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松
陰
の
妹

文
と
八
重
の
周
辺

後
編

ニ
七
回
生

林

裕

前
編
の
あ
ら
す
じ

前
編
の
小
タ
イ
ト
ル
の
み
を
記
し
、
あ
ら
す
じ
に
代
え
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
な
お
、
頭
の
数
字
は
、
前
編
・
後
編
を
通

じ
た
も
の
と
し
ま
す
。

て
は
じ
め
に

ニ
.
会
津
藩
士
山
本
覚
馬

三
.
長
州
藩
士
小
田
村
伊
之
助
(
揖
取
素
彦
)

四
長
州
藩
士
吉
田
松
陰
幼
少
か
ら
脱
藩
ま
で

五
.
吉
田
松
陰
第
2
江
戸
遊
学
か
ら
死
罪
ま
で

六

長

州

藩

久

坂

玄

瑞

長
州
藩
医
久
坂
量
姐
の
次
男
玄
瑞
は
1
8
4
0
年
(
天
保
1

1
)
松
陰
が

1
0
歳
の
と
き
に
生
ま
れ
る
。
幼
少
の
と
き
か
ら

討
ち
を
実
行
し
た
。

1
8
6
3
年
(
文
久
3
)
玄
瑞
2
3
歳
の
時
天
皇
の
棲
夷
祈

願
の
行
幸
を
実
現
し
玄
瑞
ら
長
州
藩
の
裏
工
作
に
煽
り
立
て

ら
れ
た
朝
廷
か
ら
幕
府
は
棲
夷
期
限
を
迫
ら
れ

5
月
1
0
日

と
し
た
の
だ
。
幕
府
の
言
質
を
と
っ
た
玄
瑞
の
身
分
は
医
師
か

ら
武
士
に
な
っ
て
加
増
さ
れ
た
。
勇
躍
帰
国
し
下
関
の
光
明
寺

に
陣
取
り
、
光
明
寺
党
を
結
成
し
馬
関
に
お
け
る
棲
夷
戦
の

一

撃
を
放
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
無
謀
と
言
え
る
捷
夷
戦
は
長
州

藩
の
惨
敗
に
終
わ
っ
た
。

一
方
京
で
は
長
州
藩
が
尊
棲
派
公
家
と
結
託
し
て
い
る

の
を
面
白
く
思
っ
て
い
な
い
公
武
合
体
派
の
薩
摩
藩
が
尊
撰
派

を
追
い
出
す
計
画
を
会
津
藩
と
共
に
立
案
し
決
行
し
た
の
だ
っ

た
。
堺
町
御
門
を
守
る
長
州
藩
兵
は
入
場
出
来
ず
や
む
な
く
引

き
上
げ
た
。
こ
の
事
件
を
「
八
・
一
八
の
政
変
」
。
「
七
卿
落
ち
」

の
名
で
知
ら
れ
る
。
こ
の
政
変
を
知
っ
た
長
州
本
国
は
大
変
な

騒
ぎ
と
な
り
「
進
発
派
」
の
来
島
又
兵
衛
は
今
に
で
も
京
都
を

向
け
て
出
発
し
そ
う
だ
っ
た
。
藩
主
は
高
杉
晋
作
に
来
島
の
説

得
を
指
示
し
た
が
来
島
は
歳
の
差
も
あ
っ
て
言
う
こ
と
を
聞

か
ず
結
局
京
へ
行
っ
て
久
坂
玄
瑞
ら
と
相
談
し
よ
う
と
京
へ

旅
立
っ
た
。
高
杉
晋
作
が
京
都
に
到
着
す
る
と
国
元
へ
召
喚
命

令
、
説
得
の
任
務
を
放
棄
し
脱
藩
の
罪
で
野
山
獄
に
入
れ
ら
れ

藩
中
で
そ
の
名
は
知
ら
れ
て
い
た
と
い
う
か
ら
余
程
優
秀
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
藩
校
明
倫
館
に
入
学
す
る
も
、

