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今
年
も
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
開
催 

 

例
年
の
よ
う
に
今
年
も
十
一
月
三
日
文

化
の
日
に
本
会
恒
例
の
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
が 

千
葉
県
教
育
会
館
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

今
年
の
テ
ー
マ
は「
千
葉
開
府
大
治
元
年 

説
を
検
証
す
る
」と
題
し
て
四
名
の
先
生 

か
ら
講
演
を
受
け
ま
し
た
。そ
の
中
で
今
回 

は
、長
原
亘
先
生
の
講
演
「
土
気
と
亥
鼻
は 

つ
な
が
っ
て
い
た
」の
概
要
を
紹
介
し
ま
す
。 

      

基
調
講
演 

            

加
曽
利
貝
塚
博
物
館 

                

長
原 

亘（
考
古
学
） 

加
曽
利
貝
塚
博
物
館
で
学
芸
員
を
し
て

い
ま
す
長
原
で
す
。よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

加
曽
利
貝
塚
勤
務
の
者
が
、な
ぜ
こ
の
場
に
い

る
の
か
不
思
議
に
思
う
方
も
い
る
か
思
い
ま 

ま
す
。 

加
曽
利
貝
塚
博
物
館
の
学
芸
員
は

縄
文
時
代
の
専
門
家
と
思
わ
れ
が
ち
で
す

が
、私
の
専
門
は
古
墳
時
代
で
、お
墓
、石
室

の
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

私
は
長
く
千
葉
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ

ン
タ
ー
に
勤
務
し
て
い
た
の
で
、土
気
の
調
査

に
関
わ
っ
た
経
験
が
あ
り
ま
す
。そ
の
頃
に
疑

問
に
感
じ
て
い
た
こ
と(
土
気
が
何
故
開
発
さ

れ
た
の
か
？)

今
か
ら
話
を
す
る
内
容
に
つ
な

が
っ
て
い
ま
す
。 

「
土
気
と
猪
鼻
は
つ
な
が
っ
て
い
た
？
」
か
も
し

れ
な
い
成
果
が
あ
る
の
で
す
。 

歴
史
に
は
い
ろ
い
ろ
な
分
野
が
あ
り
、文
献

の
中
で
全
て
が
語
り
つ
く
せ
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。 

考
古
学
に
は
、文
字
が
残
っ
て
い
な
い
点
を

補
う
と
い
う
性
格
が
あ
り
、今
回
は
そ
こ
に
焦

点
を
あ
て
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

土
気
と
猪
鼻
が
つ
な
が
っ
て
い
る
と
感
じ
た

き
っ
か
け
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。 

そ
も
そ
も
、な
ぜ
土
気
が
開
発
さ
れ
た
の
か

は
、発
掘
調
査
を
し
て
い
る
と
何
と
な
く
見
え

て
き
ま
す
。情
報
は
多
岐
に
わ
た
り
、多
す
ぎ 

る
の
で
、私
の
専
門
で
あ
る
古
墳
、宗
教
施
設
、

生
産
関
係
の
施
設
、墨
書
土
器
な
ど
を
選
択

し
て
み
ま
し
た
。 

土
気
と
猪
鼻
が
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い

た
を
考
え
る
上
で
は
、そ
の
間
に
あ
る
お
ゆ
み

野
の
調
査
成
果
、青
葉
の
森
の
中
に
あ
る
荒

久
古
墳
と
千
葉
寺
の
関
係
、猪
鼻
城
跡
の
調

査
成
果
で
古
墳
が
み
つ
か
っ
て
い
る
の
で
、 

そ
れ
ら
を
取
り
上
げ
て
説
明
し
た
い
と
思
い

ま
す
。 

こ
れ
ら
を
説
明
す
る
中
で
、土
気
と
猪
鼻

が
つ
な
が
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
直
接
的
な
証

拠
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、状
況
証
拠
を
示
し
た
い

と
思
い
ま
す
。 

土
気
が
な
ぜ
開
発
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と

で
す
が
、土
気
は
市
域
で
は
新
し
く
編
入
さ

れ
た
場
所
で
、元
々
は
上
総
国
に
属
し
て
い
ま

し
た
。上
総
だ
っ
た
の
に
下
総
の
猪
鼻
と
ど
う

し
て
つ
な
が
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
の
を
こ
れ
か

ら
実
証
し
て
い
こ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。 

律
令
時
代
の
地
域
は
、基
本
的
に
古
墳
時

代
の
豪
族
領
域
が
踏
襲
・
反
映
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
多
い
と
考
え
る
研
究
者
は
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。律
令
時
代
に
は
、二
国
に
分
断
さ
れ

て
し
ま
う
が
、古
墳
時
代
に
は
つ
な
が
り
が 

あ
っ
た
と
発
掘
調
査
成
果
か
ら
は
い
え
そ
う

な
の
で
す
。
土
気
は
地
勢
的
に
考
え
る
と
房

総
半
島
の
首
に
あ
た
り
ま
す
。
上
総
丘
陵
と

下
総
の
台
地
の
境
の
東
側
、
太
平
洋
側
と
東

京
湾
側
と
を
つ
な
ぐ
一
番
短
い
部
分
の
結
節

点
が
土
気
で
す
。今
に
比
べ
る
と
工
事
の
道
具

や
技
術
が
乏
し
い
中
、な
る
べ
く
楽
し
て
移
動

し
た
い
わ
け
で
す
。 

高
低
差
が
少
な
く
最
短
で
つ
な
が
る
ル
ー
ト

を
選
択
す
る
の
が
合
理
的
で
、そ
れ
に
気
づ
い

た
古
代
人
が
い
た
わ
け
で
す
。 

そ
の
意
味
で
、
土
気
の
地
は
意
識
的
に
選
ば

れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

土
気
に
は
分
水
界
が
あ
り
ま
す
。 

北
に
鹿
島
川
源
流
、
南
に
村
田
川
源
流
が
あ

り
、土
気
の
最
高
地
点
が
そ
こ
に
あ
た
り
、こ
こ

が
最
も
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
場
所
で
す
。 

江
戸
時
代
に
は
、こ
の
間(

分
水
界
の
部
分)

を
土
気
往
還
が
通
り
ま
す
。こ
の
事
実
が
、
私

に
と
っ
て
の
疑
問
の
元
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。 

こ
こ
か
ら
、
土
気
の
遺
跡
群
に
つ
い
て
の
説

明
に
な
り
ま
す
。 

土
気
は
も
の
す
ご
く
多
く
の
調
査
成
果
が
あ

る
と
こ
ろ
で
す
。 

土
気
南
遺
跡
群
に
は
三
十
二
遺
跡
、昭
和
の

森
公
園
の
造
成
に
伴
う
昭
和
の
森
遺
跡
群

が
十
一
遺
跡
、
土
気
東
遺
跡
群
は
土
気
高

校
周
辺
や
ホ
キ
美
術
館
の
あ
た
り
に 
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十
二
遺
跡
、
千
葉
中
央
ゴ
ル
フ
場
遺
跡
群
は

東
急
セ
ブ
ン
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
の
造

成
に
伴
う
調
査
で
五
遺
跡
、
土
気
緑
の
森
工

業
団
地
遺
跡
群
は
県
に
よ
る
調
査
で
十
九

遺
跡
で
す
。 

土
気
南
・
昭
和
の
森
・
土
気
東
・
中
央
ゴ
ル

フ
場
は
、千
葉
市
が
調
査
を
行
な
い
、土
気
南

遺
跡
群
は
バ
ブ
ル
絶
頂
期
だ
っ
た
こ
と
も
あ

り
、遺
跡
群
全
て
を
調
査
し
た
貴
重
な
遺
跡

群
な
の
で
、発
掘
調
査
報
告
書
八
冊
も
刊
行

さ
れ
、と
て
も
多
く
の
成
果
が
報
告
さ
れ
て
い

ま
す
。 

た
だ
、な
ぜ
こ
の
よ
う
な
山
の
中
に
こ
の
よ

う
な
成
果
が
残
さ
れ
て
い
た
の
か
は
不
思
議

に
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
す
。 

と
い
う
の
も
、
江
戸
か
ら
昭
和
前
半
ま
で
、
土

気
が
大
き
く
発
展
し
た
こ
と
が
な
い
わ
け
で
、

そ
れ
以
前
の
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
何

か
し
ら
の
地
勢
的
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
と
想

像
で
き
ま
す
。 

中
で
も
、
私
が
担
当
し
た
土
気
東
遺
跡
群

の
調
査
で
は
、
古
墳
が
多
く
調
査
さ
れ
、こ
の

成
果
が
今
回
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
思
っ
て
く

だ
さ
い
。 

全
て
を
説
明
す
る
と
大
変
な
の
で
、土
気
の

埋
蔵
文
化
財
の
特
徴
を
あ
げ
て
み
ま
し
た
。 

縄
文
時
代
ま
で
は
、
縄
文
時
代
前
半(

早･

前
期)

