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る
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絵
島
事
件
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正
徳
四
年
に
起
き
た
絵
島
事
件
は
江
戸
時
代
を
通
し
て
芝
居
に
上
演
さ
れ
た
こ
と

は
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
（
『
演
劇
大
百
科
事
典
』
）
、
実
は
遠
く
大
坂
の
竹

本
・
豊
竹
群
言
で
上
演
さ
れ
た
『
蛾
寄
か
る
た
』
『
西
行
法
師
墨
染
桜
』
が
絵
島
事

件
を
模
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
か
つ
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
著
『
近
松
浄
瑠

璃
の
研
究
』
参
照
）
。
ま
た
大
橋
正
叔
氏
は
、
岩
波
書
店
「
近
松
全
集
」
第
八
巻
解

題
で
、
『
蛾
寄
か
る
た
』
が
拠
っ
た
『
滝
口
横
笛
紅
葉
の
遊
覧
』
の
作
者
を
め
ぐ
る

問
題
か
ら
私
説
に
も
触
れ
、
「
何
故
『
よ
こ
ぶ
ゑ
た
き
口
早
之
道
心
』
が
そ
の
下
敷

に
選
ば
れ
た
の
か
は
、
前
述
の
作
者
の
問
題
と
絡
ん
で
、
今
後
と
も
さ
ら
に
検
討
さ

れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
た
。
近
松
が
可
能
性
の
あ
る
旧
作
の
中
か
ら
意
図

的
に
選
ん
だ
も
の
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
を
記
し
た
資
料
で
も
な
い
か
ぎ
り
そ
の
真
意
に

迫
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
た
だ
、
旧
作
の
作
者
問
題
は
さ
て
置
き
、
仮
に
近
松

が
思
い
つ
く
ま
ま
に
こ
の
旧
作
を
選
ん
だ
も
の
と
す
れ
ぽ
、
賢
島
事
件
を
模
し
た
妥

当
性
を
述
べ
た
の
で
足
り
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
時
は
専
ら
趣
向
の
面
ぽ
か
り
か
ら
述

べ
た
の
で
あ
る
が
、
今
回
は
そ
の
表
現
面
か
ら
も
『
蛾
寄
か
る
た
』
が
絶
島
事
件
を

模
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
追
認
し
、
重
盛
・
中
宮
の
処
断
に
つ
い
て
も
、
前
掲
著

で
は
消
極
的
に
扱
っ
て
い
た
も
の
を
も
う
少
し
深
め
て
考
え
て
み
た
い
。

　
『
蛾
寄
か
る
た
』
が
旧
作
の
趣
向
に
拠
り
な
が
ら
も
、
大
き
く
書
き
換
え
、
書
き

加
え
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
ず
初
段
で
早
く
も
中
宮
御
所
を
江
戸
城
大

奥
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。
木
谷
蝉
吟
氏
は
「
こ
れ
ぞ
此
儘
、
当
代
大
奥
の
女
中
の
、

廃
頽
し
た
風
俗
の
写
実
と
観
て
、
蓋
し
過
誤
は
あ
る
ま
い
と
思
は
れ
る
」
（
「
大
近
松

全
集
」
第
十
巻
解
説
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
旧
作
で
は
「
女
中
の
は
っ
と
を
相
ま

も
る
。
」
と
あ
る
だ
け
で
、
そ
れ
が
特
に
大
奥
で
あ
る
こ
と
を
印
象
づ
け
る
と
い
う

も
の
で
は
な
い
が
、
大
奥
に
転
用
す
る
た
め
の
契
機
と
な
る
文
句
で
は
あ
る
。
こ
れ

が
『
嬢
寄
か
る
た
』
と
な
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
1
、
上
ら
う
御
所
の
。
掟
に
て
。
男
と
あ
れ
ぽ
侍
よ
り
中
間
仕
丁
に
至
る
迄
。
六

　
　
　
十
以
後
の
隠
居
比
さ
ん
か
あ
た
ま
に
て
る
月
の
。
秋
の
御
遊
の
日
も
極
り
。

　
　
　
女
中
な
か
ま
は
ざ
は
み
＼
と
。
山
の
も
み
ち
は
付
ケ
た
り
に
わ
か
い
男
を
見

　
　
　
る
た
の
し
み
。

　
2
、
是
横
笛
殿
。
茸
狩
の
御
遊
が
十
二
日
に
極
っ
た
。
腹
一
は
い
男
見
よ
ふ
じ
や

　
　
　
有
ま
い
か
。
（
以
下
、
2
8
行
男
評
判
）
～
女
中
な
か
ま
は
か
り
そ
め
の
じ
や

4
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白
　
　
方

勝

　
　
　
れ
も
男
の
噂
な
り
。

　
1
の
「
男
と
あ
れ
ぽ
」
云
々
と
あ
る
と
こ
ろ
や
2
の
男
評
判
に
う
つ
つ
を
抜
か
し

て
い
る
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
と
指
定
な
く
て
も
す
ぐ
大
奥
を
思
い
浮
か
べ
る
で
あ
ろ
う
。

「
わ
か
い
男
」
を
役
者
に
置
き
換
え
「
見
る
た
の
し
み
」
と
な
る
と
絵
事
事
件
が
思

い
浮
か
ん
で
く
る
。
旧
作
で
は
「
来
る
廿
一
日
に
中
宮
高
尾
へ
み
ゆ
き
な
さ
し
め
。
」

と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
国
作
も
ま
た
秋
と
は
し
て
い
る
も
の
の
「
十
二
日
」

