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明
治
十
一
年
十
月
二
十
六
日
の
深
夜
の
こ
と
で
あ
る
。
蓑
姿

の
百
姓
た
ち
が
諏
訪
神
社
に
集
結
し
た
。
雨
は
小
降
り
に
な
っ

た
か
と
お
も
う
と
、
時
々
横
殴
り
に
降
っ
た
。
頭
目
と
お
ぼ
し

き
男
が
表
門
か
ら
入
る
二
十
名
の
者
を
抜
刀
組
、
放
火
組
、
破

壊
組
、
見
張
り
組
の
順
に
整
列
さ
せ
た
。
裏
門
を
見
張
る
六
名

が
そ
の
後
ろ
に
整
列
し
た
。 

 

表
門
の
放
火
組
と
裏
門
の
見
張
り
組
は
、
そ
れ
ぞ
れ
松
の
木

を
く
り
抜
い
て
作
っ
た
木
筒
一
挺
を
、
菰こ

も

に
包
ん
で
雨
を
防
い

で
い
た
。
抜
刀
組
は
松
明
の
灯
が
目
立
た
ぬ
よ
う
に
菰
で
隠
し

て
い
た
。
薄
明
か
り
が
雨
に
濡
れ
た
地
面
に
、
男
た
ち
の
影
を

ぼ
ん
や
り
と
映
し
出
し
て
い
た
。 

 

全
員
が
揃
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
と
、
頭
目
の
冠
弥
右
衛
門

は
頬
被
り
し
て
い
た
手
拭
い
を
と
っ
て
振
り
下
し
た
。
そ
れ
を

合
図
に
見
張
り
組
を
先
頭
に
、
男
た
ち
は
六
町
先
の
名
主
屋
敷

に
向
か
っ
た
。 

 

名
主
松
木
長
右
衛
門
の
屋
敷
は
一
町
二
反
、
三
千
六
百
坪
で

あ
る
。
中
央
に
母
屋
が
あ
り
、
土
蔵
、
物
置
、
文
書
蔵
や
下
人

小
屋
な
ど
十
二
棟
が
建
ち
並
び
、
屋
敷
を
囲
む
土
壁
に
は
幅
四

尺
の
堀
が
巡
ら
さ
れ
て
い
る
。
屋
敷
の
中
に
は
ど
こ
に
も
灯
り

が
付
い
て
い
な
か
っ
た
。 

 

雨
で
足
音
が
消
さ
れ
た
。
弥
右
衛
門
の
指
示
で
二
人
の
男
が

土
塀
に
梯
子
を
か
け
て
中
に
忍
び
込
ん
だ
。
し
ば
ら
く
す
る
と

門
が
音
を
立
て
ぬ
よ
う
に
開
か
れ
た
。
放
火
組
が
菰
を
払
い
の

け
て
木
筒
を
中
に
入
れ
た
。
弥
右
衛
門
が
手
拭
い
を
振
り
下
す

と
、
母
屋
に
向
け
て
木
筒
が
火
を
噴
い
た
。
こ
れ
を
合
図
に
裏

門
の
木
筒
も
轟
音
を
発
し
た
。 

こ
の
音
に
驚
い
て
門
番
が
小
屋
か
ら
飛
び
出
し
て
き
た
。
抜

刀
組
の
伊
東
元
良
が
小
刀
で
こ
の
男
の
胸
を
刺
す
と
、 

「
ギ
ャ
ー
」 

と
猫
が
踏
み
潰
さ
れ
た
よ
う
な
声
を
あ
げ
て
倒
れ
た
。
も
が

き
な
が
ら
も
さ
ら
に
大
声
を
出
そ
う
と
す
る
の
で
、
元
良
は
門

番
の
口
を
押
さ
え
て
小
刀
を
も
う
一
度
胸
に
刺
し
た
。 

 

見
張
り
組
を
表
に
残
し
て
、
屋
敷
の
間
取
り
に
詳
し
い
大
工

の
伊
藤
音
五
郎
を
先
頭
に
、
全
員
が
屋
敷
内
に
侵
入
し
た
。
男

た
ち
は
母
屋
を
目
指
し
て
走
っ
た
。
雨
戸
を
槌
で
打
ち
壊
し
真

っ
暗
な
室
内
に
侵
入
し
た
。
抜
刀
組
の
先
陣
が
松
明
を
持
っ
て
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名
主
の
寝
室
と
お
ぼ
し
き
方
向
を
目
指
し
て
走
っ
た
。 

放
火
組
は
土
間
の
藁
束
に
油
を
ま
い
て
火
を
付
け
た
。
破
戒

組
は
藁
束
か
ら
松
明
に
火
を
移
し
、
屋
敷
内
の
建
物
に
そ
れ
ぞ

れ
別
れ
て
走
っ
た
。
槌
で
建
物
の
出
入
口
を
破
戒
し
て
、
障
子

や
襖
に
火
を
つ
け
た
。
馬
小
屋
で
は
馬
を
放
っ
て
飼
葉
に
火
を

つ
け
た
。
馬
は
燃
え
盛
る
建
物
に
驚
い
て
、
め
く
ら
め
っ
ぽ
う

に
走
り
出
し
た
。 

 

