
92 

cecxS、例示減、d破滅匂~協，ヴ俗、ib

［
自
伝
小
説
］めか、、

進

め

（
第
二
回
）

人
聞
を
は
ぐ
く
ん
で
く
れ
る
も
の

長

崎

明

さ
し
え

竹

内

秀

明

サ
キ
、

ザ
キ
の
話

新
潟
市
東
中
通
、
山
崎
ピ
ル
二
階
に
あ
る
わ
が
「
に
い
が
た
県
民
教
育
研
究
所
」

の
事
務
所
は
、
ピ
ル
の
谷
間
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
、
窓
を
明
け
放
っ
て
も
ほ
と
ん
ど

風
が
入
ら
な
い
。
そ
の
か
わ
り
陽
も
さ
さ
な
い
。
今
夏
は
殊
の
ほ
か
残
暑
き
び
し
か

っ
た
が
、
財
政
困
難
だ
か
ら
、
ク
ー
ラ
ー
が
な
い
の
は
勿
論
の
乙
と
、
．
扇
風
機
も
た

つ
た
一
つ
し
か
な
い
。
事
務
局
員
一
同
と
い
っ
て
も
、
常
に
は
二
、
三
人
だ
が
、
め

い
め
い
に
手
動
式
送
風
器
（
つ
ま
り
は
扇
子
か
、
団
扇
）
を
パ
タ
パ
タ
さ
せ
な
が
ら
、

暑
気
払
い
の
雑
談
に
花
を
咲
か
せ
る
乙
と
も
あ
る
。
た
っ
た
一
人
の
女
性
事
務
員
、
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乙
の
「
た
っ
た
一
人
」
は
、
「
女
性
」
に
も
、
「
事
務
員
」
に

も
か
か
る
の
だ
が
、
そ
の
竹
内
さ
ん
が
、
時
々
ア
イ
ス
コ
ー
ヒ

ー
を
ど
馳
走
し
て
く
れ
る
。
そ
ん
な
時
、
私
の
「
自
伝
小
説
」

な
る
も
の
が
話
の
タ
ネ
に
な
る
。

O
若
月
（
本
誌
編
集
長
H
執
筆
当
時
）

先
生
の
自
伝
小
説
、
早
く
も
読
者
か
ら
反
響
が
あ
っ
て
、

ゆ
く
ゆ
く
は
単
行
本
に
し
た
ら
と
の
話
も
あ
り
ま
す
。
版
を

と
っ
て
あ
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
本
に
で
き
る
ん
で
す
二
五
、

六
回
分
あ
れ
ば
一
冊
に
な
る
で
し
ょ
う
。
是
非
お
願
い
し
ま

す。
O
長
崎ち

ょ
っ
と
待
っ
て
下
さ
い
よ
。
私
は
そ
ん
な
つ
も
り
で
書

き
始
め
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
第
て
う
ち
の
機
関
誌

は
季
刊
で
し
ょ
。
年
四
回
の
雑
誌
に
四
年
も
書
き
続
け
る
な

ん
て
。

O
若
月そ

れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
先
生
の
お
話
の
第
一
固
に
、

乙
の
「
に
い
が
た
県
民
教
育
研
究
所
」
の
事
務
局
で
は
、
先

生
が
最
年
長
、
と
書
い
で
あ
っ
た
け
ど
、
実
は
、
私
、
一
九

二
三
年
六
月
生
ま
れ
な
ん
で
す
。

O
長
崎そ

れ
は
失
礼
し
ま
し
た
。
自
伝
小
説
と
は
い
え
事
実
に
反

す
る
乙
と
を
書
い
て
、
も
し
も
個
人
的
に
ど
迷
惑
を
お
か
け

す
る
乙
と
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
、
訂
正
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