と
変
え
て
あ
る
の
は
、
恣
意
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
絵
島
の
増
上
寺
代
参
が
「
正

月
十
二
日
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
れ
ば
、
作
者
の
意
図
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。

　
滝
口
が
使
者
と
な
っ
て
訪
れ
る
と
こ
ろ
は
、
旧
作
で
は
歌
で
忍
び
逢
い
の
約
束
を

す
る
の
み
で
あ
る
が
、
本
作
で
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
3
、
け
ふ
の
奏
者
は
横
笛
殿
。
仕
合
な
あ
や
か
り
物
～
あ
の
あ
い
き
や
う
有
ほ
う

　
　
　
さ
き
へ
ほ
っ
か
り
と
く
ひ
つ
き
た
い
。
じ
っ
と
だ
か
れ
て
し
め
ら
れ
て
し
め

　
　
　
こ
ろ
し
て
も
ら
ひ
た
い
と
。
～

　
4
、
か
ほ
見
合
せ
う
っ
か
り
と
。
思
ひ
と
恋
の
山
が
ら
も
。
中
に
う
か
る
N
へ
う

　
　
　
た
ん
の
気
も
ぬ
け
が
ら
と
曳
け
る
が
。
（
滝
口
）
横
笛
は
魂
も
ぬ
け
て
心
も

　
　
　
ど
き
く
く
と
。
山
が
ら
も
め
に
っ
か
ず
御
口
上
も
み
二
に
と
ゴ
ま
ら
ず
。

　
　
　
～
ハ
テ
も
み
ち
よ
り
茸
狩
に
そ
も
じ
様
と
た
ゴ
ふ
た
り
。
こ
ち
や
谷
合
の
松

　
　
　
茸
を
と
い
だ
き
つ
け
ぽ
～

　
こ
こ
も
書
き
加
え
た
場
で
、
滝
口
も
横
笛
も
久
し
ぶ
り
の
逢
瀬
に
た
だ
魂
も
ぬ
け

て
抱
き
合
う
。
こ
こ
で
こ
の
御
遊
を
単
な
る
紅
葉
狩
で
は
な
く
て
、
や
や
露
骨
な
が

ら
茸
狩
と
し
た
意
味
が
わ
か
る
。
こ
の
後
、
北
山
の
忍
び
逢
い
と
な
る
の
は
、
殆
ど

旧
作
と
同
じ
趣
向
で
あ
る
が
、
『
鵬
鵡
壷
中
記
』
に
従
っ
て
言
え
ば
、
こ
こ
が
絵
島

事
件
で
い
う
役
者
と
の
交
会
を
模
し
た
場
に
な
る
。
『
月
堂
見
聞
集
』
の
「
江
戸
よ

り
来
候
書
付
写
」
で
は
「
馴
染
」
と
し
、
『
鄙
野
首
書
記
』
で
は
「
相
会
す
る
役
者
」

と
し
て
次
の
組
合
せ
を
上
げ
て
い
る
が
、
滝
口
と
横
笛
、
義
次
と
か
る
も
と
い
っ
た

組
合
せ
を
思
わ
せ
る
。

江
島
と

宮
路
と

梅
山
と

芳
川
と

伊
与
と

木
津
と

藤
枝
と

木
曽
路
と

生
島
新
五
郎

村
山
平
右
衛
門

勝
山
又
五
郎

玉
沢
宇
高

中
村
源
太
郎

藤
田
花
之
下

松
本
音
霧

中
村
六
三
郎

上
々
吉

同上
々

上
々

上
々
吉

上
上
々
白
吉

中
上
々

　
な
お
序
で
に
言
え
ば
、
こ
の
滝
口
使
者
の
場
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
二
段
目

の
力
弥
使
者
の
場
に
応
用
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
旧
作
に
書
き
加
え
た
箇
所
を
示
し
た
が
、
こ
れ
で
十
分
に
大
奥
・
絵
島
事
件

を
模
し
た
も
の
と
で
あ
る
こ
と
は
了
解
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
女
中
た
ち
の
あ

ま
り
に
も
狼
雑
な
せ
り
ふ
が
多
い
。
近
松
も
実
際
の
大
奥
の
女
中
が
こ
ん
な
風
で
あ

っ
た
と
は
思
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
単
に
観
客
に
迎
合
す
る
た
め
ぽ
か
り

と
も
思
わ
れ
な
い
。
事
件
ま
も
な
く
京
都
在
住
の
『
月
堂
見
聞
集
』
の
筆
者
が
、
ま

た
『
鵬
鵡
篭
中
記
』
の
筆
者
が
名
古
屋
で
噂
を
含
め
て
か
な
り
な
情
報
を
得
て
い
た

と
こ
ろ
を
見
る
と
、
大
阪
の
近
松
も
事
件
に
つ
い
て
は
か
な
り
な
情
報
を
得
て
い
た

に
違
い
な
い
が
、
近
松
は
そ
の
情
報
に
よ
っ
て
、
大
奥
の
風
紀
の
乱
れ
は
あ
っ
た
と

判
断
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
大
序
に
は
「
夫
婦
は
大
倫
也
。
関
誰
は
楽
ん
で
淫
せ

