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「
大
刀
剣
市
」
終
了
後
の
十
二
月
に
は

設
問
の
充
実
を
図
る
べ
く
、
再
度
各

自
五
十
問
、
合
計
百
問
の
設
問
集
を

提
出
し
、
約
千
問
に
及
ぶ
設
問
の
た

た
き
台
（
問
題
集
案
）
が
作
成
さ
れ
、

各
委
員
に
配
付
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
問
題
集
の
分
類
は
お
お
む
ね

①
法
令
関
係
（
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等

取
締
法
・
古
物
営
業
法
・
特
定
商
取

引
法
・
消
費
者
契
約
法
等
）、
②
刀

　
「
刀
剣
評
価
鑑
定
士
」
の
資
格
検

定
事
業
は
、
開
始
に
向
け
て
作
業
が

進
ん
で
い
ま
す
。

　

昨
年
三
月
の
理
事
会
で
承
認
さ
れ

た
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
そ
の
後

骨
子
と
な
る
規
約
を
四
月
に
協
議
、

五
月
に
理
事
お
よ
び
監
事
が
実
行
委

員
と
な
っ
て
各
自
五
十
問
の
設
問
集

を
持
ち
寄
り
、
問
題
形
式
に
つ
い
て

意
見
を
述
べ
合
い
ま
し
た
。
そ
し
て

剣
の
知
識
、
③
刀
装
具
の
知
識
、
④

甲
冑
・
武
具
の
知
識
、
⑤
作
刀
・
刀

職
の
知
識
、
⑥
評
価
・
鑑
定
の
知
識

で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

委
員
は
年
明
け
か
ら
始
ま
る
設
問

の
協
議
に
向
け
、年
末
・
年
始
の
休
暇

中
、こ
の
一
一
一
ペ
ー
ジ
に
お
よ
ぶ
問

題
集
と
睨
め
っ
こ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

本
事
業
に
つ
い
て
は
、
刀
剣
界
の

関
係
諸
団
体
に
ご
協
力
を
お
願
い
し

　

諸
先
輩
に
比
べ
て
業
界
で
の
キ
ャ

リ
ア
が
浅
い
私
に
と
っ
て
は
、
知
ら

な
か
っ
た
こ
と
、
あ
や
ふ
や
に
覚
え

て
い
た
こ
と
、
間
違
っ
て
覚
え
て
い

た
こ
と
を
如
実
に
知
ら
さ
れ
、
と
て

も
勉
強
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
、
こ
の

新
事
業
を
成
功
さ
せ
て
、
刀
剣
商
の

社
会
的
地
位
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
す

る
先
輩
方
の
熱
意
で
す
。

て
い
ま
す
が
、
早
く
も
一
般
社
団
法

人
日
本
甲
冑
武
具
研
究
保
存
会
か
ら

は
甲
冑
な
ど
に
関
す
る
設
問
を
ご
提

供
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

年
明
け
か
ら
は
早
々
に
、
委
員
が

集
ま
る
交
換
会
の
終
了
後
や
別
途
設

け
た
参
集
日
に
設
問
集
の
協
議
を
始

め
ま
し
た
。
毎
回
数
時
間
、
十
数
名

が
知
見
を
寄
せ
合
い
侃か

ん

々か
ん

諤が
く

々が
く

の
検

討
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

組
合
は
未
来
に
向
け
た
新
し
い
事

業
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。
外
部
の

資
格
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
な
ど
に
依
存

せ
ず
、
組
合
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
主
と
し

て
立
ち
上
げ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

詳
細
は
も
う
す
ぐ
お
伝
え
で
き
る
と

思
い
ま
す
が
、
組
合
員
の
皆
さ
ま
の

ご
理
解
が
不
可
欠
で
す
。
一
丸
と
な

っ
て
ご
協
力
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。�

（
松
本
義
行
）

「
刀
剣
評
価
鑑
定
士
」は
新
年
度
に
立
ち
上
げ

　

分
野
別
問
題
の
作
成
作
業
も
急
ピ
ッ
チ
で
進
む

第
30
回
通
常
総
会
は
５
月
１７
日
に
開
催

　

組
合
員
の
皆
さ
ま
に
は
日
ご
ろ
よ
り

組
合
活
動
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
い
た

だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

第
三
十
回
通
常
総
会
は
来
る
五
月
十

七
日
㈬
午
前
十
時
よ
り
、
東
京
美
術
倶

楽
部
に
お
い
て
開
催
し
ま
す
。
何
か
と

お
忙
し
い
折
と
は
存
じ
ま
す
が
、
万
障

お
繰
り
合
わ
せ
の
上
、
ご
出
席
く
だ
さ

い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、

今
回
は
役
員
改
選
が
あ
り
ま
す
。

　

総
会
終
了
後
に
は
特
別
交
換
会
を
開

催
す
る
予
定
で
す
。

　

当
日
の
議
事
次
第
は
下
記
の
通
り
で
す
。

①
開
会
の
辞　
　

②
出
席
状
況
報
告

③
理
事
長
挨
拶　

④
議
長
選
出

⑤
議
事
宣
言　
　

⑥
資
料
確
認

⑦
議
案
審
議

（
第
一
号
議
案
）
平
成
二
十
八
年
度
事

業
報
告
承
認
の
件
、
平
成
二
十
八
年

度
会
計
報
告
承
認
の
件
、
監
査
報
告

（
第
二
号
議
案
）
平
成
二
十
九
年
度
事

業
計
画
決
定
の
件

（
第
三
号
議
案
）
平
成
二
十
九
年
度
収

支
予
算
決
定
の
件

（
第
四
号
議
案
）
役
員
報
酬
の
件

（
第
五
号
議
案
）
経
費
の
賦
課
及
び
徴

収
に
関
す
る
件

（
第
六
号
議
案
）
平
成
二
十
九
年
度
借

入
金
残
高
の
最
高
限
度
に
関
す
る
件

（
第
七
号
議
案
）
一
組
合
員
に
対
す
る

貸
付
、
ま
た
一
組
合
員
の
為
に
す
る

債
務
保
証
残
高
の
最
高
限
度
に
関
す

る
件

（
第
八
号
議
案
）
役
員
改
選
に
関
す
る
件

（
第
九
号
議
案
）
そ
の
他

⑧
総
会
議
事
終
了
宣
言　

⑨
閉
会
の
辞

日
刀
保･

柴
原
専
務
理
事
に
聞
く

来
春
の
新
刀
剣
博
物
館
開
館
に
向
け
て

　

去
る
二
月
九
日
、
公
益
財
団
法
人
日

本
美
術
刀
剣
保
存
協
会
（
酒
井
忠
久
会

長
。
以
下
「
日
刀
保
」）
を
訪
ね
、
柴
原

勤
専
務
理
事
に
新
刀
剣
博
物
館
の
進
捗

状
況
を
伺
い
ま
し
た
。

　

―
墨
田
区
の
両
国
公
会
堂
跡
地
に
誕

生
す
る
新
刀
剣
博
物
館
は
、
今
年
の
九

月
に
引
っ
越
し
を
終
え
、
来
年
一
月
に

開
館
の
予
定
と
お
聞
き
し
て
い
ま
す
が
、

工
事
は
現
在
ど
こ
ま
で
進
ん
で
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。

　
「
当
協
会
の
執
行
部
が
工
事
の
進
捗

状
況
の
確
認
と
、
建
設
に
携
わ
る
各
社

と
の
総
合
定
例
会
議
へ
の
出
席
も
兼
ね

て
毎
月
、
建
設
中
の
新
博
物
館
へ
行
き

ま
す
。
現
在
は
外
装
仕
上
げ
工
事
や
内

装
が
行
わ
れ
、
三
階
で
は
躯
体
工
事
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
」

　

柴
原
専
務
理
事
か
ら
、
平
面
図
と
完

成
予
想
の
内
観
パ
ー
ス
を
見
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

三
階
建
て
の
外
観
は
、
立
地
す
る
旧

安
田
庭
園
が
江
戸
時
代
の
大
名
庭
園
と

い
う
都
市
の
中
で
は
数
少
な
い
貴
重
な

文
化
財
で
も
あ
る
た
め
、
庭
園
風
景
を

損
な
わ
ず
、
周
り
の
景
観
に
溶
け
込
む

「
和
」を
表
し
た
協
会
旗
を
前
に
す
る
柴
原
専
務
理
事

よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
と
色
彩
に
な
っ
て
い

ま
す
。

　

一
階
は
大
き
く
十
文
字
型
の
通
路
が

あ
り
、
四
つ
の
エ
リ
ア
に
別
れ
て
い
ま

す
。
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
を
入
る
と
す
ぐ
に

左
側
に
総
合
受
付
が
あ
り
、
受
付
の
後

方
に
売
店
が
あ
り
ま
す
。
総
合
受
付
と

向
か
い
合
う
よ
う
に
、
墨
田
区
と
共
同

利
用
す
る
情
報
ラ
ウ
ン
ジ
が
あ
り
、

日
刀
保
で
は
日
本
刀
の
製
作
工
程
や

た
た
ら
の
解
説
コ
ー
ナ
ー
と
し
、
墨

田
区
で
は
地
域
情
報
コ
ー
ナ
ー
と
し

て
利
用
す
る
予
定
だ
そ
う
で
す
。

　

