
Title 續・若き日の天囚

Author(s) 後醍院, 良正

Citation 懐徳. 1966, 37, p. 59-72

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/90422

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



治
四
十

西
村
天
囚
博
士
の
主
唱
に
よ
り
、
懐
徳
堂
が
重
建
さ
れ
た
の
が

ら
翌
年
に
か
け
て
、
大
阪
朝
日
紙
上
で
、

と
め
、

四
十
四
年
十
月
五
日
に
は
中
之
島
公
會
堂
で
懐
徳
堂
の
祭
典
を
催
し
、
先
賢
を
祀
っ
た
。
そ
の
時
集
ま
っ
た
寄
付
金
の
残
額
七
千

闘
を
基
礎
に
重
建
を
は
か
り
、
五
年
後
に
願
望
を
逹
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

重
建
営
日
の
記
念
式
で
は
、
博
士
は
「
懐
徳
堂
の
由
来
と
賂
束
」
と
題
し
て
講
演
を
試
み
、

た
。
筆
者
は
こ
の
記
念
す
べ
き
年
を
迎
え
、

老
荘
思
想
に
託
し
て

明
治
二
十
年
、
天
囚
は
二
十
二
歳
を
迎
え
た
が
、
彼
は
そ
の
こ
ろ
老
子
、
旺
子
を
愛
諮
し
、
こ
の
思
想
に
も
と
づ
い
て
嘗
時
の
祉
會
を

批
判
し
、
こ
れ
を
「
活
欄
膜
」
な
る
小
著
に
ま
め
た
。
本
書
は
翌
二
十
一
年
一
月
、
お
な
じ
み
の
博
文
堂
か
ら
出
版
（
五
六
ペ
ー
ジ
、
定

債
二
十
錢
）
さ
れ
た
が
、
こ
の
本
に
よ
り
、
天
囚
若
き
日
の
思
想
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。
天
囚
は
老
旺
思
想
に
心
酔
し
た

と
は
思
え
ぬ
が
、
彼
も
ま
た
一
胄
年
と
し
て
懐
疑
的
な
思
想
に
か
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
慎
理
を
求
め
な
が
ら
も
、
容
易
に
そ
れ
を
捕
捉

績
・
若
き
日
の
天
囚

ま

え

が

き

五
九

日
、
今
年
で
五
十
周
年
を
迎
え
る
。
天
囚
師
は
明

「
懐
徳
堂
考
」
上
下
を
八
十
敷
回
に
わ
た
っ
て
連
載
し
、
ま
ず
廣
報
活
動
に
つ

績

・

若

恙

日

の

天

囚

大
阪
市
民
に
學
徳
の
必
要
性
を
力
説
し

「
績
・
若
き
日
の
天
囚
」
の
筆
を
執
る
こ
と
に
し
た
。

後

醍

院

良

正



る
の

績
・
若
き
日
の
天
囚

し
得
な
か
っ
た
。
懐
疑
の
ま
ま
に
、
自
ら
の
祉
會
批
判
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
そ
の

「
彼
れ
我

の
一
節
を
引
用
し
よ
う
。

余
は
日
比
好
ん
で
老
子
と
旺
子
を
語
み
し
が
、
此
書
を
草
す
る
時
、
二
部
の
書
が
々
の
間
に
手
個
ひ
し
か
と
考
へ
ら
る
4
な
り
。

否
余
の
脳
裏
に
椴
住
居
し
け
る
老
旺
二
氏
の
不
平
話
が
、
余
の
筆
先
の
旅
輿
に
乗
り
て
、
白
紙
の
上
に
骰
足
し
け
る
に
や
と
怪
ま
る
A

な
り
。
（
中
略
）
老
旺
二
氏
の
魂
呪
が
余
に
麻
屁
（
も
う
。
く
ら
む
）
剤
を
輿
へ
て
、
其
間
に
筆
先
の
戯
を
為
し
け
る
よ
と
も
思
ひ
し

が
、
又
能
々
考
へ
見
れ
ば
、
文
章
の
拙
さ
、
思
想
の
幼
さ
、
矢
張
天
囚
居
士
の
筆
と
外
に
は
見
へ
ず
。
（
後
略
）

例
言
の
つ
ぎ
に
七
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
緒
論
を
つ
け
て
い
る
が
、
ま
ず
「
祉
會
の
腐
胤
甚
し
」
の
項
で
は
|
|

外
徳
義
を
唱
へ
、
陽
忠
信
を
説
て
而
て
其
内
を
察
す
れ
ば
勢
を
慕
ふ
て
其
親
を
忘
れ
、
利
を
求
め
て
其
友
を
棄
て
、
口
自
由
を
稲

し
、
舌
民
櫂
を
論
じ
、
而
し
て
其
行
を
観
れ
ば
櫂
門
是
れ
趨
り
、
黄
白
是
れ
拝
す
。
大
官
の
人
夜
宴
に
踏
舞
に
、
日
夕
榮
華
を
事
と
し

て
人
民
の
凍
飢
に
泣
く
を
知
ら
ず
。

と
、
祉
會
の
矛
盾
を
衝
い
て
い
る
。
つ
い
で
治
外
法
櫂
、
不
平
等
條
約
等
に
よ
る
日
本
の
獨
立
国
と
し
て
の
虚
名
に
封
し
、

を
視
る
こ
と
兒
核
の
如
く
、
土
芥
の
如
く
、
動
す
れ
ば
輛
ち
耽
々
（
た
ん
た
ん
）
と
し
て
涎
を
蜻
艇
（
せ
い
て
い
。
と
ん
ぼ
）
の
首
尾
に

垂
れ
、
我
を
奴
隷
の
域
に
摘
（
お
と
）
さ
ん
と
欲
す
。
」
と
懐
慨
の
氣
に
燃
え
て
い
る
。
凶
作
つ
づ
き
、
減
租
の
聾
な
ど
国
内
の
疲
弊
を

訴
え
る
筆
は
鋭
く
、
自
由
民
櫂
を
叫
ぶ
牡
士
も
、
貧
民
を
救
う
に
足
ら
ず
と
断
じ
て
い
る
。

結
局
あ
れ
も
駄
目
、
こ
れ
も
駄
目
、
遂
に
は
生
に
安
ん
ず
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
、

「
死
な
ん
哉
、
死
な
ん
哉
、
死
は
吾
希
ふ
所
な
り
。

死
は
吾
楽
し
む
所
な
り
。
死
を
希
ひ
、
死
を
柴
む
に
至
て
は
、
彼
の
世
上
の
利
名
富
貴
賭
何
の
用
ゆ
る
所
之
有
ら
ん
」
と
、
死
を
賛
美
す