1
8
5
3
i
1

8
5
4
(嘉
永
6
年
1

7
年
)
に
か
け
て
母
兄
父
が
次
々
に

な
く
な
り
1
5
歳
に
し
て
家
督
を
継
ぐ
。

1
8
5
6
年
(
安
政
3
)
玄
瑞
1
6
歳
の
と
き
、
藩
に
願
出
て

長
崎
へ

3
ヶ
月
遊
学
。
熊
本
藩
士
宮
部
鼎
蔵
を
訪
ね
た
際
、
吉

田
松
陰
の
名
前
を
知
り
松
陰
と
の
書
簡
の
や
り
取
り
1
年
後

1
8
5
7
年
(
安
政
4
)
玄
瑞
1
7
歳
、
松
陰
2
7
歳
の
と
き
松

下
村
塾
に
入
熟
す
る
。
松
陰
は
久
坂
を
「
防
長
第
一
流
の
人
物
」

と
高
杉
晋
作
と
競
わ
せ
て
才
能
を
開
花
さ
せ
る
よ
う
勤
め
た
。

1
8
5
7
年
(
安
政
4
)
1
2
月
松
陰
は
自
分
の
妹
文
を
久
坂

に
嫁
が
せ
た
。
玄
瑞
1
8
歳
、
文
1
5
歳
の
時
で
あ
っ
た
。

1
8
5
8
年
(
安
政
5
)
玄
瑞
新
婚
生
活
も
味
わ
う
こ
と
も

な
く
江
戸
と
京
都
に
遊
学
。
松
陰
刑
死
の
後
か
ら
玄
瑞
は
松

陰
の
遺
志
を
継
ぐ
か
の
よ
う
に
長
州
藩
尊
嬢
運
動
の
先
頭
に
立

ち
活
発
に
活
動
す
る
よ
う
に
な
る
。

同
志
と
共
に
上
京
し
長
井
雅
楽
の
「
航
海
遠
路
策
」
に
よ

っ
て
公
武
合
体
論
に
傾
い
た
藩
論
を
転
換
す
べ
く
尽
力
し
長
井

雅
楽
を
失
脚
さ
せ
自
刃
さ
せ
る
。

そ
の
秋
高
杉
晋
作
ら
と
嬢
夷
血
盟
を
行
い
、
御
楯
組
を
結

成。

1
2
月
に
は
品
川
御
殿
山
に
建
設
中
の
英
国
公
使
館
焼
き

る
。
松
陰
が
入
れ
ら
れ
た
野
山
獄
、
高
杉
は
こ
う
詠
っ
た
。

「
先
生
を
慕
ふ
て
よ
う
や
く
野
山
獄
」

一
方
長
州
の
動
き
が
怪
し
い
と
見
て
い
た
新
選
組
は

1
8

6
4
年
(
文
久
4
)
6
月
5
日
三
条
小
橋
の
池
田
屋
旅
館
を
急

襲
し
二
十
余
名
殺
害
。
そ
の
中
に
山
本
覚
馬
も
江
戸
で
知
り
合

っ
て
い
た
松
陰
の
友
達
宮
部
鼎
蔵
も
い
た
し
、
た
ま
た
ま
松

下
村
塾
四
天
王
の
一
人
吉
田
稔
麿
が
江
戸
か
ら
長
州
へ
帰
る

途
中
に
宮
部
を
訪
ね
誘
わ
れ
て
池
田
屋
事
件
に
巻
き
込
ま
れ

た
。
新
撰
組
局
長
近
藤
勇
の
日
記
に
は
「
長
州
の
吉
田
稔
麿
な

る
も
の
あ
り
、
其
の
死
最
も
天
晴
れ
、
後
世
学
ぶ
べ
き
」
と
あ

る。
7
月
1

1
日
上
洛
し
て
い
た
佐
久
間
象
山
が
帰
宅
途
中
、

木
屋
町
で
何
者
か
に
暗
殺
さ
れ
る
。
松
陰
や
会
津
藩
士
山
本
覚

馬
な
ど
佐
幕
派
、
棲
夷
派
と
隔
た
り
な
く
指
導
し
た
象
山
は
散

っ
た
。
覚
馬
は
一
番
に
駆
け
付
け
る
。

池
田
屋
事
件
を
知
っ
た
長
州
は
ま
す
ま
す
憤
激
し
京
に
向

か
っ
て
先
発
隊

2
千
援
軍
後
発
隊
と
し
て
世
子
定
広
(
元

徳
〉
が
五
卿
と
共
に
大
軍
を
率
い
て
上
京
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
た
。
先
発
隊
が
山
崎
天
王
山
、
伏
見
、
八
幡
と
京
を
包
囲
す

る
よ
う
陣
取
っ
て
朝
廷
に
赦
免
嘆
願
を
繰
り
返
し
た
。
幕
府
側

か
ら
即
日
退
去
を
命
じ
ら
れ
た
の
で
長
州
は
八
幡
の
本
営
で
話
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し
合
っ
た
。
久
坂
は
2
千
の
軍
勢
で
は
勝
ち
目
は
な
く
世
子
援

軍
を
待
つ
べ
き
と
主
張
、
進
発
派
の
来
島
は
「
医
者
坊
主
に
戦

争
の
何
が
分
か
る
!
京
へ
進
む
の
が
イ
ヤ
な
ら
見
物
し
て
お

れ
」
と
聞
く
耳
持
た
ず
。
医
者
坊
主
と
馬
鹿
呼
ば
わ
り
さ
れ
分

別
を
欠
い
た
久
坂
は
や
む
な
く
御
所
に
進
軍
を
指
示
し
た
。

長
州
は
7
月
1
9
日
禁
門
に
迫
っ
て
来
た
。
こ
れ
に
対
し
会

津
の
覚
馬
ら
は
砲
兵
隊
を
率
い
て
参
戦
す
る
。
長
州
部
隊
は
蛤

御
門
で
激
し
く
戦
っ
た
も
の
の
来
島
は
ま
も
な
く
戦
死
し
、
久

坂
ら
長
州
軍
は
塀
の
高
い
高
司
邸
に
立
て
篭
っ
た
の
で
や
む
な

く
、
覚
馬
は
土
塀
を
巨
砲
で
破
っ
た
。
松
陰
の
後
を
継
い
だ
久

坂
玄
端
は
大
砲
に
よ
り
燃
え
る
鷹
司
邸
で
最
早
こ
れ
ま
で
と
自

刃
を
決
意
し
幸
い
駆
け
付
け
た
入
江
九

一
に
世
子
へ
の
伝
令

役
を
依
頼
し
安
心
し
て
2
4
歳
で
残
し
た
。

妻
文
と
は
夫
婦

ら
し
い
生
活
を
殆
ど
し
て
い
な
か
っ
た
玄
瑞
は
妻
に
詫
び
な
が

ら
亡
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
京
都
の
芸
者
が
玄
瑞
の
子
供

を
身
ご
も
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
方
入
江
は
屋
敷
を
出
た
と
き
に
槍
で
突
か
れ
た
。
松
陰
晩