に
あ
る
程
度
の
成
果
が
あ
り
ま
す
が
、

今
回
は
取
り
上
げ
ま
せ
ん
。 

土
気
地
域
の
開
発
が
本
格
的
に
な
る
の
は
、

古
墳
時
代
中
期
以
降
、
特
に
後
期(

六
世
紀

代
・
西
暦
五
百
年
代)

に
急
に
開
発
が
進
み
ま

す
。な
ぜ
こ
の
時
期
に
開
発
が
始
ま
る
の
か
と

い
う
点
は
、こ
の
地
域
の
み
の
こ
と
で
は
な
く
全

国
的
な
傾
向
で
も
あ
り
ま
す
。 

古
代
の
流
れ
の
中
で
、
西
日
本
・
畿
内
の
情

勢
の
中
で
、
継
体
天
皇(

六
世
紀
初
頭)

以
降

に
急
激
に
政
治
的
な
も
の
が
整
備
さ
れ
、
全

国
に
畿
内
の
力
を
広
げ
て
い
く
時
期
が
あ
り

ま
す
。そ
の
中
の
あ
る
時
期
に
土
気
の
地
の
利

(
土
気
の
特
性)

に
目
を
付
け
た
古
墳
時
代

人
が
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。そ
の
方
の
出
現

以
降
に
土
気
が
発
展
し
た
と
思
い
ま
す
。 

奈
良
時
代
に
な
る
と
、
宗
教
施
設
や
大
き

な
生
産
拠
点
が
増
え
、
平
安
時
代
に
な
る
と

さ
ら
に
そ
の
傾
向
が
進
み
ま
す
が
、十
世
紀
に

は(

我
々
が
調
査
対
象
と
す
る)

遺
跡
が
パ
タ

ッ
と
な
く
な
る
こ
と
が
、
発
掘
調
査
で
分
か
っ

て
い
ま
す
。 

十
一
世
紀
以
降
、千
葉
氏
と
か
か
わ
る
頃
の

成
果
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。そ
れ
以
前(

十

一
世
紀
以
前)

に
は
多
く
の
こ
と
が
あ
っ
た
、         

そ
の
こ
と
を
今
回
紹
介
す
る
わ
け
で
す
。 

気
に
な
る
土
気
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。 

大
規
模
な
工
業
的
な
生
産
地
で
あ
り
な
が

ら
、そ
の
生
産
に
携
わ
る
人
々
の
生
活
を
支

え
る
べ
き
水
田
や
畑
を
耕
作
す
る
面
積
が
少

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、ム
ラ
が
拡
大
す
る
と

い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
は
、
食
糧
生
産
を
伴
わ
な
い
経
済
的

な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
あ
り
、
物
が
集
ま
り
拡
散

す
る
物
流
の
拠
点
の
役
割
が
土
気
の
特
徴
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。 

そ
れ
で
は
、古
墳
・
宗
教
施
設
・
生
産
施
設
・

墨
書
土
器
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。 

ま
ず
は
、舟
塚
古
墳
で
す
。 

土
気
高
校
の
校
内
に
あ
っ
た
古
墳
で
、
昭
和

三
十
九
年(1

9
6
4

年)

に
県
立
農
村
青
年
研

修
所
の
増
設
に
伴
い
早
稲
田
大
学
が
調
査

し
ま
し
た
。前
方
後
円
墳
で
、二
重
の
周
溝
が

め
ぐ
り
、
後
円
部
の
真
ん
中
あ
た
り
に
複
室

構
造
の
横
穴
式
石
室
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。 

石
室
を
伴
う
前
方
後
円
墳
は
市
内
で
は
少

な
く
、お
ゆ
み
野
の
人
形
塚
古
墳
く
ら
い
で
す
。

(

実
際
に
は
、
猪
鼻
城
跡
で
見
つ
か
っ
た
前
方

後
円
墳
で
も
石
室
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。 

訂
正
し
ま
す
。) 

前
方
後
円
墳
の
形
は
、
あ
る
程
度
の
実
績

と
地
位
が
あ
り
、
中
央(

畿
内)

の
大
豪
族

や
天
皇
系
に
連
な
る
勢
力
と
の
同
盟
関
係

と
い
う
か
、
主
従
関
係
の
中
で
造
る
こ
と

を
許
可
さ
れ
た
者
が
造
る
こ
と
が
で
き
た

と
考
え
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
古
墳
が
土

気
の
地
に
一
基
だ
け
と
は
い
え
造
ら
れ
た

こ
と
は
、
地
味
な
話
で
す
が
、
重
要
な
こ

と
で
す
。
ま
た
、
こ
の
石
室
は
軟
質
砂
岩

を
截
っ
て
積
み
上
げ
る
タ
イ
プ
の
石
室
で
、

主
室
・
前
室
の
複
室
構
造
、
床
に
も
砂
岩

が
敷
か
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
石
室
は
と
て
も
手
が
込
ん
で
い

る
も
の
で
、
同
じ
タ
イ
プ
の
も
の
は
お
ゆ
み
野

の
人
形
塚
古
墳
が
あ
り
、
千
葉
以
外
に
も
山

武
地
域(

芝
山
は
に
わ
博
物
館
周
辺)

に
も
あ

り
ま
す
。軟
質
砂
岩
の
石
室
は
、房
総
半
島
の

ど
こ
に
で
も
あ
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く
、

山
武
・
土
気
・
お
ゆ
み
野
の
他
に
猪
鼻
地
域
ま

で
の
間（
の
台
地
上
）に
あ
り
ま
す
。 

ど
こ
に
で
も
あ
る
も
の
で
は
な
く
地
域
の
拠

点
と
な
る
場
所
に
あ
る
と
も
い
え
ま
す
。 

こ
の
石
室
の
他
に
は
、
木
棺
直
葬
や
、
別
種
の

石
材
を
使
っ
た
箱
式
石
棺
な
ど
も
あ
り
ま
す

が
、そ
れ
ら
と
は
一
線
を
画
す
る
の
が
特
徴
で

す
。こ
の
古
墳
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
出
土

し
た
土
器(

須
恵
器)

に
あ
り
ま
す
。 

古
墳
や
石
室
の
特
徴
か
ら
は
、
六
世
紀
末

頃
と
判
断
で
き
ま
す
が
、
墳
丘
上
で
見
つ
か
っ

た
土
器
は
七
世
紀
後
半
の
も
の
な
の
で
す
。 

つ
ま
り
、
一
世
紀
後
の
も
の
で
あ
り
、
出
土
状

況
か
ら
お
供
え
さ
れ
た
も
の
と
判
断
で
き
ま

す
。
百
年
後
の
人
々
が
祭
祀
を
怠
っ
て
い
な
い

こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。子
孫
が
こ
の
地
に
い
て
、

祭
り
続
け
て
い
た
わ
け
で
す
。 

舟
塚
古
墳
周
辺
の
古
墳
は
、分
水
界
の
間

に
密
集
し
て
い
ま
す
し
、東
常
楽
台
遺
跡
の
も

円
墳
で
す
が
石
室
が
あ
り
、土
気
の
地
に
二
つ

の
勢
力
が
存
在
し
た
と
推
定
し
て
い
ま
す
。 
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古
代
の
道
の
起
点
に
は
、墓(