ず
と
い
へ
り
。
」
と
あ
っ
た
。
し
か
し
本
作
初
段
に
お
い
て
書
き
加
え
た
と
こ
ろ
は
、

環
境
が
環
境
だ
と
は
い
え
ま
さ
に
淫
し
た
男
女
の
仲
で
は
な
か
っ
た
か
。
観
客
は
狼

雑
な
文
句
に
喜
ん
だ
で
あ
ろ
う
し
、
近
松
も
少
々
悪
乗
り
し
た
点
は
あ
る
が
、
入
手

の
資
料
か
ら
は
絵
島
ら
の
挙
動
も
度
を
越
え
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
の
判
断
を
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
大
序
に
言
う
節
度
を
守
っ
て
い
れ
ば
、
こ
う
い
う
事
件
は
起

き
な
か
っ
た
と
は
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
役
者
に
対
す
る
世
の
女
た
ち
の
執
心
ぶ
り
は
今
に
始
つ
た
こ
と
で
も
な

立
役

早落若
女
形

同率同
引
合

立
役

　
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
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い
。
浮
世
草
子
・
評
判
記
等
に
多
く
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
で
に
西
鶴

は
「
一
切
の
女
移
り
気
な
る
物
に
し
て
う
ま
き
色
咄
に
現
を
ぬ
か
し
道
頓
堀
の
作
り

狂
言
を
ま
こ
と
に
見
な
し
い
っ
と
な
く
心
を
み
だ
し
」
（
五
人
女
・
二
の
四
）
「
移
変

る
芝
居
の
噂
狂
言
の
う
ま
ひ
仕
組
を
実
に
見
な
し
一
切
の
煎
子
浮
気
に
な
り
て
」
（
一

代
女
・
四
の
一
）
と
し
、
ま
た
『
嵐
無
常
物
語
』
で
は
、
美
男
の
嵐
三
郎
四
郎
は
「
ら

く
ち
う
の
女
に
気
を
な
や
ま
せ
」
「
男
ば
か
り
を
見
物
に
ゆ
く
は
い
た
づ
ら
の
昼
ぞ

か
し
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
と
し
て
、
娘
友
達
六
七
人
言
い
合
せ
て
草
紙
錐
で
入

れ
黒
子
（
刺
青
）
を
し
た
話
等
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
女
た
ち
の
過
熱
ぶ
り

は
正
徳
の
頃
と
て
変
る
も
の
で
は
な
い
。
役
者
評
判
記
で
も
「
女
の
見
物
は
女
護
の

嶋
で
男
見
た
や
う
に
、
目
ま
じ
も
せ
ず
に
見
ら
る
x
」
（
役
者
二
挺
三
味
線
・
元
禄

1
5
・
多
門
庄
左
衛
門
・
江
戸
）
「
口
跡
さ
つ
は
り
と
し
て
．
諸
事
り
エ
し
く
．
女
中

の
見
物
が
た
も
ひ
か
る
x
よ
し
」
「
男
つ
き
の
所
は
女
子
見
物
こ
そ
な
れ
」
（
役
者
舞

台
小
袖
⊥
早
保
4
・
坂
東
彦
三
郎
・
大
坂
）
「
一
回
は
女
中
方
の
ひ
い
き
多
か
り
し

か
」
（
役
者
若
咲
酒
⊥
旱
保
6
・
小
野
川
宇
原
太
・
京
）
な
ど
、
女
中
見
物
の
役
者

に
対
す
る
浮
薄
な
心
根
の
窺
わ
れ
る
記
事
は
多
い
。
こ
と
に
生
島
新
五
郎
は
じ
っ
く

り
と
丁
寧
に
や
る
濡
れ
の
芸
が
う
ま
く
、
「
そ
れ
ゆ
へ
や
し
き
女
中
の
見
物
多
し
」
（
役

老
箱
伝
授
・
正
徳
2
）
と
あ
り
、
「
女
中
方
の
す
か
せ
ら
る
玉
も
断
と
存
る
」
（
役
者

目
利
講
・
正
徳
4
）
と
評
さ
れ
て
い
る
。
「
や
し
き
女
中
」
は
武
家
奉
公
の
女
中
で

あ
り
、
普
段
物
堅
い
勤
め
だ
け
に
、
し
っ
ぽ
り
と
し
た
濡
れ
に
は
弱
い
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
記
事
を
近
松
が
読
ん
で
い
た
と
し
た
ら
、
ま
た
絵
島
事
件
に
よ
り
読
み
直
し
た

と
し
た
ら
、
こ
の
作
品
で
の
殊
更
な
狽
雑
な
物
言
い
を
書
き
加
え
た
の
は
そ
れ
と
な

く
納
得
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
う
し
た
女
た
ち
へ
の
胸
座
を
も
込
め
て
い
る

と
見
て
も
よ
い
。

二

　
『
蛾
寄
か
る
た
』
の
三
段
目
は
、
旧
作
に
は
な
い
全
く
の
新
作
部
に
当
る
。
口
が

重
盛
館
、
切
が
中
宮
御
所
の
二
場
の
構
成
で
、
切
の
始
め
に
に
作
品
題
と
な
っ
た
「
中

宮
寄
か
る
た
」
の
景
事
が
あ
る
。
中
宮
御
所
が
大
奥
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ぽ
、

か
る
た
取
り
も
大
奥
で
行
わ
れ
た
遊
び
の
一
つ
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
三
段