年
、
塾
生
殆
ど
松
陰
の
言
動
に
批
判
的
だ
っ
た
と
き
に
只

一
人

師
に
従
っ
て
行
動
し
よ
う
と
し
た
入
江
九

一
は
2
7
歳
で
残
す
。

(
蛤
御
門
の
変
・
禁
門
の
変
)

の
た
め
立
ち
上
が
っ
た
。
自
分
が
創
設
し
た
奇
兵
隊
も
動
こ
う

と
し
な
か
っ
た
。
や
っ
と
伊
藤
俊
輔
が
力
士
隊
を
引
き
連
れ
て

高
杉
の
後
を
追
っ
た
。
三
田
尻
の
海
軍
局
襲
撃
に
成
功
し
た
こ

と
に
よ
り
奇
兵
隊
も
参
戦
し
三
千
人
部
隊
と
な
っ
た
。
つ

い
に

は
1
8
6
5
年
(
元
治
2
)
2
月
正
義
派
が
政
庁
を
奪
回
し
た
。

政
権
が
変
わ
っ
た
長
州
は
幕
府
の
指
示
を
無
視
す
る
よ
う
に

な
り
幕
府
は
将
軍
徳
川
家
持
が
全
軍
を
指
揮
す
る
第
2
次
長

州
征
討
軍
組
織
し
た
。
長
州
は
ま
た
も
や
危
機
に
陥

っ
た
。
長

州
は
不
思
議
な
も
の
で
行
方
不
明
で
あ
っ
た
桂
小
五
郎
が
姿

を
現
し
た
の
で
あ
る
。
坂
本
竜
馬
が
薩
長
同
盟
を
働
き
掛
け

対
応
し
た
桂
は
「
軍
艦
と
洋
式
銃
1
3
0
0
挺
を
薩
摩
藩
で
購

入
の
周
旋
せ
ら
れ
た
し
」
と
条
件
を
付
け
坂
本
は
了
解
し
要

求
通
り

長
州
に
引
き
渡
し
た
。薩
摩
の
誠
意
を
感
じ
た
桂
は
1

8
6
6
年
(
慶
応
2
)
1
月

二
本
松
の
薩
摩
藩
邸
(
現
同
志
社

今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
)
で
打
ち
合
わ
せ
る
も
メ
ン
ツ
の
問
題
で

合
意
せ
ず
、
や
っ
と
1
月
2
1
日
に
な
っ
て
、
幕
府
に
対
す
る

軍
事
同
盟
が
結
ぼ
れ
た
。

第
2
次
長
州
征
伐
は
前
年
の

5
月
に
発
令
さ
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
諸
藩
台
所
事
情
で
積
極
的
で
な
く
幕
府
は
長

州
に
妥
協
案
も
示
し
た
が
、
長
州
は
薩
長
同
盟
が
成
立
し
か
っ

軍
備
増
強
も
し
た
こ
と
も
あ
り
妥
協
案
を
拒
否

1
8
6
6
年

七
.
久
坂
没
後

敗
残
の
兵
が
命
か
ら
が
ら
本
国
に
つ
い
た
頃
、
米
英
仏
蘭
の

四
国
連
合
体
が
攻
撃
を
仕
掛
け
て
き
た
の
だ
。

1
8
6
4
年
(
元
治
1
)
8
月
5
日
、
関
門
海
峡
し
た
四
カ

国
の
合
計
1
7
隻
の
軍
艦
の
砲
撃
を
受
け
る
と

二
日
間
で
降

伏
、
こ
の
事
態
を
救
っ
た
の
が
野
山
獄
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
高