で
吐
か
せ
て
い
る
。

本
文
は
秋
草
の
上
に
坐
す
る
憫
髄
が
、
宙
に
迷
う
魂
塊
に
過
去
の
架
し
み
を
語
り
出
す
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
が
、
天
囚
の
意
圏
は
、

こ
の
現
質
か
ら
離
れ
た
、
魂
塊
を
借
り
て
、
心
の
わ
だ
か
ま
り
を
吐
き
出
し
、
人
間
世
界
の
不
可
解
を
え
ぐ
り
出
す
に
あ
っ
た
。
そ
こ
に

は
信
ず
べ
き
も
の
何
ひ
と
つ
無
く
、
虚
無
観
に
終
始
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
孔
子
に
到
し
て
も
つ
ぎ
の
よ
う
に
叙
し
て
い
る
。

六
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天
囚
の
結
論
と
し
て
は
、

彼
の
姦
夫
の
子
厚
顔
の
低
君
子
な
る
孔
丘
は
道
徳
の
偽
物
を
以
て
世
人
を
不
忠
不
孝
の
間
に
助
け
ん
と
欲
す
る
者
な
り
…
・
：
世
人
以

て
賢
人
と
為
し
聖
人
と
為
し
、
識
者
學
者
と
為
し
、
功
業
非
常
の
士
と
為
す
を
以
て
、
今
仮
に
之
に
従
ひ
、
天
帝
を
以
て
大
慈
大
悲
を

（
マ
マ
）

喜
ひ
、
至
仁
至
愛
を
好
む
と
為
さ
ば
則
必
す
や
此
敷
子
者
の
生
命
を
延
ひ
て
今
日
に

を
興
す
や
必
せ
り
。
然
れ
と
も
今
や
則
屠
毀
残
殺
一
の
除
す
虞
な
く
、
而
し
て
敷
子
者
の
骨
腐
朽
敗
爛
、
化
し
て

み。
低
聖
偽
智
の
人
一
た
び
世
に
出
て
よ
り
道
雑
っ
て
而
し
て
事
多
く
、
事
多
く
し
て
而
し
て
世
擾
る
。
世
擾
れ
て
而
し
て
民
憂
ふ
。
民

憂
へ
て
天
下
の
胤
救
ふ
可
ら
ず
。
（
後
略
）

一
切
の
「
文
飾
」
す
な
わ
ち
、

國
民
の
奴
隷
根
性
を
衝
＜

一
十
七
年
出
版
の
「
日
本
風
景
論
」
の
名
著
が
あ
る
。
）

君
山
に
も
酒
間
に
原
稿
を
見
せ
て
忌
憚
な
き
評
を
求
め
出
版
す
る
こ
と
に
決
め
た
。

「
奴
隷
世
界
」
の
目
次
は
総
論
「
奴
隷
根
性
」
第
一
回

績
・
若
き
日
の
天
囚

六

の
奴
隷
」
に
は
じ
ま
り
、
黄
金
の
奴
隷
、
峨
眉
の
奴
隷
、
文
字
の
奴
隷

「
園
子
は
則
人
生
存

位
官
爵
緑
、

文
學
技
巧
、

以
て
世
人
の
苦
患
を
救
ひ
、
社
會
の
功
業

音
楽
舞
踏
、

道
徳
法
律
、
金
銀
珠
玉
、
郵
便
電

信
、
鐵
路
汽
船
に
至
る
ま
で
の
文
明
よ
り
も
、
食
に
飢
え
る
貧
困
を
根
紹
す
る
の
が
先
決
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

々
の
重
賓
に
非
ざ
る
か
。
」
と
説
い
た
。
換
言
す
れ
ば
「
原
始
に
還
れ
」
の
考
え
方
に
通
ず
る
も
の
が
あ
っ
た
。

片
の
土
と
為
る
の

天
囚
は
、
翌
二
十
一
年
四
月
に
は
、
「
奴
隷
世
界
」
と
い
う
一
書
を
著
わ
し
た
。
本
書
は
、
本
文
一
五
七
ペ
ー
ジ
、
定
債
四
十
錢
で
稜

行
人
は
松
下
軍
治
で
あ
る
。
松
下
は
、
早
く
か
ら
新
聞
披
行
に
志
し
、
三
十
二
年
ご
ろ
に
は
「
や
ま
と
新
聞
」
の
社
長
な
ど
を
し
た
人
物

だ
が
、
「
屑
屋
の
籠
」
で
名
盤
を
博
し
た
天
囚
に
眼
を
つ
け
、
こ
の
出
版
に
乗
り
氣
に
な
っ
た
。

天
囚
は
、
既
に
前
年
の
暮
に
脱
稿
し
て
い
た
が
、
日
ご
ろ
兄
事
す
る
志
賀
矧
川
（
し
ん
せ
ん
、
本
名
重
昂
。
地
理
學
者
と
し
て
著
名
、

を
訪
ね
、
作
中
に
批
評
文
を
添
え
て
も
ら
う
よ
う
に
頼
み
、
ま
た
學
友
の
瀧
川



紹
・
若
忌
日
の
天
囚

天
囚
は
、
常
時
の
文
明
開
化
が
全
図
に
風
靡
し
、

た
。
従
っ
て
の
結
論
と
し
て
、

挑
腱
（
ち
ょ
う
た
つ
。
軽
く
は
ね
お
ど
る
）
以
て
目
前
の
急
を
忘
る
者
は
何
ぞ
や
」
と
歎
じ
、
人
情
風
俗
の
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

他
國
の
模
形
に
終
り
、
園
民
の
面
訛
を
闘
る
こ
と
な
く
、
他
属
の
歓
心
を
買
う
こ
と
に
汲
々
た
る
國
政
を
慎
っ
向
か
ら
非
難
攻
撃
し
て
い

「
交
際
の
道
に
は
別
に

威
櫂
の
奴
隷
、
風
潮
の
奴
隷
、
結
論
と
し
て
「
国
を
學
げ
て
他
邦
の
奴
隷
た
る
勿
れ
」
を
論
じ
て
い
る
。

「
矧
川
曰
、
菟
是
一
篇
之
本
領
」
と
評
さ
れ
た
純
論
の
一
節
を
つ
ぎ
に
引
用
し
て
お
く
。

其
身
自
身
が
自
身
の
為
に
奴
隷
使
せ
ら
れ
る
に
至
っ
て
は
、
人
も
亦
随
て
之
を
奴
隷
使
せ
ん
と
す
る
は
敷
の
菟
れ
ざ
る
所
に
し
て
、

所
謂
先
づ
腐
れ
て
虫
之
に
生
ず
る
者
な
り
。
国
と
て
ら
其
国
自
身
が
奴
隷
の
地
に
立
た
ず
ば
、
な
ど
て
外
国
の
為
に
奴
隷
に
せ
ら
れ
ん