古
墳
な
ど)

が
つ

く
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。 

ま
た
、古
墳
群
と
古
墳
群
が
つ
な
が
っ
て
い
る

と
判
断
で
き
る
道
が
推
定
で
き
る
場
合
も
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。 

そ
の
セ
オ
リ
ー
に
も
の
っ
て
い
ま
す
。 

さ
ら
に
、奈
良
か
ら
平
安
時
代
の
墓
域
も
こ

の
近
く
に
分
布
し
て
い
ま
す
。つ
ま
り
、古
墳
か

ら
平
安
時
代
ま
で
ず
っ
と
墓
が
造
ら
れ
続
け

た
場
所
な
の
で
す
。 

そ
の
後
、(

奈
良
時
代
の)

小
食
土
廃
寺
や
荻

生
道
遺
跡
な
ど
が
造
ら
れ
ま
す
小
食
土
廃

寺
は
、古
墳
群
の
す
ぐ
脇
に
あ
り
、基
さ
ら
に
、

奈
良
か
ら
平
安
時
代
の
墓
域
も
こ
壇
と
寺

域
を
画
す
る
溝
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。 

古
代
に
お
い
て
は
、古
墳
を
造
ら
な
く
な
っ

た
後
、古
代
寺
院
を
造
る
と
い
う
こ
と
が
、豪

族
層
の
ス
テ
ー
タ
ス
の
一
つ
に
な
っ
て
い
た
よ
う

で
す
。寺
院
建
設
に
資
金
を
投
入
す
る
こ
と

が
で
き
る
資
力
の
あ
る
人
々
が
い
て
、他
か
ら

も
力
を
集
め
、他
者
が
お
参
り
に
来
る
よ
う

な
場
所
を
整
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
象

徴
的
な
場
所
が
小
食
土
廃
寺
と
い
え
ま
す
。 

小
食
土
廃
寺
の
あ
る
こ
の
地
は
上
総
国
で

す
。上
総
国
国
分
寺
創
建
時
の
瓦
も
出
土
し

て
い
る
の
で
、八
世
紀
中
頃
に
造
ら
れ
た
上
総

国
分
寺
創
建
を
支
え
た
在
地
の
郡
司
層(

古

墳
時
代
以
来
の
豪
族)

に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
寺

と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
と
思
い
ま
す
。 

次
に
荻
生
道
遺
跡
で
す
。 

県
の
指
定
史
跡
に
な
っ
て
い
ま
す
。方
形
の
溝

に
囲
ま
れ
た
同
規
模
の
二
棟
の
掘
立
柱
建
物

跡
が
並
ん
で
見
つ
か
っ
た
の
が
特
徴
で
す
。 

諸
説
あ
り
ま
す
が
、神
殿
の
よ
う
な
、神
社
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
り
、滋
賀

県
の
伊
勢
遺
跡
な
ど
で
も
見
つ
か
っ
て
お
り
、

一
般
の
人
々
が
住
む
家
で
は
な
く
、特
殊
な

用
途
の
建
物
で
あ
る
と
い
う
点
は
、認
め
て
も

よ
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

小
食
土
廃
寺
と
あ
わ
せ
て
宗
教
的
な
施

設
と
し
て
考
え
る
向
き
も
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
ら
の
遺
跡
に
加
え
、舟
塚
古
墳
、そ
れ

に
伴
う
古
墳
群
が
あ
り
、発
掘
調
査
で
確
認

さ
れ
て
い
る
奈
良
時
代
の
道
遺
構
が
あ
り
、こ

れ
ら
全
て
が
土
気
往
還
の
起
点
に
集
ま
る
の

は
示
唆
的
で
す
。 

土
気
往
還
は
江
戸
時
代
の
名
称
で
す
が
、利

用
開
始
は
奈
良
時
代
、さ
ら
に
上
が
っ
て
、 

古
墳
時
代
に
は
空
間
と
し
て
利
用
さ
れ
始
め

て
い
た
、つ
ま
り
、計
画
的
に
利
用
さ
れ
て
い
た

と
推
定
で
き
そ
う
で
す
。 

次
に
生
産
で
す
。 

南
河
原
坂
窯
跡
群
で
す
。あ
す
み
が
丘
プ
ラ

ザ
の
す
ぐ
近
く
で
す
。粘
土
採
掘
坑
・
工
房
・

窯
跡
・
倉
庫
と
い
っ
た
一
連
の
施
設
が
整
う
稀

有
の
遺
跡
で
、房
総
の
一
大
工
場
群
で
し
た
。

出
土
瓦
に
は
、上
総
国
分
寺
の
瓦
が
含
ま

れ
、
同
じ
瓦
が
出
土
す
る
小
食
土
廃
寺
と

密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
遺
跡
と
い
え
ま

す
。
土
気
は
、
墓
が
あ
り
、
宗
教
施
設
が

あ
り
、
一
大
生
産
遺
跡
群
が
あ
る
都
市

(

言
い
過
ぎ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が)

が
あ
っ

た
場
所
と
も
い
え
ま
す
。 

考
古
学
的
に
は
、文
字
資
料
を
見
つ
け
る

こ
と
は
少
な
い
で
す
が
、房
総
半
島
は
文
字
資

料
が
よ
く
み
つ
か
る
と
こ
ろ
で
す
し
、土
気
も

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。 

「
三
枝
」の
墨
書
は
、律
令
期
の
千
葉
郡
三

枝
郷
を
示
す
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

そ
の
あ
た
り(

三
枝
郷
あ
た
り)

と
土
気
と
の

間
に
関
係
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

「
宍
走
」の
“宍
”は
、鶏
肉
を
得
る
人
々
を
示

す
宍
人
部
を
表
す
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

「
丈
忠
」の
“丈
”は
、丈
部(

長
谷
部)

と
い
う

軍
事
氏
族
を
表
す
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

「
日
奉
甲
栄
」の
“日
奉
”は
、日
奉
部(

敏
達

天
皇
の
時
代
に
設
置
さ
れ
、房
総
に
は
、 

他
田
日
奉
部
直[

オ
サ
ダ
ヒ
マ
ツ
リ
ベ
ノ
ア
タ

イ])

を
表
す
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
伴[

ト
モ]

」

は
、身
分
。「
殿
原
」の
“殿
”は
殿
上
人
の
よ
う

な
高
貴
な
人
を
表
し
、“殿
”そ
の
も
の
の
墨
書

が
多
く
な
い
こ
と
か
ら
、「
殿
原
」
を
“特
別
な

人
が
い
る
所
“と
も
解
釈
で
き
、土
気
が
“殿
”

が
い
る
よ
う
な
場
所
と
も
解
せ
ま
す
。「
富
主
」

は
、“富
を
持
っ
た
人
”。「
梨
寺
」「
渋
南
寺
」の

寺
は
、
も
し
か
し
た
ら
小
食
土
廃
寺
の
当

時
の
名
前
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

な
お
、“
丈
”の
墨
書
は
お
ゆ
み
野
で
も
見
つ

か
っ
て
い
る
の
で
、
土
気
と
お
ゆ
み
野
が
つ
な
が

っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

「
國
厨
」
は
、
国
の
台
所
を
示
し(

中
央
ゴ
ル
フ

場
遺
跡
群
の
中
鹿
子
第
一
遺
跡
出
土)

、
上

総
国
府
と
関
係
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

「
小
中
村
」
は
、
大
網
白
里
市
に
あ
る
小
字
に

“小
中
”が
あ
る
の
で
そ
こ
を
示
す
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。「
草
前
」の
“
草
”は
、
土
気
が
属
し
て

