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画
闇
の
醜
聞

＋
1
，
れ
わ
れ
は
暦
史
と
仁
圧
．
椀
を
尊
重
し
、
日
本
「
∵
午
さ
ら

い
中
日
を
敦
天
日
を
据
逃
す
ー
る

わ
れ
わ
れ
は
熟
語
と
品
位
の
向
－
に
っ
と
め
、
真
用
度

紺
紬
と
手
子
と
工
、
用
生
る
　
＼
組
粋
な
敦
霜
を
備
勝
十
る
ノ

わ
れ
わ
れ
定
悠
細
大
の
‖
－
尊
巌
＋
÷
尊
重
し
つ
つ
、
政
治

中
立
・
γ
一
厳
守
し
、
－
休
航
を
座
持
す
′
句

巻
頭
言

教
科
書
の
憲
法
の
記
述
に
思
う

岐
阜
県
糞
同
懇
話
会
会
長
　
橋
本
秀
雄

憲
法
記
念
日
が
近
づ
い
て
い
る
。
憲
法

誕
生
の
実
状
を
知
り
、
学
校
で
指
導
さ
れ

て
い
る
内
容
見
る
と
疑
問
が
わ
い
て
、
記

念
日
を
祝
う
気
に
な
れ
な
い
ば
か
り
か
、

陸
路
に
い
る
日
本
を
思
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
機
会
に
改
め
て
中
学
「
公
民
」
教

科
書
の
憲
法
に
関
す
る
章
（
第
2
章
「
個

人
の
尊
重
と
日
本
国
憲
法
」
）
を
読
み
直
し

て
み
た
。
教
科
書
は
平
成
二
十
八
年
版
と

令
和
三
年
版
で
、
い
ず
れ
も
県
下
全
域
で

採
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

第
2
章
の
節
は
両
者
と
も
同
じ
で
、
1

節
「
人
権
と
日
本
国
憲
法
」
、
2
節
「
人
権

と
共
生
社
会
」
、
3
節
「
こ
れ
か
ら
の
人
権

保
障
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
下
の
項
目

は
2
・
3
節
が
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
、
1
節
は

ほ
と
ん
ど
が
変
え
て
あ
っ
た
。

日
本
国
憲
法
は
、
G
H
Q
の
草
案
を
基

に
し
て
い
る
が
、
政
府
が
改
訂
案
を
作
成

し
、
帝
国
議
会
で
審
議
さ
れ
て
い
る
か
ら

自
主
憲
法
で
あ
る
と
の
解
釈
で
あ
る
。

第
2
軍
は
9
割
が
「
人
権
」
の
説
明

人
に
は
「
自
ら
の
意
思
に
従
っ
て
自
由

で
豊
か
に
生
き
る
」
権
利
が
あ
り
、
そ
れ

は
「
法
律
に
よ
っ
て
も
お
か
す
こ
と
が
で

き
な
い
」
と
し
て
、
憲
法
に
記
述
の
あ
る

権
利
を
自
由
権
、
社
会
権
、
平
等
権
と
分

類
し
、
詳
し
く
解
説
し
て
い
る
。
特
に
平

等
権
は
部
落
差
別
・
ア
イ
ヌ
民
族
へ
の
差

別
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
へ
の
差
別
・
男

女
の
平
等
・
障
害
者
差
別
な
ど
が
存
在
し

て
お
り
改
善
が
必
要
と
し
て
い
る
。

自
由
と
権
利
に
は
、
責
任
と
義
務
が
伴

う
が
、
そ
の
説
明
は
全
体
の
1
割
程
度
で

あ
る
。
「
責
任
」
に
ふ
れ
て
い
る
所
は
「
国

民
主
権
」
　
の
項
で
、
主
権
は
国
民
に
あ
る

が
、
国
の
政
治
は
国
民
全
体
で
決
定
さ
れ

て
い
か
な
く
て
は
な
ら
ず
、
選
挙
に
投
票

す
る
こ
と
、
政
治
に
関
心
を
も
っ
て
考
え

を
深
め
る
こ
と
は
大
切
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
2
節
の
最
後
に
、
義
務
が
出
て