や
。
故
に
国
外
邦
の
奴
と
為
る
は
、
其
国
自
ら
之
を
招
く
な
り
。
人
他
人
の
奴
と
為
る
は
、
其
人
自
ら
之
を
取
る
な
り
。
然
れ
ど
も
国

に
し
ろ
、
人
に
し
ろ
、
其
奴
隷
根
性
を
養
ひ
束
る
所
以
の
原
因
は
必
ず
同
一
の

は
人
の
集
合
臆
な
れ
ば
な
り
。
去
ら
ば
、
其
の
国
の
奴
隷
心
を
除
か
ん
と

如
何
ん
と
な
れ
ば
、
人
も
て
集
り
作
れ
る
國
に
し
て
は
、

欲
せ
ば
、
其
國
民
の
奴
隷
心
を
刈
ら
ざ
る
可
ら
ず
。
…
…
ま
づ
其
園
民
自
身
が
、
自
身
の
為
に
自
身
を
奴
隷
使
す
る
の
病
よ
り
洗
滴
刈

除
せ
ざ
る
可
ら
ざ
る
な
り
。

「
黄
金
の
奴
隷
」
で
は
「
利
は
天
下
の
賓
な
り
」
と
前
提
し
な
が
ら
、
む
や
み
や
た
ら
に
貪
る
の
み
を
知
る
も
の
を
い
ま
し
め
な
が
ら

も
、
「
彼
の
顔
回
を
氣
取
り
、
伯
夷
叔
齋
を
氣
取
り
て
防
巷
に
貧
乏
暮
し
な
が
ら
解
を
古
道
に
托
す
る
者
は
余
の
取
ざ
る
所
な
り
」
と
し

て
い
る
。
矧
川
は
こ
の
章
に
封
し
、
黄
金
の
力
が
政
治
祉
會
に
及
び
惰
落
を
＇
も
た
ら
す
貼
に
鱗
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
逍
憾
と
す
る
と
の
漢

文
の
評
を
つ
け
て
い
る
。

「
餓
眉
之
奴
隷
」
は
嘗
時
の
男
性
か
い
た
ず
ら
に
遊
里
に
遊
び
、

い
た
ず
ら
に
空
理
空
論
を
＇
も
て
あ
そ
ぶ
の
を
非
難
し
て
い
る
。

ぬ
世
相
を
慨
嘆
し
、

國
を
學
げ
て
外
國
の
奴
隷
化
と
な
る
日
本
の
姿
を
目
前
に
見
る
に
し
の
び
な
か
っ

の
道
あ
る
に
1
も
拘
ら
ず
、
徒
ら
に
夜
宴
を
張
り
、
舞
踏
を
習
ひ
、

「
文
字
の
奴
隷
」
で
は
、
學
者
か

（
き
ち
ょ
う
）
に
因
て
進
み
た
る
に
疑
ひ
な
し
。

六



績
・
若
き
日
の
天
囚

し
て
東
京
に
蹄
っ
て
き
た
の
ぱ
、

七
月
十
五
日
で
あ
っ
た
。

る
の
で
あ
る
。

奥
笏
へ
ひ
と
り
た
び

六

月
。
最
後
に
浮
島
の
奇
勝
を
見
物

こ
の
年
六
月
、
天
囚
ぱ
俗
塵
か
ら
逃
れ
て
、
瓢
然
と
し
て
奥
羽
地
方
に
一
人
旅
に
出
か
げ
た
。
そ
の
紀
行
文
は
「
奥
山
羽
水
」
と
題
さ

（
明
治
三
十
二
年
刊
）
の
巻
首
を
飾
っ
て
い
る
が
、
そ
の
書
き
出
し
こ
「
都
の
月
ぱ
何
と
な
く
巷
の
塵
に
掩
は
れ
が

ち
な
り
、
…
…
い
で
や
抽
（
そ
ま
）
の
通
路
（
か
よ
い
じ
）
を
語
み
、
賤
が
伏
篭
（
ふ
せ
い
お
）
の
開
を
も
詠
め
て
、

ん
と
て
…
…
」
と
あ
る
が
、
身
軽
な
い
で
た
ち
で
、
九
日
に
上
野
騨
か
ら
出
披
し
た
。

日
束
の
鬱
を
慰
め

翌
日
は
仙
豪
で
下
車
、
大
學
時
代
の
友
人
宮
川
子
厳
の
家
に
一
―
一
日
滞
在
。
友
人
を
集
め
て
は
、
酒
を
酌
み
、
詩
文
を
作
っ
た
。

（
て
い
。
ふ
つ
か
よ
い
）
猶
眉
睫
の
間
に
留
り
て
、
頭
重
き
こ
と
山
の
如
く
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
天
囚
は
酒
豪
ぶ
り
を
装
揮
し
、

大
い
に
豪
放
に
振
ま
っ
た
。

十
三
日
は
雨
の
そ
ぼ
ふ
る
中
を
子
厳
の
宅
を
陪
去
し
、
約
三
里
の
道
を
歩
き
、
愛
子
（
あ
や
せ
）
村
に
束
た
。
ほ
と
と
ぎ
す
の
聾
を
き

き
、
ふ
と
天
囚
は
故
郷
の
母
に
思
い
を
馳
せ
、
感
傷
的
に
な
っ
た
。

滸
子
駐
笥
（
き
よ
う
。
竹
杖
）
愛
子
村
、
杜
鵡
暗
血
幾
消
魂
、
豊
唯
風
雨
征
診
（
し
ん
。
ひ
と
え
）
濫
、
雙
袖
不
堪
多
涙
痕
゜

天
囚
は
、
こ
の
あ
と
、
作
並
温
泉
、
闊
山
の
洞
門
、
谷
地
を
訪
れ
、
成
齋
、
璽
村
門
の
學
友
槙
羽
南
の
許
へ
身
を
寄
せ
た
。

或
時
は
山
に
登
り
水
に
臨
み
、
或
時
は
竃
を
抑
ひ
て
詩
を
窓
し
、
又
は
新
知
の
人
々
の
徴
逐
（
詩
文
を
作
り
酒
を
飲
み
、
招
い
た

り
、
招
か
れ
た
り
。
）
に
應
じ
て
、
文
酒
の
會
に
暇
な
し

と
、
あ
る
よ
う
に
、
半
月
ぱ
ま
た
た
く
間
に
過
ぎ
、
こ
の
邊
で
東
京
に
蹄
ろ
う
と
し
た
が
、
羽
南
の
紹
介
で
新
し
く
森
谷
釣
旺
（
ち
ょ