一
階
に
は
ほ
か
に
、
現
在
の
日
刀

保
の
四
階
に
あ
る
講
堂
と
同
じ
用
途

の
研
修
室
が
あ
り
、
こ
の
研
修
室
は

今
後
、
多
く
の
講
演
・
発
表
会
・
式

典
な
ど
に
活
用
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
研
修
室
向
か
い
に
は
、
休
憩
が
取

れ
る
コ
ー
ナ
ー
も
あ
り
ま
す
。

　

二
階
に
は
、
刀
剣
審
査
物
件
の
受
付

な
ど
を
行
う
事
務
室
や
刀
剣
審
査
室
、

審
査
品
一
時
保
管
室
、
収
蔵
庫
、
閲
覧

室
、
資
料
室
、
会
議
室
、
撮
影
室
、
応

接
室
、
学
芸
員
室
な
ど
の
多
岐
に
わ
た

る
部
屋
が
あ
り
ま
す
。

　

三
階
は
こ
れ
か
ら
多
く
の
来
場
者
で

賑
わ
う
展
示
室
と
な
り
ま
す
。
初
め
て

の
方
に
も
刀
剣
類
を
楽
し
く
鑑
賞
し
て

い
た
だ
け
る
よ
う
な
企
画
が
提
供
さ
れ

る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

新
刀
剣
博
物
館
の
す
ぐ
近
く
に
は
両

国
国
技
館
や
江
戸
東
京
博
物
館
が
あ
り
、

ま
た
墨
田
区
に
は
開
館
し
た
ば
か
り

の
「
す
み
だ
北
斎
美
術
館
」
や
「
た

ば
こ
と
塩
の
博
物
館
」
な
ど
の
博
物

館
・
美
術
館
が
私
設
を
含
め
て
三
十

以
上
も
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
日
本
の

伝
統
文
化
を
代
表
す
る
日
本
刀
の
博

物
館
が
加
わ
る
こ
と
に
、
墨
田
区
民

か
ら
も
歓
迎
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
届
い

て
い
る
そ
う
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
日
刀
保
の
会
長
室
に
は

高
松
宮
妃
喜
久
子
殿
下
の
御
尊
筆
に
よ

る
「
和
」
の
書
が
飾
っ
て
あ
り
ま
す
。

そ
の
書
を
前
に
柴
原
専
務
理
事
は
「
高

松
宮
妃
殿
下
よ
り
頂
い
た
和
の
精
神
を

も
っ
て
、
新
博
物
館
に
お
い
て
も
酒
井

会
長
の
指
導
の
下
に
刀
剣
業
界
が
一
体

と
な
れ
る
よ
う
、
ま
た
世
界
に
向
け
て

優
れ
た
情
報
発
信
が
で
き
る
よ
う
、
公

益
財
団
法
人
と
し
て
の
活
動
に
努
め
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
話
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
来
春
の
開
館
が
待
ち
遠
し

い
限
り
で
す
。

　

な
お
、現
在
、新
刀
剣
博
物
館
建
設
に

向
け
て
浄
財
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
こ

の
寄
附
金
は
、
税
法
上
の
優
遇
措
置
の

対
象
と
な
る
も
の
で
す
。�（
嶋
田
伸
夫
）
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あ
る
交
換
会
で
刀
を
買
い
、
名
義
変

更
し
よ
う
と
教
育
委
員
会
に
内
容
を
確

認
し
た
と
こ
ろ
、
登
録
の
内
容
が
一
致

し
な
い
と
の
返
事
が
返
っ
て
き
た
。

　

刀
の
売
り
主
に
連
絡
す
る
と
、
そ
の

刀
は
お
客
さ
ま
か
ら
預
か
っ
た
も
の
で
、

お
客
さ
ま
の
名
義
変
更
は
完
了
し
て
い

る
と
の
こ
と
。
そ
れ
で
は
何
か
の
間
違

い
で
あ
ろ
う
と
、
も
う
一
度
教
育
委
員

会
に
連
絡
す
る
が
、
や
は
り
内
容
が
一

致
し
な
い
と
の
返
事
だ
っ
た
。

　

そ
こ
で
売
り
主
に
再
び
連
絡
す
る
と
、

お
客
さ
ま
に
聞
い
た
が
、
間
違
い
な
く

名
義
変
更
し
て
い
る
か
ら
調
べ
て
ほ
し

い
と
の
こ
と
。
そ
し
て
三
度
教
育
委
員

会
に
連
絡
し
、
そ
の
こ
と
を
伝
え
る

が
、
答
え
は
同
じ
で
一
致
し
な
い
と
い

う
も
の
だ
っ
た
。

　

名
義
変
更
で
き
な
く
て
は
ど
う
し
よ

う
も
な
い
の
で
、
売
り
主
と
相
談
し
て

刀
は
送
り
返
す
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
か

ら
数
日
後
、
売
り
主
か
ら
連
絡
が
あ

り
、
お
客
さ
ま
が
教
育
委
員
会
に
問
い

合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
籍
が
あ
っ
た
と
の

　

去
る
一
月
二
十
五
日
、
公
益
財
団
法

人
日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会
（
酒
井
忠

久
会
長
、
以
下
「
日
刀
保
」）
と
当
組
合

と
の
間
で
回
を
重
ね
て
き
た
意
見
交
換

会
が
持
た
れ
ま
し
た
。

　

日
刀
保
か
ら
は
、
昨
年
七
月
に
会
長

に
就
任
さ
れ
た
酒
井
会
長
と
柴
原
勤
専

務
理
事
・
志
塚
徳
行
常
務
理
事
・
福
本

富
雄
常
務
理
事
が
出
席
さ
れ
、
組
合
か

ら
は
深
海
理
事
長
・
飯
田
前
理
事
長
・

冥
賀
副
理
事
長
・
服
部
常
務
理
事
・
伊

波
常
務
理
事
・
嶋
田
理
事
・
佐
藤
理
事

と
小
生
の
八
名
が
参
加
し
ま
し
た
。
新

刀
剣
博
物
館
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
ご

説
明
を
い
た
だ
い
た
後
、
今
後
の
刀
剣

界
の
あ
り
方
な
ど
に
関
し
て
率
直
な
意

見
交
換
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

冒
頭
、
深
海
理
事
長
が
ご
挨
拶
に
立

こ
と
。
不
思
議
に
思
い
な
が
ら
も
、
名

義
変
更
で
き
る
な
ら
何
も
問
題
が
な
い

の
で
、
刀
を
送
り
返
し
て
も
ら
う
こ
と

に
な
っ
た
。

　

刀
が
届
い
て
か
ら
教
育
委
員
会
に
連

絡
す
る
と
、
籍
は
あ
る
と
の
こ
と
。
何

で
そ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か
と
質
問

す
る
と
、
そ
の
と
き
対
応
し
た
人
が
わ

か
ら
な
か
っ
た
と
の
こ
と
。
納
得
で

き
な
か
っ
た
が
、
最
後
に
念
を
押
し
て

「
こ
の
登
録
は
こ
の
内
容
で
間
違
い
な
い

で
す
ね
」
と
聞
く
と
、「
だ
か
ら
、
さ
っ

き
か
ら
籍
が
あ
る
と
言
っ
て
る
じ
ゃ
な

い
で
す
か
」
と
の
返
事
。

　

怒
り
を
通
り
越
し
て
、
あ
き
れ
返
っ

て
し
ま
っ
た
。

事
例
⓭

　

十
年
以
上
も
前
の
こ
と
だ
が
、
あ
る

刀
を
お
客
さ
ま
に
売
る
際
に
、
登
録
証

の
名
義
変
更
を
申
請
し
よ
う
と
し
た
と

こ
ろ
、
登
録
証
に
都
道
府
県
の
記
載
漏

れ
が
あ
っ
た
た
め
、
東
京
都
教
育
委
員

会
か
ら
全
国
照
会
を
か
け
る
運
び
と
な

っ
た
。

　

幸
い
に
も
関
西
方
面
に
該
当
す
る
物

ち
、「
酒
井
新
会
長
は
大
名
の
末
裔
と

し
て
は
細
川
護
立
侯
以
来
五
十
年
ぶ
り

の
ご
就
任
で
あ
り
、
日
刀
保
に
は
大
変

ふ
さ
わ
し
い
会
長
の
誕
生
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
酒
井
会
長
に
は
日
刀
保
の
み
な
ら

ず
刀
剣
界
全
体
の
会
長
で
あ
り
、
ピ
ラ

ミ
ッ
ド
の
頂
点
に
立
っ
て
い
た
だ
く
よ

う
切
望
し
ま
す
。
酒
井
会
長
の
刀
剣
界

に
対
す
る
熱
い
意
気
込
み
は
、『
ミ
シ
ョ

ン
（
使
命
感
）・
ビ
ジ
ョ
ン
（
展
望
）・

パ
ッ
シ
ョ
ン
（
情
熱
）
を
持
っ
て
』
と

い
う
年
頭
の
ご
挨
拶
か
ら
も
う
か
が
え

ま
す
。
わ
れ
わ
れ
全
国
刀
剣
商
業
協
同

組
合
も
協
力
し
、
手
を
携
え
て
や
っ
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
述
べ

ま
し
た
。

　

こ
れ
を
受
け
て
酒
井
会
長
は
、「
本

年
は
待
ち
に
待
っ
た
新
刀
剣
博
物
館
が

件
が
あ
り
、
教
育
委
員
会
か
ら
登
録
証

は
そ
の
ま
ま
で
よ
い
と
い
う
指
示
が
あ

り
、
無
事
名
義
変
更
が
受
理
さ
れ
た
。

　