O
八
木
（
本
会
副
会
長
）

大
体
で
す
ね
。
大
正
一
二
（
一
九
二
一
二
）
年
は
い
の
し
し
年

だ
か
ら
、
猪
突
猛
進
型
、
い
そ
が
し
が
り
や
、
そ
そ
っ
か
し

ゃ
が
多
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

O
若
月じ

ゃ
あ
、
八
木
先
生
、
な
に
ど
し
で
す
か
。

O
八
木ヤ

ギ
ど
し
で
す
よ
。

O
長
崎子

ど
も
の
頃
か
ら
「
お
前
は
何
と
か
年
だ
か
ら
」
と
し
ょ

っ
ち
ゅ
う
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
と
、
何
と
は
な
し
に

そ
の
動
物
に
似
て
来
る
、
そ
れ
も
人
闘
が
勝
手
に
作
っ
た
イ

メ
ー
ジ
に
、
ね
。

私
は
、
十
才
前
は
病
気
が
ち
だ
っ
た
の
で
、
と
て
も
猪
突

猛
進
と
は
行
か
な
か
っ
た
が
、
い
そ
が
し
が
り
や
、
そ
そ
っ

か
し
ゃ
、
と
い
う
の
は
当
た
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

O
若
月あ

あ
、
そ
れ
か
ら
、
先
生
の
ナ
ガ
サ
キ
の
「
サ
キ
」
の
字

で
す
ね
。
立
の
サ
キ
「
崎
」
は
、
諸
橋
漢
和
大
辞
典
に
も
角
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中
辞
典
に
も
載
っ
て
い
ま
せ
ん
ね
。
土
へ
ん
の
「
埼
」
も

そ
う
で
す
。
崎
も
埼
も
、
「
み
さ
き
」
、
「
山
の
は
し
」
の

よ
う
な
突
き
出
た
と
乙
ろ
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
「
な
が
い

さ
き
」
と
い
っ
て
も
、
時
間
的
な
「
サ
キ
」
で
は
な
く
、
空

間
的
、
地
域
的
な
「
サ
キ
」
と
い
う
よ
う
で
す
。

O
長
崎そ

う
す
る
と
、
「
長
い
先
き
は
明
る
い
」
と
い
う
の
は
、

未
来
と
か
将
来
と
か
で
は
な
い
、
岬
の
先
き
が
明
る
い
と
い

う
乙
と
か
な
。

O
木
村
（
本
会
事
務
局
長
）

中
国
か
ら
渡
っ
て
来
た
漢
字
が
そ
う
だ
と
し
て
も
、
日
本

に
来
て
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
に
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
別
に
構