い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
上
総
国
の
草
野
郷

を
示
す
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

簡
単
に
ま
と
め
ま
す
。 

古
墳
時
代
は
、
黒
ハ
ギ
遺
跡
と
い
う
遺
跡

に
は
じ
ま
り
、
舟
塚
古
墳
な
ど
の
古
墳
群
が

造
ら
れ
、
奈
良
時
代
の
方
形
周
溝
状
遺
構
へ

と
つ
な
が
り
ま
す
。 

奈
良
時
代
は
、
荻
生
道
遺
跡
、
南
河
原
坂

窯
跡
群
、
小
食
土
廃
寺
と
い
っ
た
宗
教
・
生
産

遺
跡
が
増
加
し
、
土
気
全
体
に
ム
ラ
が
拡
散

し
ま
す
。 

平
安
時
代
は
、
大
規
模
な
倉
庫
群
や
生

産
遺
跡
や
宗
教
施
設
が
さ
ら
に
増
え
ま
す
。 

し
か
し
、
十
世
紀
以
降
、こ
の
地
か
ら
人
が
い

な
く
な
る
と
い
う
流
れ
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。 

遺
跡
群
の
情
報
か
ら
推
定
で
き
る
こ
と

の
中
で
も
、
拡
大
す
る
こ
と
で
起
き
る
問

題
が
重
要
で
す
。
い
ろ
ん
な
も
の
が
で
き

る
と
い
う
こ
と
は
、
集
中
し
て
人
が
住
み

続
け
る
わ
け
で
す
か
ら
、
自
然
が
大
幅
に
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改
変
さ
れ
、
人
口
の
増
加
が
進
み
ま
す
。

さ
ら
に
、
立
地
的
に
食
糧
生
産
に
不
向
き

な
場
所
で
あ
る
土
気
の
事
情
か
ら
、ど
こ
か
ら

か
必
要
な
も
の(
人
口
を
維
持
す
る
た
め
の

食
糧)

を
持
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

(

安
定
的
に) 

ま
た
、以
外
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の

中
に
、排
泄
物
処
理
の
問
題
が
あ
り
、疫
病
の

発
生
に
つ
な
が
る
大
問
題
な
の
で
、古
代
ロ
ー

マ
の
為
政
者
も
課
題
に
一
つ
と
し
て
い
た
く
ら

い
の
こ
と
な
の
で
す
。 

そ
う
い
っ
た
こ
と
が
整
備
さ
れ
な
い
状
態
が

続
け
ば
、住
み
に
く
く
な
る
の
だ
ろ
う
と
思
う

の
で
す
。で
す
の
で
、土
気
か
ら
は
一
時
的
に

(

十
世
紀
末
以
降
十
一
世
紀
代
の
間)

人
の

痕
跡
が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
推

定
し
て
い
ま
す
。 

た
だ
、そ
の
こ
と
が
十
一
世
紀
の
土
気(

伝

説
の
千
葉
氏)

に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
は
わ
か

り
ま
せ
ん
。 

次
に
お
ゆ
み
野
で
す
。三
十
九
遺
跡
あ
り

ま
す
。色
々
な
情
報
が
あ
り
ま
す
が
、古
墳
群

に
つ
い
て
の
み
扱
い
ま
す
。 

こ
こ
に
は
約
四
百
基
の
古
墳
や
墓
が
あ
り
、

そ
の
中
の
前
方
後
円
墳
が
人
形
塚
古
墳
で

す
。こ
の
古
墳
を
中
心
に(

端
緒
に)

多
く
の
古

墳
が
造
ら
れ
ま
す
が
、そ
の
中
を(

正
確
に
は

そ
の
東
縁
を)

土
気
往
還
の
前
身
と
考
え
ら

れ
る
道
が
抜
け
て
い
ま
す
。 

土
気
で
石
室
の
話
を
し
ま
し
た
が
、
土
気
だ

け
で
な
く
お
ゆ
み
野
・
猪
鼻
な
ど
に
も
あ
り
ま

す
。他
に
も
多
く
の
古
墳
が
市
内
に
は
あ
り
ま

す
が
集
中
し
て
い
る
場
所
は
限
ら
れ
て
い
ま

す
。 で

は
、な
ぜ
こ
の
よ
う
な
分
布
を
す
る
の
か

考
え
た
時
、
相
互
に
情
報
交
換
が
確
実
に
行

わ
れ
て
い
た
と
考
え
た
方
が
理
解
し
や
す
い
の

で
す
。そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
石
室
墳

(

の
存
在)

で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
の

で
す
。 

人
形
塚
古
墳
は
、
二
重
周
溝
が
盾
形(

長

方
形)
で
す
が
、
土
気
の
舟
塚
古
墳
は
鍵
穴

形(

の
周
溝)
な
の
で
少
し
違
い
ま
す
が
、
複
室

構
造
で
床
に
石
が
貼
ら
れ
る
横
穴
式
石
室
で

あ
る
こ
と
は
同
じ
で
す
。 

ま
た
、山
武
型
の
埴
輪
が
人
形
塚
古
墳
か
ら 

見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。 

人
形
塚
の
名
は
、こ
の
埴
輪
が
む
か
し
見
つ
か

っ
て
い
た
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。 

横
芝
光
町
の
姫
塚
古
墳
出
土
の
例
と
よ

く
似
た
も
の
が
出
土
し
て
い
て
、
石
室
と
山
武

型
埴
輪
を
両
方
が
持
つ
の
は
偶
然
で
は
な
い

と
思
い
ま
す
。 

土
気
で
“
丈
部
”、お
ゆ
み
野
で
も
“
丈
部
”、
山

武
で
も
同
様
の
人
が
い
た
と
す
る
説
も
あ
る
の

で
、
豪
族
の
名
前
を
記
し
た
墨
書
土
器
の
存

在
か
ら
も
つ
な
が
り
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。 

猪
鼻
に
一
気
に
近
づ
き
、
青
葉
の
森
に
あ
る

荒
久[

ア
ラ
ク]

古
墳
に
つ
い
て
で
す
。 

長
辺
二
十
メ
ー
ト
ル
の
方
形
を
し
た
古
墳
で

す
。
前
方
後
円
墳
が
造
ら
れ
な
く
な
っ
た
後

に
方
墳
が
造
ら
れ
る
の
が
奈
良
・
飛
鳥
で
の
パ

タ
ー
ン
で
す
。 

推
古
天
皇
や
、
用
明
天
皇(

聖
徳
太
子
の
父

親)

の
墓
は
、
大
方
墳
で
す
。
石
舞
台
古
墳
も

同
じ
で
す
。 

蘇
我
氏
系
の
人
々
が
、
方
墳
を
採
用
す
る

こ
と
が
多
い
と
い
う
説
を
支
持
す
る
人
も
少

な
く
な
く
、
私
も
同
意
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
。こ
れ
ら
の
古
墳
が
造
ら
れ
て
し
ば
ら
く
た

っ
て
か
ら
荒
久
古
墳
は
造
ら
れ
た
の
は
何
か

示
唆
的
と
感
じ
て
い
ま
す
。 

さ
ら
に
、
墳
丘
の
真
ん
中
に
石
室
が
造
ら

れ
て
い
ま
す
が
、こ
れ
も
畿
内
的
で
す
。 

多
く
の
市
内
の
石
室
墳
は
、南
な
ど
に
片
寄
っ

た
石
室
を
つ
く
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。 

つ
ま
り
、
畿
内
の
情
報
に
か
な
り
密
に
接
し

て
い
た
方
で
、
方
墳
を
墳
形
に
採
用
す
る
こ
と

を
許
可
さ
れ
た
方
が
葬
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。こ
の
古
墳(

荒
久
古
墳)