う
こ
う
）
に
引
き
と
め
ら
れ
鯉
や
鮎
の
珍
味
に
天
囚
の
酒
は
、
は
ず
む
ば
か
り
。
東
京
を
出
て
は
や

れ
て
「
紀
行
八
種
」

「
宿
醒



そ
の
時
窮
餘
の
一
策
を
案
じ
だ
し
た
天
囚
は
、

「
お
い
愚
仙
、
君
は
尺
八
を
吹
く
じ
ゃ
な
い
か
。

今
日
、

一
人
は
な
る
べ
く
人
目
に
つ

夕
方
か
ら
ひ
と
つ
戸
外
に
出

す
ば
か
り
、

く
の
如
し
。
而
し
て
其
文
字
洒
洒
落
落
、
妙
不
可
言
。

の
胸
中
自
ら
間
日
月
あ
り
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

書
中
に

2
丈
と
あ
る
の
は
、
二
闘
だ
け
の
意
味
で
あ
る
。

尺
八
の
門
つ
け
に
失
敗

綬
・
若
き
日
の
天
囚

奥
羽
の
旅
か
ら
東
京
へ
蹄
っ
て
き
た
も
の
の
、
金
は
無
し
、
天
囚
の
貧
困
生
活
は
つ
づ
く
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
年
の
八
月
、
遂
に

親
友
瀧
川
君
山
あ
て
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
金
の
無
心
の
手
紙
を
送
っ
た
。

近
束
梨
の
礫
鐵
砲
玉
ト
ソ
ト
返
事
も
聞
カ
ス

挺
廿
日
迄
ハ
大
戦
争
苦
シ
イ
苦
シ
イ
十
九
日
頃
迄
2
丈
平
二
頼
ム
返
サ
レ
ヌ

多
シ
借
金
ハ
束
ル
慈
悲
じ
や
情
じ
ゃ

お
ど
け
と
思
ひ
玉
ふ
ナ
返
事
ヲ
待
あ
な
か
し
こ

そ
れ
か
ら
一
月
ば
か
り
経
っ
た
こ
ろ
で
あ
る
。
壷
家
の
山
内
愚
仙
と
と
も
に
、
紳
田
駿
河
豪
の
方
に
下
宿
を
移
し
た
が
困
窮
の
度
は
増

ふ
ろ
錢
に
も
事
鋏
く
と
い
う
ど
た
ん
ば
ま
で
追
い
つ
め
ら
れ
た
。
二
人
は
思
案
投
げ
首
で
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

て
、
吹
い
て
ま
わ
っ
た
ら
、

ふ
ろ
錢
ぐ
ら
い
か
せ
げ
よ
う
」
と
い
っ
た
。

そ
の
夕
方
、
二
人
は
下
宿
を
出
た
。
愚
仙
が
尺
八
を
吹
き
、
天
囚
が
錢
を
ら
ら
う
と
い
ふ
役
割
で
あ
る
。

か
ぬ
淋
し
い
道
を
選
ん
で
、
軒
下
に
立
っ
た
。
と
、
あ
る
黒
門
構
え
の
優
雅
な
邸
宅
の
前
に
束
た
。
そ
の
時
、
そ
の
邸
宅
の
窓
か
ら
思
い

が
け
な
く
も
、
女
の
や
さ
し
い
磐
が
聞
え
た
。
「
尺
八
屋
さ
ん
」
。

天
囚
は
そ
れ
来
た
と
ば
か
り
、
愚
仙
を
手
招
い
た
。
夜
目
に
も
う
つ
く
し
い
、

た
お
や
か
な
手
が
、
天
囚
の
手
に
二
十
錢
銀
貨
を
渡
し

「
碩
園
先
生
追
悼
録
」
の
中
で
、
君
山
は
こ
の
手
紙
を
紹
介
し
、

ハ
ア
ル
マ
イ
是
非
頼
ム
南
無
頼
ム
重
野
ハ
蹄
ル
仕
事
ハ

ハ
四

「
窮
迫
此



て
い
る
。
注
文
は
「
越
子
獅
子
」
の
曲
だ
っ
た
の
で
、
愚
仙
は
、
わ
け
な
く
吹
け
る
と
思
っ
て
唄
口
に
唇
を
あ
て
て
み
た
が
、
唇
が
ふ
る

え
て
音
が
出
な
か
っ
た
。
．
愚
仙
の
頭
に
は
、
乞
食
ま
で
し
て
尺
八
を
吹
く
情
け
な
さ
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
天
囚
に
「
お
れ
は
こ
ん
な
こ
と

は
出
来
な
い
。
や
め
る
。
」
と
い
っ
た
の
で
、
天
囚
も
「
そ
う
か
」
と
あ
き
ら
め
て
、

の
銀
貨
を
投
げ
返
し
、
さ
っ
さ
と
二
人
は
逃
げ
る
よ
う
に
立
ち
去
っ
た
。
ホ
ッ
と
一
息
つ
く
と
、
天
囚
は
「
お
い
愚
仙
、

だ
乞
食
は
出
来
な
い
な
あ
」
と
、
笑
い
合
っ
た
。

中

仙

道

の

珍

道

中

君
山
が
自
分
の
原
稿
料
を
受
け
と
る
た
め
、
本
郷
森
川
町
に
、

る
。
輩
衣
に
菅
笠
、
手
に
ゴ
ザ
を
持
つ
、
天
囚
の
旅
出
ち
姿
で
あ
っ
た
。
君
山
の
顔
を
み
る
と
、

か
ら
中
仙
道
を
経
て
京
都
に
行
く
、
貴
様
の
原
稿
料
は
お
れ
が
代
り
に
受
け
取
っ
た
。
餞
別
と
し
て
く
れ
」
と
、
や
ぶ
か
ら
棒
の
あ
い
さ

つ
で
あ
る
。

君
山
は
し
ば
ら
く
待
っ
ょ
う
に
、
引
き
と
め
た
が
、

ぶ
よ
う
に
し
て
別
れ
て
行
っ
た
。

「
愚
仙
が
坂
の
下
に
待
っ
て
お
る
。
あ
と
ぱ
手
紙
だ
」
と
ば
か
り
言
い
棄
て
て
飛

九
月
六
日
の
夕
方
、
天
囚
と
愚
仙
は
、
弟
の
時
輔
に
見
送
ら
れ
て
上
野
か
ら
汽
車
に
乗
っ
た
。
こ
の
旅
行
記
は

て
、
前
記
の
「
紀
行
八
種
」
の
中
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
き
起
し
て
い
る
。

世
の
憂
事
（
う
き
こ
と
）
を
し
の
ぶ
摺
、
陸
奥
の
旅
よ
り
蹄
り
て
こ
の
か
た
、
都
の
た
だ
ず
ま
ゐ
い
と
わ
び
し
く
、
夜
も
夢
だ
に
結
び

あ
へ
ず
、
七
夕
祭
（
た
な
ば
た
ま
つ
り
）
も
す
み
て
や
う
や
う
夜
寒
に
な
る
ほ
ど
よ
り
、
四
面
楚
歌
の
磐
は
一
身
に
集
り
ぬ
、
天
道
は

