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将
門
記
の
作
品
研
究
の
方
向
を
考
え
る
と
き
、
松
本
新
八
郎
氏
の
「
将
門
記

の
印
象
」
と
川
口
久
雄
氏
の
「
将
門
記
の
世
界
と
そ
の
特
質
」
は
重
要
な
意
味

を
も
つ
。
松
本
氏
の
論
は
、
戦
後
ま
も
な
く
出
さ
れ
た
石
母
田
正
氏
の
論
に
そ

っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
乱
の
歴
史
的
評
価
よ
り
も
、
歴
史
叙
述
と
し
て
の

将
門
記
の
読
み
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
た
。
将
門
記
は
将
門
の
乱
を
素
材
と
し
、

し
か
も
乱
を
直
接
に
描
い
た
も
の
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
資
料
で
あ
る
だ

け
に
、
事
件
の
記
録
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
、
乱
の
歴
史
的
評
価
か
ら
逆
に
作
品

評
価
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
松
本
氏
の
論
は
、
歴
史
家

の
立
場
で
書
か
れ
、
内
容
を
ほ
ぼ
史
実
と
し
て
あ
つ
か
い
な
が
ら
も
、
文
学
作

品
と
し
て
読
む
こ
と
に
お
い
て
一
貫
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
氏
が
提
起
し

た
「
英
雄
物
語
」
　
「
こ
の
時
代
に
固
有
の
地
方
豪
族
の
氏
族
的
関
係
、
そ
れ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

国
家
と
の
関
係
が
生
み
出
し
た
内
乱
の
文
学
」
と
い
う
作
品
評
価
は
、
同
時
代

の
文
学
と
の
関
わ
り
を
文
学
史
的
に
位
置
づ
け
た
最
初
の
も
の
と
い
っ
て
い
い

で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
　
「
英
雄
」
や
「
内
乱
」
と
い
う
概
念
で
、
将
門
記
の
作

品
と
し
て
の
性
格
を
今
目
的
に
意
義
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
げ
れ
ど
も
、

将
門
記
の
作
品
と
し
て
の
基
本
的
な
性
格
が
、
将
門
と
い
う
反
乱
を
主
導
し
た

人
物
を
中
心
に
描
き
、
ま
た
、
朝
廷
を
震
憾
さ
せ
、
新
た
な
王
朝
の
樹
立
を
企

て
る
に
至
っ
た
争
乱
を
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
に
は
か
わ
り
は
次
い
。

間
題
は
、
そ
う
し
た
人
物
像
や
争
乱
の
様
相
を
異
常
な
混
乱
し
た
状
況
の
な
か

か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
把
み
と
り
、
ど
の
よ
う
に
し
て
統
一
的
な
作
品
と
し
て

成
立
さ
せ
て
い
っ
た
か
、
に
あ
る
。

　
そ
う
し
た
作
品
の
構
想
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て
、
重
要
な
提
言
を
行
っ
た

の
が
川
口
氏
で
あ
っ
た
。
氏
の
「
画
期
的
な
歴
史
的
事
件
を
唱
導
的
た
ス
タ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ル
に
の
せ
て
か
た
り
あ
げ
よ
う
と
し
た
も
の
」
と
い
う
将
門
記
の
把
握
は
、
成



立
論
と
し
て
は
異
色
で
あ
り
、
記
録
的
性
格
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
は
、
む
し

ろ
避
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
将
門
記
が
含
ん
で

い
る
、
漢
籍
、
仏
典
か
ら
の
引
用
や
亡
魂
の
消
息
な
ど
と
事
件
叙
述
と
の
関
わ

り
を
考
え
る
と
き
、
氏
の
い
う
唱
導
性
は
、
作
品
の
構
想
と
構
成
を
担
う
基
盤

と
し
て
、
さ
ら
に
深
く
論
究
さ
れ
る
べ
き
意
味
を
も
っ
。
将
門
記
が
、
記
録
的

な
要
素
を
基
盤
と
し
な
が
ら
、
事
件
の
全
容
を
視
野
に
収
め
る
視
点
と
、
合
戦

の
状
況
と
と
も
に
焦
土
の
惨
状
や
亡
魂
の
苦
吟
を
表
現
し
う
る
文
体
を
も
っ
て

い
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
単
に
文
書
や
伝
聞
の
集
積
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
統
一

的
に
構
成
し
た
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
明
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
在
地
と

国
家
と
の
矛
盾
を
は
ら
ん
だ
関
係
が
、
作
品
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
異
質
な
要
素
に
統
一
的
な
連
関
を
与
え
て
い
く
構
想
の

存
在
が
無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

２

　
将
門
記
の
内
容
に
っ
い
て
、
従
来
多
く
の
論
者
が
「
将
門
の
乱
に
関
す
る
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

料
と
し
て
第
一
に
信
拠
す
べ
き
も
の
」
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
山
中
武
雄
氏
以

来
の
問
題
を
扱
っ
て
き
た
。
山
中
氏
は
、
将
門
記
に
。
所
収
さ
れ
た
将
門
の
旧
主

忠
平
宛
の
書
状
と
本
文
を
比
較
検
討
し
、
書
状
は
真
物
で
本
文
は
虚
構
で
あ
る

と
い
う
評
価
を
下
し
た
。
以
後
、
山
中
氏
が
書
状
と
本
文
と
の
相
違
と
し
た
も

の
に
つ
い
て
再
検
討
が
加
え
ら
れ
た
。
そ
の
一
人
と
し
て
、
坂
口
勉
氏
は
次
の

　
　
　
　
　
将
門
記
の
構
想

よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
両
者
は
事
態
の
経
過
説
明
と
し
て
は
相
反
し
た
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
叙

　
　
述
の
し
か
た
に
異
質
な
も
の
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
原

　
　
因
は
…
（
中
略
）
…
書
状
に
お
け
る
将
門
と
将
門
記
作
者
と
の
事
態
の
認

　
　
識
の
相
違
に
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
文
章
の
う
え
で
顕
著
に
し
た
の
は
作