目
の
主
な
趣
向
は
、
初
段
の
密
会
の
騒
動
に
よ
り
、
滝
口
は
出
家
、
か
る
も
を
救
い
、

姿
を
隠
し
た
後
、
残
さ
れ
た
義
次
・
横
笛
の
処
断
を
行
う
こ
と
に
あ
る
。
口
で
重
盛

は
不
義
の
科
と
い
う
こ
と
で
義
次
を
討
ち
、
そ
の
首
桶
を
中
宮
に
届
け
る
。
そ
れ
を

承
け
て
中
宮
も
横
笛
の
首
を
討
っ
て
出
る
。
二
つ
の
首
桶
の
蓋
を
開
け
て
み
る
と
、

義
次
の
首
桶
に
は
彼
の
髪
が
乗
せ
て
あ
り
、
横
笛
の
首
桶
に
は
笛
竹
が
入
っ
て
い
た
。

兄
妹
み
ご
と
に
符
合
し
た
処
置
で
あ
っ
た
。

　
も
と
も
と
こ
の
二
組
の
恋
人
同
士
を
「
不
義
」
と
し
た
の
は
敵
役
の
師
高
で
あ
っ

た
。
師
古
同
の
言
い
分
を
聞
こ
う
。

　
ー
ヤ
ア
不
義
者
は
左
京
の
進
か
ら
め
と
れ

　
　
御
法
度
み
だ
す
不
届
者
我
た
め
に
は
女
敵
同
前
。
女
め
も
同
罪

　
2
不
義
と
申
は
横
笛
と
か
る
も
が
こ
と
。
（
以
上
初
段
）

　
3
奉
公
の
身
を
も
っ
て
出
入
き
び
し
き
御
門
を
忍
び
。
つ
い
ぢ
を
こ
へ
か
き
を
こ

　
　
へ
放
将
の
し
か
た
。
（
二
段
目
）

　
4
横
笛
は
斎
藤
滝
口
か
る
も
は
左
京
の
進
義
次
。
思
ひ
く
に
み
つ
通
の
男
を
持
。

　
　
御
法
度
乱
れ
候
う
へ

　
5
左
京
の
進
義
次
か
る
も
と
不
義
み
つ
通
に
て
。
（
以
上
三
段
目
）

　
宮
仕
え
女
房
と
侍
と
の
関
係
を
「
は
っ
と
」
故
に
「
不
義
」
と
言
い
「
み
つ
通
」

と
言
っ
て
い
る
の
は
、
旧
作
と
て
も
同
然
で
あ
る
。
「
御
所
ぢ
う
の
さ
ほ
う
は
な
か

く
み
だ
ら
に
な
り
候
は
ん
」
と
も
言
わ
せ
て
い
る
。
口
で
は
そ
う
言
い
な
が
ら
法

度
を
犯
し
て
い
る
敵
役
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ま
ま
に
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
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白
　
　
方

勝

な
い
が
、
滝
口
の
父
・
義
次
の
兄
盛
次
も
こ
の
点
は
「
左
京
の
進
義
次
か
る
も
と
や

ら
ん
に
み
つ
通
し
。
滝
口
は
身
の
放
将
不
義
の
悪
名
を
つ
玉
み
か
ね
と
ん
遅
し
た
る

と
な
。
」
「
御
ぶ
ん
が
弟
左
京
の
進
不
行
跡
の
う
き
名
を
い
と
ひ
。
」
と
言
っ
て
い
る
。

江
戸
時
代
に
お
い
は
武
家
諸
法
度
の
「
私
に
婚
姻
を
締
む
る
可
か
ら
ず
」
が
徹
底
し

て
お
り
、
武
家
屋
敷
内
の
恋
愛
が
法
度
で
あ
っ
た
こ
と
は
近
松
も
『
丹
波
与
作
漁
戸

の
小
室
節
』
に
仕
組
ん
で
い
る
。
後
の
句
で
は
あ
る
が
「
御
手
討
の
夫
婦
な
り
し
を

更
衣
」
（
蕪
村
）
も
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
不
義
呼
ぽ
わ
り
は
致
し
方
な
い
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
（
な
お
不
義
に
つ
い
て
は
村
田
各
氏
「
再
説
「
忍
び
扇
の
長
歌
」
」

愛
媛
国
文
研
究
第
八
号
参
照
）
た
だ
旧
作
に
な
い
師
高
の
3
の
言
は
、
事
実
関
係
は

別
と
し
て
も
、
大
奥
の
様
子
を
暗
に
か
す
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
そ

れ
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
滝
口
・
横
笛
、
義
次
・
か
る
も
の
二
組
の
恋
人
た
ち
の
所
業
は
、
江
戸
時
代
に
あ

っ
て
は
不
義
密
通
に
当
り
、
法
度
に
触
れ
る
も
の
と
し
て
処
断
さ
れ
て
し
か
る
べ
き

も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
を
許
す
と
す
れ
ば
、
人
情
に
す
が
る
か
、
も
う
一
つ
別
の
理

屈
が
い
る
。
重
盛
は
言
う
。

　
　
珍
し
き
中
宮
の
御
仕
置
古
今
其
れ
い
を
聞
ず
。
む
か
し
の
い
つ
み
式
部
は
宮
つ

　
　
か
へ
の
身
に
て
保
昌
に
か
よ
ひ
。
又
橘
の
道
貞
に
な
れ
て
小
式
部
の
内
侍
を
う

　
　
む
。
赤
染
の
衛
門
は
中
の
く
は
ん
白
に
契
り
。
紫
式
部
は
西
の
宮
の
左
大
臣
に

　
　
み
つ
通
せ
し
も
皆
奉
公
の
時
な
れ
共
。
其
時
の
上
東
門
院
い
さ
瓦
か
と
が
め
給

　
　
は
ず
。
か
へ
っ
て
末
代
に
名
を
残
せ
り
。
を
だ
や
か
な
ら
ぬ
御
政
道

　
和
泉
式
部
等
の
例
は
い
ず
れ
も
あ
え
て
虚
説
を
あ
げ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
要
は