杉
晋
作
、
早
速
講
和
談
判
に
伊
藤
俊
輔
を
従
え
乗
り
込
む
。

四
カ
国
側
は
賠
償
金
3
百
万
ド
ル
を
要
求
し
て
き
た
が
、
「
棲
夷

は
幕
府
の
命
令
で
や
む
な
く
や
っ
た
」
と
晋
作
固
く
拒
否
し
請

求
先
を
変
え
さ
せ
て
談
判
は
終
了
し
た
。
こ
れ
ま
で
棲
夷
を
旗

頭
に
し
て
き
た
長
州
も
自
ら
講
和
談
判
を
成
立
さ
せ
た
こ
と
に

よ
り
藩
と
し
て
の
棲
夷
行
動
は
終
る
。

1
8
6
4
年
(
元
治
1
)
8
月
2
2
日
禁
門
の
変
の
罪
で
第

一
次
長
州
征
伐
が
決
ま
っ
て
お
り
藩
主
・
世
子
の
官
位
を
剥
奪

し
家
老
職
3
人
の
切
腹
他
で
幕
府
軍
は
引
き
上
げ
た
。そ
の
頃

長
州
藩
内
で
は
倒
幕
派
の
「
正
義
派
」
と
「
俗
論
派
」
が
争
っ

て
お
り
「
正
義
派
」
の
敗
退
に
よ
り
「
俗
論
派
」
が
勢
力
を

盛
り
返
し
て
い
た
。
松
下
村
塾
生
を
支
え
て
来
た
「
正
義
派
」

の
大
物
の
周
布
政
之
進
は
政
情
に
絶
望
し
自
宅
で
自
刃
し
た
。

命
の
危
険
を
感
じ
隠
れ
て
い
た
高
杉
晋
作
は
藩
政
府
が

幕
府
に
妥
協
し
た
こ
と
に
不
満
を
持
ち
俗
論
派
藩
政
府
打
倒

(
慶
応
2
)
6
月
幕
府
軍
の
軍
艦
が
周
防
大
島
を
砲
撃
し
戦
争

の
火
蓋
が
切
ら
れ
た
。
高
杉
は
購
入
し
た
ば
か
り
の
軍
艦
丙
虎

丸
に
乗
り
酒
樽
を
開
け
て
兵
士
に
飲
ま
せ
な
が
ら
指
揮
し
て
相

手
を
撃
退
し
た
。
そ
ん
な
中
将
軍
家
持
が
大
坂
城
で
病
死
し
た

の
で
停
戦
と
な
り

1
8
6
7
年
(
慶
応
3
)
1
月
二
次
に
渡

る
長
州
征
伐
は
終
了
し
た
。
前
年
の
夏
よ
り
戦
線
を
離
脱
し
て

い
た
高
杉
は
下
関
葉
山
他
で
療
養
し
て
い
た
。
辞
世
と
言
わ
れ

る
歌
が
あ
る
。
下
の
句
は
野
村
望
東
尼
の
作
と
言
わ
れ
て
い
る
。

面
白
き
事
な
き
世
に
お
も
し
ろ
く

住
み
な
す
も
の
は
心
な
り
け
り

「
『
し
っ
か
り
や
っ
て
呉
れ
ろ
』
と
言
う
の
が
遺
言
と
い
え
ば

遺
言
で
す
」
と
妻
政
が
言
う
ほ
ど
見
舞
客
に
言
い
続
け
て
い

た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
年
の

4
月
に
2
8
歳
で
亡
く
な

っ
た
。

1
8
6
7
年
(
慶
応
3
)
1
0
月
1
4
日
将
軍
に
な
っ
た
徳

川
慶
喜
は
大
政
奉
還
の
上
表
を
提
出
し
た
。
今
後
の
こ
と
は
諸

侯
会
議
に
て
決
す
る
と
言
う
こ
と
な
の
で
慶
喜
の
権
力
の
維
持

が
出
来
る
と
考
え
た
の
だ
。
そ
れ
を
嫌
っ
た
倒
幕
派
は
1
2
月

9
日
王
政
復
古
の
偽
勅
に
近
い
蜜
勅
を
出
さ
せ
た
。
元
々
尊
王

的
な
考
え
方
を
す
る
水
戸
出
身
の
慶
喜
は
戦
意
を
喪
失
し
江

戸
に
帰
還
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
流
れ
は
完
全
に
討
幕
軍
優

勢
と
な
っ
て
戊
辰
戦
争
を
経
て
明
治
の
世
が
開
け
る
。
偽
勅
と
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岩
倉
具
視
が
学
者
の
玉
松
操
に
図
案
化
さ
せ
長
州
の
品
川
弥

二
郎
が
製
作
し
た
錦
旗
が
絶
大
な
効
果
を
挙
げ
る
。

「
功
詐
を
以
て
過
ち
を
文
(
か
ざ
)
る
を
恥
と
為
す
」
の
考
え

の
松
陰
が
知
っ
た
ら
ど
う
思
う
だ
ろ
う
か

明
治
政
府
に
出
仕
し
た
松
下
村
塾
の
塾
生
は
伊
藤
博
文
、
山

形
有
朋
、
品
川
弥
二
郎
、
前
原

一
誠
、
野
村
靖
之
助
ら
で
あ
る
。

松
陰
の
教
え
子
で
あ
っ
た
が
塾
生
で
な
い
木
戸
孝
允
が
い
た
。

ま
た
、
前
原

一
誠
は
師
松
陰
か
ら
「
そ
の
人
物
の
完
全
な
る

こ
と
は
、
高
杉
、
久
坂
も
遠
く
及
ば
な
い
」
と
評
さ
れ
た
程
で

あ
り
、
ま
た
久
坂
没
後
晋
作
と
協
力
し
幕
府
の
第
2
次
長
州

征
伐
軍
を
打
負
か
し
、
晋
作
没
後
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
で
兵
部
大

輔
で
も
あ
っ
た
が
木
戸
孝
允
と
は
馬
が
合
わ
な
か
っ
た
。
辞
任

後
特
に
廃
万
令
布
告
後
不
平
士
族
の
中
心
人
物
と
な
っ
た
。

長
州
と
戦
っ
た
会
津
藩
の
家
老
の
弟
山
川
健
次
郎
の
米
留

学
を
斡
旋
し
た
長
州
藩
士
奥
平
謙
輔
も
そ
の
仲
間
で
あ
っ
た
。

斗
南
藩
(
旧
会
津
藩
)
の
小
参
事
ま
で
勤
め
た
永
岡
久
茂
は
反
政

府
系
の
「
評
論
新
聞
社
」
を
創
立
し
奥
平
と
連
絡
を
取
り
合
っ
て

い
た
。
元
家
老
の
山
川
浩
も
支
援
し
て
い
た
が
行
動
を
共
に
す

る
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
。
萩
で
前
原
、
奥
平
が
挙
兵
し
た
時
、

永
岡
ら
約
1
4
名
は
思
案
橋
か
ら
船
で
千
葉
方
面
へ
出
発
し
た
。

こ
の
と
き
警
察
に
取
り
押
さ
え
ら
れ
た
。
(
思
案
橋
事
件
)

ま
れ
て
三
女
の
艶
が
亡
く
な
っ
て
い
る
が
省
略
す
る
)

