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御
殿
と
い
う
の
は
、
私
の
田
舎
に
近
い
城
下
町
の
昔
か
ら
の
殿
様
の
御
殿
の
こ
と
で
あ
る
。
封
建
時
代

の
殿
様
の
生
活
か
ら
、
現
今
の
東
京
に
お
け
る
華
族
の
生
活
に
移
る
間
に
、
田
舎
の
旧
藩
下
で
、
御
殿
の

生
活
の
名
残
り
を
送
っ
た
殿
様
が
、
ど
こ
に
も
沢
山
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
城
下
町
も
、
今
で
は
急
激
に
発
達
し
た
輸
出
絹
布
の
工
場
が
沢
山
出
来
て
、
小
さ
い
工
場
町
の
感

じ
が
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
私
の
小
学
校
時
代
に
は
、
旧
い
伝
統
の
香
り
に
満
ち
た
薄
暗
い
北
国
の
田
舎

町
で
あ
っ
た
。
人
々
は
昔
な
が
ら
の
習
慣
を
守
っ
て
、
旧
藩
主
の
別
邸
を
御
殿
と
呼
ん
で
い
た
。
そ
し
て

そ
の
広
壮
な
御
殿
を
繞めぐ
っ
た
露
路
の
よ
う
な
狭
い
町
に
、
活
動
と
野
心
と
か
ら
遠
の
い
た
静
穏
な
生
活
を

続
け
て
い
た
。

　
町
を
切
っ
て
流
れ
る
川
が
真
直
に
折
れ
る
処
の
一
隅
を
占
め
て
広
い
御
殿
の
敷
地
が
あ
っ
て
、
そ
の
門

の
真
向
い
に
は
、
Ｍ
と
い
う
旧
い
家
老
の
家
が
あ
っ
た
。
そ
の
前
の
道
は
ち
ょ
う
ど
川
で
切
れ
て
い
る
た

め
に
、
御
殿
の
前
だ
と
い
う
の
で
そ
の
城
下
町
に
不
似
合
な
広
い
道
を
つ
け
て
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
昼
で

も
通
り
が
か
り
の
人
と
い
う
も
の
は
一
人
も
な
か
っ
た
。
Ｍ
の
家
や
、
そ
れ
に
続
い
た
旧
士
族
の
家
々
の

長
い
土
塀
は
、
北
国
の
灰
色
の
空
と
そ
の
附
近
に
多
い
旧
い
公
孫
樹
の
た
め
に
、
閑
寂
の
境
を
通
り
越
し

て
、
廃
墟
に
近
い
感
じ
を
与
え
て
い
た
。
私
の
家
は
そ
の
よ
う
な
町
か
ら
さ
え
も
ず
っ
と
離
れ
た
片
田
舎
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だ
っ
た
の
で
、
縁
続
き
に
な
っ
て
い
る
Ｍ
の
家
に
預
け
ら
れ
て
六
年
の
小
学
教
育
を
終
え
た
。
Ｍ
の
祖
父