平
安
時
代
に
あ
っ
て
は
宮
仕
え
女
房
の
恋
愛
沙
汰
は
否
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
『
紫
式
部
日
記
』
に
も
「
そ
れ
ら
（
よ
い
宮
仕
え
女
房
）
は
、
殿
上
人
の
見
残

す
、
す
く
な
か
り
」
と
あ
る
。
男
か
ら
す
れ
ぽ
よ
い
女
房
を
競
っ
て
愛
人
に
し
た
わ

け
で
あ
る
。
こ
の
平
安
朝
の
実
態
か
ら
見
れ
ば
、
滝
口
ら
の
恋
愛
沙
汰
を
黒
め
る
の

は
「
を
だ
や
か
な
ら
ぬ
御
政
道
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
罪
人
を
奪
わ
れ
た

の
は
警
護
の
手
緩
き
た
め
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
糺
さ
な
い
の
は
「
武
家
の
法
」
に
背

く
と
指
摘
し
て
、
重
盛
は
「
武
家
に
も
あ
ら
ず
公
家
に
も
あ
ら
ず
律
令
に
そ
む
き
し

掟
重
盛
は
心
へ
す
」
と
結
論
づ
け
る
。

　
こ
の
重
盛
の
論
理
は
十
分
に
説
得
性
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
作
品
を
見
て

い
る
観
客
か
ら
す
れ
ぽ
、
屋
敷
内
の
恋
愛
も
警
護
の
責
任
も
と
も
に
「
武
家
の
法
」

に
な
る
は
ず
で
あ
る
の
に
、
重
盛
は
前
者
を
昔
の
公
家
の
法
に
よ
っ
て
不
問
に
付
し
、

「
武
家
の
法
」
を
警
護
の
師
高
の
側
に
の
み
押
し
付
け
た
の
で
あ
る
。
師
高
の
華
言

を
見
抜
い
た
上
で
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
義
次
の
髪
を
切
っ
て
処
置
し
た
の
は
、
結

果
的
に
「
公
家
の
法
」
を
立
て
た
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
武
家
の
法
よ
り
も
、
平

安
朝
の
公
家
の
法
を
立
て
る
と
い
う
理
屈
を
近
松
は
用
い
た
。
そ
こ
に
屋
敷
内
の
恋

愛
に
対
し
て
肯
定
的
な
、
少
な
く
と
も
寛
容
な
近
松
の
態
度
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
作

品
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
平
家
政
権
の
時
代
は
、
ま
さ
に
武
家
政
治
の
時
代
で
あ
る

と
も
に
、
王
朝
文
化
を
そ
の
ま
ま
に
引
き
継
い
だ
時
代
で
あ
っ
た
。
近
松
は
そ
の
曖

昧
さ
を
う
ま
く
利
用
し
た
と
も
言
え
る
。

　
次
に
中
宮
に
つ
い
て
見
よ
う
。
重
盛
の
仕
置
に
対
し
て
中
宮
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
兄
な
が
ら
。
小
松
殿
は
狂
気
ぼ
し
し
給
ふ
か
。
ぬ
し
有
人
に
通
ふ
こ
そ
仏
も
い

　
　
ま
し
あ
を
き
給
ふ
。
恋
は
心
の
誠
の
も
と
。
歌
の
道
に
も
恋
の
歌
を
手
本
と
し

　
　
て
。
在
原
の
な
り
平
は
二
条
の
后
に
忍
び
あ
ひ
。
斎
宮
の
女
御
に
か
よ
ひ
給
ひ

　
　
し
も
歌
の
情
に
ゆ
る
さ
れ
し
。
い
つ
み
式
部
小
式
部
紫
式
部
赤
染
衛
門
。
思
ひ

　
　
く
に
忍
び
男
の
有
し
か
共
。
其
時
の
武
将
頼
光
頼
信
な
ど
是
を
せ
い
し
給
は

　
　
ね
ぽ
。
武
家
の
法
幸
い
ひ
が
た
し
。

　
中
宮
の
言
い
方
は
始
か
ら
矛
盾
し
て
い
る
。
主
あ
る
人
と
の
恋
愛
は
仏
も
戒
め
て

い
る
の
に
、
次
に
あ
げ
る
業
平
の
例
は
不
義
に
近
い
。
誠
の
恋
愛
で
あ
れ
ぽ
『
古
今

集
』
『
伊
勢
物
語
』
の
説
く
「
歌
の
徳
」
に
よ
り
少
々
の
不
義
は
あ
っ
て
も
恋
愛
は

許
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
滝
口
ら
の
恋
愛
は
も
ち
ろ
ん
主
あ
る
人
と
の
不
義
で

は
な
い
。
誠
の
恋
愛
と
中
宮
も
認
め
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ぽ
少
々
の
逸
脱
は
あ
っ
て

5
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も
見
逃
せ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
中
宮
の
言
う
「
武
家
の
法
」
は
重