つ
い
先
日
、
そ
の
お
客
さ
ま
か
ら
そ

の
刀
を
処
分
し
た
い
と
相
談
さ
れ
、
買

い
戻
し
た
。
再
び
売
り
先
が
見
つ
か
り
、

名
義
変
更
の
手
続
き
を
と
思
っ
た
が
、

該
当
す
る
都
道
府
県
を
失
念
し
た
た
め

あ
ら
た
め
て
東
京
都
教
育
委
員
会
に
連

絡
し
、
全
国
照
会
を
し
て
も
ら
っ
た
と

こ
ろ
、
何
と
見
つ
か
ら
な
い
と
い
う
信

じ
が
た
い
回
答
が
返
っ
て
き
た
。

　

何
か
の
間
違
い
で
は
な
い
か
と
再
度

照
会
し
て
も
ら
っ
て
い
る
が
、
い
ま
だ

に
不
明
で
あ
る
。

事
例
⓮

　

数
年
前
、
買
い
取
り
し
た
刀
の
名
義

変
更
を
し
た
と
こ
ろ
、
あ
る
県
の
教
育

委
員
会
か
ら
「
台
帳
に
存
在
し
な
い
」

と
言
わ
れ
た
。

　

先
日
、
別
件
で
、
同
県
は
登
録
証
の

台
帳
を
紙
か
ら
パ
ソ
コ
ン
へ
電
子
化
し

た
と
い
う
話
を
聞
い
た
の
で
、
も
し
や

と
思
い
担
当
者
に
紙
の
古
い
台
帳
を
確

認
し
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
案
の
定
、

台
帳
に
は
し
っ
か
り
と
該
当
物
件
が
あ

り
、
名
義
変
更
が
受
理
さ
れ
た
。

　

当
コ
ー
ナ
ー
も
連
載
し
て
一
年
が
経

竣
工
し
、
両
国
に
移
転
の
準
備
を
す
る

大
事
な
事
業
を
抱
え
て
い
ま
す
。
今
、

平
成
三
十
年
一
月
の
開
館
に
向
け
て
協

会
全
体
で
邁
進
し
て
い
ま
す
。
オ
ー
プ

ン
に
際
し
て
は
、
開
館
特
別
記
念
新
作

名
刀
展
及
び
刀
剣
研
磨
・
外
装
技
術
発

表
会
入
賞
作
品
展
（
仮
称
、
会
期
未
定
）

の
開
催
を
予
定
し
て
い
ま
す
」
と
発
言

さ
れ
ま
し
た
。

　

続
い
て
柴
原
専
務
か
ら
は
「
昨
年
、

日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会
の
た
た
ら
製

鉄
事
業
が
日
本
遺
産
に
認
定
さ
れ
ま
し

た
が
、
こ
れ
は
刀
剣
界
全
体
の
ま
す
ま

す
発
展
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
と
思

い
ま
す
」
と
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

わ
れ
わ
れ
の
新
事
業
の
一
つ
で
あ
る

「
刀
剣
評
価
鑑
定
士
」
検
定
事
業
に
も

深
い
ご
理
解
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
後
も
実
り
あ
る
意
見
交
換
会
を
続

け
て
い
け
る
こ
と
を
切
に
願
い
ま
す
。

�

（
清
水
儀
孝
）

過
す
る
が
、
こ
こ
に
き
て
新
し
い
事
例

が
集
ま
っ
た
。
前
記
の
三
件
は
い
ず
れ

も
長
さ
や
銘
文
、
穴
が
違
う
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
籍
が
あ
る
か

ど
う
か
で
あ
る
。

　

事
例
⓬
⓭
は
い
ず
れ
も
不
可
解
で
あ

る
が
、
事
例
⓮
を
踏
ま
え
る
と
、
都
道

府
県
の
台
帳
の
電
子
化
が
元
で
発
生
し

た
事
務
処
理
上
の
人
的
ミ
ス
で
あ
る
可

能
性
が
出
て
く
る
。
特
に
事
例
⓭
は
十

年
以
上
た
っ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
な

お
さ
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
事
例
で
該
当
物
件
を
発

見
で
き
な
い
場
合
、
都
道
府
県
に
よ
っ

て
対
応
が
異
な
っ
て
く
る
が
（
こ
の
こ

と
自
体
に
ま
ず
問
題
が
あ
る
が
、
今
は

取
り
上
げ
な
い
）、
よ
く
て
新
規
登
録
＋

手
数
料
、最
悪
は
他
の
事
例
で
も
取
り
上

げ
て
い
る
よ
う
に
犯
罪
者
扱
い
で
あ
る
。

　

台
帳
の
電
子
化
は
時
代
の
流
れ
と
と

も
に
必
然
だ
が
、
デ
メ
リ
ッ
ト
も
多
い
。

今
回
の
よ
う
な
そ
も
そ
も
の
付
け
落
ち

の
ほ
か
に
、
電
子
化
す
る
際
、
現
場
の

教
育
委
員
会
職
員
に
刀
剣
の
専
門
知
識

が
な
い
こ
と
か
ら
発
生
す
る
漢
字
の
読

み
間
違
い
な
ど
も
あ
る
。

　

現
状
の
仕
組
み
で
は
、
損
を
被
る
の

は
善
意
で
名
義
変
更
を
行
っ
て
い
る
わ

れ
わ
れ
で
あ
る
。
改
善
を
切
に
願
う
。

�

（
登
録
証
問
題
研
究
会
）

｢

登
録
証
問
題｣

を
考
え
る

｢

登
録
証
問
題｣

を
考
え
る
❼

　

本
年
よ
り
全
国
美
術
刀
剣
会
青
年
会
の
代
表
幹
事

を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ

れ
ま
で
数
々
の
先
輩
方
が
務
め
ら
れ
て
き
た
大
役
を

担
う
こ
と
に
な
り
、
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
あ
り

ま
す
。

　

青
年
会
は
こ
れ
ま
で
四
十
年
以
上
も
続
い
て
き
た

歴
史
あ
る
会
で
あ
り
、
刀
剣
商
と
し
て
一
人
立
ち
す

る
に
当
た
り
、
研
鑽
を
積
み
大
き
く
飛
躍
で
き
る
格

好
の
場
と
し
て
存
続
し
て
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
に
幾
多
の
困
難
が
あ
り
ま
し
た
が
、
昨

年
に
は
冥
賀
亮
典
前
代
表
幹
事
を
は
じ
め
、
こ
れ
ま

で
代
々
務
め
ら
れ
て
き
た
歴
代
代
表
幹
事
、
現
役
会

員
、
そ
し
て
Ｏ
Ｂ
の
方
々
を
中
心
に
長
年
の
懸
案
事

項
を
す
べ
て
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
も
ひ
と
え
に
刀
剣
界
の
発
展
と
継
続
を
願
っ

て
い
た
だ
い
た
諸
先
輩
方
の
ご
支
援
が
な
け
れ
ば
果

た
せ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
ご
恩
を
忘

れ
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
か
ら
は
ま
た
新
た
な
気
持
ち

で
若
手
一
丸
と
な
っ
て
刀
剣
界
を
盛
り
上
げ
て
い
け

る
よ
う
精
進
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
、
青
年
会
は
全
国
各
地
か
ら
現
役
の
会
員
と

Ｏ
Ｂ
の
方
々
を
含
め
常
時
二
十
数
名
が
来
会
さ
れ
、

開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
の
会
と
は
違
っ
て
年
齢
も

そ
う
離
れ
て
い
な
い
顔
見
知
り
の
メ
ン
バ
ー
で
進
行

し
て
い
く
た
め
、
気
後
れ
す
る
こ
と
な
く
、
真
剣
さ

の
中
に
和
や
か
な
雰
囲
気
も
含
め
な
が
ら
お
互
い
切

磋
琢
磨
し
な
が
ら
運
営
し
て
い
ま
す
。

　

一
月
に
は
初
会
が
行
わ
れ
、
こ
の
日
の
た
め
に
来

会
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
も
お
ら
れ
た
こ
と
で
い
つ

も
以
上
に
数
多
く
品
物
が
集
ま
り
、
非
常
に
活
気
の

あ
ふ
れ
た
交
換
会
と
な
り
ま
し
た
。
最
近
新
た
に
数

名
の
若
手
刀
剣
商
の
方
が
入
会
さ
れ
、
こ
れ
か
ら
ま

す
ま
す
活
気
づ
く
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

近
ご
ろ
は
刀
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
鐔
や
小
柄
な

ど
刀
装
具
の
良
品
・
珍
品
と
さ
ま
ざ
ま
な
小
道
具
が

数
多
く
持
ち
寄
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
さ
ら
に
活

況
を
呈
し
て
い
ま
す
。

　

青
年
会
は
大
所
帯
の
会
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
限

ら
れ
た
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ
れ
て
い
る
分
価
値
が
あ

り
、
刀
剣
界
に
対
し
て
与
え
る
影
響
も
決
し
て
小
さ

く
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
長
所
を
生
か
し
な

が
ら
意
義
の
あ
る
会
運
営
が
で
き
る
よ
う
、
皆
さ
ま

の
力
を
お
借
り
し
な
が
ら
こ
の
一
年
、
職
務
を
全
う

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ご  

挨  

拶 

全
国
美
術
刀
剣
青
年
会
代
表
幹
事
　
藤
田 

裕
介

し
ま
し
た
。
年
月
は
経
過
し
て
い
ま
す

が
、
わ
れ
わ
れ
も
発
見
の
手
掛
か
り
を

つ
か
む
べ
く
留
意
し
た
い
も
の
で
す
。

　