ぐ
寝
付
く
し
育
て
や
す
い
子
で
あ
っ
た
。

叔
父
の
玉
木
文
之
進
は
自
宅
に
松
下
村
塾
を
開
い
た
。
そ
の

後
松
陰
が
自
宅
に
て
幽
囚
と
な
り
、
松
下
村
塾
を
引
き
継
い
で

講
義
を
は
じ
め
る
。
塾
生
た
ち
の
世
話
を
文
が
担
当
す
る
こ
と

に
な
る
。
玄
瑞
が
松
陰
と
討
論
し
に
や
っ
て
く
る
の
で
そ
の
都

度
応
対
し
て
い
る
と
互
い
に
興
味
を
持
っ
た
の
か
松
陰
か
ら

文
に
久
坂
と
の
縁
談
を
勧
め
「
肝
心
な
こ
と
は
貞
婦
は
二
夫

に
ま
じ
え
ず
」
等
と
婦
道
に
つ
い
て
書
き
物
を
与
え
た
。
結
婚

後
は
杉
家
で
同
居
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
玄
瑞
は
年
明
け
二

月
の
終
わ
り
に
江
戸
・
京
都
遊
学
に
旅
立
っ
た
。
玄
瑞
は
藩
に
帰

っ
て
来
て
も
自
宅
に
戻
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
幸
い
京
都
や

江
戸
へ
旅
た
つ
者
が
多
い
の
で
手
紙
や
着
替
え
を
託
け
た
り
は

し
て
い
る
。
手
紙
の
中
で
面
白
い
の
は
武
士
の
妻
な
ら
歌
を
勉

強
し
ろ
何
処
々
々
の
奥
方
は
歌
が
上
手
い
と
か
、
今
の
奥
さ

ん
な
ら
立
腹
す
る
よ
う
な
こ
と
を
書
き
送
っ
て
い
る
。
で
も
、

文
は
素
直
に
和
歌
を
付
け
加
え
玄
瑞
の
指
示
に
従
っ
て
い
る
。

1
8
6
3
年
(
文
久
3
)
8
月
1
8
日
所
謂
「
七
卿
落
ち
」

に
随
伴
し
た
玄
瑞
は
文
に
京
都
の
街
は
長
州
人
に
は
取
締
り

が
厳
し
く
な
っ
て
い
つ
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
た
の
か

「
義
兄
小
田
村
伊
之
助
氏
の
次
男
久
米
二
郎
を
久
坂
の
養
子
と

文
は
直

な
お
萩
の
乱
は
松
下
村
塾
に
悲
劇
を
呼
ん
だ
。
松
陰
の
叔
父

の
玉
木
文
之
進
が
再
び
開
い
て
い
た
松
下
村
塾
の
何
人
も
の
門

人
が
前
原
の
反
乱
軍
に
参
加
し
て
い
た
。
松
陰
の
兄
梅
太
郎

(
後
の
民
治
)
も
伊
之
助
の
忠
告
を
聞
か
ず
肩
入
れ
し
て
い
た
の

で
中
央
官
庁
へ
の
任
官
も
山
口
県
職
員
の
地
位
も
免
職
と
な
る
。

叔
父
文
之
進
も
密
か
に
反
乱
軍
を
応
援
し
て
い
た
か
ら
、
前
原

が
捕
ら
え
ら
れ
破
れ
た
と
知
っ
た
と
き
は
潔
く
先
祖
の
墓
の

前
で
自
刃
し
た
。
当
然
木
戸
孝
允
は
首
謀
者
を
斬
首
と
し
た
。

こ
の
よ
う
に
不
平
士
族
の
反
乱
は

1
8
7
4
年
(
明
治
6
)

の
佐
賀
の
乱
か
ら
始
ま
っ
て
熊
本
の
新
風
連
の
乱
福
岡
の

秋
月
の
乱
こ
の
萩
の
乱
そ
し
て
1
8
7
7
年
(
明
治
1
0
)

の
最
大
で
最
後
の
西
南
政
争
で
も
っ
て
終
わ
り
明
治
維
新
は

画
期
を
迎
え
た
。

八
.
杉

文

1
8
4
3
年
(
天
保
1
4
)
に
松
陰
と
同
じ
く
松
本
村
団
子

岩
で
生
ま
れ
る
。
父
の
百
合
之
助
は
そ
の
時
百
人
中
間
頭
兼
盗

賊
改
方
と
言
う
今
で
言
う
な
ら
警
察
署
長
の
よ
う
な
立
場
で
あ

っ
た
。
上
の
兄
は
梅
太
郎
、
下
の
兄
は
松
陰
上
の
姉
が
千
代
、

下
の
姉
が
寿
の

一
番
下
の
女
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
(
文
が
生

し
た
い
」
旨
告
げ
る
。
姉
寿
の
子
で
も
あ
る
。
そ
の
後
の
手
紙

に
は
京
都
に
い
る
玄
瑞
の
元
へ
義
兄
梅
太
郎
が
長
男
小
太
郎

と
連
れ
て
来
た
久
米
次
郎
と

一
緒
に
寝
た
と
か
久
米
次
郎
の

大
小
を
大
阪
に
注
文
し
た
と
か
言
う
微
笑
ま
し
い
手
紙
を
文
に

送
っ
て
い
る
。
久
坂
は
世
子
毛
利
元
徳
を
上
京
さ
せ
朝
廷
に
赦

免
を
要
請
す
れ
ば
今
な
ら
許
さ
れ
る
と
藩
を
口
説
き
ま
す
ま

す
忙
し
く
な
る
。
文
と
久
米
二
郎
と
川
の
字
に
な
っ
て
寝
た
の

は
僅
か
の
目
だ
っ
た
。
玄
瑞
の
項
で
記
し
た
よ
う
に
会
津
藩

山
本
覚
馬
の
砲
弾
(蛤
御
門
の
変
)に
よ
り
亡
く
な
る
。
文
は
2

1
歳
で
あ
っ
た
。
松
陰
の
妹
、
久
坂
玄
瑞
の
妻
と
し
て
強
く
生

き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
決
意
し
た
文
は
美
和
と
名
前
を
変
え