が
特
異
な
と
こ

ろ
は
、単
独
で
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。 

前
の
世
代
の
方
々
の
古
墳
が
周
辺
に
全
く
な

い
の
で
す
。 

こ
の
こ
と
は
、
七
世
紀
終
わ
り
頃
に
新
た
に

こ
の
地
に
墓
域
を
設
定
で
き
た
と
い
う
意
味

で
特
異
な
の
で
す
。 

恐
ら
く
こ
の
古
墳
の
主
は
、土
気
か
ら
お
ゆ
み

野
を
経
て
、猪
鼻
ま
で
の
間
で
石
室
墳
を
つ
く

っ
て
い
た
方
々
の
盟
主
的
な
立
場
と
し
て
最

終
的
に
荒
久
古
墳
を
造
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

私
は
考
え
て
い
ま
す
。 

こ
の
後
、千
葉
寺
が
造
ら
れ
ま
す
。 

荒
久
古
墳
の
主
の
次
の
世
代
が
八
世
紀
第
ニ

四
半
期
に
は
千
葉
寺
を
建
立
し
た
よ
う
で
す
。 

土
気
か
ら
猪
鼻
ま
で
の
間
に
い
た
小
豪
族
が
、

集
団
と
し
て
深
く
関
与
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、

大
き
な
古
代
寺
院
建
立
が
可
能
に
な
っ
た
と

思
っ
て
い
ま
す
。
猪
鼻
城
跡
の
調
査(

平
成
十

四
年
度
の
千
葉
大
医
学
部
の
研
究
棟
建
設

に
伴
う
調
査)

で
も
、
長
さ
二
十
八
メ
ー
ト
ル

程
の
石
室
を
持
つ
小
さ
な
前
方
後
円
墳
が
み

つ
か
っ
て
い
ま
す
。こ
の
古
墳
は
、
七
天
王
塚
の

真
ん
中
に
位
置
し
ま
す
。 

私
は
、以
前
か
ら
七
天
王
塚
そ
の
も
の
が

古
墳
の
再
利
用
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。こ
の
調
査
以
降
、こ
の
あ
た
り
は
前
方
後

円
墳
を
含
む
古
墳
群
が
密
集
し
て
い
た
場
所

と
考
え
て
よ
か
ろ
う
と
思
い
は
じ
め
ま
し
た
。 

中
世
以
降
に
古
墳
を
再
利
用
し
て
塚
群
が

造
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。 

三
号
塚
は
、昨
年
度(2

0
1
8

年)

に
小
規
模

な
調
査
を
行
い
ま
し
た
が
、旧
い
と
判
断
で
き

る
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。 

こ
こ
ま
で
の
こ
と
を
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。 

土
気
と
お
ゆ
み
野
と
猪
鼻
の
間
に
は
、幾
つ

か
の
共
通
項
が
あ
り
ま
す
。 
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前
方
後
円
墳
が
あ
る
こ
と
、終
末
期(

七
世

紀
代)
の
方
墳
が
あ
る
こ
と
、有
力
な
ム
ラ
が

あ
る
こ
と
、生
産
遺
跡
が
あ
る
こ
と
、数
教
施

設
が
あ
る
こ
と
な
ど
当
時
と
し
て
ま
と
ま
っ
た

ま
ち
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。 

石
室
の
み
で
も
、同
じ
よ
う
な
構
造
を
も
っ
た

展
開
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、情
報
は
共
有
さ

れ
て
い
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。こ
れ
ら
の
こ
と
を

も
っ
て
、土
気
か
ら
猪
鼻
ま
で
が
つ
な
が
っ
て
い

る
と
私
は
考
え
た
わ
け
で
す
。 

大
網
白
里
市
の
南
麦
台
遺
跡(

千
葉
市
の

中
央
ゴ
ル
フ
場
遺
跡
群
に
隣
接
す
る)

か
ら
、 

「
下
総
国
千
葉
郡
千
葉
郷
」と
刻
書
さ
れ
た

紡
錘
車(

糸
を
つ
む
ぐ
道
具
の
お
も
り)

が
み

つ
か
っ
て
い
ま
す
。 

土
気
と
千
葉
郷
は
つ
な
が
っ
て
い
た
と
考
え
て

よ
い
と
思
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
証
拠
で
は
、古
く
は
古
墳

時
代
後
期
六
世
紀
か
ら
古
墳
で
つ
な
が
り
、

平
安
時
代
ま
で
は
つ
な
が
っ
て
い
た
と
い
え
る

デ
ー
タ
は
あ
り
ま
す
。 

た
だ
、そ
れ
ら
は
、長
い
歴
史
・
時
間
幅
の
中

で
の
点
的
な
情
報
を
集
め
た
ら
こ
の
よ
う
に

も
解
釈
で
き
た
だ
け
で
、10

0

％
実
証
で
き
て

い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

火
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
煙
は
立
ち
ま
せ
ん
の
で
、

必
ず
何
か
意
味
の
あ
る
つ
な
が
り
が
あ
る
の
で

し
ょ
う
。 

今
後
も
資
料
は
増
え
る
は
ず
な
の
で
、根
拠 

に
な
る
成
果
が
み
つ
か
っ
た
ら
よ
い
な
あ
と
思

い
ま
す
。 

仁
戸
名
あ
た
り
か
ら
猪
鼻
の
間
、千
葉
寺

周
辺
を
中
心
と
す
る
地
域
に
は
、奈
良
時
代

の
主
要
な
遺
跡
が
密
集
し
、猪
鼻
に
つ
な
が
っ

て
い
ま
す
。房
総
半
島
の
中
で
の
猪
鼻
付
近
の

重
要
性
を
表
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。 

古
東
海
道
の
道
筋
を
私
は
砂
碓
の
上
を

走
る
旧
房
総
往
還
に
求
め
て
お
り
、千
葉
神

社
付
近
に
河
曲
駅
家
が
あ
っ
た
可
能
性
も
考

え
て
い
る
の
で
、そ
こ
に
土
気
往
還
以
前
の
古

代
道
が
つ
な
が
る
こ
と
は
、合
理
的
な
こ
と
と

思
っ
て
い
ま
す
。 

最
後
は
か
け
足
と
な
り
ま
し
た
が
、こ
れ
で
私

の
話
は
終
わ
り
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

ご
静
聴
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

 

  

    

 

   

    

梶
原
氏
の
汚
名
返
上 

 

梶
原
景
時
公
顕
彰
会 

前
会
長 

                      

吉
野 

淳
夫 

本
年
八
月
に
、「
千
葉
氏
を
語
る
会
」の
皆

様
に
ご
来
店
を
い
た
だ
き
ま
し
た
犬
山
口―

レ
ラ
イ
麦
酒
館
の
吉
野
と
申
し
ま
す
。貴
会

の
江
波
戸
氏
と
は
、大
学
で
共
に
学
ん
だ
仲

で
あ
り
、ま
た
お
互
い
の
結
婚
式
に
も
招
き
あ

っ
た
旧
来
の
友
人
で
す
。 

さ
て
、夏
の
郡
上
八
幡
の
旅
の
目
的
が
、八

百
年
前
の
千
葉
氏
に
関
わ
る
こ
と
だ
と
伺
い
、

事
前
に
江
波
戸
氏
よ
り
千
葉
氏
の
資
料
を

送
っ
て
頂
き
ま
し
た
。す
る
と
山
内
一
豊
の

妻
、千
代
は
千
葉
氏
か
ら
分
か
れ
た
東
氏
の

出
身
で
あ
る
こ
と
を
知
り
と
て
も
興
奮
を
覚

え
ま
し
た
。 

な
ぜ
な
ら
、
一
豊
の
母
で
あ
る
法
秀
院

は
犬
山
市
の
羽
黒
梶
原
氏
の
出
身
で
あ

り
、
千
葉
氏
と
梶
原
氏
と
は
関
わ
り
が
あ

る
こ
と
が
分
か
っ
た
か
ら
で
す
。
源
頼
朝

の
家
臣
で
あ
っ
た
梶
原
景
時
は
、
頼
朝
の

死
後
、
鎌
倉
か
ら
追
放
さ
れ
西
国
に
向
か

う
途
中
の
清
水
で
討
た
れ
、
景
時
公
の
孫

に
あ
た
る
豊
丸
は
、
乳
母
の
里
で
あ
る
犬

山
市
羽
黒
へ
落
ち
延
び
ま
し
た
。
そ
の
際

に
豊
丸
公
を
お
守
り
し
て
共
に
落
ち
延
び

た
七
家
臣
が
我
が
家
の
先
祖
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
菩
提
寺
で
あ
る
興
禅
寺
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は
、
景
時
公
の
開
基
で
あ
り
、
寺
の
近
隣