　
　
老
が
用
い
た
材
料
（
五
月
二
目
将
門
言
上
状
と
京
側
の
記
録
・
資
料
）
の

　
　
　
　
　
　
＠

　
　
ゆ
え
で
あ
る
。

　
坂
口
氏
の
視
点
は
「
将
門
記
の
材
料
と
し
て
の
書
状
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ

る
の
で
あ
っ
て
、
書
状
と
本
文
と
が
異
質
で
あ
る
と
い
う
見
方
を
く
ず
し
て
い

な
い
。

　
こ
う
し
た
視
点
に
対
し
て
、
書
状
と
本
文
と
は
同
一
作
者
に
よ
る
も
の
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

る
見
解
を
示
し
た
の
は
北
山
茂
夫
氏
と
永
積
安
明
氏
で
あ
る
。
永
積
氏
は
山
中

　
　
　
　
　
＠

氏
、
吉
田
晶
氏
の
論
を
あ
げ
て
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

　
　
論
者
は
、
こ
れ
ら
の
書
状
と
本
文
と
の
相
違
を
本
文
は
虚
構
で
「
書
状
」

　
　
は
事
実
で
あ
る
た
め
の
矛
盾
で
あ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の

　
　
相
違
点
は
、
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
矛
盾
」
で
は
な
く
て
、
「
新
皇
」

　
　
を
称
し
て
も
な
お
隷
従
の
意
識
を
失
わ
た
か
っ
た
将
門
の
、
　
「
私
君
」
に

　
　
対
す
る
弁
疏
用
と
し
て
設
定
さ
れ
た
「
書
状
」
と
、
天
慶
の
乱
そ
の
も
の

　
　
を
将
門
を
中
軸
に
１
と
ら
え
よ
う
と
し
た
本
文
と
の
、
必
然
的
た
表
現
の
相

　
　
違
に
も
と
づ
く
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
作
品
と
し
て
の
作
者
の
選
択
．
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将
門
記
の
構
想

　
　
作
為
が
、
そ
こ
に
働
い
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
相
違
の
意
味
は
、

　
　
事
実
か
否
か
と
い
っ
た
次
元
の
間
題
の
立
て
方
か
ら
だ
げ
で
は
解
け
な
い

　
　
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
後
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
『
将
門
記
』
を
単
な
る

　
　
歴
史
的
実
記
に
閉
じ
こ
め
て
し
ま
え
ぱ
、
こ
の
作
品
の
語
る
強
烈
た
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
は
、
そ
の
実
態
を
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　
書
状
を
事
実
に
即
し
た
も
の
と
み
る
な
ら
ぱ
、
当
然
、
作
品
は
異
質
な
内
容

を
併
存
し
た
も
の
と
し
て
し
か
と
ら
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
作
品

把
握
は
、
書
状
の
も
つ
意
味
を
事
実
性
に
限
定
し
て
、
書
状
が
作
品
全
体
と
の

関
わ
り
の
う
え
で
も
つ
意
味
を
欠
落
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

書
状
も
、
ま
た
、
将
門
の
忠
平
へ
の
弁
明
と
い
う
か
た
ち
で
、
在
地
と
国
家
と

の
関
わ
り
を
表
現
し
て
い
る
も
の
に
か
わ
り
な
い
の
で
あ
る
。
坂
口
氏
が
指
摘

す
る
、
将
門
即
位
の
叙
述
が
将
門
追
討
官
符
の
「
窺
轟
之
謀
」
に
動
機
づ
け
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

れ
た
虚
構
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
都
の
危
機
意
識
を
惹
起
し
た
在
地

と
の
関
係
が
探
ら
れ
ね
ば
恋
ら
な
い
し
、
そ
の
う
え
に
立
っ
た
作
品
論
が
展
開

さ
れ
ね
ぱ
た
ら
た
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
た
い
。

３

　
書
状
と
本
文
と
の
大
き
た
相
違
と
し
て
、
事
実
経
過
に
注
目
す
る
だ
け
で
は
、

本
文
の
い
わ
ゆ
る
虚
構
を
指
摘
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
作
品
の

構
想
を
明
ら
か
に
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い
。
間
題
と
す
べ
き
こ
と
は
、
事
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

に
関
す
る
相
違
点
を
含
め
て
、
そ
の
相
違
を
生
み
だ
し
て
い
る
視
点
の
違
い
の

意
味
を
探
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
書
状
も
、
い
わ
ゆ
る
本
文
と
遊
離
し
て
存
在
す

る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
た
か
に
構
成
さ
れ
て
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ぱ
、

そ
う
し
た
構
成
を
生
み
出
す
基
底
に
あ
る
も
の
が
間
題
に
さ
れ
ね
ぱ
た
ら
な
い

は
ず
で
あ
る
。

　
書
状
と
本
文
と
の
相
違
を
叙
述
の
う
え
で
あ
げ
て
い
く
と
次
の
五
点
に
要
約

さ
れ
る
。

０
Ｄ
書
状
で
は
召
喚
さ
れ
た
将
門
が
そ
の
拘
束
を
解
か
れ
た
こ
と
に
っ
い
て
、
恩

　
沢
に
よ
る
と
記
さ
れ
る
だ
げ
だ
が
、
本
文
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
、
仏
神
の
加

　
護
、
天
皇
百
官
の
恩
恵
、
お
よ
び
朱
雀
天
皇
元
服
に
よ
る
恩
赦
な
ど
を
詳
細

　
に
記
す
。

の
書
状
で
は
、
良
兼
追
捕
の
官
符
の
あ
と
、
続
い
て
将
門
召
喚
の
再
度
の
官
使

　
が
下
さ
れ
た
こ
と
、
心
や
す
か
ら
ざ
る
た
め
に
上
道
せ
ず
、
官
使
に
ょ
っ
て

　
言
上
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
が
、
本
文
に
は
再
度
の
召
喚
の
記
事
は
た
い
。

　
ま
た
、
本
文
は
、
良
兼
追
捕
の
官
符
に
つ
い
て
、
諸
国
の
国
司
が
実
行
に
移

　
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
記
す
。

ゆ
書
状
で
は
、
上
京
し
た
貞
盛
に
官
符
が
下
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
公
家
の
矯