盛
の
言
っ
た
意
味
と
は
異
な
り
、
殿
上
の
警
護
を
意
味
す
る
。
も
ち
ろ
ん
平
安
の
昔

は
頼
光
頼
信
の
よ
う
な
武
士
に
殿
上
の
風
紀
ま
で
を
取
り
締
ま
る
権
限
・
力
は
な
か

っ
た
の
で
は
あ
る
が
、
「
せ
い
し
給
は
ね
ば
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
こ
こ
で
は
そ
れ

が
あ
っ
た
と
し
て
お
い
て
も
、
恋
愛
沙
汰
は
見
逃
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
中
宮
の
言
う
「
武
家
の
法
」
も
平
安
朝
の
そ
れ
で
あ
っ
た
い
う
こ
と
に
し
て
あ

り
、
江
戸
時
代
の
そ
れ
で
は
な
い
。
中
宮
自
身
初
段
で
は
「
横
笛
に
不
義
有
と
は
。

そ
れ
は
人
の
そ
ら
ご
と
な
ら
ん
横
笛
に
か
ぎ
ら
ず
。
い
つ
れ
に
て
も
不
義
あ
ら
ぽ
ぎ

ん
み
の
役
を
か
う
ふ
り
し
。
師
高
が
皆
越
度
。
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
裏
返

せ
ぽ
屋
敷
内
の
恋
愛
は
不
義
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
知
り
な
が
ら
中
宮
は
恋

愛
と
不
義
と
は
違
う
判
断
を
下
し
て
い
る
。

　
中
宮
の
理
屈
に
は
無
理
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
覆
い
隠
す
の
が
人
情
で
あ
る
。

恋
愛
の
誠
を
説
き
、
横
笛
を
娘
・
妹
と
思
い
、
「
み
つ
か
ら
が
中
宮
の
位
に
か
へ
。

身
に
か
へ
て
も
思
ひ
も
よ
ら
ず
こ
ろ
さ
せ
ぬ
」
と
の
愛
情
で
あ
る
。
木
谷
蓬
吟
氏
は

こ
の
場
を
「
美
く
し
い
主
従
の
人
情
美
が
現
は
れ
て
る
る
」
と
し
、
中
宮
を
神
格
に

近
い
理
想
的
女
性
と
賛
美
し
、
「
大
阪
町
家
の
理
想
的
女
房
気
質
と
共
鳴
す
る
と
こ

ろ
が
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
書
）
。
作
中
人
物
と
し
て
理
想
的
で
あ
り
、
そ

れ
が
大
阪
町
人
の
理
想
的
女
房
と
も
共
鳴
す
る
も
の
で
あ
れ
ぽ
、
観
客
は
中
宮
の
思

い
と
立
場
に
共
感
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
師
高
の
即
言
に
よ
っ
て
齪
嘉
す
る
か
に
見
え
た
重
盛
・
中
宮
の
考
え
は
「
御
兄
弟

の
御
仁
購
い
つ
い
ひ
合
せ
給
は
ね
共
。
竹
を
わ
っ
て
合
せ
し
ご
と
く
。
寸
分
ち
が
は

せ
給
は
ぬ
は
た
う
と
く
も
有
か
せ
た
し
。
」
と
な
る
。
勝
頼
も
ま
た
「
人
の
命
を
た

す
く
る
く
ど
く
。
ま
さ
る
と
聞
し
御
じ
ひ
心
。
」
と
称
賛
す
る
。
二
人
を
一
致
さ
せ

た
も
の
は
、
理
屈
よ
り
も
仁
心
・
慈
悲
心
で
あ
っ
た
と
す
る
。
近
松
は
政
道
の
根
本

は
こ
の
仁
心
・
慈
悲
心
で
あ
る
と
強
調
し
た
わ
け
で
あ
る
。
重
盛
は
後
の
『
平
家
女

護
島
』
に
お
い
て
も
慈
悲
第
一
の
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
三
段
目
は
重
盛
・
中

宮
の
情
け
・
聡
明
・
英
断
を
示
す
に
主
眼
が
あ
っ
た
。

三

　
初
段
に
お
い
て
「
淫
せ
ず
」
と
い
う
戒
め
か
ら
は
逸
れ
て
い
た
大
奥
の
様
子
が
描

か
れ
、
滝
口
ら
の
恋
愛
も
ま
た
そ
の
逸
脱
線
上
に
あ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
が
、

三
段
目
に
至
り
、
逆
に
そ
の
恋
愛
が
肯
定
さ
れ
、
二
人
を
処
断
す
る
こ
と
が
重
盛
・

中
宮
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
矛
盾
は
書
き
進
む
に
つ
れ
近
松
の

考
え
な
り
認
識
な
り
に
変
化
が
生
じ
た
と
い
う
よ
り
、
こ
の
作
品
の
背
後
に
あ
る
早

島
事
件
に
対
す
る
近
松
の
態
度
に
あ
る
と
見
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
絵
島
事
件
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
『
月
堂
見
聞
集
』
『
江
島
実
記
』
『
屋
上
篭
中
記
』

等
の
資
料
を
み
て
も
、
そ
の
実
態
・
真
相
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
な
か

な
か
見
え
て
こ
な
い
点
が
あ
る
。
『
江
島
始
末
集
』
（
高
遠
の
古
記
録
・
五
）
に
は
、

取
調
べ
の
経
緯
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
鋭
意
事
の
処
理
に
当
っ
た

平
目
付
の
一
人
稲
生
次
郎
左
衛
門
が
『
享
保
世
話
』
で
「
人
を
は
め
る
も
の
　
落
し

穴
と
稲
生
次
郎
左
衛
門
」
と
あ
る
の
は
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
中
央
公