く
る
。
人
権
は
「
法
律
に
よ
っ
て
も
お
か

さ
れ
な
い
」
権
利
だ
が
、
「
公
共
の
福
祉
」

に
反
し
て
は
い
け
な
い
、
と
歯
止
め
を
し

併
せ
て
義
務
を
扱
っ
て
い
る
。
普
通
教
育

を
受
け
さ
せ
る
義
務
、
勤
労
の
義
務
、
納

税
の
義
務
だ
が
、
数
行
程
度
で
あ
る
。

そ
う
し
た
扱
い
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
疑

間
を
感
じ

る
生
徒
も

い
る
だ
ろ

う
と
考
え

た
の
か
、

憲
法
に
義

務
の
記
述
が
少
な
い
の
は
、
そ
も
そ
も
憲

法
は
国
民
の
権
利
を
保
障
す
る
た
め
の
も

の
だ
か
ら
と
付
け
加
え
て
い
る
。

第
一
章
「
天
皇
」
の
説
明
が
不
十
分

第
一
章
は
国
の
姿
を
表
す
大
切
な
章
で

あ
る
。
し
か
し
、
教
科
書
に
は
第
一
章
が

天
皇
条
項
で
あ
る
理
由
も
、
国
柄
を
示
す

と
い
う
説
明
も
さ
れ
て
い
な
い
。

天
皇
は
主
権
者
で
は
な
く
、
日
本
の
国

と
国
民
全
体
の
　
「
象
徴
」
　
で
、
そ
の
地
位

は
主
権
者
で
あ
る
国
民
全
体
の
意
思
に
基

づ
く
と
定
め
て
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
主

権
者
で
な
い
天
皇
が
、
な
ぜ
最
初
の
条
項

に
く
る
の
か
の
説
明
が
な
い
の
で
あ
る
。

項
の
表
題
も
、
二
十
八
年
版
は
、
「
国
民

主
権
と
天
皇
の
地
位
」
と
し
て
い
た
が
、

三
年
版
で
は
「
国
民
主
権
と
私
た
ち
の
責

任
」
と
変
え
て
い
て
、
「
天
皇
の
地
位
」
を

外
し
た
の
は
、
説
明
が
不
十
分
と
自
ら
認

め
て
い
る
の
で
は
、
と
思
っ
て
し
ま
う
。

天
皇
の
存
在
は
、
歴
史
分
野
で
も
国
の

誕
生
の
説
明
に
欠
か
せ
な
い
が
、
国
を
拓

い
た
大
和
政
権
の
中
心
に
な
っ
た
の
は
王

と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
。
天
皇
の
初
出

は
推
古
天
皇
で
摂
政
の
聖
徳
太
子
の
治
世

に
付
属
し
た
存
在
で
し
か
記
述
さ
れ
て
な

い
。
つ
ま
り
、
現
行
の
社
会
科
で
は
天
皇

は
日
本
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い

ご
存
在
で
あ
る
こ
と
は
全
く
説
明
さ
れ
て

い
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。

現
実
と
詑
離
し
た
「
平
和
主
義
」

日
本
国
憲
法
の
特
色
で
あ
る
平
和
主
義

は
、
第
二
次
大
戦
で
我
が
国
が
内
外
に
重

大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
の
で
、
憲
法
で

戦
争
の
放
棄
を
掲
げ
た
と
し
て
い
る
。

自
衛
隊
に
関
し
て
は
、
政
府
見
解
の
主

権
国
家
に
は
自
衛
権
が
あ
り
、
自
衛
の
た

め
の
最
小
限
の
実
力
を
持
つ
こ
と
ま
で
は

禁
止
し
て
い
な
い
と
説
明
し
な
が
ら
、
一

方
で
9
条
に
反
す
る
と
い
う
意
見
も
あ
る

と
加
え
て
、
含
み
を
持
た
せ
て
い
る
。

人
権
の
説
明
で
は
、
社
会
の
変
化
に
伴

う
新
し
い
人
権
と
し
て
、
環
境
権
、
知
る

権
利
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
な
ど
に
多

く
の
頁
を
さ
い
て
い
た
。
し
か
し
、
国
の

安
全
保
障
の
所
で
は
、
近
年
の
中
国
に
よ

る
尖
閣
諸
島
へ
の
領
海
的
野
心
や
、
北
朝

鮮
に
よ
る
核
“
ミ
サ
イ
ル
問
題
な
ど
は
社

会
の
変
化
で
は
な
い
の
か
、
「
平
和
主
義
」

の
所
で
少
し
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

以
上
、
結
局
問
題
は
憲
法
自
身
に
あ
る

の
が
、
憲
法
を
読
み
進
め
る
と
、
第
9
9
条

が
あ
っ
て
、
天
皇
を
始
め
公
務
員
に
至
る

ま
で
、
「
こ
の
憲
法
を
尊
重
し
擁
護
す
る
義

務
を
負
ぶ
」
と
、
護
憲
派
も
、
改
正
派
も

頭
を
押
さ
え
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
今
そ
の

立
場
に
あ
る
方
々
は
、
複
雑
な
思
い
で
記

念
日
を
迎
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
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（
時
論
）
～
一
二
月
「
日
本
学
講
座
」
よ
り