は
引
き
続
い
て
家
令
と
し
て
、
旧
い
御
殿
を
守
っ
て
い
た
関
係
上
、
そ
の
六
年
間
の
生
活
は
ほ
と
ん
ど
御

殿
と
終
始
し
て
い
た
。
そ
し
て
明
治
に
な
っ
て
後
の
封
建
時
代
の
生
活
の
名
残
り
と
深
い
接
触
を
も
っ
た

機
縁
が
今
の
追
憶
と
な
っ
て
い
る
。

　
御
殿
に
は
、
御
老
体
の
大
殿
様
と
、
御
前
様
と
呼
ん
で
い
た
そ
の
奥
方
と
が
主
と
し
て
住
ん
で
お
ら
れ

た
。
私
の
最
も
印
象
に
残
る
の
は
そ
の
御
前
様
の
生
活
で
あ
っ
て
、
そ
の
頃
六
十
を
越
し
て
お
ら
れ
て
、

茶
筅
に
結
っ
た
細
面
の
随
分
綺
麗
な
方
で
あ
っ
た
。
大
殿
様
が
東
京
の
御
本
邸
へ
行
か
れ
て
留
守
の
間
な

ど
は
、
Ｍ
の
祖
母
が
話
相
手
と
し
て
毎
晩
の
よ
う
に
私
を
連
れ
て
御
殿
へ
上
っ
た
。
御
前
様
の
御
居
間
は

四
十
畳
位
の
広
い
部
屋
で
、
そ
の
奥
の
十
畳
位
が
昔
な
が
ら
に
敷
居
で
仕
切
ら
れ
て
あ
る
。
そ
の
真
中
に

大
き
い
火
燵
を
し
つ
ら
え
て
、
御
前
様
は
た
だ
一
人
そ
の
火
燵
に
あ
た
っ
て
お
ら
れ
る
。
女
中
達
や
旧
士

族
の
御
機
嫌
伺
い
に
上
っ
た
人
々
は
、
そ
の
真
中
の
敷
居
よ
り
奥
へ
は
い
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
人
々

の
伺
候
す
る
広
い
部
分
に
は
、
片
隅
に
少ちい
さ
い
炉
が
仕
切
っ
て
あ
っ
て
、
そ
の
周
囲
に
座
を
占
め
な
が
ら

敷
居
越
し
に
御
前
様
と
四
方
山
の
話
を
す
る
。
北
国
の
永
い
冬
は
鼠
色
の
雪
に
包
ま
れ
て
、
人
々
の
外
界

と
の
交
渉
を
全
部
絶
っ
て
し
ま
う
。
勿
論
そ
の
頃
に
は
、
電
灯
は
な
く
て
、 

雪  

洞 

ぼ
ん
ぼ
り

の
よ
う
な
形
の
脊
の

高
い
洋
灯
が
二
つ
、
御
前
様
の
手
許
と
人
々
の
間
と
に
立
っ
て
い
る
。
私
は
よ
ほ
ど
御
前
様
の
御
気
に
入
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っ
て
い
た
も
の
と
み
え
て
、
私
が
上
っ
て
行
く
と
、
御
前
様
は
い
つ
も
火
燵
を
抜
け
て
、
そ
の
炉
の
隅
ま

で
出
て
こ
ら
れ
る
。
そ
し
て
毎
日
そ
の
日
の
学
校
の
話
な
ど
を
聞
か
れ
た
。
学
校
で
教
わ
る
こ
と
や
、
ど

の
町
で
雪
下おろ
し
を
し
て
い
た
な
ど
と
い
う
よ
う
な
話
さ
え
、
あ
る
い
は
外
界
の
消
息
を
御
殿
へ
伝
え
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
御
殿
の
生
活
の
中
で
、
今
に
な
っ
て
一
番
懐
し
く
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
生
活
が
極
め
て
質
素
だ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
冬
の
夜
な
ど
で
少
し
晩
く
な
る
と
、
御
茶
が
出
て
、
ほ
と
ん
ど
決
っ
て
か
き
餅
と
酒

の
糟
と
が
御
馳
走
さ
れ
た
。
酒
の
糟
は
薄
い
板
の
よ
う
に
圧
し
固
め
ら
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
を
か
き
餅
と

一
緒
に
御
居
間
の
炉
の
上
で
焼
き
な
が
ら
、
次
か
ら
次
へ
と
話
が
続
い
た
。
そ
の
よ
う
な
時
に
は
、
五
、

六
人
い
た
奥
女
中
達
も
皆
呼
ば
れ
て
、
話
の
中
へ
は
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
話
手
は
多
く
の
場
合
私

一
人
で
、
そ
の
頃
夢
中
に
な
っ
て
読
ん
で
い
た
世
界
御
伽
話
な
ど
の
話
を
し
た
。
時
に
は
花
咲
爺
の
話
を

得
意
に
な
っ
て
し
た
こ
と
も
覚
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
尋
常
二
、
三
年
位
の
私
の
話
を
、
御
前
様
は
真

面
目
に
面
白
が
っ
て
聞
い
て
お
ら
れ
た
。
あ
る
い
は
六
十
を
過
ぎ
る
ま
で
、
そ
の
頃
の
私
位
の
子
供
の
心

を
持
し
て
お
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
四
年
の
冬
だ
っ
た
と
思
う
が
、
私
は
Ｍ
の
家
に
あ
っ
た
『
通
俗