績
・
若
き
日
の
天
囚

あ
る
雑
誌
祉
を
訪
ね
る
と
、

六
五

の
行
方
」
と
題
し

「
お
れ
は
江
戸
を
食
い
つ
め
た
。
こ
れ

入
口
か
ら
走
っ
て
出
て
末
た
大
男
が
い

お
れ
た
ち
は
ま

天
囚
、
愚
仙
の
二
人
は
、
も
早
や
東
京
で
暮
す
道
が
な
く
な
っ
た
。
尺
八
事
件
が
あ
っ
て
三
日
後
、
雨
人
は
東
京
を
立
っ
て
中
仙
道
の

旅
に
上
る
こ
と
に
決
め
た
が
、
勿
論
旅
費
な
ど
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
。
ま
た
瀧
川
君
山
を
煩
わ
す
結
果
と
な
っ
た
。

窓
口
に
引
き
か
え
し
て
、

今
受
け
と
っ
た
ば
か
り



の
天
囚
と
愚
仙
の
臆
と
が
均
衡
を
失
い
、
鞍
が
す
る
す
る
と
馬
の
横
腹
に
垂
れ
、
雨
人
は
賃
っ
さ
か
さ
ま
に
落
ち
た
。
天
囚
は
、
「
よ
き
大

賂
と
引
組
み
て
の
此
欣
（
こ
の
さ
ま
）
な
ら
ば
兎
も
角
、
愚
仙
が
上
に
落
重
（
を
り
か
さ
な
）
り
て
の
見
苦
し
さ
、
怪
我
な
き
こ
そ
せ
め

翌
々
日
、

紹
・
若
忌
日
の
天
囚

（
漠
代
の
制
、
公
侯
の
印
綬
は
紫
、
九
卿
は
青
。

い
ざ
知
ら
ず
、
戦
の
罪
に
因
り
て
該
下
（
が
い
か
。
漠
の
高
祖
、
楚
の
項
羽
を
園
み
し
虞
）
に
陥
り
し
我
身
、
今
は
是
迄
な
り
、

あ
す
よ
り
は
都
の
塵
を
よ
そ
に
し
て
雲
の
ゆ
く
ゑ
に
身
を
や
ま
か
せ
ん
と
て
旅
の
用
意
す
る
折
、
兼
ね
て
深
く
交
れ
る
山
内
愚
仙
も
、

諸
共
に
ゆ
か
ば
や
と
云
ふ
、
愚
仙
は
洋
鸞
に
巧
に
し
て
、
余
が
著
作
の
挿
霊
も
其
手
に
成
れ
り
、
尤
寓
景
に
妙
を
得
た
れ
ば
、
此
は
好

き
同
伴
な
り
、
文
書
＿
の
道
は
髪
れ
ど
も
、
何
れ
も
同
じ
筆
の
命
毛
、

（
い
の
ち
げ
）
行
方
定
め
ぬ
同
行
二
人
、
今
日
は
必
ず
打
立
ん
と

二
人
三
人
の
朋
友
に
別
を
告
ぐ
る
に
、
例
の
氣
ま
ぐ
れ
も
の
珍
ら
し
か
ら
ず
と
て
、
袖
引
止
む
る
も
の
も
な
け
れ
ば
中
々
に
心
安
し
、

中
に
旅
の
用
意
は
如
何
に
と
て
風
呂
敷
包
引
ほ
ど
き
し
も
の
あ
り
、
韓
蘇
詩
抄
二
冊
と
筆
硯
の
外
に
一
物
な
か
り
け
れ
ば
、
ひ
た
と
呆

れ
て
物
も
言
は
ず
、
兵
法
に
言
は
ず
や
糧
に
敵
に
因
る
と
、
山
総
水
伯
の
待
ち
給
は
ん
に
、
い
ざ
と
て
明
治
二
十
一
年
九
月
六
日
の
タ

間
暮
、
上
野
よ
り
汽
車
に
乗
る
。
（
後
略
）

そ
の
夜
は
、
宇
都
宮
の
旅
宿
に
泊
り
、
翌
朝
、
同
縣
人
の
小
野
昌
速
を
訪
ね
、
非
常
な
も
て
な
し
を
う
け
、
雨
降
る
ま
ま
に
滞
留
し
、

l

四
日
の
朝
、
目
嘗
て
に
し
て
い
た
餞
別
も
も
ら
い
、
旅
費
も
調
っ
た
の
で
出
立
す
る
こ
と
に
し
た
。
天
囚
車
中
の
放
吟
に
つ
ぎ
の
一

が
あ
る
。

廟
々
（
へ
ん
ぺ
ん
。
軽
く
學
る
貌
）
突
彼
都
人
士
、
役
々

唯
知
人
間
有
膏
梁
（
こ
う
り
ょ
う
。
う
ま
き
食
物
）
不
知
天
山
有
山
水
、
置
胴
断
吾
輿
之
居
、
短
玲
野
服
彿
袂
起
、
山
自
高
分
水
自
流
、

間
雲
野
鶴
去
悠
々
。

横
川
で
汽
車
を
捨
て
、
鐵
道
馬
車
に
乗
り
か
え
、
信
濃
路
に
は
い
っ
た
。
愚
仙
は
浅
間
の
夕
景
に
見
と
れ
て
、
寓
生
に
と
り
か
か
っ
た

の
で
、
そ
の
夜
は
や
む
な
く
軽
井
澤
の
怪
し
げ
な
宿
に
泊
っ
た
。

か
ら
和
田
峠
の
山
路
に
か
か
っ
た
こ
ろ
、
二
人
は
足
が
痛
み
出
し
、
馬
を
雇
っ
て
こ
れ
に
乗
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

六
六

の
義
）



―
ッ
ト
ヤ

の
種
に
、

十
七
日
に
は
上
諏
訪
を
紐
て
藍
尻
に
宿
を
と
る
。

て
も
の
幸
な
れ
、

と
て
苦
笑
し
4
又
も
乗
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
十
六
日
早
朝
、
和
田
峠
の
頂
き
に
あ
る
旅
宿
を
出
疲
し
、
諏
訪
湖
を
眺

め
る
と
こ
ろ
に
出
た
。
天
囚
の
文
に
従
う
と

l

の
粧
を
照
ず
。
左
手
な
る
連
山
の
一
角
よ
り
遥
に
芙
蓉
の
八
面
玲
龍
た
る
を
見
る
、

（
い
い
。
な
な
め
に
行
く
貌
）
た
る
は
な
ま
よ
み
の
甲
斐
の
八
ケ
嶽
な
り
。

と
描
嵩
し
て
い
る
。

州
鈴
慕
」
の
一
曲
を
吹
く
。
天
囚
の
心
に
も
し
み
る
も
の
が
あ
っ
た
。
強
氣
の
天
囚
も
「
常
に
は
山
河
を
跛
渉
し
て
英
華
の
氣
を
吸
ひ
、