「
山
鹿
素
行
『
中
朝
事
貰
』
の
圏
髄
論
と

吉
田
松
陰
」

素
行
会
代
表
　
佐
藤
　
健
二

一
、
山
鹿
素
行
に
つ
い
て

山
鹿
素
行
（
以
下
、
素
行
）
　
は
、
元
和

八
年
（
一
六
二
二
）
、
会
津
若
松
に
生
ま
れ
、

貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
江
戸
、
浅
草
に

没
し
た
。
六
十
四
年
の
生
涯
で
あ
っ
た
。

父
山
鹿
貞
以
は
会
津
蒲
生
家
家
老
町
野

家
に
身
を
寄
せ
て
を
り
、
母
は
町
野
家
の

侍
女
で
あ
っ
た
。
素
行
は
六
歳
で
江
戸
に

出
て
、
九
歳
で
林
羅
山
の
門
人
と
な
っ
て

儒
学
（
朱
子
学
）
を
学
び
、
そ
の
後
、
十

代
で
兵
学
を
尾
畑
勘
兵
衛
、
北
条
氏
長
に
、

和
学
・
神
道
を
廣
田
坦
鷲
、
高
野
山
接
察

院
光
宥
法
印
に
学
ん
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
道

で
印
可
、
奥
伝
を
得
て
、
二
十
三
成
で
『
兵

法
神
武
雄
備
集
』
を
出
版
し
、
山
鹿
流
兵

学
の
私
塾
を
開
い
た
。
塾
で
は
儒
学
・
兵

学
を
教
授
し
、
多
く
の
門
弟
を
育
て
た
。

山
鹿
流
兵
学
で
は
、
幼
少
か
ら
武
士
と

し
て
の
身
の
処
し
方
を
教
へ
、
四
書
五

経
・
兵
学
書
を
講
じ
、
自
ら
剣
術
・
馬
術

を
身
に
つ
け
、
学
と
し
て
は
「
平
和
時
に

お
け
る
士
道
」
　
の
大
成
を
究
明
し
た
。

「
平
和
時
に
お
け
る
武
士
」
と
は
い
か
な

る
存
在
か
。
衣
食
住
の
生
産
に
携
は
る
こ

と
な
く
、
な
ぜ
武
士
は
農
工
商
の
上
に
立

つ
の
か
。
日
々
の
暮
ら
し
に
追
は
れ
る
農

工
商
の
人
々
に
代
は
つ
て
、
人
と
し
て
の

正
し
い
生
き
方
を
求
め
、
人
々
の
指
標
と

な
る
生
き
方
を
示
す
。
そ
の
た
め
に
は
、

悪
に
向
か
ふ
武
を
必
要
と
す
る
。
武
威
を

以
て
治
平
を
守
る
。
武
士
の
生
活
は
主
君

か
ら
の
禄
に
よ
り
支
へ
ら
れ
る
。
主
君
は

臣
下
を
慈
し
み
、
臣
下
は
主
君
に
忠
誠
を

誓
ふ
。
士
道
の
根
極
に
は
主
君
へ
の
忠
誠

が
あ
る
。
国
難
生
ず
れ
ば
、
命
を
懸
け
て

主
君
の
為
に
戦
ひ
、
正
義
が
犯
さ
れ
た
時

に
は
、
武
威
を
以
て
そ
の
犯
罪
を
懲
罰
す

る
。
士
道
は
、
智
・
仁
・
勇
三
徳
を
以
て

成
り
立
つ
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

素
行
は
世
に
学
者
と
し
て
立
つ
た
が
、

終
生
武
士
と
し
て
の
玲
特
を
も
ち
続
け
た
。

そ
れ
は
素
行
の
先
祖
が
、
筑
前
山
鹿
を
拠

点
と
し
た
武
将
（
平
氏
一
門
）
　
の
出
で
あ

り
、
母
妙
智
も
武
将
の
家
柄
で
あ
る
と
い

っ
た
勝
れ
た
武
門
の
血
筋
に
よ
る
も
の
で

あ
ら
・
ス
源
平
合
戦
に
敗
れ
た
後
は
、
平

氏
勢
力
下
の
伊
勢
を
拠
点
と
し
た
。

素
行
の
人
並
み
外
れ
た
才
能
は
、
十
一

歳
で
二
百
石
で
の
仕
官
の
話
が
あ
っ
た
ほ

ど
で
、
十
四
歳
の
時
に
は
、
朝
廷
の
武
家

伝
奏
で
あ
る
飛
鳥
井
中
納
言
雅
宣
と
烏
丸

大
納
言
光
弘
と
詩
文
の
贈
答
を
し
て
ゐ
る
。

武
家
伝
奏
は
、
朝
廷
と
幕
府
を
つ
な
ぐ
重

職
で
あ
り
、
大
臣
に
次
ぐ
と
言
は
れ
た
。

そ
の
や
う
な
高
貴
な
公
卿
と
の
詩
文
の
贈

答
の
相
手
と
し
て
、
ま
だ
少
年
の
素
行
が

指
名
さ
れ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
い
か
に
素

行
の
天
才
ぶ
り
が
幕
府
内
で
も
評
判
で
あ

っ
た
か
と
い
ふ
こ
と
を
を
示
し
て
ゐ
る
。

そ
の
や
う
な
素
行
の
才
能
を
見
込
ん
で
、

二
十
五
歳
の
頃
に
、
祖
心
尼
か
ら
将
軍
家

光
の
兵
学
師
範