三
国
誌
』
に
凝
り
出
し
た
。
ず
っ
と
以
前
に
博
文
館
か
ら
出
し
た
漢
文
直
訳
の
随
分
む
ず
か
し
い
本
だ
っ

た
が
、
学
校
へ
は
い
る
前
か
ら
、
無
理
に
支
那
風
の
書
を
教
え
ら
れ
る
よ
う
な
雰
囲
気
に
育
っ
た
関
係
上
、
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振
仮
名
を
た
よ
り
に
ど
う
に
か
読
ん
で
行
っ
た
。
こ
れ
で
ほ
と
ん
ど
無
尽
蔵
の
話
の
種
を
供
給
さ
れ
て
私

は
毎
晩
の
よ
う
に
孔
明
の
話
を
し
に
御
殿
へ
上
っ
た
。
赤
壁
の
所
で
、
「
孔
明
七
星
殿
に
風
を
祈
る
」
と

い
う
挿
絵
が
よ
ほ
ど
気
に
入
っ
た
も
の
と
み
え
て
、
わ
ざ
わ
ざ
本
を
持
っ
て
御
前
様
の
所
へ
見
せ
に
行
っ

た
こ
と
も
覚
え
て
い
る
。

　
そ
の
後
引
続
い
て
、
同
じ
叢
書
の
『
西
遊
記
』
を
読
ん
で
随
分
面
白
か
っ
た
。
こ
の
頃
新
し
い
作
家
達

の
書
き
直
し
た
『
西
遊
記
』
を
覗
い
て
見
て
も
ど
こ
に
も
昔
の
姿
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
自
分
の
年
齢
の

差
は
除
く
と
し
て
も
、
本
格
の
も
の
の
み
が
持
つ
特
殊
の
趣
き
は
到
底
再
現
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
も
の

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
別
に
小
説
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
昼
は
本
当
の
自
然
の
探
求
者

と
し
て
実
験
を
進
め
、
夜
は
ひ
き
籠
っ
て
古
典
的
な
名
著
を
読
む
と
い
う
よ
う
な
本
格
の
生
活
を
し
て
み

た
い
と
思
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
に
は
今
の
よ
う
な
一
番
好
都
合
の
位
置
に
い
な
が
ら
、
事
実
は
全
く
の

逆
の
傾
向
に
堕
ち
よ
う
と
し
て
い
る
自
分
を
省
み
て
、
時
々
激
し
い
不
安
に
陥
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
時
に
は
、
理
由
な
く
昔
の
御
殿
の
生
活
が
懐
し
く
思
い
返
さ
れ
て
く
る
。

　
御
殿
に
は
長
い
廊
下
が
沢
山
あ
っ
た
。
い
つ
も
勝
手
口
か
ら
這
入
っ
て
行
く
私
達
は
、
暗
い
廊
下
を
い

く
つ
も
折
れ
て
、
御
前
様
の
御
居
間
の
方
へ
行
く
。
人
気
の
少
い
御
殿
で
は
時
々
大
き
い
百
足
む
か
で
が
廊
下
を
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這
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
女
中
達
は
驚
い
て
声
を
立
て
な
が
ら
、
手
燭
を
持
っ
て
き
て
そ
の
百
足
を
火

箸
で
押
え
て
、
油
の
罎
へ
入
れ
て
は
殺
し
た
。
そ
の
油
は
切
傷
に
よ
く
効
く
と
い
っ
て
、
大
切
に
保
存
さ

れ
て
い
た
。
実
際
の
効
用
は
聞
か
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
旧
く
か
ら
の
方
法
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
奥
女
中
達
に
つ
い
て
は
、
妙
に
こ
の
百
足
油
を
作
る
こ
と
と
、
時
々
女
中
頭
の
人
が
柴
舟
と
い
う
小