目
指
す
は
長
右
衛
門
一
人
で
あ
っ
た
。
だ
が
暗
闇
で
誰
が
長

右
衛
門
か
わ
か
ら
な
い
。
先
頭
を
走
っ
た
伊
藤
佐
次
兵
衛
は
人

と
見
れ
ば
切
り
捨
て
て
進
ん
だ
。
そ
の
時
、
一
人
の
男
が
寝
室

ら
し
き
座
敷
か
ら
雨
戸
を
蹴
破
っ
て
外
に
逃
げ
出
し
た
。
伊
藤

音
五
郎
が
気
付
い
て
追
っ
た
。
男
に
追
い
付
き
背
中
に
切
り
付

け
た
。
し
か
し
傷
は
浅
か
っ
た
と
見
え
、
男
は
裸
足
で
堀
に
向

か
っ
て
走
り
続
け
た
。
土
塀
か
ら
掘
割
を
飛
び
越
え
よ
う
と
し

た
時
で
あ
る
。
男
は
瓦
か
ら
滑
っ
て
堀
割
の
中
に
も
ん
ど
り
う

っ
て
落
ち
た
。
音
五
郎
も
掘
割
に
飛
び
込
ん
だ
。
そ
し
て
暴
れ

る
男
の
喉
元
を
目
掛
け
て
と
ど
め
を
刺
し
た
。 

 

屋
敷
内
で
は
も
う
手
向
か
う
者
は
な
か
っ
た
。
全
員
が
い
っ

た
ん
母
屋
に
集
ま
り
、
ど
れ
が
長
右
衛
門
か
首
実
験
を
し
た
。

松
明
で
一
人
一
人
を
調
べ
た
が
、
ど
れ
も
長
右
衛
門
で
は
な
か

っ
た
。 

「
他
に
切
っ
た
者
は
ね
え
か
」 

と
弥
右
衛
門
が
尋
ね
る
と
、 

「
掘
割
で
一
人
切
っ
た
」 

と
音
五
郎
が
答
え
た
。 

全
員
で
掘
割
に
向
か
っ
た
。
堀
に
う
つ
ぶ
せ
に
な
っ
て
倒
れ

て
い
る
男
の
顔
の
泥
を
拭
っ
た
。
松
明
で
照
ら
す
と
、
長
右
衛

門
で
あ
っ
た
。 

 

朝
方
に
な
る
と
、
応
援
の
村
人
が
鎌
や
ス
キ
を
持
っ
て
屋
敷

に
集
ま
っ
て
来
た
。 

長
右
衛
門
の
他
に
殺
さ
れ
た
者
は
、
倅
の
松
木
良
輔
と
同
人

妻
ち
せ
、
松
木
素
三
郎
、
宇
野
や
満
、
僕
政
吉
、
番
人
権
六
で

あ
っ
た
こ
と
が
後
日
判
明
し
た
。
そ
の
他
傷
を
負
っ
た
者
四
名

で
あ
っ
た
。 

二
十
六
名
の
討
入
勢
と
駆
け
付
け
た
村
人
は
、
そ
ぼ
降
る
雨

の
中
を
粛
々
と
帰
宅
し
た
。 

そ
の
日
の
う
ち
に
警
官
・
手
下
三
〇
〇
人
が
動
員
さ
れ
て
、

全
村
の
捜
査
が
行
わ
れ
た
。
逃
亡
す
る
者
は
一
人
も
い
な
か
っ

た
。 

 
翌
二
十
七
日
、
小
田
原
・
藤
沢
両
警
察
署
に
よ
る
取
り
調
べ

が
開
始
さ
れ
、
冠
ら
三
十
一
名
が
横
浜
に
送
ら
れ
た
。
村
人
は

土
下
座
を
し
て
彼
ら
を
送
っ
た
。
護
送
の
途
中
の
村
々
で
も
噂
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を
聞
い
た
多
く
の
人
が
、
沿
道
に
見
送
り
に
出
た
。 

 

明
治
十
三
年
五
月
二
十
日
、
下
手
人
の
冠
弥
右
衛
門
、
伊
藤

佐
次
兵
衛
、
伊
東
元
良
、
伊
藤
音
五
郎
の
四
人
に
死
罪
、
福
田

小
左
衛
門
、
石
川
儀
左
衛
門
、
伊
藤
兵
左
衛
門
、
冠
伝
次
郎
、

新
倉
嘉
兵
衛
、
佐
藤
安
五
郎
、
冠
峯
松
の
七
人
に
懲
役
八
年
三

一
七
日
、
伊
東
杢
左
衛
門
、
伊
藤
佐
五
左
衛
門
、
伊
東
平
兵
衛
、

伊
藤
藤
吉
、
伊
藤
岩
次
郎
、
伊
藤
権
兵
衛
、
伊
藤
治
良
左
衛
門
、

伊
藤
富
五
郎
、
伊
藤
兼
吉
、
小
野
田
勘
右
衛
門
、
山
本
乙
右
衛

門
、
吉
野
弁
蔵
、
三
上
長
次
郎
、
井
上
所
左
衛
門
の
十
四
人
に

懲
役
三
年
の
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
た
。 

こ
れ
が
神
奈
川
県
大
住
郡
真
土
村
、
現
平
塚
市
真
土
で
起
こ

っ
た
、
真
土
事
件
ま
た
は
松
木
騒
動
と
い
わ
れ
る
事
件
で
あ
る
。

殺
さ
れ
た
松
木
長
右
衛
門
は
数
え
年
三
十
三
で
あ
っ
た
。 

 