　
飾
で
あ
る
と
し
て
非
難
し
て
い
る
が
、
本
文
で
は
、
貞
盛
の
立
場
か
ら
将
門

　
の
乱
悪
を
記
す
。

↑
ｏ
書
状
で
は
、
常
陸
介
緯
幾
の
息
男
為
憲
が
将
門
の
従
兵
玄
明
を
脅
か
し
、
そ



　
の
た
め
発
向
し
た
将
門
に
、
為
憲
は
貞
盛
と
同
心
し
て
戦
闘
を
挑
ん
だ
と
す

　
る
が
、
本
文
で
は
、
玄
明
を
乱
人
と
し
、
玄
明
が
下
総
国
へ
逃
亡
し
、
将
門

　
を
語
ら
っ
て
常
陸
攻
略
を
行
っ
た
と
す
る
。

○
書
状
で
は
、
坂
東
虜
掠
の
正
当
性
を
主
張
し
て
い
る
が
、
本
文
で
は
、
そ
れ

　
に
加
え
て
即
位
、
叙
目
、
王
城
建
議
な
ど
を
記
し
、
さ
ら
に
宮
中
の
騒
動
を

　
記
し
た
た
か
で
、
国
位
を
奪
わ
ん
と
す
る
も
の
と
し
て
記
さ
れ
る
。

　
以
上
の
点
か
ら
、
書
状
の
特
質
と
し
て
う
か
び
上
っ
て
く
る
の
は
、
の
↑
カ
に

み
ら
れ
る
太
政
官
の
対
応
へ
の
非
難
、
仁
幻
↑
ｏ
に
み
ら
れ
る
積
極
的
に
将
門
に
敵

対
す
る
貞
盛
像
、
何
に
み
ら
れ
る
正
当
性
の
主
張
に
よ
る
公
家
へ
の
弁
明
、
た

ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
書
状
が
将
門
の
立
場
に
立
っ
て
将
門
に
有
利
に
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ぱ
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
本
文
と
対
照
す
る
と
そ

れ
ら
が
全
て
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
す
な
わ
ち
、

本
文
で
は
太
政
官
の
在
地
紛
争
へ
の
対
応
は
一
貫
性
の
な
い
も
の
と
し
て
記
さ

れ
て
い
な
い
し
、
貞
盛
は
追
討
の
直
前
ま
で
在
地
の
紛
争
に
消
極
的
に
し
か
関

わ
ら
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
将
門
の
主
張
は
「
観
観
の
謀
」
と
し
て
一

切
の
正
当
性
を
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
書
状
が
本
文
の
な
か
で
否
定
さ

れ
る
内
容
を
記
し
て
い
る
と
す
る
と
、
本
文
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
否
定
し
て
い

く
論
理
な
い
し
構
想
は
何
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
論
理
な
い
し
構
想
は
書

状
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

　
そ
れ
で
は
、
本
文
の
叙
述
の
特
質
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

　
　
　
　
　
将
門
記
の
構
想

る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
間
題
へ
の
導
入
と
し
て
、
篠
原
昭
二
氏
が
あ
げ
て
い
る
将

門
記
の
戦
闘
叙
述
に
お
げ
る
特
徴
を
検
討
し
て
み
て
み
よ
う
。

　
　
そ
の
一
は
、
戦
士
像
を
そ
の
具
体
的
行
動
よ
り
は
戦
は
ん
と
す
る
心
情
に

　
　
お
い
て
捕
え
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
二
は
勝
敗
の
行
方
を
、
名

　
　
分
の
有
無
や
戦
闘
力
の
優
劣
で
は
た
く
、
時
運
に
。
帰
す
る
こ
と
で
あ
り
、

　
　
そ
の
三
は
戦
闘
の
結
果
と
し
て
第
三
者
を
も
巻
き
込
ん
で
現
わ
れ
る
悲
惨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
た
情
況
に
筆
を
費
す
こ
と
で
あ
る
。

　
第
二
点
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
時
運
に
戦
闘
の
推
移
を
求
め
る
こ
と
に
っ
い
て

そ
の
例
を
あ
げ
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

０
Ｄ
将
門
、
源
扶
ら
と
闘
い
、
進
退
き
わ
ま
る
が
、
順
風
を
得
て
勝
っ
。

の
将
門
、
良
正
と
闘
い
運
あ
り
て
勝
っ
。

ｃ
幻
良
兼
、
将
門
を
攻
め
る
が
破
ら
れ
る
。
残
る
者
は
天
命
を
存
し
て
逃
る
。

　
子
春
丸
は
天
罰
あ
り
て
捕
殺
さ
れ
る
。

↑
ｏ
将
門
、
貞
盛
を
千
曲
川
で
追
撃
す
る
。
貞
盛
は
天
命
あ
り
て
逃
る
。

向
将
門
、
維
扶
と
奥
州
に
向
わ
ん
と
す
る
貞
盛
を
追
う
。
貞
盛
、
天
力
あ
り
て

　
逃
る
。

ゆ
将
門
、
順
風
を
得
て
戦
う
が
、
天
罰
を
う
け
神
鏑
に
１
中
り
て
倒
る
。

　
以
上
は
戦
闘
記
事
の
う
ち
の
例
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
次
の
例
を
加
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

○
っ
良
兼
、
霊
像
を
掲
げ
て
将
門
を
攻
む
。
将
門
、
明
神
の
怒
り
に
よ
り
事
を
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



　
　
　
　
　
将
門
記
の
構
想

　
わ
ず
し
て
退
く
。

働
将
門
、
良
兼
と
闘
う
が
、
脚
病
の
た
め
に
敗
る
。

　
神
威
・
病
気
を
含
め
た
時
運
に
求
め
る
も
の
の
例
は
戦
闘
記
事
の
過
半
を
占

め
る
こ
と
に
た
る
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
将
門
の
召
喚
以
前
の
記
事

で
あ
る
０
Ｄ
の
と
、
そ
れ
以
後
の
相
違
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
召
喚
以
前
の
記
事
で

は
、
運
は
将
門
に
あ
る
が
、
そ
れ
以
後
は
ｃ
つ
榊
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
将
門
に
運