わ
な
い
で
は
な
い
で
す
か
。

O
若
月わ

が
国
で
は
、
人
名
、
地
名
に
は
か
な
り
漢
字
を
作
り
変

え
た
の
が
あ
る
よ
う
で
す
か
ら
、
先
生
の
ど
先
祖
さ
ま
が
、

い
つ
の
頃
か
ら
か
、
「
崎
」
を
お
使
い
に
な
っ
た
の
で
し
ょ

う
ね
。そ

れ
か
ら
、
ナ
ガ
サ
キ
さ
ん
だ
け
で
な
く
、
ヤ
マ
ザ
キ
さ

ん
も
、
崎
と
崎
が
あ
っ
て
、
先
日
、
わ
が
「
に
い
が
た
県
民

教
育
研
究
所
」
の
総
会
の
際
に
、
議
長
を
務
め
て
下
さ
っ
た

ヤ
マ
ザ
キ
さ
ん
は
「
山
崎
」
だ
そ
う
で
す
。
彼
は
本
誌
編
集

委
員
と
し
て
も
活
躍
し
て
い
ま
す
。

O
八
木山

崎
に
し
ろ
、
山
崎
に
し
ろ
、
ヤ
マ
ザ
キ
と
読
む
人
と
ヤ

マ
サ
キ
と
読
む
人
と
が
い
る
ね
。
五
十
嵐
も
イ
カ
ラ
シ
、
イ

ガ
ラ
シ
両
方
あ
る
。
人
名
の
時
は
イ
カ
ラ
シ
、
地
名
の
時
は

イ
ガ
ラ
シ
と
の
説
も
あ
る
よ
う
だ
。
豊
田
も
ト
ヨ
夕
、
ト
ヨ

ダ
の
両
方
あ
る
が
、
人
名
の
時
は
濁
ら
な
い
よ
う
だ
。

O
若
月そ

れ
か
ら
、
埼
玉
の
埼
は
サ
イ
で
あ
っ
て
、
サ
キ
と
は
読

ま
な
い
、
と
書
い
て
お
ら
れ
た
が
、
新
潟
市
の
隣
り
の
黒
埼

町
は
ク
ロ
サ
キ
と
読
ん
で
い
ま
す
よ
。

O
長
崎い

や
そ
ま
い
っ
た
、
ま
い
っ
た
。
自
伝
小
説
だ
と
高
を

括
っ
た
が
、
さ
す
が
編
集
長
、
良
く
ぞ
調
べ
て
下
さ
い
ま
し

た
。
一
冊
の
本
に
な
ろ
う
が
な
る
ま
い
が
、
教
育
研
究
所
の

機
関
誌
で
す
か
ら
き
ち
っ
と
す
べ
き
と
乙
ろ
は
き
ち
っ
と
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

長
崎
家
、

長
崎
姓
の
乙
と

O
木
村先

生
の
お
う
ち
、
長
崎
家
の
乙
と
を
も
う
少
し
聞
か
せ
て
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下
さ
い
。
先
生
の
お
く
に
は
村
松
町
と
の
乙
と
。
あ
そ
乙
は

村
松
藩
で
し
た
が
、
先
生
の
お
家
も
お
さ
む
ら
い
さ
ん
だ
っ

た
の
で
す
か
。

O
小
熊
（
本
会
事
務
局
担
当
常
任
理
事
）

戦
前
、
履
歴
書
に
、
平
民
と
か
士
族
と
か
書
く
欄
が
あ
っ

た
っ
け
。
あ
れ
は
差
別
だ
な
。

O
長
崎中

学
校
へ
の
入
学
願
書
を
出
す
機
会
（
一
九
三
六
年
三
月
）

に
生
ま
れ
て
初
め
て
履
歴
書
を
自
筆
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
時
、

氏
名
の
横
に
「
士
族
」
と
書
け
と
、
お
や
じ
に
教
え
ら
れ
た
。

士
族
っ
て
何
か
と
尋
ね
た
ら
、
武
士
の
家
柄
と
い
う
意
味
だ

と
の
乙
と
。
じ
ゃ
あ
、
お
先
祖
さ
ま
っ
て
偉
か
っ
た
の
か
と

聞
い
た
ら
、
ま
あ
、
家
族
四
、
五
人
養
え
る
程
度
の
足
軽
だ

っ
た
、
と
の
返
事
で
し
た
。
一
人
一
年
一
石
（
乙
く
）
と
し

て
五
人
扶
持
だ
と
五
石
て
い
ど
。
そ
れ
で
も
、
第
二
次
大
戦

中
、
座
敷
の
長
押
（
な
げ
し
）
に
ヤ
リ
と
卜
ピ
グ
チ
が
飾
っ

て
あ
り
、
玄
関
に
は
「
丸
に
三
つ
柏
」
の
家
紋
入
り
の
陣
笠

と
提
灯
が
置
い
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
卜
ピ
グ
チ
と
提
灯

は
空
襲
に
備
え
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
裏
の
物
置
小

屋
の
奥
K
、
束
（
っ
か
）
に
金
銀
飾
り
の
付
い
た
日
本
万
が

蔵
つ
で
あ
っ
て
、
私
が
軍
隊
に
徴
兵
さ
れ
た
場
合
、
実
戦
用

に
作
り
直
し
て
貰
う
乙
と
に
な
っ
て
い
る
と
聞
か
さ
れ
た
。

も
っ
と
も
、
乙
れ
は
、
私
が
台
北
高
校
二
年
の
時
（
一
九
四

一
年
八
月
〉
、
生
ま
れ
故
郷
を
初
め
て
訪
れ
た
折
り
、
祖
父

（
信
吉
）
か
ら
聞
い
た
話
で
あ
る
。

乙
の
時
、
祖
父
は
私
の
帰
郷
が
余
程
嬉
し
か
っ
た
に
違
い

な
い
。
思
え
ば
、
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
）
三
月
以
来
約
一

六
年
振
り
、
あ
と
と
り
の
孫
と
の
束
の
間
の
再
会
だ
っ
た
。

そ
の
頃
、
私
を
含
め
一
家
は
台
北
で
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。