事
件
の
顛
末 

 

真
土
村
の
百
姓
た
ち
が
松
木
長
右
衛
門
を
殺
害
す
る
に
至

っ
た
顛
末
は
こ
う
で
あ
る
。 

真
土
村
の
百
姓
六
十
四
名
は
、
貧
窮
の
た
め
に
名
主
松
木
長

右
衛
門
に
田
畑
を
質
入
れ
し
て
い
た
。
明
治
に
な
っ
て
名
主
は

戸
長
と
改
名
さ
れ
た
。
松
木
は
真
土
村
の
戸
長
で
あ
っ
た
が
、

皆
は
松
木
を
名
主
と
呼
ん
で
い
た
。 

真
土
村
は
、
か
つ
て
は
鮎
川
と
呼
ば
れ
た
相
模
川
と
、
金
目

川
の
支
流
の
渋
田
川
の
間
に
位
置
し
た
。
金
目
川
は
た
び
た
び

氾
濫
し
、
稲
の
実
ら
ぬ
年
が
あ
っ
た
。
小
規
模
な
飢
饉
も
た
び

た
び
起
こ
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
た
め
に
百
姓
た
ち
は
、
田
畑
を

名
主
の
松
木
に
質
入
し
て
金
を
借
り
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。 

質
入
は
江
戸
の
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
、
各
地
で
頻
繁
に

行
わ
れ
て
い
た
。
質
入
の
期
間
は
十
年
ま
た
は
二
十
年
で
あ
っ

た
。
質
入
期
間
内
に
金
を
返
さ
な
け
れ
ば
、
土
地
は
貸
主
の
も

の
と
な
る
が
、
江
戸
時
代
の
慣
行
で
質
地
は
質
入
人
の
同
意
が

な
け
れ
ば
所
有
権
は
移
転
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か

も
真
土
村
で
は
、
質
地
は
い
つ
で
も
買
い
戻
す
こ
と
が
で
き
る

「
地
所
無
期
限
質
入
」
と
い
う
慣
習
が
あ
っ
た
。 

  

新
政
府
は
、
高
額
地
租
の
確
保
と
旧
貢
租
水
準
の
維
持
を
目

的
に
地
租
改
正
を
進
め
た
。
明
治
六
年
か
ら
地
租
改
正
が
着
手

さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
明
治
五
年
に
「
壬
申

じ
ん
し
ん

地

券
」
が
発
行
さ
れ
た
。
こ
の
年
が
干
支
の

壬
申

み
ず
の
え
さ
る

に
あ
た
る

こ
と
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
た
。 

 

明
治
に
な
る
と
土
地
売
買
が
解
禁
さ
れ
た
。
「
壬
申
地
券
」

の
発
行
は
「
地
券
渡
方
規
則
」
に
基
づ
き
、
「
地
券
ハ
地
主
タ

ル
ノ
確
証
」
と
し
、
土
地
の
売
買
、
譲
渡
の
た
び
に
地
券
を
発
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行
す
る
旨
を
定
め
た
。
こ
の
地
券
は
所
有
者
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
た
め
、
券
面
に
は
面
積
、
私
有

者
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
地
租
額
の
表
示
は
な
か
っ
た
。

新
政
府
の
土
地
制
度
の
本
来
の
目
的
は
、
地
価
賦
税
、
つ
ま
り

土
地
に
課
税
を
し
て
税
収
を
増
や
す
こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
が
、

「
壬
申
地
券
」
で
は
こ
の
点
が
反
映
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま

た
、
地
価
を
決
め
る
基
準
も
曖
昧
で
あ
っ
た
た
め
、
翌
六
年
の

七
月
に
は
、
同
年
に
成
立
し
た
地
租
改
正
条
例
に
基
づ
き
「
改

正
地
券
」
が
発
行
さ
れ
た
。 

  

事
件
は
「
壬
申
地
券
」
の
発
行
に
た
ん
を
発
し
た
。
先
に
述

べ
た
よ
う
に
「
壬
申
地
券
」
の
目
的
は
土
地
所
有
者
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
地
券
の
発
行
に
あ
た
っ
て
、
質
入
人

の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
、
質
取
主
の
松
木
は
質
地
を
自
分
の

土
地
と
し
て
届
け
出
た
。
新
政
府
は
旧
来
の
慣
行
を
無
視
し
て
、

質
地
所
有
者
を
質
取
主
と
決
定
し
て
い
た
。
明
治
政
府
の
規
定

を
後
ろ
盾
に
、
松
木
は
質
地
を
自
ら
の
土
地
と
し
た
の
で
あ
っ

た
。 こ

れ
を
知
っ
た
冠
ら
百
姓
は
、
松
木
に
何
度
も
談
判
を
し
た
。

そ
の
結
果
、
村
役
人
立
ち
合
い
の
も
と
、
借
金
を
返
済
す
れ
ば

い
つ
で
も
質
地
を
買
い
戻
せ
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
に
至
っ