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
の

で
、
他
か
ら
出
仕
の
誘
ひ
が
あ
つ
て
も
断

る
や
う
に
と
い
ふ
内
示
が
あ
っ
た
。

そ
の
話
は
家
光
の
死
に
よ
り
消
え
る
。

そ
の
後
に
赤
穂
藩
主
浅
野
長
直
（
素
行

の
門
人
）
　
の
誘
ひ
を
受
け
、
赤
穂
藩
に
仕

官
（
三
十
一
歳
）
。
俸
禄
は
家
老
職
に
次
ぐ

千
石
で
あ
っ
た
。

赤
穂
に
は
城
の
縄
張
り
の
た
め
に
一
度

半
年
ば
か
り
行
っ
た
だ
け
で
、
あ
と
は
江

戸
で
藩
主
の
相
手
を
す
る
の
み
と
い
ふ
待

遇
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
時
間
に
余
裕
が

あ
り
、
三
十
代
は
学
問
に
励
み
、
儒
学
、

兵
学
に
関
す
る
著
書
を
多
数
出
版
。
学
者

と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
。

禅
（
仏
教
）
や
老
荘
思
想
（
道
教
）
な

ど
に
も
関
心
を
も
ち
、
儒
仏
道
の
三
教
一

致
時
代
と
言
は
れ
る
。

三
十
九
歳
で
赤
穂
藩
を
致
任
し
、
足
か

け
九
年
の
出
仕
と
な
っ
た
。

四
十
一
歳
の
頃
か
ら
朱
子
学
へ
の
疑
問

が
生
じ
、
「
古
学
」
　
（
注
釈
書
に
よ
ら
ず
直

接
孔
子
の
教
へ
を
探
求
す
る
）
　
へ
の
兆
し

が
生
ず
る
。
朱
子
学
に
は
仏
教
の
影
響
が

強
く
、
純
粋
な
孔
子
の
教
へ
を
伝
へ
る
も

の
で
は
な
い
と
い
ふ
疑
ひ
を
抱
く
や
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

四
十
四
歳
の
時
に
、
朱
子
学
批
判
の
書

と
な
る
『
聖
教
要
録
』
を
出
版
し
た
。

そ
の
序
文
に
、
弟
子
の
筆
に
よ
る
も
の

で
は
あ
る
が
、
「
漢
唐
の
訓
話
、
宋
明
の
理

学
、
各
々
利
口
領
舌
に
し
て
、
惑
ひ
を
弁

ぜ
ん
と
欲
し
て
、
惑
ひ
愈
々
深
く
、
聖
人

を
し
て
塗
炭
に
坐
せ
し
む
、
最
も
畏
る
べ

き
な
り
」
と
言
っ
て
ゐ
る
。
漢
や
唐
の
時

代
の
注
釈
書
や
宋
や
明
の
時
代
の
理
学

（
朱
子
学
）
　
は
、
そ
れ
ぞ
れ
わ
か
つ
た
や

う
な
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
言
っ
て
ゐ
る
が
、

孔
子
の
教
へ
の
難
し
い
と
こ
ろ
を
解
明
し

よ
う
と
し
て
、
そ
れ
ら
に
よ
り
学
ぶ
と
、

ま
す
ま
す
解
ら
な
く
な
り
、
聖
人
を
塗
炭

の
苦
し
み
に
遭
わ
せ
る
や
う
な
こ
と
で
、

こ
ん
な
怖
ろ
し
い
こ
と
は
な
い
、
と
言
ふ

の
で
あ
る
。

朱
子
学
の
信
奉
者
の
一
人
に
四
代
将
軍

家
綱
の
腹
違
ひ
の
弟
で
将
軍
の
後
見
人
で

あ
っ
た
保
科
正
之
が
ゐ
た
。
保
科
は
激
し

く
怒
り
、
素
行
を
江
戸
追
放
、
播
州
赤
穂

へ
の
流
罪
と
し
た
の
で
あ
る
。
素
行
四
十

五
歳
の
時
、
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
　
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
罪
を
言
ひ
渡
し
た

の
は
、
皮
肉
に
も
素
行
の
か
つ
て
の
兵
学

の
師
、
大
目
付
北
条
氏
長
で
あ
っ
た
。

素
行
は
呼
び
出
し
に
応
じ
、
大
目
付
の

役
宅
に
赴
い
た
が
、
最
悪
死
罪
も
あ
り
得

る
と
思
ひ
、
家
族
に
遺
書
を
し
た
た
め
て

家
を
出
た
。
見
事
な
士
道
の
実
践
で
あ
っ

た
。
後
世
、
吉
田
松
陰
は
先
師
の
こ
の
死

を
覚
悟
し
た
泰
然
自
若
と
し
た
振
る
舞
い

に
ひ
ど
く
感
動
し
、
弟
子
達
に
こ
の
先
師

の
生
き
方
を
学
ぶ
や
う
に
繰
り
返
し
教
へ
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た。
役
人
の
、
何
か
家
族
に
言
ひ
残
す
こ
と

