

解
す
れ
ば
、
法
が
非
合
理
＝
感
情
よ
り
も
上
位
に
あ
る
以
上
、
当
然
、
法
律
論

か
ら
理
解
す
る
直
方
な
ど
の
義
士
否
定
論
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

「
非
理
法
権
天
」
を
肯
定
す
る
貞
丈
も
義
士
否
定
論
に
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
筈
で
あ
る
。
だ
が
、
実
際
に
は
赤
穂
事
件
論
争
に
お
い
て
、
貞
丈
は
そ
の
逆

の
立
場
、
す
な
わ
ち
、
尚
斎
な
ど
と
同
様
な
極
め
て
感
情
論
的
な
義
士
肯
定
論

に
立
つ
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
問
題
は
、
な
ぜ
「
故
実
家
」
貞
丈
が
、
そ
の

よ
う
な
赤
穂
事
件
理
解
を
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

五
　
貞
丈
の
故
実
観

　

と
こ
ろ
で
、
貞
丈
は
『
家
流
問
答
）
14
（

』
と
い
う
、
自
家
伊
勢
家
に
伝
わ
る
故
実

「
伊
勢
流
」
に
関
す
る
著
述
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
書
は
、
伊
勢
流
故
実
の
礼

法
や
式
法
な
ど
の
詳
細
に
関
し
て
、
問
答
体
の
形
で
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
伊
勢

流
故
実
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
知
る
に
は
極
め
て
重
要
な

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
書
の
終
わ
り
で
、「
右
の
條
々
当
家
の
流
儀
也
、
先

此
大
意
を
能
わ
き
ま
へ
知
て
、
流
儀
を
学
ぶ
べ
き
者
也
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

さ
て
、
足
利
幕
府
に
お
い
て
政
所
執
事
と
し
て
権
勢
を
振
る
っ
た
伊
勢
家
）
15
（

は
、

徳
川
幕
府
で
は
稟
米
千
石
を
食
む
旗
本
で
し
か
な
か
っ
た
。
伊
勢
家
は
、
戦
国

時
代
を
経
て
徳
川
家
へ
の
政
権
交
代
期
に
適
切
な
進
退
を
取
る
こ
と
が
出
来
ず
、

徳
川
幕
府
へ
の
出
仕
は
三
代
将
軍
家
光
の
と
き
に
ま
で
遅
れ
た
。
そ
の
た
め
、

幕
府
の
礼
法
体
制
は
既
に
確
立
し
て
お
り
、
高
家
の
列
に
伊
勢
家
が
加
え
ら
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
足
利
幕
府
に
お
い
て
伊
勢
家
と
同
様
に
高
位
に
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あ
っ
た
一
色
家
や
吉
良
家
な
ど
は
高
家
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
伊
勢
家

と
同
じ
く
足
利
幕
府
で
重
き
を
な
し
た
小
笠
原
家
は
、
総
領
家
は
徳
川
幕
府
で

は
譜
代
大
名
に
列
し
、
旗
本
に
あ
っ
た
二
家
は
武
家
故
実
家
を
代
表
し
、
と
き

に
幕
政
に
参
画
す
る
者
も
あ
り
、
徳
川
幕
府
政
権
下
で
も
足
利
幕
府
の
と
き
と

同
様
に
重
要
な
一
門
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
小
笠
原
家
の
旧
臣
で
、
幕
府

以
外
を
対
象
と
す
る
礼
法
の
教
授
活
動
を
行
う
目
的
で
主
家
を
致
仕
し
た
、
小

池
貞
成
や
そ
の
孫
弟
子
の
水
島
卜
也
ら
を
中
心
と
す
る
「
小
笠
原
流
」
故
実
か

ら
枝
分
か
れ
し
た
一
般
は
、
世
上
の
故
実
界
を
牛
耳
っ
て
い
た
）
16
（

。
そ
し
て
、
追

い
打
ち
を
か
け
る
か
の
よ
う
に
、
貞
丈
の
兄
貞
陳
が
早
世
し
た
た
め
に
、
伊
勢

家
は
家
名
断
絶
、
領
地
没
収
の
憂
き
目
を
見
た
が
、
幕
府
は
名
家
で
あ
る
伊
勢

家
の
絶
え
る
の
を
遺
憾
と
し
て
、
旧
領
千
石
の
う
ち
三
百
石
を
弟
の
貞
丈
に
与

え
寄
合
の
列
に
加
え
た
。
貞
丈
が
伊
勢
家
を
継
い
だ
と
き
、
小
笠
原
総
領
家
は

十
五
万
石
の
譜
代
大
名
で
、
伊
勢
家
は
た
か
だ
か
三
百
石
の
無
役
の
寄
合
で
し

か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
室
町
時
代
以
来
の
名
家
伊
勢
家
と
そ
の
後
裔
で
あ
る
貞
丈
を