阿
蘇
の
外
輪
山
を
周
回
し
て
、
あ
ら

た
め
て
そ
の
雄
大
な
姿
に
感
銘
し
ま
し

た
が
、
大
小
の
山
崩
れ
や
断
層
は
あ
ち

こ
ち
に
残
っ
て
い
て
、
被
害
の
広
さ
に

驚
か
さ
れ
ま
し
た
。
最
後
に
、
最
も
被

害
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
益
城
町
を
視

察
し
ま
し
た
が
、
家
屋
は
七
割
ほ
ど
も

倒
壊
し
て
い
ま
し
た
。
阪
神
淡
路
大
震

災
と
比
べ
て
異
な
る
の
は
、
ビ
ル
や
マ

ン
シ
ョ
ン
が
少
な
く
、
平
屋
や
二
階
建

て
の
住
宅
が
多
か
っ
た
た
め
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
度
は
、
皆
さ
ま
方
の
熱
い
お
気

持
ち
を
い
さ
さ
か
で
も
お
届
け
す
る
こ

と
が
で
き
て
、
大
変
う
れ
し
く
思
い
ま

す
。
こ
れ
か
ら
も
わ
れ
わ
れ
に
で
き
る

こ
と
が
あ
れ
ば
、
少
し
で
も
役
に
立
ち

た
い
も
の
で
す
。

　

今
後
と
も
組
合
活
動
に
ご
協
力
の
ほ

ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

�

（
猿
田
槇
男
）

　

一
月
九
日
、
新
幹
線
で
熊
本
に
向
か

い
、在
来
線
に
乗
り
換
え
て
肥
後
大
津
に

入
り
ま
し
た
。そ
こ
で
地
元
の
笹
原
俊
和

さ
ん
の
お
迎
え
を
受
け
、被
災
地
を
視
察

し
な
が
ら
阿
蘇
神
社
に
向
か
い
ま
し
た
。

　

熊
本
地
震
で
大
き
な
被
害
を
受
け
た

拝
殿
は
取
り
除
か
れ
、
楼
門
は
修
理
の

た
め
に
覆
い
が
掛
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

参
拝
客
は
思
っ
た
よ
り
も
多
く
来
ら
れ

て
い
ま
し
た
。

　

阿
蘇
治
隆
宮
司
に
お
目
に
か

か
り
、
当
組
合
が
義
援
金
を
募

っ
た
経
緯
な
ど
を
お
話
し
し
、

皆
さ
ま
か
ら
い
た
だ
い
た
浄
財

を
寄
付
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
宮
司
か
ら
は
そ
の
後
、
組

合
宛
に
丁
重
な
お
礼
状
を
頂
戴

し
て
い
ま
す
。

　

ご
承
知
の
よ
う
に
阿
蘇
神
社

で
は
終
戦
直
後
、
旧
国
宝
の
来

国
俊
（
螢
丸
）・
長
光
・
牡
丹

造
短
刀
拵
の
三
点
が
行
方
不
明

に
な
る
と
い
う
不
幸
に
も
遭
遇

『
熊
本
日
日
新
聞
』
平
成
29
年
１
月
11
日

震
災
義
援
金
を
阿
蘇
神
社
に
寄
付

日
刀
保
幹
部
と
の
意
見
交
換
会
開
く
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ひ
た
す
ら
忠
勤
に
励
み「
松
山
」を
築
い
た
武
将

  『
加
藤
嘉
明
と
松
山
城
』　
日
下
部
正
盛

�

愛
媛
新
聞
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー　
一
、二
九
六
円（
税
込
）

　

先
日
、
愛
媛
県
松
山
市
に
行
っ
た
折
、

松
山
城
を
見
学
し
て
き
ま
し
た
。
松
山

城
と
言
え
ば
（
久
松
）
松
平
氏
の
旧
城

で
あ
り
、
司
馬
遼
太
郎
の
『
坂
の
上
の

雲
』
で
も
絶
大
な
人
気
を
誇
る
城
で
す

が
、
こ
こ
を
「
松
山
」
と
名
付
け
、
城

を
作
っ
た
の
は
加
藤
嘉
明
な
の
で
す
。

　

加
藤
嘉
明
と
言
わ
れ
て
も
ピ
ン
と
来

な
い
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、「
賤し

ず

ヶ
岳た

け

七
本
槍
」
の
一
人
と

言
え
ば
わ
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

も
っ
と
も
、「
七
本
槍
」
は
豊
臣
秀
吉

の
Ｐ
Ｒ
み
た
い
な
も
の
で
、
七
人
の
中
か

ら
数
十
万
石
の
大
名
に
な
っ
た
の
は
、
加

藤
清
正
・
福
島
正
則
・
加
藤
嘉
明
の
三
人

だ
け
。
し
か
も
、
徳
川
幕
府
の
豊
臣
系
大

名
一
掃
計
画
の
対
象
に
な
っ
て
、
子
孫
の

代
に
領
地
没
収
や
絶
家
と
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
加
藤
嘉
明
の
家
系
だ
け
が
、
二
万

五
千
石
の
大
名
と
し
て
明
治
ま
で
残
っ
て

い
る
の
は
幸
運
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い

で
し
ょ
う
。　

『
加
藤
嘉
明
と
松
山
城
』

で
は
、
嘉
明
が
秀
吉
配
下
の

郎
党
と
し
て
三
木
城
、
鳥
取

城
、
そ
し
て
備
中
高
松
城
と

攻
め
、
本
能
寺
の
変
に
よ
る

備
中
高
松
か
ら
の
大
返
し
、

山
崎
の
合
戦
で
明
智
光
秀
を

討
つ
と
こ
ろ
を
描
い
て
い

る
。
こ
の
と
き
、
嘉
明
二
十

歳
、
六
百
五
十
石
取
り
と
な
る
。

　

そ
れ
か
ら
も
柴
田
勝
家
と
の
合
戦
、
こ

の
と
き
「
賤
ヶ
岳
七
本
槍
」
と
し
て
三
千

石
。
四
国
征
伐
、
九
州
征
伐
、
島
津
氏
降

伏
と
、
ま
さ
に
秀
吉
の
領
地
拡
大
に
貢
献

し
て
い
る
。
天
正
十
四
年
（
一
五
四
五
）、

嘉
明
は
淡
路
に
一
万
五
千
石
の
領
地
を
授

け
ら
れ
る
。

　

同
十
八
年
、
小
田
原
征
伐
に
よ
り
天
下

統
一
が
成
る
。
そ
の
後
は
朝
鮮
出
兵
、
つ

ま
り
文
禄
・
慶
長
の
役
と
な
り
、
嘉
明
は

ま
た
も
や
奮
戦
し
、
戦
功
に
よ
り
伊
予
に

十
万
石
。
嘉
明
三
十
六
歳
。

　

慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）、
関
ヶ
原
の

合
戦
で
石
田
三
成
方
の
西
軍
と
激
突
し
、

勝
利
。
同
六
年
、
そ
の
戦
功
に
よ
り
伊
予

半
国
二
十
万
石
に
加
増
。
嘉
明
三
十
九
歳
。

七
年
、
松
山
城
の
築
城
を
開
始
。
八
年
、

松
山
城
に
移
る
。

　

そ
の
後
、
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
に

会
津
四
十
万
石
に
転
封
す
る
ま
で
二
十
四

年
、
松
山
城
を
作
り
続
け
、
つ
い
に
未
完

の
ま
ま
会
津
に
移
り
、
四
年
後
の
寛
永
八

年
、
六
十
九
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。

�

（
持
田
具
宏
）

　

菅
原
道
真
を
祀
る
伊
奈
澤
天
神

社
の
祭
礼
の
日
、
東
京
都
の
西
方

に
位
置
す
る
西
多
摩
郡
日
の
出
町

に
行
っ
て
き
た
。

　

日
の
出
町
と
聞
い
て
ま
ず
思
い

浮
か
ぶ
の
は
、
昭
和
五
十
八
年
、

中
曽
根
康
弘
総
理
と
ロ
ナ
ル
ド
・

レ
ー
ガ
ン
米
大
統
領
の
会
談
が
開

か
れ
た
日
の
出
山
荘
で
あ
ろ
う
。

施
設
は
平
成
十
八
年
に
中
曽
根
さ

ん
か
ら
町
に
寄
贈
さ
れ
、
今
は
記

念
館
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
。

　