は
な
い
か
と
い
ふ
間
ひ
に
も
、
必
要
な
こ

と
は
総
て
終
へ
て
き
た
の
で
な
い
と
答
へ
、

従
容
と
し
て
罪
に
服
し
、
家
に
戻
る
こ
と

な
く
、
そ
の
ま
ま
流
諦
地
の
播
州
赤
穂
へ

と
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。

道
中
「
四
書
」
を
手
放
す
こ
と
な
く
学

問
に
努
め
た
。
そ
の
揺
る
ぎ
な
い
態
度
に
、

護
衛
の
役
人
は
感
銘
し
、
後
に
素
行
の
門

人
と
な
っ
た
者
も
ゐ
る
と
い
ふ
。

道
中
の
学
び
の
成
果
は
、
赤
穂
に
着
い

た
翌
年
（
一
六
六
七
）
、
『
四
書
句
読
大
全
』

と
い
ふ
著
書
に
纏
め
ら
れ
た
。

赤
穂
で
は
約
十
年
繭
居
生
活
を
送
っ
た
。

赤
穂
藩
主
浅
野
内
匠
頭
長
直
（
赤
穂
事

件
の
浅
野
内
匠
頭
長
短
の
祖
父
）
は
、
素

行
の
門
人
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
待
遇
は

罪
人
に
対
す
る
も
の
で
は
な
く
、
賓
師
に

対
す
る
や
う
な
礼
を
尽
く
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
素
行
は
江
戸
の
喧
燥
を
は
な
れ
、