論
社
「
日
本
歴
史
」
町
人
の
実
力
）
。
そ
れ
故
こ
れ
を
単
な
る
事
件
で
は
な
く
疑
獄

で
あ
る
と
す
る
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く

大
奥
女
中
の
不
行
跡
に
対
す
る
処
断
に
し
て
は
、
あ
ま
り
に
大
掛
か
り
で
苛
酷
に
過

ぎ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
誰
も
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
人
を
は
め
る
」
が
直

接
に
絵
島
事
件
を
さ
し
て
言
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
懸
念
を
感

じ
さ
せ
る
も
の
で
は
あ
る
。
『
老
女
絵
島
』
（
高
遠
尋
常
高
等
小
学
校
刊
）
の
「
伝
説
」

の
章
に
は
こ
の
裁
決
が
「
御
門
違
」
で
あ
っ
た
と
の
世
評
、
荻
生
空
乱
の
言
を
紹
介

し
て
い
る
。
御
門
違
と
は
、
そ
の
目
的
遂
行
の
た
め
に
、
そ
れ
と
は
直
接
関
係
な
い
、

本
来
な
ら
取
り
上
げ
な
く
て
よ
い
事
を
殊
更
に
罰
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
松

も
ま
た
そ
う
考
え
た
一
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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白
　
　
方

勝

　
絵
島
の
増
上
寺
代
参
後
の
芝
居
見
物
が
『
鵬
踏
篭
中
記
』
の
言
う
よ
う
に
「
拝
礼

も
鹿
抹
に
す
」
る
も
の
で
、
「
木
挽
町
に
て
呉
服
所
後
藤
昏
蒙
招
請
に
て
饗
し
、
山

村
長
太
夫
が
桟
敷
五
軒
打
ぬ
き
、
万
事
目
に
立
つ
見
物
、
役
者
共
入
交
り
、
酒
宴
放

将
な
る
を
」
で
あ
っ
た
と
す
れ
ぽ
、
確
か
に
「
淫
し
た
」
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
と
は
言
え
、
今
ま
で
に
も
こ
れ
に
類
し
た
芝
居
見
物
が
常
習
的
に
行
わ
れ
て
い

る
。
人
の
上
に
立
つ
地
位
に
あ
り
他
に
色
々
の
不
行
跡
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
役
者

と
の
交
会
が
主
因
で
「
永
々
遠
島
」
と
い
う
厳
し
い
罪
に
当
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

噂
で
あ
ろ
う
が
、
『
月
堂
見
聞
集
』
に
い
う
「
江
島
殿
は
う
つ
ぼ
舟
に
乗
せ
流
れ
次

第
之
由
」
と
な
る
と
死
刑
に
等
し
い
。
一
等
許
さ
れ
て
高
遠
の
内
藤
家
お
預
け
と
な

っ
て
も
、
流
罪
の
格
は
変
ら
な
い
。
意
図
的
な
厳
し
さ
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
ま
し
て

役
者
に
そ
の
罪
が
あ
ろ
う
と
は
思
わ
れ
な
い
。
役
者
は
も
と
も
と
「
色
」
を
売
る
稼

業
で
あ
る
。
か
つ
て
は
男
色
を
売
っ
た
。
今
で
も
そ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
役

者
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
女
中
方
に
対
し
て
の
サ
ー
ビ
ス
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

桟
敷
か
ら
楽
屋
・
座
元
宅
へ
の
通
路
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
も
そ
の

要
望
が
あ
っ
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
い
け
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ぽ
、
取

り
締
ま
る
場
所
は
他
に
い
く
ら
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
芝
居
は
庶
民
の
娯
楽
で
あ

っ
て
、
能
楽
の
よ
う
な
上
品
な
幕
府
の
式
楽
で
は
な
い
。
今
ま
で
黙
認
し
て
き
た
こ

と
で
あ
る
。
草
中
と
の
関
係
を
言
う
な
ら
、
絵
島
と
新
五
郎
と
の
密
通
・
情
事
に
ま

で
至
っ
て
い
る
こ
と
は
判
決
文
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
事
実
は
な
か
っ
た
、
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
馴
染
」
で
あ
れ
ぽ
事
足
り
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
新
五
郎
・
座
元
長
太

夫
の
永
々
遠
島
は
厳
し
過
ぎ
る
。
現
代
な
ら
ぽ
お
叱
り
の
程
度
で
あ
り
、
無
罪
で
あ

ろ
う
。
絵
島
も
御
暇
を
下
さ
る
、
で
済
む
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
他
も
こ
れ
に
準
ず
る

が
、
特
に
後
藤
縫
殿
の
主
人
は
閉
門
の
み
で
、
手
代
は
遠
島
で
あ
る
の
は
お
か
し
い
。

手
代
は
主
人
の
意
向
を
無
視
し
て
働
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
江
島
始
末
集
』
で
は

主
人
は
自
分
の
預
か
り
知
ら
ぬ
由
の
み
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ

て
い
る
が
、
却
っ
て
そ
れ
は
疑
問
を
抱
か
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
『
鵬
鵡
篭
中

記
』
に
月
光
院
の
お
詫
び
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
近
年
御
城
女
中
み
だ
り
成
行
跡
多
き