に
は
宇
治
川
の
先
陣
争
い
で
有
名
な
名
馬

磨
墨
を
祀
る
塚
が
あ
り
ま
す
。
昭
和
六
十

二
年
に
、
興
禅
寺
を
中
心
と
し
て
梶
原
景

時
公
顕
彰
会
を
設
立
す
る
こ
と
と
な
り
、

初
代
の
会
長
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。 ご

住
職
の
人
望
も
あ
り
三
百
人
も
の
会
員

が
集
ま
り
、名
誉
会
長
に
は
当
時
の
岐
阜
県

副
知
事
で
あ
っ
た
梶
原
拓
氏
に
就
い
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。毎
年
五
月
に
は
梶
原
公
の
供
養

祭
で
あ
る
梶
原
忌
が
行
わ
れ
、こ
れ
ま
で
三

十
三
年
間
続
け
て
参
り
ま
し
た
。 

 

景
時
公
終
焉
の
地
で
あ
る
清
水
の
梶
原

会
、梶
原
屋
敷
が
あ
っ
た
寒
川
町
の
顕
彰
会
、

郡
上
八
幡
市
明
宝
の
磨
墨
顕
彰
会
を
は
じ

め
、東
京
、山
梨
、九
州
か
ら
梶
原
家
末
裔
の

方
々
、さ
ら
に
は
歴
史
研
究
家
、郷
土
史
家

ま
で
、毎
回
百
名
前
後
の
方
々
に
お
集
ま
り

を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。 

梶
原
氏
は
千
葉
氏
と
は
異
な
り
、歴
史
の

表
舞
台
か
ら
は
姿
を
消
し
た
に
も
関
わ
ら

ず
、後
世
に
は「
ゲ
ジ
ゲ
ジ
の
梶
原
」や「
讒
言

者
梶
原
」
な
ど
の
悪
名
の
み
が
伝
え
ら
れ
て

き
ま
し
た
。こ
れ
は
家
臣
の
末
裔
と
し
て
は
非

常
に
耐
え
が
た
い
屈
辱
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

し
か
し
顕
彰
会
の
こ
ま
ま
で
の
活
動
の
中
で
、 

こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
で
き
た
こ
と
は
な
に
よ

り
誇
ら
し
い
こ
と
で
す
。  

  

名
誉
会
長
の
梶
原
拓
氏
は
、毎
年
発
行
す

る
会
報
誌
「
か
じ
わ
ら
」に
欠
か
さ
ず
寄
稿
く

だ
さ
り
、梶
原
忌
に
可
能
な
限
り
御
出
席
頂

き
、会
の
指
針
を
示
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

「
景
時
公
は
政
権
の
横
奪
を
狙
う
北
条
一

族
に
と
っ
て
大
き
な
邪
魔
者
で
あ
っ
た
わ
け
で

頼
朝
の
側
近
た
ち
の
お
互
い
の
疑
念
不
信
、

反
目
を
誘
い
遂
に
は
源
氏
の
直
系
を
根
絶
や

し
に
し
て
し
ま
っ
た
」と
、決
め
つ
け
ら
れ
、 

う
し
た「
曲
げ
伝
え
ら
れ
た
歴
史
か
ら
の
正

当
な
復
権
」
を
、我
が
会
の
指
針
と
し
、歴
史

の
再
評
価
を
強
く
願
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。 

そ
し
て
も
う
一
人
、梶
原
復
権
の
強
力
な

後
ろ
盾
と
な
っ
た
の
が
、梶
原
の
末
裔
で
あ
り

甲
府
で
弁
獲
士
を
さ
れ
て
い
る
梶
原
等
氏
で

す
。彼
は
弁
護
士
活
動
の
傍
ら
、景
時
公
に

関
す
る
歴
史
資
料
を
調
査
し
、捻
じ
曲
げ
ら

れ
た
景
時
像
を
洗
い
出
し
、文
武
両
道
に
秀

で
た
景
時
像
を
浮
き
彫
り
に
し
、『
知
ら
れ
ざ

る
鎌
倉
本
髄
の
武
士 

梶
原
景
時
』を
出
版

さ
れ
ま
し
た
。 

そ
の
中
で
、鎌
倉
時
代
に
天
台
宗
の
座
主

を
四
度
も
努
め
た
慈
円
は
、仏
教
界
の
最
高

位
に
あ
っ
た
人
で
あ
り
、ま
た
鎌
倉
一
の
文
化

人
で
も
あ
っ
た
人
物
で
す
が
、「
景
時
公
は
鎌

倉
本
髄
の
武
士
で
あ
る
」と
評
価
し
て
い
た
と

著
書
の
中
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
に
高
い
評
価
を
得
て
い
た
景
時

公
が
、な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
悪
人
と
し
て 

後
世
に
伝
え
ら
れ
た
の
で
し
よ
う
か
。景
時
公

を「
ゲ
ジ
ゲ
ジ
虫
」と
決
め
つ
け
た
の
は
、江
戸

時
代
に
近
松
門
左
衛
門
が
歌
舞
伎
の
戯
作

で
創
作
し
た
言
葉
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

判
官
贔
屓
の
歌
舞
伎
の
世
界
で
、大
衆
に

受
け
を
狙
っ
た
悪
名
だ
っ
た
の
で
す
。も
う
一

人
悪
名
作
り
に
加
担
し
た
の
が
、大
正
時
代

に『
義
経
伝
』と
い
う
小
説
を
描
い
た
黒
板
勝

美
氏
で
す
。黒
板
氏
は
幼
い
こ
ろ
よ
り
義
経
フ

ァ
ン
で
あ
り
、「
景
時
は
頼
朝
に
取
り
入
る
奸

佞
な
る
人
物
で
心
が
ね
じ
け
て
人
に
媚
び
へ
つ

ら
う
悪
い
奴
だ
」と
決
め
つ
け
て
い
ま
す
。ま

た
、 

反
景
時
論
の
背
景
に
は
戦
前
の
時
代
を

支
配
し
た
皇
国
史
感
が
あ
り
、義
経
は
後
白

河
法
皇
の
味
方
で
あ
っ
た
の
で
、こ
れ
に
対
抗

す
る
頼
朝
と
景
時
は
非
国
民
の
レ
ッ
テ
ル
を

貼
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。こ
う
し
て
江
戸

か
ら
大
正
に
が
け
て
景
時
公
の
悪
人
像
が
作

り
上
げ
ら
れ
た
の
で
す
。 

平
成
十
四
年
に
小
説
家
の
永
井
路
子
氏

の
大
山
で
の
講
演
を
拝
聴
い
た
し
ま
し
た
。 

永
井
氏
は
立
身
出
世
し
た
人
物
に
は
興
味

が
な
く
、景
時
公
の
悪
人
ぶ
り
に
魅
力
を
感

じ
、調
べ
て
い
く
う
ち
に
、義
経
を
は
じ
め
多
く

の
御
家
人
を
失
脚
さ
せ
た
の
は
、鎌
倉
体
制

か
ら
は
み
出
し
そ
う
な
人
間
を
容
赦
な
く
始

末
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、武
家
体
制
を
作
り
上

げ
た
の
だ
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
と
、景
時
公

を
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

さ
ら
に
頼
朝
は
座
り
の
よ
い
操
り
人
形
で 

あ
り
、真
に
時
代
を
背
負
っ
た
の
は
東
国
武
士

団
で
あ
っ
た
と
も
述
べ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。 

令
和
と
な
っ
た
今
年
、千
葉
氏
と
梶
原
氏

の
ご
縁
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
、非
常
に
嬉
し

く
感
じ
て
お
り
ま
す
。 

来
年
は
五
月
二
十
四
日
に
梶
原
忌
を
開

催
す
る
予
定
で
す
。も
し
貴
会
か
ら
の
ご
参

加
が
い
た
だ
け
る
な
ら
ば
、八
百
年
の
歴
史
ロ

マ
ン
を
共
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
よ

う
か
。ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

最
後
と
な
り
ま
し
た
が
、貴
会
の
益
々
の
ご

発
展
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

    