一
九
四
一
年
八
月
と
い
え
ば
、
そ
の
数
カ
月
後
に
い
わ
ゆ
る

大
東
亜
戦
争
の
始
ま
る
緊
迫
し
た
情
勢
下
で
し
た
。
夏
休
み

を
利
用
し
て
台
北
高
校
剣
道
部
の
内
地
遠
征
に
参
加
し
た
い

と
い
う
私
の
希
望
を
良
く
も
容
れ
て
く
れ
た
も
の
で
す
が
、

そ
の
時
の
両
親
の
心
の
中
に
は
、
あ
と
と
り
息
子
を
郷
里
の

祖
父
母
に
会
わ
せ
る
最
後
の
機
会
と
の
思
い
が
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。
そ
ん
な
乙
と
と
は
露
知
ら
ぬ
私
は
、
福
岡
で
の
試

合
の
後
、
神
戸
の
親
戚
（
祖
父
の
弟
〉
の
家
を
足
場
花
、
大

阪
、
京
都
、
奈
良
か
ら
淡
路
島
ま
で
回
っ
て
、
村
松
に
着
い

た
の
は
離
台
後
二
週
間
も
た
つ
て
か
ら
の
乙
と
で
し
た
。

村
松
で
は
、
歓
待
を
受
け
る
と
同
時
に
あ
と
と
り
と
し
て

の
教
育
（
？
）
を
も
受
け
ま
し
た
。
そ
し
て
、
祖
父
方
、
祖

母
方
、
父
方
、
母
方
そ
れ
ぞ
れ
の
親
戚
を
紹
介
し
て
貰
い
ま

し
た
。
と
に
か
く
年
寄
り
が
多
い
乙
と
と
、
私
が
長
崎
家
の
七

代
目
と
い
う
乙
と
く
ら
い
し
か
頭
に
残
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
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O
竹
内
〈
事
務
員
）

長
崎
先
生
の
お
う
ち
は
、
随
分
由
緒
の
あ
る
お
家
柄
な
ん

で
す
ね
。

O
長
崎と

ん
で
も
な
い
。
身
分
の
低
い
足
軽
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の

で
す
。
そ
の
う
え
、
私
で
七
代
田
と
は
い
っ
て
も
、
あ
と
と

り
が
な
く
て
両
養
子
を
む
か
え
た
り
し
て
、
い
わ
ゆ
る
血
の

繋
が
り
が
な
く
、
た
だ
長
崎
姓
だ
け
が
受
け
継
が
れ
て
き
た
、

と
い
っ
て
良
さ
そ
う
で
す
。
姓
の
繋
が
り
を
大
切
に
す
る
と

い
う
考
え
は
、
「
家
を
守
る
」
あ
る
い
は
「
墓
を
守
る
」
と

い
う
考
え
に
通
ず
る
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
「
三
年
、
子

無
き
は
去
る
」
と
か
、
「
あ
と
と
り
が
な
け
れ
ば
お
家
断
絶
」

と
い
っ
た
血
統
を
重
ん
ず
る
封
建
思
想
と
は
違
っ
た
意
味
で

の
合
理
性
も
あ
り
そ
う
で
す
。
徳
川
末
期
か
ら
明
治
に
か
け

て
の
貧
乏
士
族
の
家
で
は
、
家
の
系
図
と
い
っ
て
も
、
乙
ん

な
形
で
受
け
継
が
れ
て
い
た
、
あ
る
い
は
受
け
継
が
れ
る
乙

と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
乙
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

長
崎
姓
の
由
来

O
長
崎村

松
の
長
崎
家
の
乙
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
機
会
に
話
す

つ
も
り
で
す
が
、
せ
っ
か
く
「
姓
の
継
承
」
の
話
が
出
た
の

で
、
長
崎
姓
の
由
来
に
つ
い
て
話
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
乙
れ