目
指
し
た
の
は
そ
こ
で
は
な
い
。

昭
和
三
十
年
に
合
併
す
る
ま
で
は

大お
お

久ぐ

野の

村
と
称
し
た
山
村
の
一
集

落
、
羽は

生ぶ

で
あ
る
。
今
や
知
る
人

も
ま
れ
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、

斯
界
で
「
羽
生
事
件
」
と
呼
ば
れ
、

画
期
と
な
っ
た
一
件
の
舞
台
と
な

っ
た
と
こ
ろ
だ
。

　
『
刀
剣
鑑
定
手
帖
』
に
は
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
る
。

　
「
…
…
こ
こ
に
眉ま

ゆ

毛げ

に
火
の
つ
い
た
よ

う
な
大
事
件
が
東
京
の
お
膝
元
で
で
き
あ

が
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
東
京
都
下
西

多
摩
郡
大
久
野
村
羽
生
に
戦
争
中
に
疎
開

し
て
あ
っ
た
主
と
し
て
東
京
方
面
の
愛
刀

家
の
蔵
刀
百
五
十
余
口
が
昭
和
二
十
年
も

お
し
つ
ま
っ
た
十
二
月
の
十
五
日
に
埼
玉

県
朝
霞
駐
在
の
第
一
騎
兵
師
団
の
将
兵
に

よ
っ
て
押
収
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
聞
く

と
こ
ろ
に
よ
る
と
同
所
に
内
閣
の
重
要
書

類
が
か
く
し
て
あ
る
と
い
う
投
書
が
あ
っ

て
そ
の
調
査
の
つ
い
で
に
刀
剣
が
発
見
さ

れ
そ
の
ま
ゝ
持
っ
て
ゆ
か
れ
た
わ
け
で
あ

る
。
こ
の
百
五
十
余
口
の
中
に
は
国
宝
は

一
本
も
な
か
っ
た
が
重
要
美
術
品
は
二
十

余
口
も
あ
り
そ
の
他
も
い
ず
れ
も
名
刀
揃

で
あ
っ
た
。」（
原
文
の
ま
ま
）

　

疎
開
先
は
羽
生
家
の
土
蔵
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
の
で
町
に
問
い
合
わ
せ
る
と
、

文
化
財
係
の
三
宅
さ
ん
が
「
そ
の
蔵
は
ま

だ
残
っ
て
い
ま
す
よ
。
確
認
さ
れ
た
い
な

ら
、
関
係
者
に
連
絡
を
取
っ
て
み
ま
し
ょ

う
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
の
後
、

「
上か

み

羽は

生ぶ

家
」
の
羽
生
謙
五
さ
ん
か
ら
メ

ー
ル
を
い
た
だ
い
た
。「
そ
れ
は
西
羽
生

の
蔵
で
す
。
私
は
普
段
は
当
地
に
住
ん
で

い
ま
せ
ん
が
、
祭
り
の
と
き
に
は
帰
る
の

で
ご
案
内
し
ま
し
ょ
う
」。
そ
こ
で
、
こ

の
日
の
訪
問
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

青
梅
線
拝
島
駅
で
分
岐
す
る
五
日
市
線

の
終
点
武
蔵
五
日
市
駅
か
ら
、
西
東
京
バ

ス
で
山
間
を
上
っ
て
ゆ
く
。
バ
ス
停
の
名

も
羽
生
。
清
ら
か
な
流
れ
の
周
辺
に
は
、

天
然
記
念
物
で
あ
る
ヒ
メ
ザ
ゼ
ン
ソ
ウ
の

自
生
地
や
ト
ウ
キ
ョ
ウ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ

の
生
息
地
が
あ
り
、
澄
ん
だ
空
気
に
心
が

洗
わ
れ
る
。
こ
の
地
に
は
同
姓
が
十
数
軒

も
あ
り
、
一
族
は
後
北
条
家
に
仕
え
た
と

い
う
武
士
団
「
大
久
野
七
騎
」
の
一
つ
に

ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

元
禄
の
こ
ろ
、
文
右
衛
門
と
惣
兵
衛
と

い
う
者
が
先
達
と
な
り
、
仲
間
と
連
れ
だ

っ
て
伊
勢
参
り
に
出
か
け
た
。
帰
途
、
遠

江
国
浜
松
宿
で
急
の
病
に
苦
し
む
托
鉢
姿

の
僧
侶
を
介
抱
し
た
。
そ
の
礼
に
と
、
一

行
は
僧
の
寺
に
招
か
れ
、
卒そ

塔と

婆ば

と
い
う

も
の
の
作
り
方
を
教
え
ら
れ
た
。
木
材
加

工
の
盛
ん
な
大
久
野
地
区
の
卒
塔
婆
・
棺

桶
の
生
産
は
今
も
全
国
で
圧
倒
的
シ
ェ
ア

を
誇
る
が
、
伊
勢
詣
で
の
こ
の
偶
然
が
き

っ
か
け
で
あ
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。

　

明
治
十
五
年
、
大
火
が
襲
う
。「
大
久

野
焼
け
」
と
言
い
、
民
家
二
百
十
戸
が
焼

失
、
羽
生
で
も
二
十
八
戸
中
二
十
六
戸
が

焼
け
落
ち
て
い
る
。
こ
の
界
隈
に
は
昔
な

が
ら
の
土
蔵
が
百
五
十
棟
以
上
現
存
す
る

が
、
そ
れ
は
大
火
を
教
訓
と
し
て
、
家
産

を
守
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
が
多
い
。

　

羽
生
謙
五
さ
ん
は
、
十
数
人
の
歴
史
愛

好
家
グ
ル
ー
プ
を
屋
敷
に
案
内
し
、
個
々

の
建
造
物
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
っ
た
。
祭
礼
に
合
わ
せ
て
特
別
に

公
開
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。

　

当
家
は
約
三
千
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
の

広
大
な
敷
地
の
南
側
を
薬
医
門
と
そ
れ
に

続
く
板
塀
、
通
用
門
で
限
り
、
居
宅
と
し

て
の
主
屋
の
ほ
か
、
離
れ
座
敷
、
主
屋
建

設
時
の
仮
住
ま
い
と
し
た
建
物
、
三
階
蔵

を
は
じ
め
と
す
る
六
棟
の
土
蔵
、
巨
石
を

配
し
た
庭
園
な
ど
か
ら
成
っ
て
い
る
。

　

こ
と
に
壮
観
な
の
は
、
大
久
野
焼
け
の

後
に
建
て
ら
れ
た
主
屋
と
黒
漆
喰
塗
り
の

三
階
蔵
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
林
業
や
農
業
、

酒
造
業
な
ど
を
手
広
く
営
ん
で
い
た
素
封

家
の
た
た
ず
ま
い
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
西
羽
生
家
に
案
内
し
て
い
た

だ
い
た
。
謙
五
さ
ん
が
前
も
っ
て
話
を
通

じ
て
お
ら
れ
た
の
で
、
当
主
の
羽
生
潤
子

さ
ん
は
待
っ
て
い
て
く
だ
さ
っ
た
。
潤
子

さ
ん
の
ご
主
人
の
祖
父
が
上
羽
生
か
ら
分

か
れ
た
の
が
当
家
だ
が
、
そ
の
屋
敷
構
え

に
は
端
正
で
、
や
は
り
羽
生
一
門
の
風
格

が
漂
っ
て
い
る
。

　

事
件
の
鍵
を
握
る
蔵
は
母
屋
の
西
に
隣

接
し
、
屋
敷
林
に
囲
ま
れ
て
建
っ
て
い
た
。

桁け
た

行ゆ
き

七
間
、
梁は

り

間ま

六
間
、
下
屋
が
設
け
ら

れ
、
入
り
口
は
観
音
扉
の
堂
々
た
る
構
え
。

明
治
四
十
三
年
の
建
築
と
い
う
が
、
少
し

の
傷
み
も
見
え
な
い
。
梯
子
段
を
伝
っ
て

二
階
も
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
か
ら

七
、
八
棹
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
刀
簞
笥
ご

と
奪
わ
れ
た
あ
の
日
の
出
来
事
が
、
眼
前

に
浮
か
ん
で
き
た
。

　

い
く
つ
か
の
記
録
と
取
材
し
た
伝
聞
な

ど
を
引
き
合
わ
せ
て
、
羽
生
事
件
の
全
容

を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

　

終
戦
か
ら
間
も
な
い
十
二
月
初
旬
の
あ

る
日
、
埼
玉
県
朝
霞
町
に
駐
屯
中
の
米
第

八
軍
第
一
騎
兵
師
団
の
兵
士
十
数
名
が
師

団
長
に
率
い
ら
れ
、
突
如
、
西
羽
生
家
に

ジ
ー
プ
で
乗
り
つ
け
て
き
た
。
師
団
長
は

当
主
の
柳
次
氏
に
ピ
ス
ト
ル
を
突
き
つ
け
、

「
こ
こ
の
土
蔵
に
政
府
の
重
要
文
書
が
秘

匿
し
て
あ
る
ら
し
い
が
、
直
ち
に
開
扉
せ

よ
」
と
言
う
。

　

当
時
、
日
本
人
に
よ
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｓ
Ｃ

Ａ
Ｐ（
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
）

や
進
駐
部
隊
へ
の
密
告
は
珍
し
く
な
か
っ

た
。
私
利

私
欲
か
ら

か
嫉
妬
の

た
め
か
保

身
か
、
同

胞
を
売
る

例
が
後
を

絶
た
ず
、

そ
の
こ
と

に
よ
っ
て

厳
し
い
追

及
も
受
け

た
。
通
訳

に
は
近
く

の
浅
野
セ

メ
ン
ト
羽

生
工
場
の

若
い
社
員

が
つ
い
た
が
、
な
ぜ
か
妙
に
米
軍
の
肩
ば

か
り
持
っ
た
そ
う
だ
。

　