ゆ
へ
、
懲
悪
の
為
に
手
強
く
御
尊
皇
可
有
秋
元
但
馬
守
殿
思
ひ
入
れ
と
云
々
」
「
月

光
院
様
も
江
嶋
と
同
類
に
て
、
御
不
行
跡
の
事
あ
る
ゆ
へ
、
こ
れ
へ
響
く
た
め
に
つ

よ
く
御
愈
議
有
之
と
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
苛
酷
に
過
ぎ
る
と
の
感
は
否
あ

な
い
。
こ
の
「
御
門
違
」
に
対
し
て
白
石
は
語
ら
ず
（
『
折
り
た
く
柴
の
記
』
）
、
ま

し
て
『
徳
川
実
記
』
は
結
果
だ
け
を
ご
く
簡
略
に
記
す
の
み
で
あ
る
。

　
近
松
は
こ
う
し
た
「
御
門
違
」
を
『
心
寄
か
る
た
』
に
描
い
て
は
い
な
い
。
あ
え

て
言
え
ば
、
師
高
が
敵
役
で
な
け
れ
ぽ
通
用
す
る
は
ず
の
当
代
の
「
武
家
の
法
」
を

「
御
門
違
」
と
し
た
。
し
か
も
そ
れ
に
代
え
て
明
ら
か
に
時
代
錯
誤
的
な
平
安
朝
の

「
公
家
の
法
」
を
持
ち
出
し
て
、
そ
れ
を
重
盛
・
中
宮
の
明
智
・
英
断
と
し
て
描
い

た
。
い
わ
ぽ
そ
れ
は
大
奥
は
「
公
家
の
法
」
で
裁
い
て
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
大
奥
と
平
安
朝
の
後
宮
と
は
諸
々
の
条
件
が
異
な
る
で
あ
ろ
う
け
れ
ど

も
、
そ
こ
に
住
む
一
人
の
女
・
人
間
と
し
て
見
た
場
合
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
男
女

交
会
の
場
が
内
に
あ
る
か
外
に
あ
る
か
の
違
い
だ
け
だ
と
見
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
大
奥
は
男
性
禁
断
で
あ
る
。
抑
圧
さ
れ
た
性
は
外
に
求
め
る

ほ
か
は
な
い
。
近
松
は
中
宮
を
恋
愛
肯
定
者
に
し
た
。
人
を
は
め
る
稲
生
な
ら
ぬ
師

高
の
暗
躍
す
る
と
こ
ろ
で
の
処
置
を
誤
ら
せ
な
か
っ
た
。
重
盛
・
中
宮
が
強
弁
し
て

ま
で
と
っ
た
処
置
は
、
稲
生
ら
が
権
力
と
結
託
し
て
い
る
現
実
を
知
り
な
が
ら
も
、

近
松
は
も
っ
と
人
間
性
に
基
づ
い
た
処
置
を
求
め
て
い
た
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
。

「
滝
口
歌
口
横
笛
の
よ
二
に
聞
へ
し
御
せ
い
た
う
。
太
刀
ど
り
う
ら
み
ず
な
は
取
も

う
ら
み
。
な
き
世
ぞ
有
が
た
き
」
と
い
う
三
段
目
の
結
句
は
、
内
山
美
樹
子
氏
の
言

わ
れ
る
「
正
徳
の
治
」
の
裁
判
の
公
正
（
『
浄
瑠
璃
史
に
お
け
る
十
八
世
紀
』
参
照
）

に
対
す
る
賛
美
と
も
と
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
間
部
詮
房
も
新
井
白
石
も
関
知
し

な
い
直
島
事
件
で
は
、
そ
の
「
御
門
違
」
の
採
決
に
対
し
て
の
批
判
を
込
め
、
理
想

の
裁
判
の
在
り
方
を
願
望
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
錦
文
流
の
『
西
行
法
師
墨
染
桜
』
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が
役
者
と
の
交
会
や
取
調
べ
に
重
点
を
置
い
た
脚
色
に
対
し
、
近
松
は
こ
の
事
件
に

対
す
る
自
ら
の
考
え
を
も
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
幕
府
は
こ
の
事
件
を
契
機
に
、
桟
敷
の
通
路
を
始
め
芝
居
の
改
善
策
を
強
要
し
、

大
奥
の
粛
正
に
も
努
め
た
。
享
保
に
入
っ
て
か
ら
も
、
吉
宗
は
そ
れ
を
追
認
す
る
か

の
よ
う
に
む
し
ろ
強
化
す
る
方
向
で
臨
ん
だ
。
刑
罰
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
軽
く
す

る
処
置
を
と
っ
た
が
、
こ
の
「
御
門
違
」
に
対
し
て
は
何
ら
の
処
置
を
も
と
ら
な
か

っ
た
。
三
島
は
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
四
月
十
日
、
高
遠
の
地
で
没
し
た
。
六
十

一
歳
で
あ
っ
た
。
こ
れ
よ
り
四
年
前
、
稲
生
が
取
調
べ
に
赴
い
た
が
、
引
取
手
な
き

ま
ま
に
そ
の
ま
ま
に
し
た
と
い
う
。
同
年
新
五
郎
も
赦
免
さ
れ
て
帰
り
、
翌
年
没
し

た
。
数
奇
な
運
命
に
弄
ば
れ
た
二
人
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
故
に
二
人
の
恋
愛
を
語

る
口
碑
、
小
説
も
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
一

繼
繻
ﾜ
年
九
月
二
十
九
日
受
理
）
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『
餓
寄
か
る
た
』
と
絵
島
事
件