静
諮
な
環
境
で
、
学
問
に
打
ち
込
む
こ
と

が
で
き
た
。
素
行
は
そ
こ
で
重
要
な
著
書

を
四
冊
書
い
て
ゐ
る
。
『
諦
居
室
問
』
・
『
中

朝
事
賃
』
・
『
武
家
事
紀
』
・
『
配
所
残
筆
』

で
あ
る
。

『
諦
居
童
間
』
は
、
赤
穂
に
着
い
た
二

年
後
の
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
に
書
か

れ
て
ゐ
る
。
素
行
思
想
の
重
要
項
目
を
、

児
童
の
質
問
に
答
へ
る
と
い
ふ
形
式
で
纏

め
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
素
行
の
側
に
居

た
児
童
は
、
江
戸
か
ら
素
行
を
慕
っ
て
付

い
て
き
た
年
少
の
門
弟
磯
谷
平
介
（
こ
の

書
が
書
か
れ
た
と
き
十
二
歳
）
く
ら
ゐ
で

あ
り
、
記
録
に
は
な
い
が
後
の
大
石
内
蔵

助
良
雄
が
十
歳
で
あ
り
、
平
介
の
話
し
相

手
と
し
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ

れる。次
に
翌
寛
文
九
年
（
志
の
①
）
に
、
素
行

園
髄
学
の
名
著
『
中
朝
事
貰
』
が
書
か
れ

た
。
こ
れ
は
上
下
二
巻
に
分
か
れ
、
全
十

三
章
に
付
録
と
し
て
「
或
疑
（
わ
く
ぎ
）
」

が
付
く
。
上
下
二
巻
の
巻
頭
に
、
そ
れ
ぞ

れ
「
皇
統
」
と
記
さ
れ
、
主
題
を
明
ら
か

に
し
て
ゐ
る
。
多
く
を
『
日
本
書
紀
』
を

綱
文
と
し
、
そ
の
後
に
「
謹
ん
で
按
ず
る

に
」
と
、
素
行
の
解
釈
を
述
べ
る
。

神
代
か
ら
大
量
の
御
代
に
至
る
ま
で
、

我
が
国
の
精
神
的
ま
た
政
治
的
・
文
化
的

な
初
元
の
形
態
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、

我
が
国
が
い
か
な
る
国
で
あ
る
か
、
つ
ま

り
「
園
鰹
」
を
述
べ
た
書
で
あ
る
。

第
三
が
、
そ
の
四
年
後
延
宝
元
年
（
一

六
七
三
）
　
に
、
書
か
れ
た
『
武
家
事
紀
』

で
あ
る
。
武
家
に
関
す
る
百
科
全
書
と
い

っ
て
も
よ
い
大
著
で
あ
る
。
武
士
は
皇
室

を
護
る
こ
と
を
本
義
と
す
る
と
い
っ
た
武

士
の
存
在
意
義
か
ら
具
体
的
な
戦
史
も
含

め
、
武
家
に
つ
い
て
の
こ
と
は
総
て
網
羅

し
て
ゐ
る
。

『
中
朝
事
貰
』
が
朝
廷
を
中
心
と
し
て

「
日
本
の
真
実
」
を
書
い
た
書
物
だ
と
し

た
ら
、
こ
れ
は
武
家
を
中
心
と
し
て
書
い

た
「
日
本
の
真
実
」
で
あ
る
。
素
行
は
両

著
に
よ
り
、
日
本
と
は
い
か
な
る
国
で
あ

る
か
を
明
ら
か
に
し
た
。
武
家
の
出
で
あ

る
素
行
は
、
太
平
の
世
に
お
け
る
士
道
の

大
成
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
戦
闘
者
と
し

て
の
　
「
武
士
」
　
で
は
な
く
、
平
和
時
に
お

け
る
農
工
商
の
上
に
立
つ
武
士
と
し
て
の

生
き
方
を
教
へ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

ゆ
ゑ
「
武
士
道
」
と
言
は
ず
「
士
道
」
と

称
し
、
武
士
の
高
貴
な
精
神
性
を
明
ら
か

に
し
た
。『

武
家
事
紀
』
「
武
本
章
」
に
「
禁
裏
諸

営
作
亦
武
家
の
勤
王
の
一
な
り
。
：
…
・
執

権
奉
行
と
云
ヘ
ビ
も
、
其
の
雑
学
た
り
。

是
れ
勤
王
の
道
た
り
。
さ
れ
ば
諸
大
名
大

番
役
を
つ
と
め
、
将
軍
家
よ
り
京
都
奉
行

つ
ね
に
在
京
し
て
、
朝
廷
を
守
護
す
る
事
、

古
来
の
制
な
り
」
と
言
っ
て
、
武
家
は
そ

も
そ
も
勤
王
で
あ
り
、
武
家
の
第
一
の
務

め
が
朝
廷
の
守
護
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
ゐ
る
。

素
行
は
、
赤
穂
諦
居
中
に
学
問
に
集
中

し
、
儒
学
・
兵
学
を
中
心
に
進
め
て
き
た

学
問
が
、
『
中
朝
事
費
』
と
い
ふ
朝
廷
を
中

心
と
し
た
【
日
本
学
】
に
結
実
し
た
と
い

ふ
こ
と
は
、
幕
府
の
監
視
の
目
か
ら
遠
く

離
れ
た
赤
穂
に
居
た
か
ら
こ
そ
成
し
遂
げ

ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
幕
府
に

と
っ
て
朝
廷
は
最
も
恐
る
べ
き
存
在
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

第
四
の
書
は
『
配
所
残
筆
』
と
い
ふ
素

行
の
自
伝
で
あ
る
。
素
行
は
、
配
所
赤
穂

で
の
生
活
も
十
年
に
な
り
、
江
戸
に
戻
る

こ
と
も
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
ひ
、
遺

言
書
代
は
り
に
書
い
た
の
が
こ
の
書
で
あ

る
。
自
伝
文
学
の
傑
作
と
評
さ
れ
て
ゐ
る
。

赤
穂
ま
で
の
生
涯
が
、
実
に
率
直
に
詳
し

く
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
当
時
入
手
不
可
能

で
あ
っ
た
『
中
朝
事
貰
』
も
、
こ
の
書
で
、

そ
の
粗
筋
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
書
が
書
か
れ
た
年
（
一
六
七
五
）

に
、
幕
府
か
ら
の
許
し
が
届
き
、
江
戸
に

戻
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
年
は
、
素
行
に

と
つ
て
は
赦
免
の
喜
び
の
年
で
も
あ
り
、

ま
た
悲
し
み
の
年
で
も
あ
っ
た
。
素
行
を

常
に
温
か
く
見
守
っ
て
く
れ
て
ゐ
た
祖
心

尼
が
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
江
戸
に
帰

り
着
い
た
素
行
が
ま
づ
向
か
っ
た
先
が
、

祖
心
尼
の
墓
所
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
浅
草
に
績
徳
堂
と
い
ふ
塾
を

開
き
、
『
原
源
発
機
』
と
い
ふ
兵
学
に
つ
い

て
の
奥
深
い
思
想
書
を
最
後
に
、
多
く
の

門
弟
に
囲
ま
れ
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）

六
十
四
歳
で
帰
幽
し
た
。

二
、
吉
田
松
陰
に
つ
い
て

素
行
と
松
陰
を
繋
ぐ
第
一
は
、
松
陰
が

素
行
を
開
祖
と
す
る
山
鹿
流
兵
学
師
範
の

家
を
継
い
だ
こ
と
に
よ
る
。
天
保
五
年
五

歳
の
時
に
、
叔
父
吉
田
大
助
の
仮
養
子
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

吉
田
家
は
代
々
山
鹿
流
兵
学
師
範
と
し

て
藩
に
仕
へ
て
を
り
、
松
陰
が
ま
だ
幼
い

た
め
に
、
藩
は
も
う
一
人
の
叔
父
玉
木
文

之
進
に
家
学
教
授
を
命
じ
、
文
之
進
の
も

と
で
厳
し
い
修
業
時
代
を
過
ご
す
。
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け
て
ゐ
る
。