そ
の
と
き
、
必
死
で
断
る
柳
次
氏
を
か

た
わ
ら
で
見
て
い
た
母
堂
の
ス
エ
さ
ん
が

わ
が
子
を
か
ば
う
よ
う
に
前
に
出
る
と
、

「
こ
の
中
の
品
物
は
国
か
ら
お
預
か
り
し

て
い
る
も
の
な
の
で
、
お
渡
し
す
る
わ
け

に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
」
と
、
丁
重
な
が
ら

毅
然
と
し
て
申
し
出
た
。
そ
の
気
迫
に
気け

圧お

さ
れ
た
か
、
師
団
長
ら
は
何
事
か
つ
ぶ

や
き
な
が
ら
引
き
上
げ
て
い
っ
た
。

　

事
態
は
直
ち
に
電
報
で
、
窓
口
と
な
っ

て
い
た
文
部
省
教
学
局
文
化
課
嘱
託
の
本

間
順
治
氏
に
伝
え
、
し
か
る
べ
き
対
処
を

求
め
た
。
し
か
し
、
何
の
連
絡
も
来
な
い

ま
ま
、
三
日
が
過
ぎ
た
。

　

す
る
と
今
度
は
武
装
兵
と
と
も
に
再
来

し
、
土
足
の
ま
ま
羽
生
家
の
住
居
に
押
し

入
り
、
ど
う
し
て
も
蔵
を
開
け
ろ
と
わ
め

き
立
て
る
。
ス
エ
さ
ん
は
「
何
と
申
さ
れ

よ
う
と
、
国
か
ら
の
お
許
し
が
な
い
限
り
、

開
け
ら
れ
ま
せ
ん
」
と
繰
り
返
す
。
頑
強

な
母
子
と
の
押
し
問
答
に
業
を
煮
や
し
た

師
団
長
は
「
開
け
な
い
な
ら
、
こ
の
蔵
を

破
壊
す
る
」
と
ま
で
言
い
出
し
た
の
で
、

立
ち
会
っ
て
い
た
五
日
市
警
察
署
長
と
大

久
野
村
長
に
相
談
し
、
や
む
な
く
錠
前
を

外
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

中
に
は
預
か
っ
て
い
た
内
閣
の
公
文
書

が
大
量
に
あ
り
、
屈
強
な
米
兵
が
次
々
と

運
び
出
し
、
箱
の
中
を
点
検
す
る
。
そ
の

う
ち
に
刀
簞
笥
が
引
き
出
さ
れ
て
き
た
。

兵
士
の
間
に
喚
声
が
上
が
っ
た
。

　

こ
の
こ
ろ
ま
で
に
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
当
局
か

ら
「
美
術
品
に
し
て
善
意
の
一
般
市
民
の

所
有
に
係
る
」
刀
剣
は
引
き
渡
し
を
免
れ

る
覚
書
が
発
せ
ら
れ
て
お
り
、
内
務
省
も

警
察
に
対
し
「
美
術
的
、
骨
董
的
価
値
高

き
も
の
」
の
基
準
を
示
し
、
保
管
証
を
所

持
者
に
交
付
し
て
厳
重
保
管
さ
せ
る
よ
う

指
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

各
地
で
無
差
別
の
接
収
は
続
い
て
い
た
。

　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
方
針
を
知
っ
て
い
た
の
か
、

師
団
長
は
「
金
は
払
う
か
ら
、
こ
の
刀
を

す
べ
て
引
き
渡
せ
」
と
迫
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
に
対
し
て
二
人
は
「
こ
れ
は
日
本
の

宝
物
で
す
。
売
る
こ
と
も
渡
す
こ
と
も
で

き
ま
せ
ん
」
と
断
り
続
け
た
の
で
、
見
張

り
の
兵
士
を
置
い
て
師
団
長
は
ひ
と
ま
ず

引
き
上
げ
て
い
っ
た
。

　

こ
の
と
き
も
本
間
氏
に
連
絡
し
た
の
だ

が
、
な
ぜ
か
音
沙
汰
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

　

一
方
、
残
っ
た
兵
士
た
ち
は
蔵
を
占
領

し
て
家
人
を
近
づ
け
ず
、
時
に
刀
を
数
本

ず
つ
持
ち
去
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
都
度
、

ス
エ
さ
ん
と
柳
次
氏
が
必
死
に
な
っ
て
阻

止
し
た
。
ま
た
夜
間
、
暖
を
取
る
た
め
に

蔵
の
中
で
た
き
火
を
し
た
の
で
、
蔵
は
一

時
、
惨さ

ん

憺た
ん

た
る
有
様
と
な
っ
た
。

　

そ
し
て
十
二
月
十
五
日
、
第
一
騎
兵
師

団
長
は
さ
ら
に
兵
力
を
加
え
て
や
っ
て
き

た
。
今
度
は
武
力
を
も
っ
て
有
無
を
言
わ

せ
ず
、
百
五
十
数
振
の
刀
剣
ば
か
り
か
、

蔵
に
あ
っ
た
羽
生
家
の
伝
来
品
や
装
身
具
、

着
物
類
ま
で
す
べ
て
持
ち
去
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
明
ら
か
な
略
奪
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
略
奪
品
は
ど
う
な
っ
た
の
か
、

返
還
の
た
め
の
折
衝
、
美
術
品
・
公
文
書

の
戦
時
疎
開
な
ど
も
含
め
て
次
号
で
明
ら

か
に
し
よ
う
。�

（
土
子
民
夫
）羽生謙五さんと羽生潤子さん。後方の蔵が事件の舞台となった

上羽生家の薬医門と三階蔵
東
京
都
西
多
摩
郡
日
の
出
町
大
久
野

七
十
年
後
の
今
、「
羽
生
事
件｣

の
真
相
を
探
る〈
前
編
〉
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私
が
こ
の
胴
に
出
会
っ
た
の
は
一
昨

年
、
あ
る
骨
董
店
に
立
ち
寄
っ
た
と
き

で
あ
る
。
店
内
の
奥
の
方
に
胴
と
臑す

ね

当あ
て

の
み
が
飾
っ
て
あ
り
、
ひ
と
き
わ
目
を

引
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

胴
は
黒
漆
塗
五
枚
胴
で
内
側
は
白
檀

塗
、
草く

さ

摺ず
り

は
七
間
の
五
段
下
り
、
中
で

も
大
き
な
特
徴
は
左
側
面
「
通
称
射い

向む
け

草
摺
」
と
呼
ば
れ
る
部
分
が
ち
ょ
う
ど

草
摺
二
間
分
の
大
き
さ
で
、
他
に
類
を

見
な
い
作
り
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
は
鎌
倉
時
代
の
大
鎧
に
共
通
す

る
も
の
で
、
弓
を
引
く
と
き
左
の
脇
下

か
ら
腰
に
か
け
て
の
攻
撃
を
防
ぐ
た
め

の
防
具
と
な
る
こ
と
か
ら
、
実
用
に
徹

し
た
作
り
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か

が
え
た
。

　

早
速
購
入
し
、
わ
が
家
の
床
の
間
に

置
い
た
の
だ
が
、
浅
学
な
私
は
甲
冑
一

式
を
組
む
こ
と
を
考
え
、
後
家
合
わ
せ

で
兜
と
小
具
足
を
組
み
合
わ
せ
て
飾
っ

て
い
た
。

　

後
日
、
甲
冑
研
究
家
と
し
て
高

名
な
伊
澤
昭
二
先
生
が
わ
が
家
を

来
訪
さ
れ
た
と
き
、
床
の
間
を
一

瞥
す
る
や
「
胴
と
臑
当
だ
け
に
し

な
さ
い
。
そ
の
方
が
胴
が
生
き
ま

す
ね
」
と
ご
指
導
を
受
け
、
す
ぐ

そ
の
場
で
組
み
直
す
と
、
先
生
も

「
こ
の
射
向
草
摺
は
珍
し
い
」
と
関
心

を
持
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。

　

私
が
「
こ
の
胴
は
雪
ノ
下
を
御
家
流

と
し
た
仙
台
の
伊
達
の
も
の
で
し
ょ
う

か
」
と
伺
う
と
、「
い
や
、
伊
達
な
ら

も
っ
と
質
素
で
す
ね
。
内
側
を
白
檀
塗

と
し
た
作
り
は
、
大
名
家
か
ら
の
注
文

で
作
ら
れ
た
特
別
な
一
品
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。
お
そ
ら
く
雪
ノ
下
の
影
響
を

受
け
た
関
東
の
甲
冑
師
の
作
だ
と
思
い

ま
す
」
と
ご
教
授
い
た
だ
い
た
。

　

伊
澤
先
生
は
長
年
、
中
世
の
関
東
一

帯
を
治
め
た
後
北
条
氏
の
旗
下
に
あ
っ

た
武
士
団
の
甲
冑
（
関
東
五
枚
胴
）
の

研
究
を
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、「
こ

の
胴
は
戦
国
期
か
ら
桃
山
・
江
戸
初
期

ま
で
の
胴
の
変
節
を
知
る
上
で
も
良
い

資
料
に
な
る
」
と
言
っ
て
い
た
だ
き
、

良
い
も
の
に
縁
が
あ
っ
た
と
思
っ
て
い

る
。
こ
の
胴
が
製
作
さ
れ
た
と
思
わ
れ

る
江
戸
初
期
は
、
ま
だ
戦
国
生
き
残
り

の
「
古
強
者
」
が
い
た
時
代
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
質
実
剛
健
の
中
に
も
大
名
の