梶
原
景
時
の
像 
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房
総
武
田
氏
の
興
亡 

                 

会
員 

日
向
安
昭 

      

武
田
信
長
と
は   

武
田
信
長
は
甲
斐
武
田
家
と
先
祖
を
同

じ
く
す
る
。 

  

上
総
武
田
氏
の
系
図
：
武
田
信
長
の
子

供
以
下
の
確
か
な
系
図
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

今
回
は
通
説
の
系
図
で
説
明
し
ま
す
。 

 

な
ぜ
甲
斐
の
武
田
氏
が
房
総
に
来
た
の
か 

（
一
四
五
六
年
）武
田
氏
十
代
武
田
信
満
の

次
男
信
長
が
康
生
二
年（
一
四
五
六
年
）古

河
公
方
足
利
成
氏
の
命
を
受
け
て 

上
総
に

侵
入
し
、真
里
谷
城
、庁
南
城
を
築
い
た
。 

信
長
は
房
総
武
田
の
祖
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

 

時
代
背
景 

関
東
の
動
乱
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
最
初
の 

争
乱
上
杉
禅
秀
の
乱 

（
一
四
一
六
年
）が
起

き
る
。甲
斐
の
武
田
信
満
は
、姻
戚
関
係
に
あ

っ
た
上
杉
氏
憲
に
味
方
し
、一
族
を
ひ
き
い
て

鎌
倉
に
馳
せ
参
じ
た
。信
長
は
こ
の
と
き
、兄

の
信
重
と
と
も
に
父
に
従
っ
た
。武
田
信
満
は

上
杉
禅
秀
に
味
方
し
た
た
め
、足
利
持
氏

（
鎌
倉
公
方
）の
追
討
を
受
け
て
十
賊
山
に
お

い
て
敗
死
す
る
と
、信
長
は
こ
の（
鎌
倉
公
方
）

の
追
討
を
受
け
て
十
賊
山
に
お
い
て
敗
死
す

る
と
、甲
斐
は
無
主
状
態
と
な
り
、逸
見
氏
、

穴
山
氏
、跡
部
氏
ら
有
力
国
人
勢
力
の
台

頭
を
招
き
国
内
は
争
乱
状
態
に
陥
っ
て
い
た
。 

信
長
は
父
か
ら
後
事
を
託
さ
れ
、武
田
氏

の
一
族
で
あ
る
信
濃
守
護
小
笠
原
政
康
を 

頼
っ
て
信
濃
へ
逃
げ
こ
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。 

信
長
は
信
濃
国
に
い
て
、武
田
氏
の
実
権

を
甲
斐
国
に
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
、や
が
て
単
身
帰
国
し
た
。（
府
馬
氏
の

見
解
） 

武
田
信
長
は
ゲ
リ
ラ
的
夜
襲
戦
な
ど
に
よ
っ

て
逸
見
氏
を
攻
撃
し
始
め
た
の
で
あ
る
。 

信
長
が
甲
斐
国
内
で
あ
ば
れ
回
っ
て
い
る
と
の

報
を
受
け
た
鎌
倉
公
方
足
利
持
氏
は
、大
軍

を
ひ
き
い
て
信
濃
に
攻
め
こ
む
。信
長
は
猿
橋

付
近
の
戦
い
で
敗
れ
、鎌
倉
へ
つ
れ
ら
れ
て
い
っ

た
。鎌
倉
を
脱
出
し
、再
び
甲
斐
へ
帰
っ
た
。  

そ
の
後
永
享
の
乱（
一
四
三
八
年
）、
結
城

合
戦（
一
四
四
〇
年
）が
起
き
る
が
、武
田
信

長
や
信
高
は
そ
の
こ
ろ
京
に
い
て
、第
八
代
将

軍
義
政
に
仕
え
て
い
た
ら
し
い
が
、お
そ
ら
く

義
政
将
軍
に
願
い
出
て
、鎌
倉
に
下
り
、成
氏

に
仕
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。（
府
馬

氏
の
見
解
）
享
徳
の
乱（
一
四
五
五
年
）が 

勃
発
、武
田
信
長
は
、成
氏
の
命
で
上
総
の

国
に
侵
入
し
た
。（
一
四
五
六
年
）武
田
信
長

が
房
総
に
来
る
前
に
武
田
氏
の
一
族
の
所
領

が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。南
北
朝
期
に
上

総
姉
崎
や
市
原
郡
に
所
領
を
有
し
て
い

た
。(

「
戦
国
の
房
総
と
北
条
氏
」
黒
田

基
樹
著
者
）
ま
た
下
総
に
つ
い
て
武
田
七

郎
三
郎
資
嗣
な
る
者
が
上
総
の
在
地
領

主
・
村
上
式
部
大
夫
入
道
源
清
と
と
も
に

遵
行
使(

守
護
使)

を
勤
め
て
い
る(

『
尊
経

閣
文
」)

。
武
田
信
長
の
上
総
国
入
部

は
、
こ
れ
ら
旧
来
の
上
総
に
所
領
を
有
し

た
武
田
氏
の
存
在
の
根
拠
。 

 

信
長
は
房
総
の
武
田
氏
の
安
泰
を
は
か

り
、そ
の
発
展
を
考
え
城
を
築
城
し
た
。富
里

城（
君
津
市
久
留
里
字
安
住
小
字
上
城
）、

佐
是
城（
市
原
市
佐
是
字
岳
城
）、峰
上
城

（
富
津
市
中
郷
字
要
害
）を
築
き
、久
留
里

城
に
は
信
長
の
三
男
信
房 

（
一
説
に
武
走
） 

を
、佐
是
城
に
は
孫
の
国
信
を
、峰
上
城
に
は

や
は
り
孫
の
信
武
を
配
置
し
た
と
い
わ
れ
る
。

そ
の
時
期
は
一
四
六
九
～
一
四
九
二
年
に

か
け
て
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。（
府
馬
清

氏
の
見
解
） 

 

真
里
谷
氏
は
後
に
、さ
ら
に
次
の
六
城
を

築
い
た
。佐
貫
城（
富
津
市
佐
貫
亀
沢
山
）、

大
多
喜
城（
夷
隅
郡
大
多
喜
町
泉
水
）、造

海
域（
富
津
市
竹
岡
字
城
山
）、笹
子
城（
木

更
津
市
笹
子
字
笹
子
谷
）、中
尾
城（
同
市

中
尾
）、椎
津
城（
市
原
市
椎
津
字
外
郭
）。 

そ
の
時
期
は
一
四
九
二
～
一
五
九
○
年

に
か
け
て
で
あ
ろ
う
。（
府
馬
清
氏
の
見
解
） 

信
長
七
七
歳（
一
四
七
七
年
）で
病
死
。 

信
長
が
死
ん
で
三
年
後
に
信
高
が 

 

な
く
な
る
。  

 

こ
れ
以
降
約
三
〇
年
間
一
五
〇
三
年
頃

ま
で
、上
総
の
国
で
は
一
部
を
除
い
て
戦
乱
が

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。（
新
編
房
総
戦
国
史 

千
野
原
氏
の
見
解
） 

  

武
田
信
勝
は
小
弓
に
足
利
義
明
を
呼
ぶ
。

後
義
明
は
小
弓
公
方
と
呼
ば
れ
る
。 

  

そ
の
後
真
里
谷
一
族
は
後
継
者
問
題
等

で
内
紛
が
起
き
る
。北
条
氏
綱
は
房
総
進
出

を
図
る
た
め
に
、内
紛
を
利
用
し
て
上
総
に

進
出
す
る
。ま
た
北
条
は
真
里
谷
と
足
利
義

明
の
仲
を
裂
く
策
略
を
め
ぐ
ら
す
。徐
々
に

上
総
武
田
氏
は
弱
体
し
て
い
っ
た
。 

  