た
。 

と
こ
ろ
が
そ
の
後
の
「
改
正
地
券
」
の
発
行
に
あ
た
っ
て
も
、

松
木
は
戸
長
の
役
職
を
利
用
し
て
言
葉
巧
み
に
百
姓
ら
か
ら

印
鑑
を
預
か
り
、
質
地
を
全
て
自
己
の
名
義
に
し
た
の
で
あ
っ

た
。
松
木
の
土
地
は
十
町
歩
（
三
千
坪
強
）
程
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
地
券
発
行
で
三
十
町
歩
（
九
千
坪
）
が
松
木
の
土
地
と
な

っ
た
。 

 

こ
れ
を
知
っ
た
百
姓
た
ち
は
、
何
度
も
松
木
に
談
判
し
た
が

松
木
は
応
ず
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。 

明
治
九
年
七
月
、
土
地
測
量
に
来
た
地
租
改
正
掛
に
百
姓
た

ち
は
実
情
を
訴
え
、
助
言
を
得
て
八
月
、
代
言
人
に
塩
谷
俊
雄

を
た
て
て
小
田
原
警
察
署
に
訴
え
た
。
十
月
に
は
県
警
保
課
で

取
り
調
べ
が
行
わ
れ
、 

四
隣
村
吏
ヘ
実
際
ノ
事
由
ヲ
推
問
ス
ル
ニ
、
村
民
ノ
申 

条
方
正
ニ
シ
テ
、
全
ク
長
右
衛
門
奸
謀
ナ
ル
ヲ
保
証
ス 

と
判
断
さ
れ
、
松
木
は
戸
長
・
村
用
掛
を
免
職
さ
れ
た
。 

十
一
月
十
五
日
、
冠
ら
百
姓
は
横
浜
裁
判
所
に
正
式
に
訴
え

た
。
翌
十
年
四
月
十
六
日
、
取
り
調
べ
の
結
果
、
百
姓
側
が
勝

訴
し
た
。 

し
か
し
、
こ
れ
を
不
服
と
す
る
松
木
は
明
治
十
一
年
六
月
、

東
京
上
等
裁
判
所
に
控
訴
し
た
。
こ
の
裁
判
で
は
流
質
売
買
書

な
ど
を
提
出
し
、
こ
れ
が
明
治
政
府
の
方
針
と
合
致
す
る
こ
と

か
ら
松
木
が
逆
転
勝
訴
し
た
の
で
あ
っ
た
。 
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百
姓
た
ち
に
は
上
告
す
る
た
め
の
金
は
ど
こ
に
も
な
か
っ

た
。
松
木
に
示
談
を
持
ち
か
け
た
が
応
じ
ら
れ
ず
、
逆
に
追
い

打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、
松
木
は
三
年
間
の
小
作
延
滞
と
訴
訟

入
費
の
訴
え
を
小
田
原
裁
判
所
に
起
こ
し
た
。
こ
れ
も
松
木
の

訴
え
が
支
持
さ
れ
、
二
千
四
百
円
余
を
百
姓
ら
が
即
座
に
支
払

う
べ
き
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。 

 

こ
れ
を
知
っ
た
近
隣
の
戸
長
た
ち
は
あ
ま
り
に
む
ご
い
こ

と
な
の
で
、
松
木
宅
に
推
参
し
て
累
々
説
諭
し
た
が
、
松
木
は
、 

「
訴
訟
の
費
用
は
多
少
負
け
て
も
よ
い
が
、
地
所
を
受
戻
す
こ

と
な
ど
と
ん
で
も
ね
え
」 

と
突
っ
ぱ
ね
た
。
百
姓
ら
も
再
度
示
談
を
求
め
た
が
相
手
に

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

窮
地
の
策
と
し
て
十
月
二
十
二
日
、
三
名
の
総
代
が
東
京
の

司
法
省
に
駆
け
込
み
訴
え
を
行
っ
た
。
し
か
し
筋
違
い
な
る
を

以
っ
て
門
前
払
い
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
万
策
尽
き
た
の

で
あ
っ
た
。 

  

同
月
二
十
四
日
、
総
代
が
帰
村
し
百
姓
た
ち
は
諏
訪
神
社
に

集
ま
り
方
策
を
練
っ
た
。
し
か
し
、
ど
う
話
し
合
っ
て
も
良
い

策
は
出
な
か
っ
た
。 

伊
藤
佐
次
兵
衛
が
、 

「
こ
の
ま
ま
土
地
を
と
ら
れ
た
ら
、
ご
先
祖
様
に
言
訳
が
た
た

ね
え
ぞ
」 

と
言
う
と
、
一
同
は
頷
い
た
。 

新
倉
嘉
兵
衛
は
、 

「
土
地
が
松
木
の
も
の
に
な
っ
た
ら
子
供
ら
に
残
す
も
の
は

何
も
ね
え
ぞ
、
そ
う
だ
べ
」 

と
言
っ
た
。
全
員
が
、 

「
そ
う
だ
」 

と
応
え
た
。 

「
松
木
は
も
と
も
と
他
所
も
ん
だ
。
口
達
者
で
金
の
た
め
な
ら

何
で
も
す
る
男
だ
。
こ
の
ま
ま
泣
き
寝
入
り
で
い
か
ん
べ
か
よ

う
」 と

佐
藤
安
五
郎
が
言
っ
た
。 

全
員
が
、 

「
黙
っ
て
ら
れ
ね
」 

と
応
え
た
。 

松
木
長
右
衛
門
の
祖
先
は
甲
州
武
田
に
仕
え
て
い
た
が
、
武

田
の
滅
亡
で
真
土
村
に
流
れ
て
き
た
。
長
右
衛
門
は
百
姓
た
ち

と
比
べ
て
学
問
が
あ
り
利
に
長
け
て
い
た
の
で
、
こ
こ
で
名
主

と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。 

皆
は
冠
を
見
つ
め
た
。
冠
は
こ
の
時
三
十
四
歳
で
あ
っ
た
。

明
治
に
な
っ
て
五
人
組
は
廃
さ
れ
た
が
、
自
然
発
生
的
に
互
助

組
織
が
で
き
て
い
た
。
冠
の
実
直
で
粘
り
強
い
性
格
か
ら
こ
の
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訴
訟
の
代
表
に
押
さ
れ
て
い
た
。 