さ
い
煎
餅
を
白
紙
に
包
ん
で
く
れ
た
記
憶
だ
け
し
か
残
っ
て
い
な
い
。

　
御
殿
で
は
御
正
月
に
な
る
と
、
大
抵
は
大
殿
様
の
御
留
守
の
時
で
あ
る
が
、
御
前
様
の
御
居
間
で
、
旧

士
族
の
数
人
の
人
々
や
奥
女
中
達
が
集
っ
て
、
よ
く
花
合
せ
を
し
た
。
あ
の
よ
う
な
花
歌
留
多
は
そ
の
後

ど
こ
で
も
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
が
、
葉
書
位
の
大
き
さ
の
厚
い
桐
の
板
に
色
々
の
花
の
絵
が
描
い
て
あ

っ
て
、
全
部
で
百
枚
位
も
あ
っ
た
。
そ
れ
を
裏
返
し
に
畳
の
上
に
並
べ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
畳
一
畳
位

に
一
杯
に
並
べ
ら
れ
た
そ
の
悠
長
に
大
き
い
歌
留
多
を
、
か
わ
り
が
わ
り
に
一
枚
ず
つ
開
け
て
行
く
の
で

あ
る
。
競
技
の
方
法
は
全
く
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
向
日
葵

ひ
ま
わ
り

に
大
き
い
日
輪
の
あ
る
の
が
一
万

点
、
月
見
草
に
青
い
月
の
出
て
い
る
の
が
五
千
点
と
い
う
風
に
し
て
勝
負
を
決
め
る
の
で
、
余
り
巧
劣
に

よ
ら
な
い
暢
気
な
競
技
で
あ
っ
た
。
し
か
し
絵
だ
け
は
、
昔
の
有
名
な
画
工
の
筆
に
な
っ
た
も
の
だ
そ
う

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
、
御
前
様
は
決
し
て
自
分
で
競
技
に
加
わ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か

っ
た
。
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御
正
月
や
、
大
殿
様
が
御
帰
り
に
な
っ
た
時
に
は
、
よ
く
一
同
に
御
飯
を
下
さ
れ
た
。
旧
藩
士
の
人
達

は
ち
ゃ
ん
と
し
た
袴
を
着
け
て
、
端
然
と
し
て
一
列
に
並
ん
で
い
た
。
今
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
随
分
舞

台
め
い
た
感
じ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
頃
の
私
に
は
、
極
め
て
自
然
的
な
印
象
し
か
与
え
て
い
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
今
の
吾
々
に
は
珍
し
い
習
慣
で
あ
ろ
う
が
、
人
々
が
御
殿
で
飯
を
戴
く
時

に
は
必
ず
両
肘
を
膝
の
上
に
つ
け
て
、
深
く
身
を
曲かが
め
た
ま
ま
食
事
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
Ｍ
の

祖
父
や
祖
母
は
、
そ
れ
が
全
く
の
習
慣
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
み
え
て
、
家
で
も
毎
日
必
ず
そ
の
よ
う
な

姿
勢
の
ま
ま
で
食
事
を
し
て
い
た
。
私
は
そ
れ
に
は
随
分
不
服
だ
っ
た
が
、
御
殿
で
は
畏
れ
多
い
か
ら
俯

向
い
て
御
飯
を
戴
く
の
だ
と
、
Ｍ
の
祖
母
に
固
く
い
い
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
、
我
慢
し
て
い
た
。
勿
論

殿
様
と
御
前
様
だ
け
は
、
普
通
に
坐
っ
た
ま
ま
で
済
ま
さ
れ
た
。

　
そ
の
よ
う
な
時
で
も
、
御
馳
走
は
今
の
東
京
の
普
通
の
生
活
に
較
べ
る
と
、
随
分
質
素
な
も
の
だ
っ
た
。

御
殿
の
生
活
で
は
、
生
活
費
は
思
い
切
っ
て
切
り
詰
め
て
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
記
憶
に
残
っ
て
い
る
の

は
御
馳
走
の
こ
と
が
主
で
あ
る
が
、
普
通
に
祖
母
と
私
だ
け
で
御
前
様
と
一
緒
に
夕
飯
を
戴
く
時
な
ど
は
、

大
抵
小
さ
い
魚
と
野
菜
の
煮
た
も
の
と
、
い
つ
も
き
ま
っ
た
豆
腐
の
御
汁
位
の
程
度
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で