第
一
次
国
府
台
合
戦
で
は
、武
田
氏
一

族
は
ま
と
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
め
満
足
な
戦
い

は
で
き
な
か
っ
た
。第
二
次
国
府
台
合
戦
で
は

里
見
軍
に
従
軍
し
た
が
敗
れ
る
。 

  

小
田
原
城
合
戦
で
は
、真
里
谷
信
隆
や
武

田
豊
信
ら
も
小
田
原
へ 

兵
を
送
っ
た
が
、戦

っ
た
と
の
記
録
は
な
い
。真
里
谷
城
主
信
隆

は
、下
総
国
に
落
ち
延
び
那
須
家
に
身
を
寄

せ
た
。 

上
総
武
田
氏
は
房
総
の
戦
国
期
に
、一
時

代
を
築
く
前
に
一
族
の
内
紛
で
力
を
発
揮
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。 

 

   

javascript:kousei()
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E7%A6%85%E7%A7%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%B8%E8%A6%8B%E6%B0%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%B4%E5%B1%B1%E6%B0%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B7%A1%E9%83%A8%E6%B0%8F
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頼
朝
の
死
亡
時
期
に
お
け
る 

『
吾
妻
鏡
』の
謎 

                     

会
員 

山
内
博 

 

頼
朝
の
死
は
古
来
ナ
ゾ
と
さ
れ
て
い
る
。

『
吾
妻
鏡
』に
は
、頼
朝
が
死
ん
だ
正
治
元
年

（
一
二
九
九
）の
部
分
を
欠
い
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。そ
れ
か
ら
十
三
年
後
の
建
暦
二
年 

（
一
三
一
二
）の
同
書
に
は
、橋
の
補
修
に
関

す
る
記
事
が
あ
り
、そ
こ
に「
去
る
建
久
九
年
、

相
模
の
有
力
御
家
人
の
稲
毛
重
成
は
妻
の

死
を
弔
っ
て
相
模
川
に
架
橋
し
た
。そ
の
橋
供

養
に
臨
席
し
た
頼
朝
は
帰
路
落
馬
し
、い
く

ば
く
も
な
く
死
去
し
た
」と
あ
る
。 

な
お
、こ
の
橋
の
脚
が
関
東
大
震
災
の
際
、

砂
の
液
状
化
現
象
に
よ
り
、そ
の
う
ち
の
九
本

が
姿
を
現
わ
し
、茅
ヶ
崎
市
に
あ
る
そ
の
遺
構

は
い
ま
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
保
存
さ
れ

て
い
る
。 

こ
の
こ
と
か
ら
、頼
朝
が
橋
供
養
に
出
席
し

た
こ
と
、帰
路
落
馬
し
、し
ば
ら
く
し
て
死
ん

こ
と
は
事
実
と
見
て
誤
り
な
い
と
思
わ
れ
る
。 

頼
朝
の
死
去
は
、当
時
の
文
書
に
よ
っ
て
幾
ら

か
が
分
か
る
が
、不
思
議
な
こ
と
に
彼
と
親
交

の
あ
っ
た
九
条
兼
実
の
日
記
「
玉
葉
」に
は
、丁

度
こ
の
部
分
が
欠
け
て
い
る
。朝
の
死
因
に
つ
い

て
、『
明
月
記
』で
は「
頓
病（
急
死
）」と
す
る

も
詳
し
く
は
触
れ
て
お
ら
ず
、『
愚
管
抄
』に

至
っ
て
は
、た
ん
に 

「
所
労（
病
気
）」と
し
か
記
し
て
い
な
い
が
、

近
衛
家
実
の
日
記
に
は
正
月
一
八
日
条
に
の

ど
が
か
わ
き
尿
の
通
じ
な
い
飲
水
の
病
気
」す

な
わ
ち
糖
尿
病
に
よ
る
と
見
え
て
い
る
。 

『
吾
妻
鏡
』は
北
条
執
権
下
の
幕
府
関
係
者

の
手
で
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

し
か
し
現
存
す
る
テ
キ
ス
ト
は
と
び
と
び
に

合
計
十
年
ほ
ど
の
部
分
が
存
在
し
な
い
。欠

落
の
理
由
と
し
て
は
、
⒜
な
ん
と
な
く
書
か
な

か
っ
た 

⒝
意
識
的
に
書
か
な
か
っ
た 

⒞
書
い

た
け
れ
ど
も
散
侠
し
て
し
ま
っ
た 

⒟
書
い
た

け
れ
ど
も
破
棄
し
て
し
ま
っ
た
な
ど
が
あ
る

が
、
⒝
意
識
的
に
書
か
な
か
っ
た
お
よ
び
⒟
書

い
た
け
れ
ど
も
故
意
に
破
棄
し
て
し
ま
っ
た
と

い
う
の
が
在
り
そ
う
な
こ
と
で
あ
る
。 

な
ぜ
そ
う
し
た
か
そ
の
理
由
が
問
題
に
な

る
が
、『
吾
妻
鏡
』の
執
筆
者
た
ち
の
基
本
的

な
態
度
、あ
る
い
は
執
筆
に
さ
い
し
て
の
基
本

的
な
方
針
は
北
条
氏
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い

こ
と
は
書
か
な
い
、あ
る
い
は
書
い
た
と
し
て
も

胡
魔
化
し
て
書
く
、さ
ら
に
は
北
条
氏
の
都

合
の
た
め
に
は
嘘
ま
で
も
吐
く
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。 

こ
の
時
期
は
鎌
倉
幕
府
に
と
っ
て
重
大
な

問
題
が
集
中
し
て
い
た
。と
く
に
北
条
氏
が

頼
家
・
実
朝
に
対
し
て
の
事
柄
か
ら『
吾
妻

鏡
』の
叙
述
は
微
妙
な
配
慮
が
た
え
ず
働
い

て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
、頼
朝
の
死
を
ふ
く
む 

重
要
な
時
期
に
つ
い
て
は
関
係
者
の 

意
見
調
整
が
困
難
で
、つ
い
に
叙
述
が
完
成

し
な
か
っ
た
可
能
性
は
大
き
い
。 

頼
朝
の
死
の
前
の
三
年
間
の
欠
失
部
分
の

歴
史
を
見
る
と
、そ
れ
は
京
都
に
お
け
る
頼

朝
派
の
代
表
九
条
兼
実
の
失
脚
、反
頼
朝
派

の
急
先
鋒
源
通
親
の
権
力
掌
握
に
よ
っ
て
、

頼
朝
が
対
朝
廷
政
策
で
大
き
く
後
退
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。 

ま
た
頼
朝
の
死
後
、後
継
将
軍
頼
家
の
訴

訟
親
裁
が
有
力
御
家
人
た
ち
の
反
発
に
よ
っ

て
停
止
さ
れ
、将
軍
の
専
制
政
治
へ
の
不
満
が

急
速
に
高
ま
っ
た
時
期
で
も
あ
る
。 

そ
う
し
た
政
治
危
機
の
中
で
、北
条
氏
は
政

局
の
主
導
権
を
握
る
た
め
、頼
朝
の
死
の
前

後
の
短
い
期
間
に
大
胆
な
行
動
を
と
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。 

頼
朝
の
死
の
謎
は
、死
因
そ
の
も
の
よ
り
も
、

む
し
ろ
そ
の
前
後
の
、隠
さ
れ
た
政
治
の
舞
台

裏
に
興
味
が
惹
か
れ
る
。 

 

編
集
後
記  

編
集
子 

大
変
遅
く
な
り
ま
し
た
が
、会
報
第
九
号
を

お
送
り
し
ま
す
。今
後
共
皆
様
の
意
見
も
得

ら
れ
る
よ
う
に
会
の
運
営
を
進
め
て
参
り
た

い
と
思
い
ま
す
。 

ご
協
力
お
願
い
致
し
ま
す
。 
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