て
、
毛
利
家
の
奥
御
殿
で
働
く
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
に
な
っ

て
玄
瑞
が
京
都
の
女
に
産
ま
せ
た
秀
次
郎
が
現
れ
、
確
か
な
よ

う
な
の
で
久
坂
玄
瑞
の
跡
取
り
と
し
、
養
子
の
久
米
次
郎
は

揖
取
(
小
田
村
)
姓
に
復
籍
さ
せ
た
。

萩
の
乱
が
収
ま
っ
た
頃
姉
寿
の
様
態
が
悪
く
な
り
文
は

群
馬
県
令
(
今
の
知
事
)
で
あ
っ
た
義
兄
揖
取
素
彦

(
小
田
村

伊
之
助
)
を
手
助
け
す
る
た
め
に
時
々
前
橋
へ
看
病
に
行
っ
て

い
た
。
1
8
8
1
年
(
明
治
1
4
)
看
護
虚
し
く
寿
は
4
3
歳

で
亡
く
な
る
。
県
令
と
し
て
忙
し
く
働
く
素
彦
を
杉
家
と
し
て

放
置
す
る
訳
に
は
い
か
ず
、
母
滝
は
文
に
後
添
え
と
な
る
よ
う
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勧
め
る
。
文
は
松
陰
と
「
二
夫
に
交
え
ず
」
と
約
束
し
た
と
受

け
付
け
な
い
。
で
も
母
滝
は
「
松
陰
は
こ
の
母
の
言
う
こ
と
を

聞
か
な
か
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
あ
の
野
山
塾
で
絶
食
し
た

と
き
母
の
言
う
事
だ
け
は
聞
い
て
絶
食
を
止
め
て
く
れ
た
。
松

陰
は
こ
の
再
婚
は
賛
成
し
て
く
れ
る
は
ず
。」

と
迫
っ
た
。

1
8
8
8
年
(
明
治
1
5
)
美
和
は
義
兄
揖
取
素
彦
と
再

婚
す
る
。美
和
は
玄
瑞
と
の
手
紙
を
整
理
出
来
ず
素
彦
に
見
せ

る
。
素
彦
は
美
和
(
文
)
の
思
い
を
汲
み
取
り
玄
瑞
か
ら
美
和

に
送
っ
た
手
紙
を
「
涙
袖
帳
」
と
銘
打
っ
た
巻
物
に
ま
と
め
た
。

こ
れ
を
読
む
と
玄
瑞
は
口
で
は
「
女
が
男
の
政
ご
と
に
口
出
す

な
」
と
文
に
言
っ
て
い
た
が
少
し
で
も
武
士
の
妻
と
し
て
修
養

を
積
み
故
事
に
つ
い
て
も
書
き
送
っ
て
い
る
。
戊
辰
戦
争
の
折

覚
馬
の
妹
川
崎
八
重
(
山
本
八
重
)
が
夫
川
崎
尚
之
助
と
一
緒

に
鶴
ケ
城
の
龍
城
、
戦
を
戦
っ
た
の
と
同
様
二
人
し
て
こ
の
困

難
を
乗
り
越
え
よ
う
と
言
う
姿
勢
が
伺
え
る
。

1
9
2
1
年
(
大
正

1
0
)
美
和
死
去

7
8
歳

九
.
新
島
七
五
三
太
(
新
島
裏
)

新
島
七
五
三
太
は
父
藩
の
祐
筆
民
治
と
母
と
み
の
嫡
男
と

し
て
安
中
藩
江
戸
屋
敷
(
現
神
田
学
士
会
館
・
七
五
三
太
公
園
と

ソ
ン
・
ク
ル

l
ソ
l
を
新
島
の
祖
父
が
危
険
な
本
だ
と
断
定
し

た
の
も
面
白
い
。
晋
作
の
父
忠
太
が
松
下
村
塾
へ
の
入
塾
を
反

対
し
た
の
も
同
じ
理
由
だ
。
外
国
へ
の
興
味
は
偶
然
に
も
1
8

6
4
年
(
元
治
元
年
)
四
月
、
備
中
松
山
藩
の
玉
島
へ
行
っ
た

「
快
風
丸
」
が
箱
館
へ
行
く
こ
と
を
知
り
、
乗
船
す
る
幸
運
と

し
て
具
現
化
す
る
。
箱
館
で
良
き
同
士
に
巡
り
会
い
彼
の
脱
国

に
協
力
す
る
。
中
で
も
英
国
商
社
ボ
ー
ダ
ー
商
会
の
応
員
富
士

屋
卯
之
吉
が
全
て
を
用
意
し
て
く
れ
細
心
の
注
意
を
払
い
沖

に
停
泊
す
る
ベ
ル
リ
ン
号
ま
で
小
舟
に
乗
せ
て
く
れ
脱
国
に

成
功
す
る
。
新
島
は
松
陰
の
失
敗
は
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が

そ
の
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。
松
陰
の
行
動
は
余
り
に
も
行
き