取
り
巻
く
状
況
は
、
極
め
て
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
己

の
学
を
形
成
さ
せ
た
貞
丈
の
学
問
＝
故
実
学
が
、
自
家
へ
の
不
遇
意
識
と
他
家

へ
の
ル
サ
ン
チ
マ
ン
や
、
世
上
に
対
す
る
憤
り
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に

難
く
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
貞
丈
の
ル
サ
ン
チ
マ
ン
の
直
接
の
対
象
が
小
笠
原

家
と
そ
の
一
党
で
あ
っ
た
こ
と
も
容
易
に
窺
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
『
家
流
問

答
』
か
ら
は
、
そ
の
小
笠
原
家
と
伊
勢
家
の
故
実
の
違
い
が
具
体
的
に
述
べ
ら

れ
て
お
り
、
貞
丈
の
小
笠
原
流
へ
の
見
方
が
極
め
て
明
瞭
に
読
み
取
る
こ
と
が

出
来
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
、

小
笠
原
流
よ
り
も
伊
勢
流
は
ま
さ
り
た
り
共
云
、
又
お
と
り
た
り
と
も
申

候
、
何
れ
の
御
家
流
ま
さ
り
申
べ
く
候
や
、
答
て
云
、
小
笠
原
に
は
鎌
倉

将
軍
を
本
と
せ
ら
る
ゝ
と
や
ら
ん
承
候
、
当
家
に
は
京
都
将
軍
を
本
と
い

た
し
候
、
其
本
と
す
る
所
お
の

く
別
に
て
候
故
、
礼
法
も
替
り
有
之
候
、

然
る
間
、
勝
り
劣
り
は
あ
る
べ
か
ら
ず
、
勝
り
劣
り
を
論
ず
る
は
、
本
を

知
ら
ぬ
人
の
い
た
す
事
に
て
候

と
貞
丈
は
説
明
す
る
。
つ
ま
り
、
伊
勢
流
は
京
都
将
軍
＝
足
利
幕
府
を
、
小
笠

原
流
は
鎌
倉
将
軍
＝
鎌
倉
幕
府
の
礼
法
を
本
と
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
伊
勢
も
小
笠
原
も
、
そ
の
本
と
す
る
と
こ
ろ
は
各
々
異
な
り
、
礼
法
に
も

移
り
変
わ
り
が
あ
る
と
い
い
、
そ
の
た
め
両
家
に
「
勝
り
劣
り
」
は
存
在
し
な

い
と
す
る
。
だ
が
、
足
利
幕
府
で
は
、
伊
勢
家
は
殿
中
作
法
な
ど
の
御
殿
の
内

の
礼
法
を
司
る
家
柄
の
た
め
「
内
向
」
と
い
い
、
小
笠
原
は
流
鏑
馬
な
ど
の
御

殿
の
外
の
礼
法
を
司
る
家
柄
の
た
め
「
外
向
」
と
い
っ
た
と
い
う
指
摘
も
し
て

い
る
。
要
す
る
に
、
徳
川
幕
府
が
継
承
し
た
足
利
幕
府
の
殿
中
作
法
を
差
配
し

た
の
は
、
伊
勢
家
で
あ
っ
た
と
い
う
の
だ
。
お
そ
ら
く
貞
丈
は
、
い
ま
で
こ
そ

伊
勢
家
は
高
家
に
も
な
れ
ず
零
落
し
て
い
る
が
、
小
笠
原
流
よ
り
も
伊
勢
流
の

方
が
、
現
行
の
幕
府
礼
法
の
基
本
を
受
け
継
ぐ
正
統
な
故
実
で
あ
る
こ
と
を
力

説
し
た
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
貞
丈
の
数
多
い
著
述
（
故
実
書
）
に
共
通
す
る
も
の
は
、
そ
の
激
し