し
ば
ら
く
し
て
冠
は
、 

「
や
む
を
え
ね
」 

と
つ
ぶ
や
い
た
。
後
日
の
裁
判
所
の
取
り
調
べ
に
冠
の
言
質

が
次
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。 

同
志
六
十
四
名
死
ヲ
決
シ
、
法
犯
ナ
レ
ド
モ
松
木
一
家 

ヲ
滅
亡
ノ
外
ナ
シ
ト
協
議
一
致
シ
テ
徒
党
ヲ
ナ
シ
タ 

 
 

の
で
あ
っ
た
。 

  

六
十
四
名
全
員
が
討
入
に
志
願
し
た
が
、
老
人
や
事
の
後
に

家
を
継
ぐ
者
が
い
な
い
百
姓
家
を
除
外
し
、
二
十
六
名
に
絞
っ

た
。
伊
藤
音
五
郎
の
よ
う
に
百
姓
で
は
な
い
が
、
義
侠
心
か
ら

こ
の
焼
き
討
ち
に
加
わ
っ
た
者
も
い
た
。 

討
入
組
に
漏
れ
た
百
姓
た
ち
は
、
手
分
け
し
て
気
付
か
れ
ぬ

よ
う
に
松
木
邸
の
偵
察
を
し
た
。 

十
月
二
十
五
日
、
松
木
は
昼
は
ど
こ
か
に
出
か
け
て
い
た
が
、

夕
方
に
な
る
と
戻
っ
て
来
た
。
そ
の
後
出
か
け
る
様
子
は
な
か

っ
た
。 

十
月
二
十
六
日
、
朝
か
ら
雨
だ
っ
た
。
昼
か
ら
雨
が
ひ
ど
く

な
っ
た
。
松
木
家
で
は
誰
も
出
か
け
る
気
配
は
な
さ
そ
う
だ
っ

た
。
偵
察
組
は
冠
に
そ
の
こ
と
を
伝
え
た
。
取
り
決
め
通
り
伝

令
組
に
よ
り
、 

今
夜
亥
ノ
刻
四
ツ
半
ニ
諏
訪
神
社
ニ
終
結
ス
ヘ
キ 

こ
と
が
討
入
組
に
伝
達
さ
れ
た
。
討
入
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ

た
。
判
決
を
受
け
た
者
た
ち
は
、 

 
 
 

素
ヨ
リ
死
ヲ
決
シ
タ
ル
身
ナ
レ
バ
一
人
モ
不
服
ナ
ク
服 

 
 

役
ニ
就
キ
居
タ
リ 

と
全
員
が
服
役
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

助
命 

 

「
惰
農
を
懲
し
良
農
を
奨
ま
し
め
る
」
の
が
明
治
政
府
の
方

針
で
あ
っ
た
。
新
政
府
の
厳
し
い
農
民
政
策
に
対
し
て
、
真
土

事
件
が
起
き
た
頃
、
一
揆
が
相
次
い
で
起
こ
っ
て
い
た
。
明
治

八
年
に
地
租
改
正
に
反
対
す
る
打
ち
壊
し
が
伊
勢
や
茨
城
県

真
壁
で
起
こ
っ
た
の
を
皮
切
り
に
、
明
治
九
年
に
は
愛
知
県
春

日
井
郡
・
長
野
県
伊
那
郡
・
福
井
県
越
前
七
郡
・
新
潟
県
蒲
原

郡
な
ど
で
地
租
改
正
反
対
一
揆
が
起
こ
っ
て
い
た
。 

地
租
改
正
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
明
治
六
年
一
月
に
制
定

さ
れ
た
徴
兵
制
度
に
対
し
、
各
地
で
徴
兵
令
反
対
の
竹
槍
・

筵

旗

む
し
ろ
ば
た

の
暴
動
が
起
こ
っ
て
い
た
。 

 
ま
た
薩
摩
で
は
西
郷
を
中
心
に
不
平
武
士
が
不
穏
な
動
き

を
し
て
い
た
。
政
府
は
こ
れ
ら
不
平
武
士
と
百
姓
一
揆
が
結
合

す
る
の
を
恐
れ
て
、
明
治
十
年
一
月
、
地
租
率
を
三
％
か
ら
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二
・
五
％
に
引
き
下
げ
た
。
し
か
し
、
各
地
の
一
揆
は
鎮
ま
る

様
相
は
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
時
期
に
真
土
事
件
が
起
き
た
の
で

あ
っ
た
。 

 