は
な
く
、
む
し
ろ
、
↑
ｏ
向
に
み
る
よ
う
に
貞
盛
の
幸
運
が
描
か
れ
る
。
こ
の
相

違
は
、
篠
原
氏
の
あ
げ
た
第
一
の
点
、
戦
闘
に
お
げ
る
武
人
の
心
情
の
あ
り
方

に
っ
い
て
も
同
様
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
将
門
の
良
兼
、
良
正
ら
に
対

す
る
心
情
は
、
ま
ず
血
縁
的
紐
帯
の
重
視
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
先
に
あ
げ

た
０
Ｄ
の
の
戦
闘
に
続
く
記
事
と
し
て
、
将
門
が
包
囲
を
解
い
て
良
兼
を
逃
が
す

場
面
が
あ
る
。

　
　
斯
に
於
て
将
門
思
惟
す
ら
く
、
允
に
常
夜
の
敵
に
在
り
と
難
も
、
豚
を
尋

　
　
ぬ
れ
ぱ
疎
な
ら
ず
、
氏
を
建
つ
れ
ぱ
骨
肉
な
る
者
な
り
。
い
は
ゆ
る
夫
婦

　
　
は
親
し
く
し
て
瓦
に
等
し
く
、
親
戚
は
疎
に
し
て
葦
に
ー
楡
ふ
。
若
し
終
に
ー

　
　
殺
害
を
い
た
さ
ぱ
、
若
し
く
は
物
の
譲
り
遠
近
に
あ
ら
ん
か
。

　
こ
れ
に
対
し
、
良
兼
・
良
正
の
心
情
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

　
。
愛
に
良
正
偏
へ
に
外
縁
の
愁
に
就
き
て
、
卒
に
内
親
の
道
を
忘
れ
ぬ
。
価

　
　
て
干
文
の
計
を
企
て
、
将
門
の
身
を
謙
せ
ん
と
す
。

　
・
彼
の
介
良
兼
朝
臣
吻
を
聞
き
て
云
く
、
昔
の
悪
王
、
な
ほ
父
を
害
す
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

　
　
罪
を
犯
し
き
。
今
の
世
俗
、
何
ぞ
甥
を
強
む
る
の
過
ち
を
忍
ぱ
ん
。

　
召
喚
以
前
の
将
門
は
血
縁
を
重
視
し
て
い
る
の
に
対
し
、
敵
対
す
る
良
兼
ら

は
正
反
対
の
心
情
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
召
喚
後
の
記
事
の
た
か
で

は
逆
に
、
将
門
が
血
縁
か
ら
離
反
し
て
い
く
叙
述
が
な
さ
れ
る
。
一
つ
の
例
は
、

先
に
○
つ
と
し
て
あ
げ
た
、
祖
先
の
霊
像
を
掲
げ
た
良
兼
の
軍
勢
に
将
門
が
破
れ

る
と
い
う
記
事
で
あ
り
、
そ
れ
に
続
く
働
の
記
事
の
な
か
で
、
将
門
の
妻
が
良

兼
側
に
拉
致
さ
れ
、
兄
弟
の
働
き
で
夫
の
も
と
へ
も
ど
る
場
面
の
叙
述
で
あ
る
。

　
　
既
に
同
気
の
中
を
背
き
て
、
本
夫
の
家
に
属
く
。
警
へ
ぱ
遼
東
の
女
の
夫

　
　
に
随
ひ
て
父
の
国
を
討
た
し
む
る
が
ご
と
し
。

　
こ
れ
ら
の
戦
闘
を
契
機
と
し
て
良
兼
と
将
門
の
戦
闘
は
私
怨
を
は
ら
し
雪
屏

を
遂
げ
ん
が
為
に
繰
り
返
さ
れ
る
。
そ
こ
で
の
武
人
の
心
情
は
「
会
稽
」
と
い

う
言
葉
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

　
・
（
良
正
は
）
会
稽
の
深
き
に
よ
り
、
た
ほ
敵
対
の
心
を
発
す
。

　
。
件
の
介
ノ
良
兼
、
本
意
の
怨
み
を
忘
れ
ず
、
　
な
ほ
会
稽
の
心
を
遂
げ
ん
と

　
　
欲
ふ
。

　
・
而
し
て
介
ノ
良
兼
、
　
な
ほ
急
怒
の
毒
を
衡
み
て
、
未
だ
殺
害
の
意
を
停
め

　
　
ず
。
便
を
求
め
隙
を
伺
ひ
て
、
終
に
将
門
を
討
た
ん
と
欲
す
。

　
・
今
件
の
貞
盛
は
、
将
門
の
会
稽
を
未
だ
遂
げ
ず
、
報
い
ん
と
欲
し
て
忘
れ

　
　
難
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

　
こ
れ
ら
私
怨
、
あ
る
い
は
雪
屠
の
意
図
と
し
て
表
現
さ
れ
る
会
稽
の
語
は
、



在
地
の
荒
廃
、
第
三
者
の
被
害
に
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
と

ら
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
内
外
の
娩
は
、
身
内
の
塊
と
な
り
、
会
稽
の
報
い
は
、
会
稽
の
敵
に
遭
ひ

　
　
た
り
。

　
こ
れ
は
叛
乱
後
の
将
門
が
常
陸
国
内
に
貞
盛
を
追
う
な
か
で
、
楠
え
ら
れ
凌

屠
さ
れ
た
貞
盛
の
妻
と
源
護
の
妻
の
慨
嘆
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
篠
原
氏

の
あ
げ
た
第
三
の
点
と
の
関
わ
り
が
明
ら
か
と
な
る
。
事
件
は
本
文
の
た
か
で
、

血
族
の
対
立
と
離
反
、
会
稽
を
遂
げ
る
こ
と
を
め
ざ
す
果
て
し
な
い
争
闘
と
し

て
叙
述
さ
れ
る
。
そ
し
て
道
義
的
た
視
点
か
ら
批
判
さ
れ
、
神
威
に
よ
っ
て
決

定
づ
け
ら
れ
、
因
果
応
報
の
論
理
の
な
か
で
否
定
す
べ
き
も
の
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
る
。
書
状
で
主
張
さ
れ
る
よ
う
な
正
当
性
は
、
本
文
で
は
間
題
に
さ
れ
な