い
憤
り
で
あ
る
。
何
に
対
す
る
憤
り
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
現
行
の
故
実
が
、

偽
書
な
ど
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
正
当
な
故
実
で
は
な
く
、
故
実
の
存
在
理
由
が

人
々
に
正
し
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
世
上
の
学
問
や
道
徳
が

乱
れ
廃
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
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或
愚
人
云
は
く
、
故
実
は
今
世
の
用
に
立
つ
事
な
し
、
委
し
く
知
り
た
れ

ば
と
て
、
今
世
の
事
改
む
べ
き
に
非
ず
、
無
益
の
事
な
り
、
今
世
の
事
こ

そ
専
要
な
れ
と
云
ふ
○
貞
丈
云
は
く
、
右
の
人
の
意
を
以
て
い
は
ゞ
、
今

日
我
身
だ
に
安
楽
な
ら
ば
、
父
母
の
事
は
苦
労
に
せ
ず
と
も
よ
し
、
先
祖

を
尋
ぬ
る
に
不
及
、
我
昔
の
家
筋
は
知
ら
ず
と
も
よ
し
、
今
の
用
に
立
つ

事
な
し
と
思
ふ
ら
ん
、
今
世
江
戸
に
学
問
廃
れ
て
諂
諛
貧
欲
の
人
充
満
す

る
故
、
右
の
如
く
な
る
詞
を
吐
く
者
あ
り）
17
（

今
世
の
儒
者
は
、
博
学
文
章
を
以
て
名
を
知
ら
れ
候
人
は
多
く
候
へ
ど
も
、

徳
行
を
以
て
名
を
な
す
の
人
は
一
人
も
な
く
候
、
或
は
先
王
の
道
三
代
の

礼
楽
な
ど
ゝ
口
に
は
い
へ
ど
も
其
の
身
不
行
儀
に
て
、
聖
人
の
道
よ
り
は

先
第
一
に
詩
文
章
を
専
と
し
て
巧
拙
を
争
ひ
、
詩
会
と
号
し
て
大
勢
の
弟

子
を
集
め
、
茶
屋
の
座
敷
な
ど
を
借
り
会
合
し
て
詩
作
を
ば
粗
略
に
し
て

専
ら
酒
色
の
遊
を
な
し
、
聖
賢
の
ま
ね
を
ば
せ
ず
小
節
に
拘
ら
ず
と
の
ゝ

し
り
、
異
国
の
我
が
儘
者
の
ま
ね
を
し
て
、
実
貞
な
る
人
を
ば
小
人
な

ど
ゝ
嘲
り
笑
ふ
不
行
儀
の
儒
者
あ
り
、
如
此
な
る
儒
者
を
師
に
す
れ
ば
其

の
弟
子
は
、
口
ば
か
り
か
し
こ
く
情
こ
は
く
猥
に
人
を
見
く
だ
し
人
を
人

と
も
思
は
ず
、
我
が
ま
ゝ
盪
楽
を
し
て
人
が
ら
悪
し
き
者
に
な
り
候）
18
（

な
ど
と
い
う
文
章
は
、
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。
後
半
の
文
章
は
、
も
ち
ろ
ん
義

士
否
定
論
の
徂
徠
と
そ
の
弟
子
た
ち
へ
の
批
判
で
あ
る
。

　

こ
の
二
つ
の
文
章
か
ら
分
か
る
の
は
、
貞
丈
が
、
先
祖
や
父
母
へ
の
孝
養
と

い
う
、
誰
で
も
が
守
る
べ
き
と
さ
れ
る
当
た
り
前
の
「
日
常
道
徳
」
と
故
実
と

を
、
同
義
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
日
常
道
徳
が
、
い
ま
で
は
等
閑

に
さ
れ
て
い
る
と
、
貞
丈
は
憤
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
人
よ
り
の
伝
承
が
な

け
れ
ば
、
故
実
も
廃
絶
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
故
実
＝
日
常
道
徳

と
い
う
図
式
は
、
貞
丈
に
と
っ
て
は
極
め
て
自
然
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、「
今
世
江
戸
に
学
問
廃
れ
て
」
と
あ
る
が
、
貞
丈
に
と
っ
て
の
学
問