昂
然
と
し
て
野
鶴
を
學
べ
る
身
も
、
月
見
て
は
心
弱
り
ぬ
」
と
記
し
て
い
る
。

い
よ
い
よ
木
曾
路
で
あ
る
。
越
後
屋
と
い
う
旅
宿
の
主
人
藤
兵
術
は
好
事
家
で
、
愚
仙
に
肖
像
壷
と
、
天
囚
に
は
紙
筆
を
出
し
て
揮
奄

を
求
め
た
。
こ
の
主
人
は
そ
の
後
も
、
年
に
一
度
く
ら
い
は
大
阪
に
出
か
け
、
雨
人
を
訪
ね
て
い
た
と
い
う
。
雨
に
た
た
ら
れ
、
こ
の
宿

を
後
に
し
た
の
は
二
十
二
日
で
あ
っ
た
。
木
曾
川
に
臨
む
枕
水
楼
に
泊
っ
た
。
「
今
は
九
月
の
末
に
し
て
他
慮
は
残
暑
な
る
に
、
此
慮
は
早

や
霜
見
え
て
、
朝
夕
肌
寒
し
、
予
等
は
一
重
に
シ
ャ
ッ
一
枚
に
て
身
振
し
つ
4

酒
を
借
り
て
何
と
も
な
き
装
を
為
す
こ
そ
ゑ
ら
れ
け
れ
」

と
あ
る
よ
う
に
、
夏
姿
の
天
囚
等
は
見
る
目
に
あ
わ
れ
で
あ
っ
た
。

こ
の
姿
を
見
か
ね
て
、
あ
る
女
が
親
切
に
丹
前
を
一
枚
わ
ざ
わ
ざ
縫
っ
て
餞
別
に
贈
っ
た
。
た
と
え
二
人
に
一
枚
の
丹
前
で
も
雨
人
に

と
っ
て
は
惑
極
ま
る
も
の
が
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
天
囚
等
は
揺
島
に
あ
る
、
郷
學
の
跡
「
背
蓑
館
址
」
や
狐
法
師
の
偲
説
の
あ
る
興
輻
寺
を
訪
ね
た
り
し
た
が
、
木
曾
の
景
勝

こ
ま
、

V
"

i`
 
さ
す
が
の
天
囚
も
「
予
の
浅
オ
、
登
拙
作
を
以
て
此
の
霰
境
を
汚
す
可
け
ん
や
」
と
筆
執
る
こ
と
を
は
ば
か
り
、
後
日
の
思
い
出

つ
ぎ
の
よ
う
な
「
ま
り
歌
」
を
作
っ
た
。

，
績
・
若
吾
日
の
天
囚

四
山
環
饒
の
中
に
油
を
渫
え
て

六
七

一
夜
の
月
が
さ
や
か
に
野
山
を
照
ら
し
て
い
た
。
愚
仙
は
尺
八
を
と
り
出
し
「
九

人
は
つ
は
も
の
木
は
檜
木
曾
の
名
物
見
せ
た
や
な
見
せ
た
や
な
（
以
下
畳
句
お
な
じ
）

に
透
逝



宮
の
腰
に
ひ
ゞ
く
な
り
徳
音
祠
寺
の
暮
の
鐘

輿
川
の
月
の
影
す
み
て
秋
の
景
色
の
お
も
し
ろ
や

何
虞
を
吹
く
や
風
越
（
か
ざ
ご
し
）
の
睛
れ
し
嵐
の
長
閑
（
の
ど
か
）
な
る

漢
詩
も
十
首
ば
か
り
作
っ
た
が
、

古
寺
楼
豪
半
夕
暉
、

浚
磐
盛
日
伴
凄
蓼
、
椅
檻
何
妨
酒
氣
消
、
紅
葉
轡
山
渾
（
ひ
と
し
く
）
似
書
一
、
逐
牛
人
渡
夕
陽
橋
。

木
曾
山
中
の
人
情
風
俗
は
太
古
さ
な
が
ら
の
お
ら
か
げ
が
あ
る
と
聞
い
て
い
た
の
で
、
二
人
は
そ
れ
を
探
索
に
出
か
け
た
。
路
傍
の
民

家
を
の
ぞ
く
と
、
一
人
の
老
女
が
赤
ん
坊
を
背
負
っ
て
櫨
べ
り
に
う
ず
く
ま
っ
て
い
る
。
二
人
は
つ
か
つ
か
と
は
い
り
、
櫨
に
か
け
た
鍋

た
の
で
、

の
中
身
を
た
ず
ね
る
と
、
南
瓜
と
馬
鈴
薯
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
山
に
出
か
け
た
主
人
の
書
一
食
だ
と
い
う
。
こ
の
家
を
出
て
、
空
腹
を
惑
じ

四
十
歳
ば
か
り
の
女
と
四
、
五
人
の
子
ど
も
が
櫨
を
園
ん
で
い
た
が
、
栃
の

（
そ
こ
う
。
猿
を
養
う
者
）
の
句
を
思
い

質
の
外
に
は
食
べ
物
は
な
い
と
の
答
え
だ
っ
た
。
天
囚
は
杜
甫
の
詩
の
「
日
拾
栃
栗
随
狙
公
」

起
し
て
い
た
。
そ
の
女
の
姿
も
お
ど
ろ
く
べ
き
も
の
で
天
囚
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

女
の
お
ど
ろ
な
る
髪
面
を
掩
ふ
て
、
根
は
布
の
片
も
て
結
び
、
頸
の
邊
は
員
黒
に
し
て
塵
垢
（
あ
か
）
は
小
刀
ら
て
削
る
べ
し
、
上
に

麻
の
廣
袖
な
る
を
着
て
、
下
に
艦
線
を
ま
と
ひ
、
麻
纏
を
も
て
帯
と
な
し
、
胚
よ
り
下
は
露
（
あ
ら
は
）
な
り
、
其
言
葉
は
箪
純
に
し

て
、
予
に
物
語
る
と
、
吾
子
に
物
言
ふ
と
異
る
な
く
、
茶
を
飲
め
と
て
進
む
る
湯
は
、
少
し
褐
色
を
帯
ぶ
る
に
似
た
れ
ど
も
、
風
味
白

湯

に

異

る

な

し

、

如

何

な

る

草

の

葉

を

や

煎

る

ら

ん

。

＾

や
が
て
二
人
は
、
幅
島
を
後
に
し
た
が
、
日
に
日
に
寒
さ
に
向
か
う
。
二
人
は
一
枚
の
丹
前
を
交
代
に
着
て
歩
く
珍
道
中
で
あ
っ
た
。