か
ら
話
す
長
崎
姓
の
由
来
は
、
実
は
私
と
私
の
弟
、
真
人

（
ま
ひ
と
）
と
の
共
同
と
い
う
よ
り
も
、
真
人
の
記
述
が
も

と
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

と
い
う
の
は
、
今
か
ら
六
年
前
の
五
月
三
日
、
父
母
の
喜

寿
を
祝
っ
て
我
わ
れ
兄
弟
姉
妹
五
人
が
村
松
に
集
ま
る
機
会

が
あ
っ
た
。
時
に
、
父
武
（
た
け
し
）
七
八
才
、
母
ノ
フ
七

七
才
。
そ
の
子
五
人
、
私
を
長
男
に
男
、
女
、
男
、
女
、
男

の
三
男
二
女
。
そ
の
孫
二
一
人
、
そ
の
ひ
ま
ど
三
人
。
そ
れ

ぞ
れ
の
配
隅
者
七
人
を
合
わ
せ
る
と
、
実
に
二
九
人
の
大
団

ら
ん
で
あ
っ
た
。
そ
の
席
上
、
次
男
の
真
人
の
提
案
で
、
長

崎
家
の
歴
史
と
一
人
ひ
と
り
の
自
分
史
を
編
さ
ん
し
て
み
よ

う
と
い
う
乙
と
に
な
っ
た
。

日
な
ら
ず
し
て
、
各
自
の
資
料
が
集
め
ら
れ
、
そ
の
コ
ピ

ー
が
送
ら
れ
て
き
た
。
長
崎
家
と
い
う
の
は
、
代
々
、
昔
も

今
も
、
物
を
書
く
の
に
乙
だ
わ
り
を
感
じ
な
い
と
こ
ろ
が
あ

る
ら
し
い
。
決
し
て
名
筆
で
は
な
い
が
、
何
と
か
読
め
そ
う

な
物
が
集
ま
っ
た
。
そ
う
い
え
ば
、
長
崎
家
の
先
祖
は
村
松

藩
の
帳
付
、
記
録
係
を
や
っ
て
い
た
と
い
う
乙
と
を
祖
父
に

聞
い
た
覚
え
が
あ
る
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
そ
の
資
料

の
取
り
ま
と
め
が
で
き
な
い
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
そ
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れ
が
、
今
、
役
立
ち
そ
う
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

真
人
の
調
べ
た
と
乙
ろ
に
よ
る
と
長
崎
（
崎
）
姓
の
ル
ー

ツ
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
原
文
の
ま
ま
）
。

史
上
、
長
崎
姓
が
出
て
く
る
の
は
、
古
く
源
頼
朝
旗
上

げ
の
時
、
二
八

O
年
に
さ
か
の
ぼ
る
。
伊
賀
、
伊
勢
の

平
氏
討
滅
の
戦
で
、
北
条
時
政
の
軍
に
従
っ
た
者
に
関
谷

大
夫
盛
国
と
い
う
の
が
あ
る
。
乙
れ
は
平
重
盛
の
二
男
資

盛
の
遺
子
と
い
う
。
乙
の
盛
国
の
二
男
に
盛
綱
と
い
う
の

が
あ
り
、
時
政
の
子
北
条
小
四
郎
義
時
の
無
二
の
寵
臣
と

し
て
軍
功
あ
り
、
一
二

O
五
年
義
時
が
執
権
職
に
つ
い
た

時
、
相
模
守
に
任
ぜ
ら
れ
、
以
後
、
長
崎
姓
を
名
乗
る
。

こ
れ
が
長
崎
姓
の
祖
と
い
う
（
太
平
記
お
よ
び
尊
卑
分
脈
に

よ
る
）
。

長
崎
氏
は
以
後
代
々
、
北
条
家
の
執
事
を
務
め
、
執
権

北
条
高
時
の
代
（
一
三
二
ハ
l

一
三
－
天
年
〉
に
は
、
長
崎

高
資
と
い
う
の
が
内
管
領
と
な
り
、
主
家
を
し
の
い
で
、

鎌
倉
幕
府
の
実
権
を
握
る
に
至
っ
た
。

真
人
は
謡
曲
を
や
る
だ
け
に
文
章
も
然
る
べ
き
態
を
な
し

て
い
る
。
た
だ
、
乙
乙
で
い
う
「
内
管
領
」
が
ど
れ
ほ
ど
の

地
位
に
な
る
の
か
、
想
像
が
つ
か
な
い
。
私
な
り
に
調
べ
て

み
る
と
「
室
町
幕
府
三
代
足
利
義
満
が
、
幕
府
中
枢
組
織
に

お
け
る
将
軍
親
裁
権
拡
大
の
た
め
、
将
軍
の
分
身
と
も
い
う

べ
き
執
事
（
し
た
が
っ
て
、
軍
事
指
揮
権
は
固
有
の
も
の
で
あ
る
）

に
一
般
政
務
の
長
宮
た
る
の
地
位
を
兼
備
さ
せ
て
、
管
領
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（
か
ん
れ
い
）
制
を
確
立
し
た
」
と
あ
る
（
井
上
光
員
編
『
日
本