と
は
、「
文
道
と
云
は
、
聖
人
の
教
に
て
、
人
の
人
た
る
道
を
云
な
り
）
19
（

」
と
定

義
し
て
い
る
よ
う
に
、
文
道
＝
学
問
と
は
「
聖
人
の
教
」
で
あ
り
、「
人
の
人

た
る
道
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、「
聖
人
の
教
は
、
善
人
に
な
れ
と
申

す
教
に
て
候
」（
前
掲
『
幼
学
問
答
』
三
四
五
頁
）
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の

場
合
の
「
善
人
」
と
は
、
当
然
「
日
常
道
徳
」
を
実
践
す
る
者
で
あ
ろ
う
。
後

半
の
文
章
で
、

園
学
派
が
批
判
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
学
問
観
か
ら
す
れ
ば
当

然
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
貞
丈
に
と
っ
て
学
問
と
は
、
自
国
日
本
の
風
で

あ
る
故
実
の
遵
守
＝「
人
の
人
た
る
道
」
で
あ
る
万
人
が
納
得
し
て
行
え
る
日

常
道
徳
の
実
践
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

六
　
結
語

　

こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
な
ぜ
「
故
実
家
」
貞
丈
が
極
め
て
感
情
的
な
義

士
肯
定
論
を
説
く
の
か
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
え
る
。
す
な
わ
ち
、
貞
丈
が

法
律
と
近
し
い
故
実
よ
り
も
、
感
情
論
的
な
道
徳
を
優
先
さ
せ
る
そ
の
所
論
の

背
景
に
は
、
日
常
道
徳
と
は
相
容
れ
な
い
要
素
を
持
つ
法
律
よ
り
も
、
万
人
の

心
情
に
寄
り
添
っ
た
形
で
理
解
で
き
る
日
常
道
徳
を
優
先
す
る
態
度
が
あ
っ
た
、

と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
法
的
に
い
か
な
る
問
題
が
あ
ろ
う
と
も
、
武

士
が
主
君
の
仇
を
討
つ
の
は
、
近
世
に
お
い
て
は
感
情
的
に
は
当
た
り
前
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
貞
丈
に
と
っ
て
、
浪
士
の
討
ち
入
り
は
「
人
の
人

た
る
道
」
の
実
践
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
人
の
人
た
る
道
」
の
実
践
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を
認
め
な
い
直
方
や
春
台
の
義
士
否
定
論
は
、「
不
忠
不
義
」
の
説
以
外
の
何

物
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
長
矩
の
関
係
者
か
ら
、
義
央
が
賄

賂
を
要
求
し
、
そ
れ
を
武
士
道
に
基
づ
き
長
矩
が
拒
否
し
た
こ
と
が
刃
傷
の
原

因
で
あ
っ
た
と
聞
け
ば
、
賄
賂
な
ど
と
い
う
「
人
の
人
た
る
道
」
か
ら
外
れ
た

行
為
を
な
す
義
央
に
全
責
任
が
あ
る
と
考
え
る
の
も
、
貞
丈
の
思
想
か
ら
す
れ

ば
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
臆
断
で
は
あ
る
が
、
先
に
見
た
ご
と
く
小
笠
原
家
と
同
様
に
、
足

利
幕
府
に
お
い
て
も
名
門
中
の
名
門
で
あ
っ
た
高
家
吉
良
家
と
義
央
へ
の
貞
丈

の
思
い
に
は
、
当
然
複
雑
な
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
貞
丈
に

は
、
感
情
論
に
傾
く
性
向
が
赤
穂
事
件
と
は
無
関
係
に
内
在
さ
れ
て
い
た
と
考

え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
貞
丈
の
性
向
が
、
長
矩
や
浪
士
へ
、
あ

る
種
の
同
情
心
を
懐
か
せ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
充
分
に
あ
り
得
る
と
思
わ
れ

る
し
、
義
央
に
対
し
て
は
、
そ
の
反
対
と
な
る
の
も
、
ま
た
然
り
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
故
実
家
」
貞
丈
の
赤
穂
事
件
に
関
す
る
見
解
は
、
日
常