も
御
殿
に
は
、
ち
ゃ
ん
と
き
ま
っ
た
料
理
人
の
夫
婦
が
お
い
て
あ
っ
た
。

　
大
殿
様
が
東
京
か
ら
御
帰
り
に
な
っ
た
時
な
ど
は
、
よ
く
組
合
せ
文
房
具
と
洋
菓
子
と
を
戴
い
た
。
円
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い
カ
ス
テ
ラ
の
上
に
砂
糖
で
花
を
描
い
て
、
そ
の
上
に
仁
丹
位
の
銀
の
粒
が
載
っ
た
今
で
は
普
通
の
洋
菓

子
を
、
二
つ
ば
か
り
白
紙
に
包
ん
だ
も
の
を
大
切
に
持
っ
て
家
へ
帰
る
と
、
Ｍ
の
祖
母
は
、
そ
の
中
の
一

つ
を
つ
い
で
の
人
に
頼
ん
で
、
私
の
田
舎
の
家
へ
送
り
届
け
た
り
し
た
こ
と
も
あ
る
。
父
や
伯
父
な
ど
は
、

私
が
始
終
御
殿
へ
上
っ
て
い
る
の
で
恐
縮
し
て
、
何
か
献
上
物
を
し
た
い
と
い
っ
て
い
つ
で
も
頭
を
悩
ま

し
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
士
族
と
町
人
と
の
区
別
が
ま
だ
幾
分
残
っ
て
い
た
位
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
献
上

物
の
選
定
は
か
な
り
の
大
事
件
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
時
は
わ
ざ
わ
ざ
猟
師
に
頼
ん
で
、
生
き
た

青
首
の
鴨
の
番つが
い
を
手
に
入
れ
て
、
そ
れ
を
葬
式
の
時
の
放
鳥
の
よ
う
に
大
き
い
竹
籠
に
入
れ
て
持
っ
て

き
た
こ
と
も
あ
る
。

　
大
殿
様
は
何
と
か
の
間
伺
候
と
か
い
う
方
で
、
能
で
は
当
時
有
名
な
方
だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
半
分
は

東
京
の
御
本
邸
で
過
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
御
帰
り
に
な
る
と
よ
く
能
の
会
を
さ
れ
た
。
そ
の
町
に
は
旧

い
神
社
が
二
つ
ば
か
り
あ
っ
て
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
能
舞
台
が
あ
っ
た
。
何
か
の
賑
か
な
大
祭
が
二
度
ば
か

り
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
に
は
こ
の
能
舞
台
の
周
囲
に
す
っ
か
り
桟
敷
を
結
っ
て
、
旧
藩
士
の
老
人
達
が
朝

か
ら
能
を
舞
っ
た
。
殿
様
も
面
を
つ
け
て
出
ら
れ
た
。
謡
の
盛
ん
な
土
地
だ
け
に
、
桟
敷
は
勿
論
境
内
は

一
杯
の
人
で
あ
っ
た
。
暑
い
日
に
照
ら
さ
れ
な
が
ら
、
桟
敷
の
毛
布
の
上
に
行
儀
よ
く
坐
っ
て
、
こ
の
能
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を
一
日
見
せ
ら
れ
る
の
は
恐
ろ
し
い
苦
痛
だ
っ
た
。
子
供
達
は
だ
ん
だ
ん
一
処
へ
集
っ
て
、
時
々
挿
ま
れ

る
狂
言
を
唯
一
の
慰
め
と
し
て
我
慢
を
し
て
い
た
。
御
殿
の
大
広
間
で
も
、
年
に
数
回
は
能
の
会
が
あ
っ

た
。
そ
の
時
に
は
、
町
の
比
較
的
大
き
い
商
店
の
主
人
達
も
ぴ
か
ぴ
か
す
る
袴
を
は
い
て
、
沢
山
集
っ
て

き
て
賑
か
だ
っ
た
。

　
し
か
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
だ
ん
だ
ん
少
く
な
っ
て
、
私
の
小
学
校
時
代
の
末
頃
に
な
る
と
、
殿
様
も

御
前
様
も
ほ
と
ん
ど
大
部
分
を
東
京
で
過
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
殿
様
は
、
晩
年
に
は
始
終
眼
を
患