雅
さ
が
あ
る
一
品
で
あ
り
、
後
世
に
大

事
に
伝
え
て
い
き
た
い
。

私
が
出
会
っ
た
珍
品･

逸
品

稲
垣 

宏
一
（
甲
冑
愛
好
家
）

鉄
黒
漆
塗
雪
ノ
下
胴

て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
刀
を

何
度
か
研
ぎ
返
し
て
、
ま
ず
は
研
磨
の

全
行
程
を
学
び
ま
し
た
。

　

師
の
話
で
は
、
昔
は
修
業
の
大
半
は

下
地
研
ぎ
で
、
師
匠
は
仕
上
げ
の
こ
と

は
あ
ま
り
弟
子
た
ち
に
は
教
え
な
い
も

の
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
下
地
を
専
門
に

手
掛
け
る
研
師
も
い
た
よ
う
で
す
。

　

し
か
し
、
今
は
時
代
が
異
な
る
。
一

人
の
研
師
が
下
地
か
ら
仕
上
げ
ま
で
き

ち
ん
と
こ
な
し
、
お
客
さ
ん
を
自
ら
つ

か
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ

か
ら
、
限
ら
れ
た
年
数
で
一
通
り
の
研

ぎ
を
ま
と
め
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

な
さ
い
と
、
最
初
の
研
ぎ
か
ら
、
仕
上

げ
ま
で
の
概
略
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

師
か
ら
い
た
だ
い
た
も
の
は
研
磨
の

基
礎
技
術
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
研
師
の
端
く
れ
と
し
て
、
多
く
の

刀
職
・
刀
剣
商
の
方
々
と
お
付
き
合
い

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
師
匠

が
知
己
を
紹
介
し
て
く
だ
さ
っ
た
ほ
か
、

「
お
れ
た
ち
世
代
に
し
が
ら
み
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
小
川
君
は
自
分
の
交

友
関
係
を
築
き
な
さ
い
」
と
、
修

業
中
か
ら
勉
強
会
を
は
じ
め
多
様

な
場
に
出
る
こ
と
を
許
し
て
く
だ

さ
っ
た
お
か
げ
で
、
人
の
輪
を
広

げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

未
熟
な
ま
ま
独
立
し
て
い
つ
の

間
に
や
ら
五
年
が
た
ち
ま
し
た
が
、

今
日
も
研
ぎ
を
続
け
て
い
ら
れ
る

の
は
、
時
に
支
え
、
時
に
見
守
っ

り
ま
す
。
そ
れ
を
使
い
な
が
ら
自
分
に

合
う
よ
う
に
調
整
し
て
い
く
の
で
す
。

　

道
具
作
り
を
終
え
、
秋
も
深
ま
っ
た

こ
ろ
に
、
構
え
の
修
練
に
入
り
ま
し
た
。

刀
の
研
ぎ
は
、
錆
を
取
り
、
形
を
整
え
、

砥
石
目
を
細
か
く
す
る
下
地
研
ぎ
と
、

見
た
目
を
美
し
く
化
粧
す
る
仕
上
げ
研

ぎ
と
に
、
大
ま
か
に
工
程
を
分
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
下
地
研
ぎ
は
中
世
か

ら
伝
わ
る
独
特
な
格
好
で
行
う
の
で
す

が
、
私
た
ち
は
そ
の
姿
勢
の
こ
と
を
構

え
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

そ
の
構
え
に
慣
れ
る
た
め
に
、
内う

ち

曇ぐ
も
り

砥ど

と
い
う
非
常
に
目
の
細
か
い
砥
石
を

使
っ
て
、
朝
か
ら
晩
ま
で
ひ
た
す
ら
研

ぎ
の
練
習
を
し
ま
す
。
内
曇
の
工
程
は
、

真
冬
で
も
汗
を
か
く
ほ
ど
の
重
労
働
だ

と
い
う
こ
と
を
記
し
て
お
け
ば
、
構
え

の
習
得
の
大
変
さ
も
ご
想
像
い
た
だ
け

ま
す
で
し
ょ
う
か
。

　

構
え
が
大
体
定
ま
っ
て
く
る
と
、
い

よ
い
よ
全
行
程
の
研
磨
を
教
わ
り
ま
し

た
。
刀
の
保
存
と
継
承
に
研
磨
は
必
要

不
可
欠
な
も
の
で
す
が
、
研
磨
は
刀
剣

を
少
な
か
ら
ず
摩
耗
さ
せ
て
し
ま
い
ま

す
。
そ
の
た
め
に
古
い
刀
で
無
用
に
練

習
す
る
こ
と
は
避
け
、
師
が
故
天
田
昭

次
刀
匠
と
故
古
川
清
行
刀
匠
か
ら
打
ち

下
ろ
し
の
現
代
刀
を
何
振
か
お
借
り
し

　

戦
争
を
経
験
し
た
祖
父
は
、
戦
地
か

ら
の
帰
途
、
帯
刀
を
海
に
捨
て
、
孫
た

ち
に
は
蔵
の
刀
も
滅
多
に
見
せ
て
は
く

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
子
供
の
こ
ろ
に
一

度
だ
け
、
ほ
ん
の
ひ
と
時
だ
け
見
せ
て

も
ら
っ
た
刀
は
、
何
だ
か
と
て
も
神
秘

的
に
感
じ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　

時
が
流
れ
、
祖
父
が
亡
く
な
る
少
し

前
、
蔵
の
整
理
の
際
、
お
よ
そ
二
十
年

ぶ
り
に
見
た
田
舎
の
刀
は
、
ど
れ
も
皆
、

ひ
ど
く
錆
び
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
残

念
で
た
ま
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
初
め

て
手
に
し
た
際
の
衝
撃
と
衝
動
は
、
鮮

烈
で
し
た
。
手
の
中
に
響
く
重
み
。
錆

の
下
で
な
お
鈍
く
冷
た
く
光
る
鉄
の
色
。

人
を
斬
る
た
め
に
生
ま
れ
た
道
具
な
の

だ
と
い
う
畏
怖
。
ド
ラ
マ
や
小
説
で
し

か
知
ら
な
い
時
代
に
生
ま
れ
、
今
な
お

こ
こ
に
あ
る
物
へ
の
畏
敬
。

　

そ
し
て
私
は
刀
に
魅
せ
ら
れ
た
。

　

勤
め
て
い
た
会
社
を
辞
め
、
師
で
あ

る
三
品
謙
次
の
下
に
入
門
し
た
の
は
平

成
十
七
年
の
夏
。
独
立
ま
で
の
六
年
、

寝
起
き
は
別
棟
で
し
た
が
、
半
住
み
込

み
で
食
住
の
面
倒
を
す
べ
て
見
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
昔
な
が
ら
の
徒
弟
修
業

に
準
じ
な
が
ら
も
、
三
十
路
を
手
前
に

入
門
し
た
私
の
こ
と
を
慮
っ
て
、
師
に

は
、「
五
年
で
独
立
で
き
る
よ
う
に
教
え

る
か
ら
、
そ
の
つ
も
り
で
や
り
な
さ
い
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
い
て
い
た
も

の
の
、
物
覚
え
が
悪
い
上
に
、
修
業
中

に
ヘ
ル
ニ
ア
を
患
い
何
カ
月
か
休
養
を

余
儀
な
く
さ
れ
る
な
ど
も
あ
り
、
無
理

を
申
し
上
げ
六
年
居
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
次
第
で
す
。

　

研
師
の
修
業
の
こ
と
も
少
し
記
し
ま

し
ょ
う
。

　

入
門
か
ら
二
カ
月
は
仕
上
げ
用
の
砥

石
を
作
る
艶つ

や

磨す

り
と
打
粉
づ
く
り
の
毎

日
で
し
た
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
、
次
は

道
具
作
り
で
す
。
研
磨
に
使
う
道
具
は
、

桶
と
仕
立
箱
以
外
は
、
す
べ
て
師
匠
の

使
っ
て
い
る
道
具
を
手
本
に
自
分
で
作

て
く
だ
さ
る
多
く
の
方
々
の
お
か
げ
で

あ
る
こ
と
を
痛
感
し
て
い
ま
す
。
そ
し

て
刀
と
向
き
合
う
度
、
研
ぎ
方
に
迷
い
、

日
々
非
才
に
嫌
気
が
差
し
、
仕
上
げ
て

は
不
安
の
こ
の
仕
事
で
す
が
、
お
客
さ

ま
に
仕
上
が
り
を
喜
ん
で
い
た
だ
け
た

と
き
の
嬉
し
さ
は
、
や
は
り
、
何
物
に

も
代
え
ら
れ
そ
う
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
研
師
は
、
一
人
一
流
」

　

独
立
の
餞

は
な
む
け

に
師
か
ら
い
た
だ
い
た
言

葉
。
私
の
た
だ
一
つ
の
座
右
の
銘
。

　