道
徳
的
立
場
と
自
家
の
不
遇
意
識
と
が
絡
み
合
っ
て
、
故
実
家
の
論
と
は
思
え

な
い
極
め
て
感
情
的
な
義
士
肯
定
論
に
な
っ
た
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
が
た
め
に
、
長
矩
の
公
法
違
反
＝「
故
実
」
無
視
に
関
し
て
も
、
浪
士
に
対

す
る
幕
府
の
裁
定
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
要

す
る
に
、
赤
穂
事
件
理
解
に
お
い
て
貞
丈
は
、
故
実
家
の
立
場
を
大
き
く
逸
脱

し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
立
場
は
故
実
家
と
し
て
は
間

違
い
な
く
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
法
＝
故
実
＝
理
詰
め
で
は
な
い
視
点

を
持
ち
得
た
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
感
情
＝
道
徳
論
を
規
範
よ
り
も
優
先
さ

せ
た
こ
と
が
、
近
世
を
通
じ
て
貞
丈
の
故
実
学
が
多
く
の
人
々
に
高
く
評
価
さ

れ
続
け
た
大
き
な
要
因
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

注
１　

詳
細
は
谷
口
眞
子
『
赤
穂
浪
士
の
実
像
』（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
八
年
）、
野
口

武
彦
『
忠
臣
蔵
―
赤
穂
事
件
・
史
実
の
肉
声
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
筑
摩
書
房
、
平

成
十
九
年
）
な
ど
を
参
照
。

２　

高
家
と
は
江
戸
幕
府
に
お
い
て
、
主
と
し
て
朝
幕
関
係
の
儀
式
や
典
礼
を
司
っ
た

役
職
で
あ
る
。
高
家
は
基
本
的
に
世
襲
制
で
、
代
々
各
種
の
儀
礼
に
関
す
る
職
掌
を

勤
め
た
。
ま
た
、
役
高
が
一
万
石
以
下
で
あ
り
な
が
ら
官
位
が
大
名
に
準
じ
て
高
く
、

官
職
で
あ
る
と
と
も
に
家
格
の
意
味
も
持
っ
て
い
た
。
高
家
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
、

吉
良
家
な
ど
の
名
家
の
子
孫
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
家
の
取
り
立
て
は
、
名
家
の
末

と
し
て
故
実
典
礼
に
通
じ
て
い
た
事
情
に
も
よ
る
が
、
他
方
で
は
、
家
名
尊
重
・
旧

族
優
遇
の
政
策
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
見
方
を
変
え
れ
ば
武
家
出
身
の
高
家
は
、
吉

良
家
の
よ
う
に
、
戦
国
期
以
降
に
勢
力
を
失
っ
た
、
な
い
し
は
零
落
し
た
家
の
子
孫

と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
詳
し
く
は
、
久
保
貴
子
「
高
家
に
関
す
る
一
考
察
」（
杉
並

区
立
郷
土
博
物
館
研
究
紀
要
』
創
刊
号
、
平
成
三
年
三
月
）、
大
嶌
聖
子
「
江
戸
幕
府

高
家
成
立
に
つ
い
て
―
初
期
の
職
務
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
國
學
院
大
學
大
学
院
紀
要
』