っ
て
お
ら
れ
た
。
特
別
の
病
気
で
は
な
く
て
、
視
力
が
次
第
に
減
退
す
る
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
良
い
眼

科
医
が
そ
の
町
に
い
る
は
ず
も
な
く
、
ま
た
遠
方
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
医
者
を
聘よ
ぶ
よ
う
な
こ
と
も
さ
れ
な
か

っ
た
。
そ
し
て
ど
こ
と
か
の
弘
法
様
の
水
な
ど
を
時
々
瞼
ま
ぶ
たに
塗
っ
て
お
ら
れ
た
。
そ
れ
よ
り
も
自
分
に
は

最
も
御
気
の
毒
な
印
象
と
し
て
残
る
の
は
、
誰
が
申
し
上
げ
た
こ
と
か
は
知
ら
な
い
が
、
毎
朝
含
嗽
う
が
い
を
さ

れ
た
水
を
コ
ッ
プ
に
受
け
て
、
こ
れ
で
眼
を
洗
う
と
い
い
と
い
う
の
で
、
毎
朝
そ
れ
を
実
行
さ
れ
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
口
中
の
熱
気
の
中
に
何
か
有
効
な
成
分
が
あ
る
こ
と
が
分
っ
た
と
し
て
も
、
誰
で
も
躊
躇

す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
大
殿
様
が
こ
の
よ
う
に
し
て
視
力
を
愛
惜
し
て
お
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経

過
は
次
第
に
よ
く
な
い
方
へ
傾
い
て
行
っ
た
。

　
御
殿
は
段
々
淋
し
く
な
っ
て
き
た
。
丁
度
そ
の
頃
か
ら
こ
の
城
下
町
で
薄
手
と
称
す
る
輸
出
向
の
絹
布
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を
織
る
工
場
が
出
来
始
め
た
。
そ
れ
が
比
較
的
好
況
だ
っ
た
も
の
と
み
え
て
、
今
ま
で
の
厚
手
と
い
う
内

地
向
の
も
の
を
織
っ
て
い
た
小
さ
い
工
場
の
人
々
は
、
段
々
集
っ
て
大
き
い
工
場
を
建
て
て
、
輸
出
物
に

手
を
染
め
出
し
た
。
御
殿
の
前
の
淋
れ
た
大
通
に
面
し
て
、
初
め
て
寄
宿
舎
な
ど
の
附
属
し
た
工
場
が
出

来
た
の
は
、
私
の
五
年
頃
だ
っ
た
と
覚
え
て
い
る
。
今
か
ら
考
え
る
と
何
の
財
源
も
な
い
御
殿
の
生
活
か

ら
、
人
々
は
次
第
に
離
れ
て
行
く
よ
う
な
風
潮
が
感
ぜ
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
御
殿
に
は
以

前
か
ら
ま
だ
一
人
Ｓ
と
い
う
老
人
の
家
令
が
い
て
、
そ
こ
に
は
私
と
同
年
輩
の
子
供
が
い
た
。
私
達
も
段

々
悪
く
な
っ
て
、
留
守
の
御
殿
を
我
が
物
顔
に
と
び
廻
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
広
間
に
続
い
た
沢
山
の
小

さ
い
室
が
、
毎
日
雨
戸
を
開
け
ず
に
真
暗
に
鎖
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
よ
く
隠
れ
ん
坊
な
ど
を
し
た
り

し
た
。
沢
山
の
襖
を
静
か
に
開
け
て
、
次
か
ら
次
へ
と
暗
い
室
を
通
り
抜
け
て
行
く
こ
と
は
随
分
怖
か
っ

た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
私
達
の
興
味
を
唆
っ
て
い
た
。
た
だ
ず
っ
と
奥
の
方
に
あ
る
大
殿
様
の
御
居
間

と
、
そ
の
裏
の
よ
ほ
ど
の
貴
賓
で
も
あ
っ
た
時
に
通
す
も
の
と
思
わ
れ
る
妙
に
暗
い
室
と
は
一
度
も
は
い

っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
何
だ
か
不
開
あ
か
ず
の
間
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
、
恐
く
て
近
寄
れ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
ま
だ
一
つ
、
一
の
蔵
と
称
す
る
御
蔵
も
随
分
子
供
の
私
達
に
と
っ
て
は
怖
い
所
だ
っ
た
。
御
蔵
に
は