事
件
後
一
カ
月
も
経
な
い
十
一
月
二
十
一
日
、
大
住
郡
・
淘

綾
郡
・
愛
甲
郡
一
六
八
ヶ
村
の
戸
長
・
村
惣
代
な
ど
、
千
八
百

人
の
助
命
嘆
願
書
が
神
奈
川
県
令
に
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
内
容

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。 

一
人
ノ
私
怨
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
一
村
一
郷
ノ
公
怨
ナ
リ
。 

一
人
ノ
利
害
ニ
関
係
ス
ル
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
一
村
一
郷
ノ 

利
害
ニ
関
係
ス
ル
者
ナ
リ
。
今
真
土
村
民
ノ
松
木
長
右 

衛
門
ニ
於
ケ
ル
モ
実
ニ
之
レ
ニ
類
ス
ル
者
ノ
如
シ
。 

そ
れ
ゆ
え
に
「
御
憫
愍
ノ
御
沙
汰
」
を
嘆
願
し
た
の
で
あ
っ

た
。 事

件
当
時
の
神
奈
川
県
令
は
野
村
靖
で
あ
る
。
県
令
と
は
現

在
の
知
事
に
あ
た
る
。
知
事
の
名
称
は
何
度
か
変
更
が
あ
っ
た

が
、
県
令
の
名
称
に
な
っ
て
の
初
代
神
奈
川
県
令
は
陸
奥
宗
光

で
あ
る
。
県
令
三
代
目
の
中
島
信
行
か
ら
野
村
が
県
令
を
引
き

継
い
だ
の
は
明
治
九
年
三
月
で
あ
っ
た
。 

野
村
は
長
州
の
下
級
武
士
の
次
男
と
し
て
生
れ
た
。
妹
す
み

子
は
伊
藤
博
文
の
最
初
の
妻
で
あ
る
。
伊
藤
と
の
縁
で
、
岩
倉

使
節
団
の
一
員
と
し
て
渡
欧
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
帰
国
後
も

伊
藤
の
引
き
立
て
で
要
職
に
就
く
こ
と
が
で
き
た
。 

真
土
事
件
は
県
内
の
村
民
の
嘆
願
だ
け
で
な
く
、
新
聞
も
大

き
く
伝
え
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
事
件
は
次
の
よ
う
な
流
行
り

唄
ま
で
生
ん
だ
。 

こ
ん
ど
サ
ー
エ
ー
、
所
は
相
模
の
真
土
村
で
、
音
に
聞 

こ
え
し
松
木
と
い
う
は
、
人
の
田
畑
に
わ
が
名
を
つ
け 

て
、
こ
れ
も
私
の
と
御
上
へ
知
ら
せ
、
情
け
心
は
す
こ 

し
も
な
く
て
、
や
る
が
嫌
い
で
と
る
が
好
き
よ
、
そ
れ 

に
つ
け
て
も
今
度
の
出
入
り
、
人
の
怨
み
に
そ
の
身
の 

末
を
、
す
こ
し
や
思
え
よ
ね
じ
く
れ
松
よ
、
ヤ
ン
レ
ー 

世
論
は
真
土
村
の
百
姓
に
同
情
的
で
あ
っ
た
。
野
村
は
こ
の

件
を
放
置
し
て
置
く
と
、
後
々
自
分
の
責
に
帰
す
る
か
も
知
れ

な
い
と
思
っ
た
。
世
論
に
押
さ
れ
る
か
た
ち
で
、
十
二
月
九
日

に
は
右
大
臣
岩
倉
具
視
に
、
同
月
二
十
六
日
に
は
内
務
卿
伊
藤

博
文
と
太
政
大
臣
三
条
実
美
に
宛
て
、
事
件
の
経
緯
と
多
く
の

嘆
願
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
た
。 

  
明
治
十
三
年
五
月
二
十
日
に
判
決
が
下
さ
れ
た
。
先
に
触
れ

た
よ
う
に
、
冠
弥
右
衛
門
、
伊
藤
佐
次
兵
衛
、
伊
東
元
良
、
伊

藤
音
五
郎
の
四
人
に
死
罪
が
言
い
渡
さ
れ
た
。 

判
決
以
後
、
嘆
願
の
動
き
は
衰
え
る
ど
こ
ろ
か
そ
の
勢
い
は

増
す
ば
か
り
で
あ
っ
た
。 

 



72  

同
月
、
藤
沢
常
光
寺
、
真
土
東
光
寺
が
中
心
と
な
っ
て
、
光

明
寺
、
建
長
寺
、
円
覚
寺
、
遊
行
寺
、
地
獄
寺
な
ど
の
住
職
の

歎
願
が
な
さ
れ
た
。
近
隣
で
は
一
万
五
千
人
の
減
刑
の
署
名
が

集
め
ら
れ
た
。 

県
令
野
村
は
こ
う
し
た
助
命
嘆
願
が
不
穏
な
動
に
な
る
こ

と
を
恐
れ
た
。
同
月
二
十
五
日
、
野
村
は
岩
倉
に
減
刑
の
嘆
願

書
を
提
出
し
た
。 

こ
う
し
た
世
論
の
動
き
を
受
け
、
翌
月
六
月
一
日
、
横
浜
裁

判
所
は
、 

ヒ
ト
エ
ニ
長
右
衛
門
ノ
好
計
ニ
陥
シ
入
レ
ラ
レ
タ
ル
者 

ト
認
メ
、
一
意
此
苦
患
ヲ
救
ワ
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
出
テ
、 