い
。
本
文
に
お
い
て
は
、
個
別
に
正
当
性
が
判
断
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
超
越

的
た
論
理
、
す
な
わ
ち
儒
教
的
仏
教
的
な
論
理
に
基
づ
く
神
意
・
時
運
に
よ
っ

て
楽
件
が
私
闘
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

４

　
書
状
に
お
け
る
太
政
官
へ
の
非
難
は
、
本
文
に
お
い
て
は
超
越
的
な
論
理
に

よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
の
り
こ
え
ら
れ
否
定
さ
れ
る
。
そ
こ
に

あ
る
の
は
、
在
地
紛
争
を
私
闘
と
み
な
す
視
点
で
あ
る
。
そ
し
て
私
闘
を
否
定

的
に
み
る
論
理
は
争
闘
の
結
末
が
荒
廃
で
あ
り
悲
嘆
で
あ
る
と
す
る
宗
教
的
な

　
　
　
　
　
将
門
記
の
構
想

要
素
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
表
現
さ
れ
る
も
の
は
、
国
家
体
制
の
擁
護

と
い
う
立
場
で
書
状
の
主
張
と
対
立
す
る
も
の
で
は
た
く
、
む
し
ろ
、
国
家
的

立
場
の
表
現
を
希
薄
に
す
る
詠
嘆
的
な
描
写
に
１
よ
っ
て
、
書
状
の
主
張
を
も
含

み
込
ん
で
い
こ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
貞
盛
に
っ
い
て
は
、
将
門
追
討
の
功
労
者
で
あ
り
た
が
ら
も
、

書
状
に
記
さ
れ
る
経
過
か
ら
い
え
ぱ
謀
飯
を
挑
発
し
た
張
本
人
で
あ
り
、
そ
の

ま
ま
の
経
過
を
本
文
に
含
み
込
む
た
ら
ぽ
、
国
家
体
制
の
擁
護
と
い
う
政
治
的

な
現
実
把
握
を
表
現
の
う
え
に
露
呈
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
た
い
。
書
状
の
叙

述
を
私
闘
の
偶
発
的
な
展
開
と
し
て
謀
叛
に
至
っ
た
と
読
み
と
る
た
ら
ぼ
、
貞

盛
の
勲
功
も
私
闘
の
勝
利
者
の
そ
れ
に
他
な
ら
ず
、
「
私
の
賊
」
に
対
置
さ
れ

る
「
公
の
従
」
の
意
味
も
相
対
的
た
価
値
し
か
も
ち
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
私
闘
か
ら
謀
叛
へ
の
発
展
過
程
を
閉
確
に
区
分
す
る
要
丙
を
も
ち

こ
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。
私
闘
へ
の
貞
盛
の
関
与
を
最
小

限
に
と
ど
め
る
だ
け
で
た
く
、
将
門
の
関
与
を
も
直
接
的
た
意
図
と
と
し
て
あ

ら
わ
す
こ
と
が
避
け
ら
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
謀
叛
の
高
接
の
契
機
で
あ
る
常
陛

国
と
将
門
の
紛
争
は
乱
人
玄
明
に
そ
の
原
因
が
求
め
ら
れ
、
坂
東
虜
掠
の
意
図

は
「
時
の
宰
人
」
と
し
て
の
興
面
王
の
建
議
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
そ
の
結
果
と
し
て
本
文
に
は
、
承
平
八
年
二
月
中
旬
に
上
洛
し
、
官
符
を

得
て
常
陸
国
に
至
る
貞
盛
の
叙
述
と
、
同
じ
く
承
平
八
年
春
二
月
中
に
起
っ
た

武
蔵
国
の
紛
争
に
介
入
し
て
い
く
将
門
の
叙
述
と
が
、
前
後
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



　
　
　
　
　
将
門
記
の
構
想

構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
ま
ず
、
貞
盛
に
っ
い
て
の
記
事
で
は
将
門
の
乱
悪
が
記
さ
れ
る
。

　
　
去
ぬ
る
天
慶
元
年
六
月
中
旬
を
以
て
、
京
下
の
後
、
官
符
を
懐
き
て
相
糺

　
　
す
と
難
も
、
而
も
件
の
将
門
い
よ
い
よ
逆
心
を
施
し
て
、
ま
す
ま
す
暴
悪

　
　
を
た
す
。
そ
の
内
に
、
介
ノ
良
兼
平
維
扶
朝
臣
、
六
月
上
旬
を
以
て
逝
去

　
　
す
。

　
こ
の
記
事
に
続
き
、
平
維
扶
と
と
も
に
奥
州
に
向
お
う
と
し
た
貞
盛
が
将
門

の
追
撃
を
受
げ
、
逃
避
行
の
う
ち
に
沈
倫
す
る
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
他
方
、
将

門
に
つ
い
て
の
叙
述
で
は
、

　
　
価
て
将
門
、
常
陸
・
下
総
・
下
毛
野
・
武
蔵
・
上
毛
野
五
ケ
国
の
解
文
を

　
　
取
り
て
、
謀
叛
無
実
の
申
同
年
五
月
二
目
を
以
て
言
上
す
。
而
る
問
に

　
　
介
良
兼
朝
臣
、
六
月
上
旬
を
以
て
、
病
の
床
に
臥
し
な
が
ら
、
髪
髪
を
剃

　
　
り
除
き
、
卒
去
し
巳
に
了
ん
ぬ
。
そ
れ
よ
り
後
、
更
に
殊
な
る
事
な
し
。

と
記
さ
れ
、
続
い
て
諸
国
の
善
状
に
よ
り
宮
中
で
将
門
の
功
課
が
議
せ
ら
れ
た

と
し
て
い
て
、
二
つ
の
記
事
が
事
実
経
過
お
よ
び
評
価
に
著
し
い
相
違
を
示
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
矛
盾
し
た
構
成
を
あ
え
て
と
ら
ね
ぱ
な
ら
た
か
っ
た
原
因
は
、