一
の
蔵
と
二
の
蔵
と
白
壁
の
大
き
い
土
蔵
が
二
つ
あ
っ
て
、
一
の
蔵
に
は
、
大
切
な
旧
く
か
ら
の
御
道
具

と
能
衣
裳
と
面
と
が
一
杯
詰
っ
て
い
た
。
御
道
具
の
出
し
入
れ
の
時
く
っ
つ
い
て
は
い
っ
て
、
埃
り
っ
ぽ
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い
旧
い
桐
の
箱
を
そ
っ
と
開
け
て
み
る
と
、
黄
色
く
な
っ
た
色
紙
だ
の
、
少
し
剥
げ
た
能
面
な
ど
が
は
い

っ
て
い
た
。
こ
の
一
の
蔵
は
何
と
な
く
気
味
悪
い
処
と
し
て
、
そ
の
後
殆
ん
ど
は
い
っ
て
み
な
い
こ
と
に

し
て
い
た
。
二
の
蔵
に
は
普
通
の
道
具
が
は
い
っ
て
い
て
、
こ
の
方
は
別
に
何
と
も
感
じ
な
く
て
、
む
し

ろ
悪
戯
に
は
適
し
た
場
所
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
。
一
の
蔵
を
怖
が
っ
た
理
由
は
当
時
は
ち
っ
と
も
考
え

な
か
っ
た
が
、
能
面
の
せ
い
だ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
私
が
六
年
に
な
っ
た
時
、
東
京
に
お
け
る
御
殿
の
生
活
に
、
色
々
よ
く
な
い
事
件
が
引
つ
づ
い
て
起
っ

て
、
結
局
御
殿
は
町
に
寄
附
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
町
で
は
こ
の
御
殿
を
そ
の
ま
ま
女
学
校
に
し
た
。

そ
の
頃
に
な
る
と
、
御
殿
だ
け
は
寄
附
し
て
敷
地
は
町
に
売
る
よ
う
な
形
式
に
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、

不
平
が
ま
し
い
こ
と
を
い
う
町
の
人
が
幾
分
あ
る
よ
う
な
時
代
に
な
っ
て
い
た
。
Ｍ
の
祖
母
は
、
子
供
の

私
に
そ
の
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
っ
て
聞
か
せ
た
。

　
御
道
具
類
は
町
の
公
会
堂
で
入
札
に
出
さ
れ
た
。
そ
の
陳
列
を
見
に
行
っ
た
時
に
、
能
衣
裳
や
ら
面
や

ら
、
見
覚
え
の
あ
る
御
道
具
が
沢
山
あ
っ
た
が
、
当
時
は
た
だ
軽
い
好
奇
心
で
、
心
探
し
に
見
歩
い
た
だ

け
で
あ
っ
た
。
丁
度
学
校
で
教
わ
っ
て
い
た
小
野
道
風
の
色
紙
な
ど
も
あ
っ
た
。
能
衣
裳
は
随
分
沢
山
あ

っ
た
が
、
こ
の
時
散
逸
し
た
と
も
い
わ
れ
、
誰
か
が
一
手
に
受
け
て
米
国
へ
送
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

残
り
の
色
々
の
物
は
一
の
蔵
へ
納
め
ら
れ
て
、
こ
の
御
蔵
は
狭
い
道
を
隔
て
た
敷
地
の
一
部
に
移
さ
れ
た
。
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そ
し
て
Ｓ
の
老
人
は
離
れ
の
茶
室
を
そ
の
側
に
移
し
て
、
そ
こ
に
住
ん
で
御
蔵
を
護
る
こ
と
に
な
っ
た
。