全
ク
一
己
ノ
私
怨
ヲ
逞
フ
シ
又
ハ
賊
心
等
ヨ
リ
生
シ
タ 

ル
者
ト
其
旨
趣
ヲ
異
ニ
シ
、
事
情
憫

諒

び
ん
り
ょ
う

ス
ヘ
キ
モ
ノ 

ア
ル
ニ
付
、
特
典
ヲ
以
テ
本
罪
ヨ
リ
一
等
ヲ
減
ス 

と
、
冠
ら
の
死
罪
を
無
期
に
減
刑
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

明
治
十
四
年
二
月
八
日
、
冠
弥
右
衛
門
は
養
親
を
理
由
に
放

免
さ
れ
た
。
新
倉
嘉
兵
衛
は
家
族
困
窮
の
た
め
仮
出
獄
が
許
さ

れ
た
。
石
川
儀
左
衛
門
・
佐
藤
安
五
郎
は
病
身
の
た
め
放
免
さ

れ
た
。 

明
治
二
十
年
二
月
、
無
期
懲
役
の
伊
藤
音
五
郎
・
伊
藤
佐
次

兵
衛
が
仮
出
獄
し
た
。 

明
治
二
十
二
年
、
憲
法
発
布
に
伴
う
恩
赦
で
残
る
全
員
が
放

免
さ
れ
帰
村
し
た
。 

 

贖
罪 

 

冠
弥
右
衛
門
は
釈
放
後
、
村
に
帰
り
こ
れ
ま
で
通
り
百
姓
仕

事
を
続
け
た
。
し
か
し
、
罪
の
呵
責
と
浮
か
ば
れ
ぬ
松
木
長
右

衛
門
と
そ
の
家
族
の
霊
に
悩
ん
で
い
た
。 

二
年
が
経
過
し
た
。
妻
に
こ
れ
ま
で
の
苦
悩
を
話
し
た
。
そ

し
て
松
木
の
鎮
魂
と
己
の
贖
罪
の
た
め
に
出
家
し
た
い
と
話

し
た
。 

 

「
よ
か
ん
べ
。
そ
う
し
な
さ
れ
。
長
男
も
十
六
に
な
り
ま
し

た
。
家
の
こ
と
は
私
と
二
人
で
何
と
か
な
り
ま
す
わ
」 

と
言
っ
て
く
れ
た
。 

明
治
十
六
年
三
月
、
弥
右
衛
門
は
浄
土
宗
大
本
山
鎌
倉
光
明

寺
で
出
家
し
た
。
光
明
寺
は
真
土
村
の
百
姓
の
助
命
に
嘆
願
を

し
た
寺
の
一
つ
で
あ
る
。
弥
右
衛
門
は
千
手
院
の
預
か
り
と
な

り
、
こ
こ
で
修
行
を
始
め
た
。
千
住
院
の
住
職
は
定
賢
和
尚
で

あ
っ
た
。
寺
小
屋
を
開
き
近
隣
の
子
供
た
ち
に
読
み
書
き
も
教

え
て
い
た
。
弥
右
衛
門
は
こ
こ
で
浄
土
教
の
教
え
を
学
ん
だ
。

『
無
量
寿
経
』
『
観
無
量
寿
経
』
を
書
写
し
、
毎
朝
『
阿
弥
陀

経
』
を
誦
す
こ
と
を
日
課
と
し
た
。 
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こ
う
し
た
日
々
を
過
ご
す
う
ち
に
、
己
の
心
は
和
ら
ぐ
も
の

の
、
手
を
下
し
た
松
木
ら
の
霊
に
対
し
て
は
何
も
な
し
て
い
な

い
こ
と
で
煩
悶
し
て
い
た
。
あ
る
時
、
定
賢
和
尚
と
こ
ん
な
や

り
取
り
を
し
た
。 

「
松
木
は
確
か
に
欲
深
い
男
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ

の
男
を
手
に
掛
け
た
私
は
大
悪
人
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
の
よ
う

に
し
た
ら
、
手
に
か
け
た
松
木
と
わ
し
ら
百
姓
が
救
わ
れ
る
の

か
皆
目
わ
か
ら
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」 

「
阿
弥
陀
様
に
帰
依
す
る
こ
と
じ
ゃ
。
阿
弥
陀
様
は
ど
ん
な
者

を
も
救
っ
て
く
だ
さ
り
、
極
楽
往
生
を
叶
え
て
下
さ
る
」 

「
私
の
よ
う
な
大
悪
人
で
も
往
生
で
き
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し

ょ
う
か
。
犯
し
た
罪
は
ど
う
な
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
」 

「『
無
量
寿
経
』
で
は
三
輩
往
生
と
い
い
、『
観
無
量
寿
経
』
で

は
九
品
の
行
と
い
い
、
上
下
貴
賤
、
高
才
愚
鈍
、
持
戒
破
戒
、

男
女
、
老
少
、
在
家
出
家
に
関
わ
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
者
で
も

極
楽
往
生
は
叶
う
と
説
か
れ
て
お
る
。 

 
 

迷
わ
ず
深
く
信
じ
な
さ
い
。『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
と
は
、『
阿