第
二
十
五
輯
、
平
成
六
年
二
月
）、
同
上
「
吉
良
氏
の
高
家
登
用
」（『
戦
国
史
研
究
』

第
四
十
五
号
、
平
成
十
五
年
二
月
）
な
ど
を
参
照
。

３　

大
石
学
『
元
禄
時
代
と
赤
穂
事
件
』（
角
川
学
芸
出
版
、
平
成
十
九
年
）
二
一
〇
〜

二
一
一
頁
。

４　

以
下
、
故
実
と
略
す
。
故
実
は
公
家
故
実
と
武
家
故
実
と
に
大
き
く
分
か
れ
、
前

近
代
の
朝
廷
や
幕
府
・
社
寺
な
ど
で
行
わ
れ
た
諸
制
度
や
儀
式
な
ど
の
全
般
を
律
す

る
行
動
規
範
で
あ
り
、
公
家
や
武
士
た
ち
の
衣
食
住
の
細
部
に
わ
た
る
必
須
教
養
で

あ
っ
た
。
つ
ま
り
故
実
と
は
、
近
代
以
前
の
日
本
に
お
け
る
生
活
規
範
で
あ
り
、
日

本
の
文
化
基
層
を
形
成
す
る
大
き
な
流
れ
の
一
つ
と
い
い
得
る
も
の
で
あ
る
。
詳
細

は
、
石
村
貞
吉
「
有
職
故
実
の
学
の
意
義
と
歴
史
的
考
察
」（『
日
本
学
士
院
紀
要
』

第
十
二
巻
第
一
号
、
昭
和
二
十
九
年
三
月
）
を
参
照
。
ま
た
、
故
実
と
そ
の
専
家
で

あ
る
故
実
家
の
思
想
的
意
味
と
そ
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
実
践
倫
理
、
生

活
世
界
の
学
と
し
て
の
有
職
故
実
―「
故
実
家
」
伊
勢
貞
丈
の
思
想
―
」（『
倫
理
学
年

報
』
第
五
十
一
集
、
日
本
倫
理
学
会
、
平
成
十
四
年
三
月
）
を
参
照
。
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５　

故
実
を
研
究
・
教
授
す
る
者
は
、
有
職
者
や
諸
礼
者
、
ま
た
は
故
実
者
な
ど
と
呼

ば
れ
て
い
た
が
、
本
稿
で
は
故
実
家
で
統
一
す
る
。

６　

拙
稿
「
日
本
近
世
思
想
史
研
究
の
問
題
点
と
伊
勢
貞
丈
」（『
中
央
大
学
大
学
院
論

究
』
文
学
研
究
科
篇
、
第
三
十
号
、
平
成
十
年
三
月
）
を
参
照
。

７　

そ
の
伝
記
と
著
述
に
関
し
て
は
、
石
村
貞
吉
『
伊
勢
貞
丈
』（
春
陽
堂
、
昭
和
十
九

年
）
と
、
上
田
淑
子
「
故
実
家
伊
勢
貞
丈
」（『
学
苑
』
第
八
巻
第
九
号
、
光
葉
会
、

昭
和
十
六
年
九
月
）
を
参
照
。
ち
な
み
に
、
近
世
に
多
く
著
さ
れ
た
人
名
録
の
最
後

に
位
置
し
、
明
治
以
降
に
編
纂
さ
れ
た
人
名
事
典
の
大
き
な
典
拠
に
も
な
っ
て
い
る

『
古
今
墨
蹟
鑑
定
便
覧
』「
地
下
歌
人
之
部
」（
嘉
永
七
年
刊
）
で
は
、
次
の
よ
う
に
評

さ
れ
て
い
る
。

有
職
古
実
ニ
精
シ
ク
博
覧
強
識
普
ネ
ク
渉
猟
セ
サ
ル
ナ
ク
且
漢
学
ニ
モ
精
シ
ク
又

中
世
以
後
諸
家
ノ
日
記
記
録
ノ
書
ニ
於
テ
モ
悉
ク
修
シ
頻
リ
ニ
考
證
ノ
書
ヲ
著
ハ

ス
其
学
風
海
内
ニ
震
ヒ
欣
慕
ス
ル
モ
ノ
頗
ル
多
ク
今
ニ
至
ツ
テ
益
其
風
下
ニ
坐
ス

ル
ノ
士
多
シ

　

ま
た
、
国
会
図
書
館
に
蔵
さ
れ
て
い
る
、
幕
末
近
く
に
書
か
れ
た
近
世
に
お
け
る
各

分
野
の
著
名
人
の
略
伝
集
で
あ
る
原
徳
斎
『
先
哲
像
傳
』
の
自
筆
稿
本
に
お
い
て
、

故
実
家
で
選
ば
れ
て
い
る
の
は
水
島
卜
也
と
貞
丈
の
二
人
だ
け
で
あ
る
。
詳
細
は
、

拙
稿
「
原
徳
斎
『
先
哲
像
傳
』
自
筆
稿
本
の
故
実
家
伝
―
伊
勢
貞
丈
の
未
紹
介
資
料

の
解
題
と
翻
印
（
三
）―
」（『
中
央
大
学
大
学
院
論
究
』
文
学
研
究
科
篇
、
第
三
十
五

号
、
平
成
十
五
年
三
月
）
を
参
照
。

８　

谷
口
眞
子
『
近
世
社
会
と
法
規
範
―
名
誉
・
身
分
・
実
力
行
使
』（
吉
川
弘
文
館
、

平
成
十
七
年
）、
同
上
『
武
士
道
考
―
喧
嘩
・
敵
討
・
無
礼
討
ち
』（
吉
川
弘
文
館
、

平
成
十
九
年
）、
清
水
克
行
『
喧
嘩
両
成
敗
の
誕
生
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
平
成