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
玄
明
・
興
世
主
を
謀
叛
の
画
策
者
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
将
門
と
貞
盛
の
私
闘
の
帰
結
と
し
て
、
謀
叛
を
位
置
づ
げ
ら
れ
な
い
と

い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
謀
叛
に
至
る
直
前
の
将
門
の
描
写
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

将
門
の
行
動
と
性
格
を
称
揚
す
る
も
の
と
た
っ
て
い
る
。

　
。
時
に
、
将
門
急
に
此
の
由
を
聞
き
、
従
類
に
告
げ
て
云
く
、
か
の
武
芝
等

　
　
は
、
我
が
近
親
の
中
に
あ
ら
ず
。
又
か
の
守
・
介
は
、
我
が
兄
弟
の
胤
に

　
　
あ
ら
ず
。
然
れ
ど
も
、
彼
此
の
乱
を
鎮
め
ん
が
た
め
に
、
武
蔵
ノ
国
に
向

　
　
ひ
相
は
ん
と
欲
す
、
て
へ
り
。

　
。
時
に
、
将
門
濫
悪
を
鎮
む
る
の
本
意
、
既
に
以
て
相
違
す
。

　
。
抑
々
諸
国
の
善
状
に
依
り
、
将
門
と
し
て
功
課
あ
る
べ
き
の
由
、
宮
中
に

　
　
議
せ
ら
る
。
幸
ひ
に
恩
沢
を
海
内
に
沐
み
て
、
須
く
威
勢
を
外
国
に
満
す

　
　
べ
し
。

　
。
将
門
は
素
よ
り
、
粍
人
を
済
ひ
て
気
を
述
べ
、
便
な
き
者
を
顧
み
て
カ
を

　
　
託
せ
り
。

　
謀
飯
は
将
門
の
本
意
で
は
た
い
と
い
う
視
点
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
そ
し
て
、

謀
飯
の
後
の
叙
述
に
お
い
て
も
、
す
ぐ
れ
た
武
人
と
し
て
の
性
格
や
貞
盛
の
妻

ら
を
助
げ
る
配
慮
の
た
か
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。
将
門
の
武
蔵
・
常
陸
な
ど
へ

の
影
響
力
は
、
謀
叛
の
前
提
と
し
て
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
段

階
で
は
、
将
門
の
行
為
は
称
賛
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
描
か
れ
、
謀
叛
と
切

り
放
さ
れ
て
、
謀
叛
の
原
因
は
将
門
周
辺
の
人
物
に
求
め
ら
れ
て
い
く
。

　
一
方
、
貞
盛
の
彩
象
は
私
闘
と
の
関
わ
り
を
避
け
て
描
か
れ
る
。
ま
ず
、
貞

盛
の
登
場
は
、
将
門
に
父
を
殺
さ
れ
た
た
め
の
帰
郷
と
心
中
の
畦
嘆
と
し
て
記

さ
れ
る
。
そ
こ
で
の
心
情
は
、
京
に
お
げ
る
官
職
と
在
地
の
母
、
領
地
と
の
葛



藤
と
し
て
描
か
れ
、
将
門
と
提
携
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
将
来
の
栄
達
を
え
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
、
貞
盛
は
良
兼
の
誘
い
を
う
げ
る
。
良
兼
か
ら

兵
の
道
を
説
か
れ
、
　
「
人
口
の
甘
き
に
よ
り
、
本
意
に
あ
ら
ず
と
雄
も
、
暗
に

同
類
と
」
な
る
。
さ
ら
に
、
私
闘
が
深
刻
化
し
て
き
た
な
か
で
、
貞
盛
は
上
洛

を
決
意
す
る
こ
と
に
た
る
。

　
　
此
の
後
、
豫
ノ
貞
盛
、
三
た
び
已
の
身
を
顧
ら
く
、
身
を
立
て
徳
を
修
む

　
　
る
は
、
忠
行
に
過
ぐ
る
は
莫
し
。
名
を
損
ひ
利
を
失
ふ
は
、
邪
悪
よ
り
甚

　
　
し
き
は
な
し
。

　
こ
こ
で
め
ざ
さ
れ
る
公
へ
の
奉
仕
の
姿
勢
か
ら
、
「
濫
悪
の
地
に
巡
ら
ば
、

必
ず
不
善
の
名
あ
る
べ
し
」
と
い
う
認
識
が
う
ま
れ
、
興
世
王
や
玄
明
を
否
定

す
る
国
家
体
制
の
側
に
立
っ
た
視
点
を
代
表
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
姿

勢
は
将
門
追
討
の
記
事
の
な
か
で
い
っ
そ
う
端
的
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
。

　
　
貞
盛
天
を
仰
ぎ
て
云
く
、
私
の
賊
は
、
則
ち
雲
の
上
の
雷
の
如
く
、
公
の

　
　
従
は
、
則
ち
脚
の
底
の
虫
の
如
し
。
然
れ
ど
も
、
私
の
方
に
は
法
な
く
、

　
　
公
の
方
に
は
天
あ
り
。

　
貞
盛
の
形
象
を
前
節
に
あ
げ
た
本
文
の
特
質
と
対
照
す
る
と
、
重
な
る
と
こ

ろ
が
多
い
。
ま
ず
戦
乱
に
お
け
る
被
害
者
で
あ
り
、
ま
た
、
雪
犀
を
遂
げ
よ
う

と
す
る
私
怨
に
対
し
て
消
極
的
で
あ
り
、
そ
の
逆
に
、
血
縁
に
対
す
る
結
び
っ

き
を
重
視
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
上
洛
す
る
貞
盛
は
時
運
に
恵
ま
れ
る
。

　
。
貞
盛
に
天
命
あ
り
て
、
呂
布
の
鏑
を
免
れ
、
山
の
中
に
遁
れ
隠
れ
ぬ
。

　
　
　
　
　
将
門
記
の
構
想

　
。
貞
盛
は
天
力
あ
り
て
風
の
如
く
徹
り
、
雲
の
如
く
隠
る
。

　
こ
う
し
た
要
素
が
、
追
討
者
像
と
し
て
集
約
さ
れ
た
と
き
「
公
の
従
」
と
し

て
の
貞
盛
像
が
結
ぱ
れ
る
の
で
あ
る
。
在
地
紛
争
を
私
闘
と
し
て
斥
げ
、
主
謀

者
を
「
私
の
賊
」
と
し
て
追
討
し
、
白
ら
の
行
為
を
法
と
天
に
基
づ
く
も
の
と

し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
私
闘
を
支
え
て
い
た
私
怨
の
論
理
が
、