翌
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
、
二
十
三
歳

さ
　
の
時
に
、
東
北
遊
歴
の
途
上
、
水
戸
へ
赴

き
、
そ
の
地
の
藩
校
弘
道
館
で
教
授
頭

取
の
倉
澤
正
志
斎
に
会
っ
た
。

正
志
斎
は
、
西
暦
一
八
二
五
年
に
『
新

論
』
を
書
き
、
初
め
て
国
縫
思
想
を
体
系

的
に
論
じ
た
。
そ
れ
は
国
防
論
と
し
て
書

そ
の
学
の
成
果
は
、
早
く
も
十
歳
の
時

に
藩
校
明
倫
館
の
講
師
と
な
り
、
十
一
歳

の
時
に
、
藩
士
に
山
鹿
素
行
の
士
道
の
主

著
で
あ
る
『
武
教
全
書
』
を
進
講
、
ま
た

十
五
歳
で
『
武
教
全
書
』
『
孫
子
』
を
講
義

し
て
賞
讃
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

十
九
歳
の
時
に
、
独
立
の
師
範
と
な
り
、

二
十
一
歳
（
一
八
五
〇
）
　
の
時
に
、
九
州

遊
学
、
平
戸
へ
赴
く
。
平
戸
藩
主
松
浦
鎮

信
は
素
行
の
門
人
、
平
戸
藩
の
兵
学
は
山

鹿
流
で
あ
っ
た
。
素
行
は
弟
平
馬
を
平
戸

藩
に
家
臣
と
し
て
送
り
込
み
、
平
戸
に
山

鹿
流
兵
学
の
拠
点
を
作
っ
て
ゐ
た
。

松
陰
が
会
っ
た
の
は
、
当
時
の
山
鹿
家

の
当
主
で
あ
っ
た
山
鹿
万
助
で
あ
り
、
松

陰
は
万
助
か
ら
直
接
教
へ
を
受
け
、
翌
年

二
十
二
歳
で
、
山
鹿
流
兵
学
の
皆
伝
を
受

か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
水
戸
藩
は
、
藩

主
徳
川
斉
昭
を
筆
頭
に
海
防
政
策
に
熱
心

で
あ
り
、
そ
の
斉
昭
の
側
近
で
あ
っ
た
正

志
斎
か
ら
松
陰
は
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
。

特
筆
す
べ
き
は
、
水
戸
藩
は
御
三
家
で

あ
り
な
が
ら
、
『
大
日
本
史
』
の
編
纂
を
通

し
て
、
尊
皇
嬢
夷
思
想
を
生
み
出
し
て
ゐ

る
。
幕
末
の
尊
撰
論
は
水
戸
藩
を
母
胎
と

す
る
。
松
陰
は
正
志
斎
か
ら
国
史
の
重
要

性
を
学
び
、
尊
皇
擾
夷
思
想
に
開
眼
し
た
。

水
戸
を
出
た
後
、
東
北
各
地
を
巡
歴
、

四
月
十
日
江
戸
藩
邸
に
戻
り
、
手
形
を
持

た
ず
に
各
地
を
巡
っ
た
罪
に
よ
り
、
帰
国

の
命
が
下
る
。

五
月
十
二
日
に
萩
に
帰
宅
。
杉
家
で
謹

慎
、
命
を
待
つ
間
に
水
戸
で
開
眼
し
た
国

史
へ
の
関
心
を
、
多
く
の
国
史
関
係
図
書

を
耽
読
す
る
こ
と
に
よ
り
、
兵
学
者
か
ら

尊
皇
撰
夷
の
思
想
家
へ
と
飛
躍
す
る
。

安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
　
二
十
五
歳
の

と
き
に
、
再
来
航
し
た
ペ
リ
ー
率
ゐ
る
米

軍
艦
に
乗
り
込
み
、
密
航
を
図
る
が
、
米

側
に
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
共
に
行
動
し
た

金
子
重
輔
と
共
に
自
首
す
る
。

四
月
十
日
、
下
田
獄
か
ら
江
戸
天
馬
町

の
獄
舎
に
移
送
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
道
筋
に
、
赤
穂
義
士
の
墓
所
で
あ
る