史
入
門
』
有
斐
閣
双
替
、
問
和
五
八
年
版
〉
。

執
権
高
時
と
将
軍
義
満
と
の
聞
に
は
四
O
年
て
い
ど
の
隔

り
し
か
な
い
か
ら
、
高
時
の
時
代
既
に
管
領
な
る
地
位
が
あ

り
、
そ
の
最
高
位
を
内
管
領
と
よ
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
私
の
想
像
が
当
た
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
誰
方
か
教
え

て
ほ
し
い
。

真
人
の
記
述
は
さ
ら
に
続
く
。

長
崎
高
資
の
権
勢
は
並
び
立
つ
者
な
く
、
遂
に
は
主
人

の
高
時
を
隠
退
さ
せ
て
、
貞
顕
を
執
権
に
つ
け
る
な
ど
、

幕
府
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、
諸
国
の
御
家
人
た
ち
の
反
感

を
買
っ
た
。
高
資
の
専
横
は
鎌
倉
幕
府
衰
亡
の
要
因
と
な

っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。

新
田
義
貞
の
鎌
倉
攻
略
の
時
（
一
三
三
八
年
）
に
は
長
崎
一

族
は
最
後
ま
で
奮
戦
し
て
、
主
家
と
運
命
手
並
ハ
に
し
て
い
る
。

O
竹
内あ

ら
、
あ
ら
、
そ
う
す
る
と
、
長
崎
姓
は
そ
乙
で
途
絶
え

て
し
ま
っ
た
乙
と
に
な
る
の
で
す
か
。

O
小
熊い

や
、
姓
と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
絶
え
る
も
の
で
な
い
。

き
っ
と
、
戦
い
敗
れ
た
残
党
の
中
に
長
崎
姓
を
名
乗
る
人
が

い
て
、
何
処
か
で
生
き
の
び
た
の
で
は
な
い
か
な
。

O
長
崎そ

う
な
ん
で
す
。
そ
う
思
わ
れ
ま
す
。
真
人
の
記
述
に
も
そ

れ
ら
し
く
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
引
用
す
る
前
に
、
ま

た
こ
乙
で
私
な
り
に
調
べ
た
乙
と
を
付
け
加
え
ま
し
ょ
う
。

歴
史
学
研
究
会
編
『
新
版
、
日
本
史
年
表
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
六
年
版
に
よ
る
と
、

一
三
二
二
年
（
元
享
二
年
）
執
権
北
条
高
時
の
二
月
、

「
後
醍
醐
天
皇
、
造
酒
司
に
洛
中
酒
屋
の
謀
役
を
徴
収
さ

せ
る
。
ま
た
こ
の
頃
、
洛
中
神
人
に
諸
社
の
課
役
を
免
除

し
、
供
御
人
の
名
簿
を
注
進
さ
せ
る
。
春
、
北
条
氏
内
管

領
長
崎
高
資
、
津
軽
安
東
氏
の
一
族
相
論
に
際
し
、
双
方

よ
り
賄
賂
を
と
る
。
よ
っ
て
双
方
が
蝦
夷
の
兵
力
を
ひ
き

い
れ
、
合
戦
と
な
る
。
」

一
三
二
六
年
（
正
中
三
年
）
三
月
、
「
北
条
高
時
出
家
、

弟
泰
家
、
金
沢
貞
顕
の
執
権
就
任
に
怒
っ
て
出
家
し
、
諸

将
乙
れ
に
な
ら
う
。
貞
顕
、
身
を
危
ぶ
ん
で
出
家
。
工
藤

祐
貞
、
蝦
夷
征
討
の
た
め
奥
州
へ
出
陣
。
」

一
＝
三
二
年
（
南
朝
は
後
醍
醐
天
皇
の
元
弘
元
年
、
北
朝
は

光
厳
天
皇
の
元
徳
三
年
、
院
政
は
後
伏
見
上
皇
、
将
軍
は
守
邦
、
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執
権
は
守
時
）
五
月
、
「
吉
田
定
房
の
密
告
に
よ
り
、
幕