ど
う
や
ら
食
い
つ
な
い
で
き
た
旅
費
も
心
細
く
な
り
、
遂
に
中
木
曾
の
中
津
川
と
い
う
所
に
来
た
時
に
は
旅
金
は
霊
き
て
し
ま
っ
た
。
幸

五 四

ま
た

軒
た
ず
ね
、
食
物
は
な
い
か
と
聞
い
た
。

（
き
。
ひ
か
り
）
鐘
聾
隠
々
落
渓
扉
、
淡
姻
軽
鎖
秋
風
路
、
獨
木
橋
頭
拾
栗
蹄
゜

績
・
若
き
日
の
天
囚

つ
ぎ
に
そ
の
中
の
二
首
を
再
録
し
て
お
く
。

古
き
名
所
は
桟
橋
（
か
け
は
し
）
や
う
す
ぎ
ぬ
ひ
た
る
あ
さ
展

（
以
下
略
）

六
八



い
愚
仙
が
中
津
川
の
郡
役
所
で
地
園
に
使
う
鍮
を
頼
ま
れ
、
僅
か
な
が
ら
の
報
酬
を
得
た
の
で
、
こ
の
金
を
も
っ
て
天
囚
が
先
装
し
、
名

古
屋
で
金
策
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

残
さ
れ
た
愚
仙
は
天
囚
を
待
っ
こ
と
五
日
間
、
宿
屋
で
は
行
燈
部
屋
に
お
し
こ
ま
れ
る
と
い
う
始
末
に
な
っ
た
。
懐
中
わ
ず
か
に
二
十

二
錢
。
ま
ま
よ
と
許
り
、
愚
仙
は
宿
屋
を
飛
び
出
し
、
途
中
橋
錢
に
も
こ
ま
り
、
郵
便
切
手
で
堪
蹄
を
し
て
も
ら
う
と
い
う
よ
う
な
旅
を

し
て
名
古
屋
に
出
て
来
た
。

一
方
、
天
囚
は
、
東
雲
堂
を
訪
ね
、
端
唄
の
評
繹
を
漠
文
で
書
く
約
束
を
し
て
、

い
く
ら
か
の
金
子
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
が

「
閏
怨
」
と
題
し
て
出
版
さ
れ
た
小
型
の
本
で
あ
る
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
天
囚
が
京
都
に
着
い
て
か
ら
、
君
山
あ
て
に
つ
ぎ

の
よ
う
な
手
紙
を
出
し
て
い
る
。

名
古
屋
に
著
き
た
る
時
甑
中
一
物
な
し
山
内
愚
仙
を
し
て
一
に
至
ら
し
め
て
云
先
頃
束
某
旅
館
に
東
京
の
大
家
西
村
天
囚
先
生
滞

留
し
此
の
地
に
て
筆
硯
に
従
事
せ
ん
と
欲
す
貴
碑
に
て
出
板
を
引
受
呉
れ
ず
や
と
い
ふ
に
書
陣
も
『
屑
屋
の
籠
』
に
て
我
が
名
を
知
り

た
り
け
む
快
く
引
き
受
け
呉
れ
多
少
の
原
稿
料
を
得
て
漸
く
京
都
に
到
る
こ
と
を
得
た
り
云
々
。

天
囚
、
愚
仙
の
雨
人
は
、

っ
た
み
す
ぼ
ら
し
い
二
人
の
旅
姿
を
み
て
、

ん
に
あ
り
ま
す
え
」
と
、
親
切
や
ら
侮
べ
つ
や
ら
わ
か
ら
ぬ
女
中
の
あ
い
さ
つ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
心
無
理
の
な
い
こ
と
で
、
時
候
は
ず
れ

の
、
し
か
も
垢
じ
み
た
箪
衣
を
二
枚
重
ね
た
男
と
、
丹
前
を
着
た
異
様
な
風
采
の
男
が
に
ょ
っ
と
立
っ
た
の
だ
か
ら
、
さ
だ
め
し
驚
い
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
時
、
天
囚
少
し
も
騒
が
ず
、

績
・
芸
き
日
の
天
囚

京

て
い
よ
く
断
ら
れ
た
。

六
九

い
よ
い
よ
京
都
入
り
と
な
り
、
柊
屋
旅
館
で
わ
ら
じ
を
脱
ぐ
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
宿
の
玄
開
に
立

「
あ
な
た
方
の
お
泊
り
に
な
る
宿
屋
は
三
條
大
橋
を
東
へ
渡
っ
た
ヘ

ひ
る
む
こ
と
な
く
、
自
分
は
重
野
成
齋
先
生
身
内
の
者
。
ま
た
愚
仙
は
、
常
時
長
崎
縣
知
事
日
下
某

都

入

り



遣
錢
ま
で
七
百
園
ば
か
り
を
こ
の
ポ
ロ

績
・
若
き
日
の
天
囚

の
親
戚
で
あ
る
と
ふ
れ
こ
ん
だ
の
で
、
柊
屋
で
も
し
ぶ
し
ぶ
な
が
ら
座
敷
に
通
す
こ
と
に
し
た
。

柊
屋
に
泊
り
こ
ん
だ
天
囚
は
、
す
っ
か
り
腰
を
お
ち
つ
け
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
宿
賃
は
持
た
ぬ
ば
か
り
か
、
小
遣
錢
ま
で
宿
屋
に
借

り
て
遊
興
に
ふ
け
る
有
様
だ
っ
た
。
始
終
天
囚
の
面
倒
を
み
て
い
た
博
文
堂
主
人
の
原
田
が
語
る
嘗
時
の
天
囚
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
で
あ

そ
の
後
、
私
も
京
都
へ
行
っ
て
俵
屋
に
泊
り
ま
し
た
が
、
私
の
宿
の
者
が
「
も
う
四
十
日
程
前
か
ら
毎
日
の
様
に
柊
屋
か
ら
使
が
見
え

ま
す
」
と
申
し
ま
す
の
で
、
誰
か
と
思
っ
て
行
っ
て
見
る
と
、
二
人
が
汚
い
装
ひ
し
て
小
さ
な
部
屋
に
陣
取
り
「
君
を
待
っ
こ
と
四
十

日
」
と
ば
か
り
「
さ
あ
遊
ひ
に
連
れ
て
行
け
」
と
い
は
れ
る
の
で
す
。
私
も
こ
れ
に
は
少
か
ら
ず
面
食
ら
ひ
ま
し
た
が
、
聞
け
ば
柊
屋

主
人
の
弟
や
、
美
人
で
評
判
の
仲
居
お
鶴
さ
ん
な
ど
が
、
こ
の
二
人
に
ス
ッ
カ
リ
惚
れ
込
ん
で
い
ろ
い
ろ
と
面
倒
も
見
、
宿
賃
か
ら
小