弥
陀
仏
、
我
ら
を
助
け
給
え
』
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
。
弥
陀
の
誓

い
を
少
し
も
疑
う
心
な
く
、
念
仏
を
称
え
な
さ
い
。
自
他
と
も

に
必
ず
往
生
を
得
ら
れ
る
こ
と
を
、
一
念
も
疑
っ
て
は
な
り
ま

せ
ん
ぞ
。
そ
し
て
、
浄
土
に
生
れ
終
わ
っ
て
、
再
び
生
死
界
に

戻
っ
て
全
て
の
衆
生
を
教
化
し
、
共
に
浄
土
に
向
か
わ
し
め
ん

と
す
る
の
が
わ
し
ら
僧
侶
の
勤
め
じ
ゃ
」 

こ
う
説
か
れ
て
、
冠
は
贖
罪
の
諸
国
行
脚
を
決
心
し
た
。 

 

始
め
に
、
死
者
の
霊
が
宿
る
と
さ
れ
る
相
模
大
山
に
詣
で
た
。

廃
仏
毀
釈
で
大
山
寺
は
破
戒
さ
れ
ま
だ
再
建
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
が
、
山
頂
を
目
指
し
て
死
者
の
霊
を
慰
撫
し
た
。 

そ
の
後
は
、
浄
土
宗
の
寺
々
を
巡
り
京
の
知
恩
院
を
最
後
に

し
て
四
年
後
に
帰
村
し
た
。
そ
し
て
明
治
二
十
一
年
十
二
月
五

日
往
生
し
た
。
享
年
四
十
四
で
あ
っ
た
。 

 

終
章 

 

真
土
村
の
百
姓
た
ち
が
釈
放
さ
れ
た
後
、
海
老
塚
四
郎
兵
衛

と
い
う
豪
農
が
松
木
家
と
百
姓
ら
の
中
に
入
り
和
解
を
進
め

た
。 そ

の
結
果
、
長
右
衛
門
が
請
求
し
た
三
年
間
の
小
作
延
滞
と

訴
訟
入
費
二
千
四
百
円
余
は
免
除
と
な
っ
た
。
そ
し
て
松
木
が

登
記
し
た
土
地
は
い
っ
た
ん
海
老
塚
が
買
取
り
、
こ
れ
を
百
姓

ら
に
売
り
渡
し
た
。
百
姓
達
は
小
田
原
駅
四
十
四
国
立
銀
行
か

ら
借
金
を
し
て
土
地
を
取
り
戻
し
た
。 

 

そ
の
後
何
度
か
の
戦
争
が
起
こ
り
、
子
孫
の
代
に
な
っ
た
。 
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昭
和
二
十
年
の
敗
戦
後
に
は
、
こ
の
事
件
の
こ
と
は
ほ
ぼ
忘

れ
去
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
松
木
家
に
対
す
る
侮
蔑
は
、
理

由
は
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
村
に
存
続
し
続
け
て
い
た
。 

松
木
家
以
外
に
も
、
後
ろ
め
た
い
思
い
を
す
る
住
人
が
い
た
。

冠
の
子
孫
や
伊
藤
の
子
孫
で
あ
る
。
自
分
達
の
先
祖
は
釈
放
さ

れ
た
と
は
い
え
、
何
人
も
の
人
を
殺
め
た
の
は
ま
ぎ
れ
も
な
い

事
実
で
あ
る
。
戦
後
、
真
土
事
件
の
処
置
は
間
違
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
心
情
と
し
て
は
理
解
で
き
る
も

の
の
、
犯
罪
者
は
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
明
治
政
府
の

世
論
に
迎
合
し
た
、
場
当
た
り
的
な
対
応
を
批
判
す
る
論
調
が

大
勢
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
加
害
者
の
子
孫
も
、
人

殺
し
を
祖
先
に
持
つ
後
ろ
め
た
さ
は
拭
う
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
こ
の
罪
に
何
と
か
区
切
り
を
つ
け
た
い
、
そ
う
思
っ
て

い
た
。 

 

昭
和
四
十
一
年
、
松
木
長
右
衛
門
の
子
孫
と
冠
ら
百
姓
の
子

孫
数
十
名
と
が
協
議
し
て
、
合
同
で
「
怨
親
を
超
え
た
人
々
の

碑
」
を
真
土
町
に
建
立
し
た
。
碑
文
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ

る
。 

 

明
治
十
一
年
十
月
二
十
六
日 

大
住
郡
新
土
村
（
原
文
の
マ

マ
）
に
起
き
た
事
件
は 

新
生
日
本
の 

伸
び
ゆ
く
過
程
に

生
じ
た
大
き
な
悲
劇
で
あ
っ
た 

こ
の
事
件
以
来 

す
で

に
九
十
年
に
ち
か
い
歳
月
が
流
れ
去
っ
た 

茲
に
有
志

相
は
か
り 

事
件
に
関
連
を
も
つ
諸
霊
の
た
め
供
養
を

行
い 

思
怨
双
忘
の
碑
を
建
て 

久
遠
の
平
和
を
祈
っ
た

の
で
あ
る 

昭
和
四
十
一
年
十
月
二
十
六
日 

 

事
件
後
八
十
九
年
の
歳
月
を
経
た
同
月
同
日
、
こ
の
騒
動
は

終
焉
を
迎
え
た
の
で
あ
っ
た
。 
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