十
八
年
）
を
参
照
。

９　
『
忠
臣
蔵
』
第
三
巻
（
赤
穂
市
総
務
部
市
史
編
さ
ん
室
編
、
兵
庫
県
赤
穂
市
、
昭
和

六
十
二
年
）
に
所
収
。

10　
『
丁
未
雑
記
』、
同
右
に
所
収
。

11　

そ
の
全
体
像
は
、
田
原
嗣
郎
『
赤
穂
四
十
六
士
論
―
幕
藩
制
の
精
神
構
造
』（
吉
川

弘
文
館
、
昭
和
五
十
三
年
）
を
参
照
。
ま
た
最
近
の
研
究
に
は
、
同
上
「
赤
穂
事
件

論
争
の
軌
跡
」（『
歴
史
評
論
』
六
一
七
号
、
歴
史
科
学
協
議
会
、
平
成
十
三
年
九
月
）、

谷
口
眞
子
「
赤
穂
事
件
に
見
る
公
法
と
忠
義
―
近
世
の
法
と
道
徳
に
つ
い
て
―
」

（『
早
稲
田
大
学
教
育
学
部
学
術
研
究
』
地
理
学
・
歴
史
学
・
社
会
科
学
編
、
第
五
十

号
、
平
成
十
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。

12　
『
近
世
武
家
思
想
』
日
本
思
想
大
系
27
（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
九
年
）
に
所
収
。

以
下
、
上
記
書
は
『
大
系
』
と
略
す
。

13　

池
上
英
子
『
名
誉
と
順
応
―
サ
ム
ラ
イ
精
神
の
歴
史
社
会
学
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
平

成
十
二
年
）
二
三
七
頁
。「
非
理
法
権
天
」
に
つ
い
て
は
、
瀧
川
政
次
郎
『
非
理
法
権

天
―
法
諺
の
研
究
』（
青
蛙
房
、
昭
和
三
十
九
年
）
を
参
照
。

14　

本
書
は
、
拙
稿
「『
家
流
問
答
』
と
『
つ
れ

く
草
の
大
意
』―
続 

伊
勢
貞
丈
の
未

紹
介
資
料
の
解
題
と
翻
印
―
」（『
中
央
大
学
大
学
院
論
究
』
文
学
研
究
科
篇
、
第
三

十
四
号
、
平
成
十
四
年
三
月
）
で
既
に
翻
刻
し
て
お
り
、
書
誌
な
ど
詳
し
い
こ
と
は

拙
稿
を
参
照
。
引
用
も
拙
稿
に
拠
る
。

15　

こ
の
時
期
の
伊
勢
家
と
伊
勢
流
故
実
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
二
木
謙
一
『
中
世
武

家
儀
礼
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
十
年
）
を
参
照
。

16　

陶
智
子
『
近
世
小
笠
原
流
礼
法
家
の
研
究
』（
新
典
社
、
平
成
十
五
年
）
を
参
照
。

17　
『
安
斎
随
筆
』
巻
之
五
（
新
訂
増
補 

故
実
叢
書
八
巻
『
安
斎
随
筆 

第
一
』、
明
治

図
書
出
版
、
昭
和
二
十
七
年
所
収
）
一
一
八
頁
。

18　
『
幼
学
問
答
』（
新
訂
増
補 

故
実
叢
書
九
巻
『
安
斎
随
筆 

第
二
』
所
収
）
三
四
四
頁
。

19　
『
今
川
壁
書
解
』（『
武
士
道
全
書
』
第
一
巻
、
時
代
社
、
昭
和
十
七
年
に
所
収
）
二

四
七
頁
。

 

（
す
さ
・
し
ゅ
ん
ご　

本
学
非
常
勤
講
師
）