に
立
替
へ
て
ゐ
ま
し
た
。

さ
4
浪
新
聞
に
迎
え
ら
る

る゚

（
大
正
一
―
―

っ
て
そ
れ
が
功
を
奏
し
て
新
聞
の
評
判
ら
よ
く
な
っ
た
。
（
「
上
野
理
一
他
」
に
披
る
）
。

•
八
•
一
、
大
阪
朝
日
所
載
）

そ
の
こ
ろ
、
滋
賀
縣
の
大
津
で
は
、
縣
知
事
の
中
井
櫻
洲
（
鹿
兒
島
縣
生
ま
れ
、
明
治
維
新
の
志
士
）
が
出
資
し
て
「
さ
4
浪
新
聞
」

を
稜
行
し
て
い
た
。
（
明
治
二
十
一
年
四
月
創
刊
）
櫻
洲
は
か
ね
て
か
ら
天
囚
の
文
章
に
あ
こ
が
れ
、
折
あ
ら
ば
ぜ
ひ
一
度
會
い
た
い
と

願
っ
て
い
た
。
そ
の
仲
介
に
立
っ
た
の
が
博
文
堂
の
原
田
で
、
彼
の
手
引
き
で
櫻
洲
と
天
囚
は
胸
襟
を
開
い
て
語
り
合
う
機
會
に
恵
ま
れ

た
。
こ
れ
が
緑
と
な
り
、
天
囚
は
「
さ
A

浪
新
聞
」
に
招
か
れ
、
新
聞
記
者
と
し
て
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。

櫻
洲
は
地
方
長
官
と
し
て
は
愛
り
種
で
い
新
聞
紐
督
に
乗
り
出
し
た
が
、
祉
論
も
続
蒼
方
針
も
一
切
、
新
人
の
天
囚
に
ま
か
せ
、

は
じ
め
て
職
を
得
た
天
囚
で
あ
っ
た
が
、
豪
放
の
氣
は
失
せ
る
べ
く
も
な
く
、
牧
入
よ
り
散
ず
る
方
が
い
よ
い
よ
多
く
な
っ
た
。
愚
仙

の
思
い
出
の
中
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

七
〇

か
え



こ。f
 

流
麗
な
和
文
に
も
長
じ
て
い
た
の
で
、

小
説
、

已
子
、

ャ爪
4
1

七

戯
曲
な
ど
を
巧
み
に
書
き
こ
な
し

「
大
阪
公
論
」
は
同
年
一
月
三
日
創
刊
で
、

襲
行
編
集
人
は
上
野
理
一
、

二
階
の
一
間
に
二
十
幾
人
の
妓
が
天
囚
を
園
燒
し
て
虞
狭
き
有
様
で
あ
る
。
私
は
度
謄
を
抜
か
れ
た
が
、
飲
む
こ
と
は

兄
に
ひ
け
を
と
ら
な
か
っ
た
。
と
や
か
く
す
る
中
に
「
オ
イ
こ
れ
か
ら
行
か
う
」
と
一
令
を
天
囚
兄
が
下
す
と
、
網
勢
の
車
が
用
意
さ

れ
た
。
そ
の
車
は
先
斗
町
の
入
口
；
，
1
|
四
條
大
橋
か
ら
三
條
大
橋
の
手
前
の

ゐ
た
。
こ
れ
が
繰
り
出
さ
れ
て
宿
屋
の
柊
屋
に
蹄
っ
て
行
っ
た
が
、
妓
逹
の
下
り
て
し
ま
っ
た
後
か
ら
、
我
々
二
人
が
悠
然
と
車
を
下

り
て
入
っ
て
来
た
の
で
、
柊
屋
の
主
人
は
何
人
の
入
束
か
と
迎
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
二
度
吃
驚
し
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

（
「
碩
園
先
生
追
悼
録
」
よ
り
）
。

の
生
涯
を
大
阪
朝
日
に

見
て
驚
い
た
。

國
會
開
設
を
翌
年
に
控

こ
れ
が
彼

「
何
で
も
愚
仙
を
驚
か
し
て
や
る
か
ら
、
俺
が
迎
え
に
や
っ
た
ら
、
直
ぐ
そ
の
車
で
来
い
よ
」
と
命
令
的
に

し
て
ゐ
る
と
、
果
し
て
迎
え
の
車
が
束
た
。
聞
く
と
先
斗
町
の
柊
屋
（
胄
楼
の
名
）
か
ら
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
誇
り
つ
つ
も
行
っ
て

大
阪
朝
日
新
聞
に
入
祉

翌
二
十
二
年
六
月
、
天
囚
は
大
阪
朝
日
に
迎
え
ら
れ
、
同
祉
で
疲
行
し
て
い
た
僚
紙
「
大
阪
公
論
」
の
記
者
と
な
っ
た
が
、

る
端
緒
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

え
、
市
民
の
政
治
意
識
を
高
め
る
た
め
の
、
い
わ
ば
政
論
新
聞
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
高
邁
な
理
想
を
掲
げ
た
こ
の
新
聞
は
、
庶
民
に
は

あ
ま
り
硬
振
に
過
ぎ
、
遂
に
小
説
を
載
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
緩
和
の
道
を
開
い
た
。
文
オ
豊
か
な
天
囚
の
働
き
は
め
ざ
ま
し
か
っ
た
。

元
束
漠
學
の
素
養
が
あ
る
ば
か
り
て
な
く
、

天
囚
の
小
説
が
公
論
に
は
じ
め
て
掲
載
さ
れ
た
の
は
、
二
十
二
年
六
月
十
五
日
で
「
天
囚
雑
綴
十
種
」
其
一

次
か
ら
次
へ
と
連
載
さ
れ
た
が
、
公
論
は
二

Ji
二
十
五
日
を
も
っ
て
康
刊
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
天
囚
は
「
大
阪
朝
日
」
の
編
集

績
・
若
忌
日
の
天
囚

っ
て
ゐ
た
か
ら
心
待
ち

「
天
緑
」
で
あ
り
、
以
束

主
筆
は
織
田
純
一
郎
で
あ
っ
た
。

の
邊
ま
で
、
殆
ん
ど
二
町
許
り
の
長
さ
に
列
ん
で



績
・
若
き
日
の
天
囚

局
員
に
な
っ
た
。
公
論
に
連
載
し
た
「
維
新
豪
傑
逸
事
」
は
、
そ
の
後
補
筆
し
て
一
書
に
ま
と
め
、

五
ペ
ー
ジ
、
東
京
春
陽
堂
稜
行
）
と
し
て
翌
二
十
四
年
八
月
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。

「
天
囚
聞
書
維
新
豪
傑
談
」

七

（
一
七