泉
岳
寺
の
前
を
通
る
。
そ
の
時
に
次
の
歌

を
詠
ん
で
ゐ
る
。

か
く
す
れ
ば
か
く
な
る
も
の
と
知
り
な

が
ら
　
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
大
和
魂

こ
の
出
典
は
『
幽
囚
録
』
の
中
の
　
「
獄

中
よ
り
家
兄
伯
教
に
上
る
書
」
に
載
る
話

で
、
こ
の
後
に
「
蓋
し
武
士
の
道
は
此
（
こ

こ
）
に
在
り
、
願
は
く
は
私
愛
の
薦
め
に
大

義
に
惑
は
る
る
こ
と
な
く
ん
ば
幸
甚
な

り
」
と
。
赤
穂
義
士
が
主
君
の
恨
み
を
晴

ら
し
た
の
は
、
大
義
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

決
し
て
私
愛
（
私
心
）
　
か
ら
出
た
も
の
で

は
な
い
。
武
士
道
は
、
私
心
を
捨
て
去
っ

た
大
義
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
言
ふ
の

で
あ
る
。

赤
穂
義
士
の
背
後
に
山
鹿
素
行
あ
り
。

松
陰
の
背
後
に
山
鹿
素
行
あ
り
。
「
や
む
に

や
ま
れ
ぬ
大
和
魂
」
は
、
赤
穂
義
士
の
魂

で
あ
り
、
松
陰
の
魂
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を

結
び
つ
け
て
ゐ
る
の
が
武
士
道
の
大
成
者

で
あ
る
山
鹿
素
行
な
の
で
あ
る
。

国
史
に
開
眼
し
た
松
陰
は
、
先
師
山
鹿

素
行
の
思
想
、
特
に
『
中
朝
事
費
』
の
日

本
主
義
の
思
想
に
改
め
て
気
づ
く
。
松
陰

は
『
中
朝
事
蓋
は
こ
の
時
期
は
ま
だ
入

手
し
て
ゐ
な
い
。
『
配
所
残
筆
』
に
書
い
て

あ
る
「
あ
ら
ま
し
」
を
読
み
、
そ
れ
に
大

き
な
感
銘
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
『
中
朝
事
質
』
を
善
く
に
至

っ
た
心
境
の
変
化
が
ま
づ
記
さ
れ
て
ゐ
て
、

当
時
と
し
て
は
実
に
大
胆
な
自
己
批
判
で

あ
っ
た
。
当
時
の
儒
者
は
み
な
支
那
を
第

一
と
し
て
、
自
国
日
本
を
見
下
し
て
ゐ
た
。

こ
の
支
那
尊
崇
、
日
本
否
定
の
見
方
が
思

ひ
込
み
で
あ
り
、
誤
り
で
あ
っ
た
と
い
ふ

こ
と
に
気
づ
い
た
と
言
ふ
。

『
日
本
書
紀
』
を
初
め
と
し
て
国
典
を

読
む
素
行
の
目
に
は
、
い
ま
ま
で
気
づ
か

な
か
つ
た
「
日
本
」
が
姿
を
現
し
た
。
そ

れ
が
『
中
朝
事
倍
量
と
い
ふ
一
冊
の
書
物

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
中
朝
」
と
い
ふ
の

は
日
本
の
こ
と
。
そ
の
　
「
事
実
」
が
こ
こ

に
あ
る
と
い
ふ
。

松
陰
は
素
行
か
ら
、
山
鹿
流
兵
学
は
も

と
よ
り
、
死
地
に
赴
く
と
き
も
泰
然
自
若

と
し
て
運
命
を
受
け
入
れ
る
と
い
ふ
武
士

の
生
き
方
や
皇
統
に
基
づ
く
我
が
国
の
真

の
歴
史
な
ど
を
学
ん
だ
。

素
行
の
士
道
や
日
本
の
真
の
姿
に
つ
い

て
、
松
陰
は
門
人
に
繰
り
返
し
説
い
て
、

門
人
の
胸
に
素
行
思
想
を
深
く
刻
み
つ
け

た
の
で
あ
る
。

四
、
を
は
り
に

戦
後
、
我
が
国
は
G
H
Q
の
占
領
政
策

に
よ
り
、
園
髄
を
大
き
く
変
質
さ
せ
ら
れ

た
。
か
ら
う
じ
て
象
徴
天
皇
と
い
ふ
形
で

天
皇
は
憲
法
上
に
も
明
記
さ
れ
、
天
皇
を

中
心
と
し
た
園
鰹
が
護
持
さ
れ
た
か
に
見

え
る
。
は
た
し
て
そ
の
天
皇
と
は
い
か
な

る
存
在
な
の
か
。
そ
れ
を
正
し
く
説
明
で

き
る
人
が
ど
れ
だ
け
ぬ
る
で
あ
ら
う
か
。

天
皇
は
直
接
政
治
に
関
与
さ
れ
な
い
と

し
な
が
ら
も
、
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
ゐ
る

や
う
に
、
国
家
の
根
本
に
関
は
る
国
事
行

為
を
数
多
く
な
さ
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
御
行

為
は
、
天
皇
を
「
日
本
国
の
象
徴
」
と
し

「
国
民
統
合
の
象
徴
」
と
す
る
と
い
ふ
権

威
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
こ
の
至
高
の
権

威
な
く
し
て
は
で
き
な
い
御
行
為
で
あ
る
。

そ
の
至
高
の
権
威
は
何
に
由
来
す
る
の
か
。

そ
れ
を
理
解
す
る
に
は
、
失
ば
れ
た
園
駐

思
想
を
取
り
戻
す
必
要
が
あ
る
。
素
行
が

説
き
、
松
陰
が
継
承
し
、
乃
木
将
軍
が
普

及
さ
せ
た
『
中
朝
事
寅
』
の
示
す
園
髄
精

神
を
、
日
本
国
民
統
合
の
滞
神
と
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
文
責
編
集
部
）