法
と
天
と
い
う
超
越
的
な
論
理
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
。
私
闘
に
よ
っ
て
在
地

に
荒
廃
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
だ
と
す
れ
ぱ
、
そ
の
禍
根
を
断
つ
こ
と
に
よ
っ
て

平
安
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
期
待
を
、
そ
の
論
理
は
誘
い
出
す
。

　
　
常
陸
国
の
已
に
損
は
れ
ぬ
る
を
恨
ま
ず
、
た
だ
将
門
等
の
不
治
な
る
を
歎

　
　
く
。

　
被
災
し
た
維
素
、
あ
る
い
は
士
女
の
言
葉
と
し
て
記
さ
れ
る
こ
の
叙
述
は
、

私
闘
と
謀
飯
に
よ
っ
て
悲
惨
を
体
験
し
た
在
地
住
民
の
、
将
門
か
ら
離
反
し
て

い
く
心
情
を
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
げ
で
な
く
、

私
闘
の
段
階
で
は
、
そ
れ
に
関
わ
る
者
が
等
分
に
負
わ
さ
れ
た
罪
を
、
公
の
名

の
も
と
に
一
方
に
帰
し
、
他
方
の
支
配
を
正
当
化
す
る
論
理
に
連
続
し
て
い
く

も
の
が
あ
る
。
間
題
は
、
こ
う
し
た
支
配
の
論
理
が
、
在
地
の
荒
廃
を
嘆
く
と

い
う
在
地
の
視
点
の
た
か
に
導
入
さ
れ
て
展
開
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

５

将
門
の
行
動
は
、

召
喚
後
の
裁
定
と
五
月
二
旦
言
上
の
解
文
に
つ
い
て
の
功

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五



　
　
　
　
　
将
門
記
の
構
想

課
評
議
と
に
よ
っ
て
、
国
家
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
る
。
っ
ま
り
、
そ
こ
で
蒙
っ

た
国
家
か
ら
の
恩
沢
が
、
将
門
の
肯
定
的
た
叙
述
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

同
様
に
、
貞
盛
も
、
公
へ
の
忠
行
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
は
将
門
追
討
と
い
う
勲

功
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
、
そ
の
彩
象
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
っ
ま
り
、
将
門
も

貞
盛
も
、
在
地
の
治
安
に
，
と
っ
て
は
、
評
価
す
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ひ
と
た
び
謀
叛
と
い
う
こ
と
に
た
れ
ぱ
全
面
的
に
否
定
さ
れ
ね
ば
な

ら
ず
、
し
か
も
太
政
官
に
と
っ
て
は
、
手
の
ほ
ど
こ
し
ょ
う
の
な
い
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
、
私
闘
に
お
げ
る
敵
対
者
を
利
用
し
て
鎮
圧
し
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
事
件
の
全
容
を
一
貫
し
た
位
置
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
す
れ

ぱ
、
事
件
の
原
因
を
他
に
求
め
、
将
門
の
像
を
巨
大
な
も
の
と
し
て
描
く
一
方

で
、
謀
牧
の
主
謀
者
を
徹
底
的
に
非
難
す
る
方
法
が
と
ら
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

か
っ
た
。
そ
し
て
貞
盛
に
っ
い
て
は
、
在
地
紛
争
へ
の
関
わ
り
を
最
小
限
に
と

ど
め
、
在
地
紛
争
の
被
害
者
と
し
て
彬
象
し
、
現
実
に
は
私
闘
の
結
末
に
す
ぎ

な
い
将
門
の
滅
亡
を
、
公
の
従
に
よ
る
追
討
と
し
て
意
味
づ
げ
た
。
以
上
の
よ

う
に
将
門
の
謀
叛
が
事
件
叙
述
と
し
て
構
成
さ
れ
る
た
か
で
、
法
あ
る
い
は
天

と
い
う
国
家
的
権
威
を
意
味
づ
げ
る
理
念
を
支
え
る
べ
き
表
現
の
方
法
が
必
要

不
可
欠
で
あ
っ
た
。

　
法
あ
る
い
は
天
と
い
う
理
念
が
在
地
の
意
識
と
関
わ
り
を
も
つ
た
め
に
は
、

在
地
的
な
発
想
と
そ
れ
を
理
念
へ
媒
介
し
て
い
く
論
理
が
た
げ
れ
ぱ
な
ら
た
い
。

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
雪
屠
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
丘
ハ
の
意
識
、
あ
る
い
は
、
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

件
を
時
運
に
よ
っ
て
と
ら
え
る
意
識
、
さ
ら
に
、
戦
乱
に
よ
る
被
災
の
体
験
に

う
ら
づ
け
ら
れ
た
意
識
を
発
想
の
基
盛
と
し
て
、
儒
教
的
あ
る
い
は
仏
教
的
な

論
理
を
媒
介
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
門
記
の
構
想
は
か
た
ち
づ
く
ら
れ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
在
地
と
都
と
の
関
係
を
、
国
家
と
い
う
か
た
ち
で
構
想
さ
れ
る

と
き
の
、
そ
の
国
家
と
は
何
を
意
味
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
決
し
て
朝

廷
あ
る
い
は
太
政
官
機
構
を
意
味
し
て
い
た
だ
げ
で
は
な
い
。
書
状
に
っ
い
て

の
検
討
で
み
た
よ
う
に
－
、
太
政
官
機
構
そ
れ
自
体
は
、
将
門
か
ら
一
貫
性
の
な

さ
を
非
難
さ
れ
、
坂
東
虜
掠
と
い
う
武
力
行
使
に
よ
っ
て
対
置
さ
れ
相
対
化
さ

れ
る
よ
う
た
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
朝
廷
に
っ
い
て
も
、
本
文
で
記
さ
れ