当
た
り
ぼ
っ
た
り
で
計
画
ら
し
き
も
の
は
な
い
。
英
語
の
横
文

字
を
蟹
文
と
馬
鹿
に
し
て
い
て
習
得
も
し
て
い
な
い
。
一
方
新

島
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
オ
ラ
ン
ダ
軍
艦
を
見
た
後
航
海
術

や
英
語
の
勉
強
を
始
め
て
い
る
。
そ
の
結
果
ボ
ス
ト
ン
到
着
後

後
に
養
父
と
な
っ
た
船
主
ハ

l
デ
ィ
ー
か
ら
求
め
ら
れ

2
年

間
の
英
語
力
で
揮
身
の
力
で
ま
と
め
提
出
し
た
「
脱
国
理
由
書
」

に
心
打
た
れ
そ
の
書
類
こ
そ
が
新
島
の
将
来
を
決
定
し
た
の

だ
。
松
陰
の
一
番
大
き
な
誤
り
は
開
国
を
迫
る
正
式
艦
隊
に
乗

船
を
要
求
す
る
の
だ
か
ら
無
理
が
あ
る
。
そ
れ
と
新
島
の
場
合
、

箱
館
と
言
う
幕
府
の
目
が
届
き
難
い
開
港
間
も
な
い
港
で
あ
っ

命
名
予
定
)
に
て
1
8
4
3
年
(
天
保
1
4
)
に
生
ま
れ
る
。

十
三
歳
か
ら
蘭
学
を
学
び

1
8
6
0
年
(
万
延
1
)
江
戸

湾
に
現
れ
た
オ
ラ
ン
ダ
軍
艦
に
驚
き
、
前
後
し
て
築
地
の
箪
艦

教
授
所
に
通
う
。
安
中
藩
の
宗
家
に
当
た
る
備
中
松
山
藩
の
洋

式
帆
船
「
快
風
丸
」
に
乗
る
機
会
に
恵
ま
れ
備
中
玉
島
ま
で
往

復
航
海
す
る
。
玉
島
か
ら
帰
っ
て
来
た
年
に
蘭
学
の
他
に
英
語

も
必
要
と
考
え
、
友
人
か
ら
本
を
借
り
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

の
中
に
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
!
ソ

l
の
翻
訳
も
の
が
あ
り
、
彼
は

記
述
す
る
「
そ
の
本
に
よ
り
外
国
を
訪
ね
て
み
た
い
と
言
う
願

望
に
か
き
立
て
ら
れ
た
。
私
は
そ
の
本
を
た
い
そ
う
気
に
入
っ

た
の
で
、
祖
父
に
そ
れ
を
見
せ
、
是
非
読
ん
で
欲
し
い
と
強
く

勧
め
た
。
そ
れ
を

一
読
す
る
と
『
七
五
三
太
よ
、
こ
ん
な
本
を

読
ん
で
は
な
ら
な
い
。
お
前
の
道
を
誤
ら
せ
は
し
な
い
か
心
配

だ
か
ら
だ
』
と
」
そ
れ
以
降
も
漢
文
の
聖
書
や
連
邦
志
略
な
ど

も
借
り
て
い
る
。
そ
の
頃
の
青
年
武
士
は
米
国
の
大
統
領
制
や

中
国
が
ア
へ
ン
戦
争
に
負
け
て
大
変
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と

言
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
だ
。
面
白
い
こ
と
に
、
松
陰
は
新

島
の
前
藩
主
板
倉
勝
明
に
つ
い
て
「
安
中
候
賢
に
し
て
文
学

を
好
む
」
と
記
述
し
て
い
る
。
勝
明
は
水
戸
の
徳
川
斉
昭
ら
と

交
流
し
て
い
た
た
め
か
尊
棲
派
の
志
士
に
人
気
が
あ
っ
た
と
思

え
る
。そ
れ
に
し
て
も
藩
主
が
面
白
い
と
読
ん
で
い
た
ロ
ビ
ン

た
の
が
成
功
し
た
理
由
の

一
つ
で
も
あ
る
。
小
舟
で
も
ベ
ル
リ

ン
号
で
も

一
応
検
査
に
来
て
い
る
が
隠
れ
て
逃
れ
て
い
る
の
だ
。

と
て
も
「
至
誠
に
し
て
動
か
ざ
る
者
は
、
未
だ
之
れ
有
ら
ざ
る

也
」
と
か
「
功
詐
を
以
て
過
ち
を
文
(
か
ざ
)
る
を
恥
と
為
す
」

で
は
成
功
し
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
新
島
は
1
年
後
ボ
ス
ト
ン

に
着
き
、
約
1
0
年
間
米
国
で
勉
強
し
て
宣
教
師
と
し
て
帰
国

す
る
。
山
本
覚
馬
や
岩
倉
使
節
団
と
の
活
動
で
知
り
合
っ
た
政

府
要
人
及
び
米
国
友
人
の
協
力
を
得
て

1
8
7
5
年
(
明
治
1

1
)
1
1
月
2
9
日
覚
馬
が
幽
閉
さ
れ
て
い
た
薩
摩
藩
邸
跡
地

を
購
入
し
同
志
社
英
学
校
を
創
立
す
る
。
1
8
9
0
年
(
明
治

2
3
)
1
月
2
3
日
大
学
設
立
募
金
運
動
途
中

4
6
歳
1
1

ヶ
月
の
若
さ
で
急
ぎ
過
ぎ
た
が
ゆ
え
に
大
磯
に
て
駆
け
つ
け

た
妻
八
重
の
膝
元
で
残
す
る
。

+
.
山
本
八
重
(
新
島
八
重
)