府
、
日
野
俊
基
・
文
観
・
円
観
を
捕
え
る
。
八
月
、
高
時
、

内
管
領
長
崎
高
資
を
討
と
う
と
し
て
失
敗
。
後
醍
醐
、
神

器
を
も
っ
て
笠
置
山
に
入
る
。
」

一
三
三
三
年
五
月
、
「
六
波
経
落
ち
、
探
題
仲
時
ら
、

四
三

O
余
人
、
近
江
番
場
で
自
殺
。
後
醍
醐
、
笠
置
遷
幸

以
後
の
叙
任
を
無
効
と
し
、
光
厳
天
皇
、
正
慶
の
年
号
を

廃
止
。
新
田
義
貞
、
鎌
倉
を
落
と
し
、
北
条
高
時
以
下
の

一
門
、
東
勝
寺
で
自
殺
。
鎮
西
探
題
滅
ぶ
。
」

一
三
三
八
年
七
月
、
「
新
田
義
員
、
斯
波
高
経
と
越
前

藤
島
に
戦
い
死
ぬ
。
八
月
、
北
朝
、
足
利
尊
氏
を
征
夷
大

将
軍
と
す
る
。
」

O
長
崎少

し
引
用
が
長
過
ぎ
ま
し
た
が
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
我
が

長
崎
家
と
か
か
わ
り
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
長
崎
高
資
の
生

き
た
時
代
的
背
景
が
う
か
が
え
る
の
で
、
あ
え
て
引
用
し
て

み
ま
し
た
。
激
動
の
中
で
、
実
権
を
握
り
、
賄
絡
を
と
っ
た

り
、
討
ち
滅
ぼ
さ
れ
よ
う
と
し
た
り
し
な
が
ら
も
、
最
後
に

は
主
家
と
運
命
を
共
に
し
た
姿
が
自
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
す
。

高
資
と
い
う
人
は
、
武
将
で
は
な
く
、
有
能
な
実
務
家
だ
っ

た
、
と
思
わ
れ
ま
す
。
村
松
の
長
崎
家
も
、
記
録
係
と
し
て

細
々
な
が
ら
村
松
藩
の
禄
を
食
ん
で
い
て
、
ど
う
み
て
も
武

器
を
取
っ
て
戦
う
役
自
に
は
向
か
な
か
っ
た
と
考
え
る
と
、

何
百
年
も
隠
た
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
や
っ
ぱ
り
血
の
つ
な

が
り
を
感
じ
ま
す
ね
。

真
人
の
記
述
の
続
き
を
書
い
て
、
今
回
の
し
め
く
く
り
と

し
ま
し
ょ
う
。

次
に
記
録
上
長
崎
氏
が
見
ら
れ
る
の
は
、
徳
川
幕
府
が

作
成
し
た
寛
永
系
図
お
よ
び
寛
政
重
修
諸
家
譜
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
長
崎
伊
豆
守
元
家
と
い
う
の
が
、
織
田

信
長
、
豊
臣
秀
吉
に
つ
か
え
、
関
ケ
原
以
後
は
徳
川
の
家

臣
と
な
っ
て
い
る
。
乙
の
長
崎
元
家
の
子
孫
が
、
江
戸
時

代
を
通
じ
代
々
旗
下
と
し
て
千
数
百
石
を
知
行
し
、
日
光

普
譜
奉
行
、
駿
府
町
奉
行
、
虎
門
、
市
谷
門
奉
行
な
ど
の

役
職
を
つ
と
め
て
い
る
。
乙
の
長
崎
氏
の
祖
は
、
先
の
鎌

倉
幕
府
滅
亡
の
折
、
辛
く
も
敵
陣
を
破
っ
て
伊
勢
へ
逃
れ

た
長
崎
高
盛
（
内
管
領
長
崎
高
資
の
孫
）
だ
と
い
う
。

（
な
が
さ
き

あ
き
ら
H
K
い
が
た
県
民
教
育
研
究
所
会
長
）

（続）