て
い
た
よ
う
に
、
坂
東
の
争
乱
を
す
ぐ
さ
ま
国
位
纂
奪
に
結
び
っ
け
ざ
る
を
え

た
い
よ
う
た
理
念
的
な
支
配
権
し
か
も
っ
て
い
た
か
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
国
家

と
は
、
将
門
調
伏
の
記
事
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
神
仏
に
よ
っ
て
加
護
さ
れ
鎮

護
さ
れ
る
対
象
物
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
理
念
と
し
て
表
現
す
れ
ぱ
、
将
門
記
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

も
引
用
さ
れ
て
い
る
天
慶
三
年
正
月
十
一
目
の
太
政
官
符
の
、

　
　
抑
一
天
之
下
、
寧
非
王
土
、
九
州
之
内
、
誰
非
公
民

と
記
さ
れ
た
「
王
土
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
書
状
は
た
し
か
に
国
家
機
構
へ
の
非
難
か
ら
、
そ
れ
へ
の
敵
対
に
至
る
経
過

を
説
明
づ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
書
状
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
論
理
は
、
在
地
の
限

ら
れ
た
範
囲
で
の
争
闘
に
っ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
公
的
な
位
置
か



ら
、
私
闘
の
論
理
と
し
て
排
除
さ
れ
、
つ
い
に
は
、
謀
叛
の
論
理
と
し
て
否
定

さ
れ
る
べ
き
意
味
を
も
っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
否
定

的
た
材
料
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
対
極
に
、
公
的
な
も
の
、
つ
ま
り
は

国
家
観
念
を
媒
介
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
た
か
っ
た
。
書
状
は
坂
東
虜
掠
を

宣
言
す
る
一
方
で
、
旧
主
へ
の
弁
明
を
行
い
、
本
文
で
避
げ
ら
れ
た
事
件
経
過

を
集
約
し
っ
っ
、
本
文
の
た
か
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
二
重
に
矛
盾
し
た

性
格
を
担
っ
て
い
る
。
そ
の
矛
盾
を
、
国
家
に
敵
対
し
つ
つ
も
、
旧
主
と
の
関

係
を
脱
却
で
き
な
い
将
門
の
保
守
的
性
格
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
。
し
か
し
、
太
政
官
機
構
を
批
判
し
つ
つ
、
「
太
政
大
殿
少
将
閣
賀
恩
下
」

に
書
状
を
差
し
だ
す
と
い
う
構
成
に
は
、
将
門
と
忠
平
と
の
間
に
あ
っ
た
私
的

従
属
の
関
係
を
素
材
と
し
て
、
私
的
な
従
属
関
係
を
将
門
は
全
く
越
え
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
将
門
の
太
政
官
批
判
も
、

給
局
は
公
家
に
対
す
る
白
己
弁
護
の
枠
を
一
」
え
て
い
な
い
。
書
状
の
内
容
を
否

定
的
に
み
れ
ぼ
、
私
闘
の
弁
明
に
す
ぎ
ず
、
系
譜
・
武
力
と
い
っ
た
私
的
た
も

の
に
よ
っ
て
、
公
的
な
位
置
を
得
よ
う
と
す
る
不
遜
な
意
図
の
表
明
に
す
ぎ
な

い
。
そ
し
て
、
将
門
記
の
な
か
で
は
、
書
状
は
、
そ
の
よ
う
な
否
定
的
な
視
点

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
在
地
の
状
況
を
、
私
的
な
も
の
と
し
て
否

定
し
、
公
的
な
も
の
に
屈
伏
さ
せ
た
の
は
、
国
家
擁
護
の
論
理
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
た
だ
、
将
門
記
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
単
な
る
追
討
記
で
な
い
の
は
、

困
家
擁
護
の
講
理
が
主
軸
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
在
地
の
被
災
や
死
者
の
鎮
魂

　
　
　
　
　
将
門
記
の
構
想

に
媒
介
さ
れ
て
作
品
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
◎
「
将
門
記
の
印
象
」
（
現
代
思
潮
杜
『
論
集
平
将
門
研
究
』
所
収
）
一
七
六
ぺ
－
ジ
。

　
　
「
将
門
記
の
世
界
と
そ
の
特
質
」
『
平
安
朝
日
本
漢
文
学
史
の
研
究
（
上
）
』
（
同
右

　
　
所
収
）
六
五
ぺ
ー
ジ
。

　
＠
　
「
将
門
記
の
成
立
に
就
い
て
」
（
同
右
所
収
）
四
七
ぺ
ー
ジ
。

　
¢
　
「
『
将
門
記
』
に
お
け
る
将
門
の
即
位
に
つ
い
て
」
（
弘
文
堂
『
古
代
・
中
世
の
杜

　
　
会
と
民
俗
文
化
』
所
収
）
三
七
一
べ
－
ジ
。

　
＠
『
王
朝
政
治
史
論
』
、
お
よ
び
『
平
将
門
』
。

　
＠
　
「
将
門
の
乱
に
関
す
る
二
・
三
の
問
題
」
（
前
出
『
論
集
平
将
門
研
究
』
所
収
）
。

　
¢
「
『
将
門
記
』
の
成
立
」
『
軍
記
物
語
の
世
界
』
一
九
三
ぺ
ー
ジ
。

　
＠
前
出
「
『
将
門
記
』
に
。
お
け
る
将
門
の
即
位
に
つ
い
て
」
、
三
七
六
ぺ
－
ジ
。
将
門

　
　
追
討
官
符
と
は
天
慶
三
年
正
月
十
一
日
の
太
政
官
符
を
さ
す
。

　
＠
　
「
初
期
軍
記
・
王
朝
説
話
文
学
と
中
世
軍
記
」
（
『
講
座
日
本
文
学
・
平
家
物
語

　
　
（
上
）
』
）
二
八
ぺ
ー
ジ
。

　
＠
小
林
保
治
氏
「
将
門
記
の
表
現
」
（
新
読
書
杜
『
将
門
記
－
研
究
と
資
料
１
』
所

　
　
収
）
八
ニ
ペ
ー
ジ
。

　
＠
『
本
朝
文
粋
』
宮
符
二
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
七
九
・
十
二
・
十
六
）

五
七
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