山
本
八
重
は
1
8
4
5
年
(
弘
化
2
)
1
2
月
1
日
、
会
津

藩
で
代
々
砲
術
師
範
を
務
め
る
山
本
権
八
と
佐
久
の
三
女
と
し

て
鶴
ケ
城
の
近
く
に
生
ま
れ
る
。
藩
の
砲
術
師
範
で
も
あ
っ
た

十
七
歳
上
の
尊
敬
す
る
兄
の
覚
馬
か
ら
射
撃
や
砲
術
を
学
ん
だ

八
重
は
隣
の
伊
東
家
の
子
供
に
も
砲
術
を
指
南
す
る
。
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兄
覚
馬
と
江
戸
で
学
ん
だ
出
石
藩
洋
学
者
川
崎
正
之
助

が
1
8
5
7
年
(
安
政
4
)
覚
馬
の
要
請
に
よ
り
山
本
家
の
居

候
と
な
り
藩
校
日
新
館
の
蘭
学
所
の
教
授
を
務
め
な
が
ら
砲

術
の
研
究
も
し
て
い
た
。
八
重
の
九
歳
上
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

て
心
安
く
砲
術
な
ど
も
教
え
て
も
ら
っ
て
い
た
。
京
都
に
い
た

兄
覚
馬
か
ら
の
勧
め
も
あ
っ
て
仲
良
く
鉄
砲
の
改
良
に
従
事

し
て
い
た
八
重
と
尚
之
助
(
正
之
助
か
ら
改
名
)
は
結
婚
し
た
。

鳥
羽
伏
見
の
戦
い
で
破
れ
た
会
津
藩
は
幕
府
に
も
見
捨
て

ら
れ
1
8
6
7
年
(
明
治
元
年
)
8
月
前
藩
主
松
平
容
保
の
も

と
鶴
ケ
城
で
龍
城
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
八
重
は
兄
か
ら
も
ら

っ
た
か
正
之
助
の
結
納
で
あ
っ
た
会
津
藩
に
は
な
か
っ
た
7

連
発
ス
ベ
ン
サ

l
銃
を
持
っ
て
大
活
躍
し
た
。

容
保
が
敵
陣
か
ら
砲
弾
の
構
造
を
関
わ
れ
る
と
八
重
が
着

発
し
な
い
よ
う
砲
弾
を
抱
え
、
こ
れ
を
(
御
前
で
)
分
解
し
、

数
多
の
鉄
片
を
取
り
出
し
流
暢
に
説
明
し
四
座
を
驚
か
し
た
。

龍
城
中
の
話
は
前
号
に
詳
し
い
が
八
重
の
夫
尚
之
助
の
小

田
山
へ
の
大
砲
の
見
事
な
命
中
が
最
後
の
攻
撃
と
な
り
こ
の

一
週
間
後
、

1
8
6
7
年
(
明
治
1
)
9
月
2
2
日
会
津
藩
は

降
伏
し
た
。
尚
之
助
と
は
離
れ
離
れ
に
な
り
消
息
が
絶
た
れ
た
。

亡
く
な
っ
た
と
思
っ
て
い
た
兄
覚
馬
か
ら
京
都
へ
来
る
よ

う
に
と
の
手
紙
が
届
き
、

1
8
7
1
年
(
明
治
4
)
1
0
月
皆
京

都
へ
行
く
。

1
8
7
5
年
(
明
治
8
)
3
月
の
尚
之
助
の
死
亡
通
知
が
覚
馬

に
来
て
八
重
は
ど
の
よ
う
に
思
っ
た
だ
ろ
う
か
。
尚
之
助
は
斗

南
藩
の
窮
状
を
救
う
た
め
に
苦
境
と
戦
い
、
八
重
と
斗
南
藩
を

守
る
た
め
そ
の
ま
ま
黙
し
て
昇
華
し
た
。
(
実
際
尚
之
助
は
多

く
の
届
書
を
作
成
し
て
る
が
い
ず
れ
も
独
身
で
通
し
て
い
る
)

1
8
7
6
年
(
明
治
9
)
1
月
八
重
は
兄
覚
馬
の
勧
め
る

米
国
か
ら
1
0
年
ぶ
り
に
帰
っ
て
来
た
新
島
裏
と
結
婚
し
、
多

く
の
困
難
と
闘
い
同
志
社
の
学
校
設
立
に
協
力
す
る
。

山
本
八
重
と
し
て
新
政
府
軍
だ
け
で
な
く
会
津
の
男
中
心

の
考
え
方
と
戦
っ
た
八
重
は
、
京
都
に
来
て
兄
に
言
わ
れ
る
ま

ま
再
婚
し
新
島
裏
と

一
緒
に
な
っ
て
新
島
八
重
と
し
て
、
当
時

は
ま
だ
四
面
楚
歌
と
も
言
う
べ
き
境
遇
に
あ
っ
た
基
督
教
に
身

を
投
じ
女
丈
夫
と
し
て
生
き
抜
い
た
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
玄
瑞

と
素
彦
の
二
人
の
夫
と
と
も
に
暮
ら
し
夫
々
と
精

一
杯
頑
張

り
ぬ
き
兄
松
陰
を
尊
敬
し
て
い
た
文
に
も
言
え
る
。

文
(
美
和
)
は
1
9
2
1
年
(
大
正
1
0
)
7
8
歳
で
亡
く
な

り

八

重

は

1
9
3
2
年
(
昭
和
7
)
8
7
歳
で
亡
く
な
っ
た
。

(
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