中
学
に
な
っ
て
、
日
曜
に
遊
び
に
行
っ
た
時
、
そ
の
御
蔵
に
蟻
の
塔
が
出
来
た
と
い
っ
て
町
の
評
判
に
な

っ
て
い
た
。
見
物
に
く
る
人
も
沢
山
あ
っ
た
。
は
い
っ
て
み
る
と
二
階
の
一
隅
に
四
尺
位
の
蟻
の
塔
が
出

来
て
い
て
、
蟻
の
行
列
が
暗
い
壁
に
沿
っ
て
長
く
続
い
て
い
た
。
そ
の
時
に
は
御
蔵
の
中
は
箱
一
つ
置
い

て
な
く
、
全
く
の
空
で
あ
っ
た
。

　
町
で
は
御
殿
を
そ
の
ま
ま
校
舎
に
し
て
、
直
ぐ
第
一
回
の
生
徒
を
募
集
し
た
。
そ
の
開
校
式
の
よ
う
な

も
の
の
あ
っ
た
日
に
出
か
け
て
行
っ
て
み
た
ら
、
い
つ
も
の
勝
手
口
の
鴨
居
に
、
「
男
子
入
る
べ
か
ら
ず
」

と
書
い
た
半
紙
が
下
っ
て
い
た
。
料
理
人
の
い
た
室
に
は
、
小
使
が
は
い
っ
て
い
た
。
御
前
様
の
御
居
間

と
そ
の
隣
り
の
室
と
を
通
し
て
長
い
卓
を
並
べ
て
、
そ
の
上
に
色
々
の
理
科
の
器
械
が
陳
列
し
て
あ
っ
た
。

そ
し
て
小
さ
い
感
応
コ
イ
ル
だ
の
電
磁
石
だ
の
が
人
々
を
驚
か
せ
て
い
た
。
沢
山
の
室
は
そ
れ
ぞ
れ
色
々

に
ふ
り
当
て
ら
れ
て
い
た
が
、
大
殿
様
の
御
居
間
と
例
の
不
開
の
間
だ
け
は
や
は
り
そ
の
ま
ま
に
立
て
切

っ
て
あ
っ
た
。
綺
麗
に
敷
き
詰
め
ら
れ
た
畳
の
上
に
は
、
椅
子
や
机
が
沢
山
置
い
て
あ
っ
た
。
見
物
の
町

の
人
々
は
、
御
殿
の
中
を
く
る
く
る
廻
っ
て
歩
い
て
み
た
り
、
芝
生
の
御
庭
へ
下
り
立
っ
て
み
た
り
し
て

い
た
。
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二
十
人
ば
か
り
の
生
徒
の
中
に
五
、
六
人
の
寄
宿
生
が
い
た
。
寄
宿
生
は
大
広
間
に
続
い
た
奥
の
室
に

住
ん
で
い
た
が
、
掃
除
は
あ
ま
り
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
っ
た
。
そ
し
て
料
理
場
へ
出
か
け
て
き
て
、

声
高
に
話
し
合
い
な
が
ら
、
自
分
で
炊
事
を
し
て
い
た
。
寄
宿
生
達
は
、
放
課
後
は
皆
絹
の
着
物
を
着
て
、

広
い
帯
を
締
め
て
い
た
の
も
今
か
ら
考
え
て
み
る
と
随
分
変
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
私
が
小
学
時
代
を
卒おわ
っ
て
こ
の
町
を
離
れ
る
年
の
春
、
御
殿
の
御
庭
の
一
部
に
は
教
室
と
雨
天
体
操
場

と
が
建
て
増
し
に
な
っ
て
、
そ
の
建
築
の
響
き
が
周
囲
の
静
け
さ
を
破
っ
て
い
た
。
こ
の
女
学
校
も
先
年

県
立
に
な
っ
た
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
今
で
は
ま
さ
か
大
広
間
で
講
義
も
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
一
度
見

た
い
も
の
で
あ
る
。

　
大
殿
様
も
御
前
様
も
、
Ｍ
の
祖
父
祖
母
達
も
今
で
は
一
人
も
残
っ
て
お
ら
れ
な
い
。
Ｓ
の
老
人
は
最
後

ま
で
空
の
御
蔵
を
護
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
が
、
勿
論
今
は
い
な
く
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
御
殿
が
女
学

校
に
な
っ
た
話
を
知
っ
て
い
る
人
は
段
々
少
く
な
る
。
今
こ
の
よ
う
な
閑
文
字
を
止
め
て
お
く
こ
と
も
、

全
く
無
意
味
の
こ
と
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
二
年
十
二
月
『
理
学
部
会
誌
』
）
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