今
は
お
こ
が
ま
し
く
、
と
て
も
じ
ゃ

な
い
け
れ
ど
も
、
い
つ
の
日
か
、
自
ら

口
に
で
き
た
ら
、
と
も
思
う
。
初
め
て

手
に
し
た
刀
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
重
み

を
伴
っ
て
。

■
昭
和
五
十
一
年
、
秋
田
県
生
ま
れ
。
公

益
財
団
法
人
日
本
刀
文
化
振
興
協
会
主
催

新
作
日
本
刀･

研
磨･

外
装･

刀
職
技
術
展

覧
会
に
お
い
て
銀
賞
一
回
、
銅
賞
五
回
受

賞
。
〒
２
７
５-

０
０
１
４ 

千
葉
県
習
志

野
市
鷺
沼
二-

五-

一
九　

☎
〇
四
七-

四

〇
九-

七
三
四
〇

新店舗と川島社長
　

銀
座
泰
文
堂
（
川
島
貴
敏
社
長
）
が

二
月
一
日
、
並
木
通
り
の
銀
座
四
丁
目

か
ら
六
丁
目
に
移
転
オ
ー
プ
ン
し
ま
し

た
。
周
り
に
ブ
ラ
ン
ド
シ
ョ
ッ
プ
が
立

ち
並
ぶ
中
、「
刀
」
の
看
板
と
二
階
入
り

口
へ
の
広
い
階
段
が
あ
り
ま
す
の
で
、

す
ぐ
に
わ
か
り
ま
す
。

　
「
銀
座
日
本
刀
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
泰
文

堂
」
と
名
前
も
新
た
に
し
た
店
舗
は
、

ド
ア
を
入
る
と
五
十
坪
の
広
々
と
し
た

空
間
に
効
果
的
な
照
明
が
施
さ
れ
、
刀

剣
・
刀
装
具
が
ゆ
と
り
を
持
っ
て
陳
列

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
雰
囲
気
は
文
字

通
り
博
物
館
の
よ
う
で
す
。

　
「
コ
ン
セ
プ
ト
は
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
。

一
般
の
人
が
入
り
や
す
い
よ
う
に
、
ま

た
日
本
刀
の
普
及
・
啓
蒙
に
役
立
つ
よ

う
に
、
こ
れ
ま
で
の
四
十
年
の
経
験
を

生
か
し
ま
し
た
」
と
、
川
島
社
長
が
思

い
を
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

皆
さ
ま
、
ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ

い
。�
（
松
本
義
行
）

■
銀
座
日
本
刀
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
泰
文
堂
＝

〒
１
０
４-

０
０
６
１ 

東
京
都
中
央
区
銀

座
六-

七-

一
六　

岩
月
ビ
ル
二
階　

☎
〇

三-

三
二
八
九-

一
三
六
六　

営
業
時
間
十

～
十
八
時　

日
曜
・
祝
日
休
業

銀
座
泰
文
堂
が
移
転
オ
ー
プ
ン

 

小
川 

和
比
古
（
研
師
）

「
一
人
一
流
」と

口
に
す
る
日
の
た
め
に
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野
口 

哲
哉 

さ
ん

虚
構
と
現
実
の
侍
た
ち

No.004

　

少
し
前
の
こ
と
に
な
る
が
、
海
外
Ｔ

Ｖ
ド
ラ
マ
で
一
つ
の
人
気
シ
リ
ー
ズ
が

完
結
し
た
。
Ｊ･
Ｊ･

エ
イ
ブ
ラ
ム
ス
監

督
の
「
フ
リ
ン
ジ
」
で
、
全
百
話
が
放

送
さ
れ
た
。

　

ド
ラ
マ
の
設
定
は
、
世
界
に
は
同
時

進
行
し
て
い
る
も
う
一
つ
の
世
界
が
あ

り
、
両
方
の
世
界
は
基
本
的
に
同
じ
だ

が
、
時
間
軸
や
進
化
に
違
い
が
あ
る
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
片
方

の
世
界
で
は
死
ん
だ
人
間
が
、
も
う
片

方
の
世
界
で
は
ま
だ
生
き
て
い
た
り
、

科
学
技
術
に
差
が
あ
っ
た
り
す
る
。
二

つ
の
世
界
は
と
き
ど
き
干
渉
し
合
い
、

影
響
を
与
え
合
う
の
で

あ
る
。
Ｓ
Ｆ
と
ア
ク
シ

ョ
ン
要
素
の
あ
る
ミ
ス

テ
リ
ー
ス
リ
ラ
ー
で
、

と
て
も
面
白
か
っ
た
。

　

一
般
的
に
は
パ
ラ
レ

ル
ワ
ー
ル
ド
と
呼
ば
れ

て
い
る
こ
の
考
え
方
を

題
材
に
し
た
映
画
や
小

説
は
多
い
。
も
し
か
し

た
ら
人
は
、
何
と
な
く

こ
の
も
う
一
つ
の
世
界

の
存
在
を
、
肌
で
は
敏
感
に
感
じ
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
デ
ジ
ャ
ブ
（
既

視
体
験
）
と
は
そ
ん
な
も
う
片
方
の
世

界
に
、
何
か
の
拍
子
に
迷
い
込
ん
で
し

ま
う
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
と
い
う
説
も

あ
る
。

　

私
が
野
口
哲
哉
氏
の
作
品
を
初
め
て

見
た
と
き
に
覚
え
た
感
覚
は
、
ま
さ
に

そ
れ
で
あ
っ
た
。
デ
ジ
ャ
ブ
で
は
な
い

が
確
か
に
見
覚
え
が
あ
り
、
そ
し
て
確

か
に
初
め
て
触
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

よ
く
知
っ
て
い
て
見
覚
え
が
あ
る
の
に
、

決
し
て
存
在
し
な
い
も
の
。
虚
構
の
現

実
で
あ
る
。

　

野
口
氏
は
、
も
と
も
と
リ
ア
リ
ズ
ム

を
求
め
て
い
た
画
家
で
あ
る
、
し
か
し

何
故
そ
れ
が
、
こ
う
も
コ
ミ
カ
ル
な
侍

た
ち
を
創
り
出
す
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。

「
描
き
た
い
も
の
が
甲
冑
で
あ
っ
た
か

ら
」
と
野
口
氏
は
言
う
が
、
何
か
そ
こ

に
は
今
ま
で
と
は
違
っ
た
リ
ア
リ
テ
ィ

ー
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
垣
間
見
え
る
。

リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
追
求
す
る
た
め
に
、

虚
構
を
織
り
交
ぜ
て
さ
ら
に
リ
ア
ル
さ

を
増
す
。
そ
ん
な
荒
技
が
綺
麗
に
ハ
マ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

甲
冑
で
自
転
車
に
乗
る
侍
、
猫
に
甲

冑
を
着
せ
て
散
歩
さ
せ
る
侍
、
ヘ
ッ
ド

ホ
ン
で
音
楽
に
聞
き
入
る
侍
、
ど
れ
も

デ
ィ
テ
ー
ル
だ
け
を
見
れ
ば
荒
唐
無
稽

に
感
じ
る
が
、
全
体
像
か
ら
受
け
る
印

象
は
意
外
な
ほ
ど
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
な

の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
甲
冑
を
着
け
て
自
転
車
に

乗
っ
た
な
ど
と
い
う
事
実
は
な
い
。
し

か
し
、
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
と
感

じ
て
し
ま
う
不
思
議
な
現
実
感
が
あ
る
。

そ
れ
は
ま
さ
に
、
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド

の
も
う
片
方
の
世
界
を
覗
い
て
し
ま
っ

た
感
覚
に
近
い
。

　

ち
な
み
に
、
徳
川
慶
喜
が
晩
年
、
自

転
車
を
乗
り
回
し
て
い
た
の
は
事
実
だ

そ
う
だ
。

　

虚
構
と
現
実
の
間
に
は
、
実
は
そ
れ

ほ
ど
明
確
な
境
目
が
な
い
。
自
分
が
高

速
で
移
動
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
実
は
静

止
に
近
づ
い
て
い
く
。
そ
の
感
覚
の
差

は
立
ち
位
置
の
問
題
で
あ
り
、
衛
星
軌

道
上
か
ら
見
る
の
か
、
地
上
か
ら
見
る

の
か
の
違
い
で
あ
る
。
屁
理
屈
の
よ
う

で
い
て
、
本
能
で
は
理
解
で
き
て
い
る
。

野
口
氏
の
作
品
は
、
そ
ん
な
限
界
ギ
リ

ギ
リ
を
攻
め
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

実
際
の
当
世
具
足
・
変
わ
り
兜
に
は
、

驚
く
ほ
ど
イ
カ
レ
た
意
匠
が
あ
る
、
し

か
し
イ
カ
レ
て
い
る
と
感
じ
る
の
は
現

代
の
感
覚
で
あ
り
、
当
時
の
侍
た
ち
は

こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
の
真
面
目
さ
で
取

り
組
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
頭
巾

形
・
烏
帽
子
形
・
獣
魚
形
・
鳥
翼
形
、

大
立
物
に
鹿
角
や
水
牛
の
脇
立
・
後
立
、

自
己
の
存
在
ア
ピ
ー
ル
の
た
め
に
は
何

で
も
あ
り
で
あ
る
。
野
口
氏
の
発
想
の

原
点
も
そ
こ
ら
辺
に
あ
る
ら
し
い
。

　

も
し
も
そ
の
時
代
に
シ
ャ
ネ
ル
の
マ

ー
ク
が
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
を
家
紋
に
し

た
侍
が
い
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
鹿
の

代
わ
り
に
日
本
に
ト
ナ

カ
イ
が
い
た
ら
、
変
わ

り
兜
に
ト
ナ
カ
イ
の
脇

立
を
付
け
る
武
者
も
当

然
い
た
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
ご
ろ
は
、
美
男

子
系
戦
国
歴
史
ゲ
ー
ム

が
刀
剣
女
子
を
生
み
出

す
な
ど
、
新
世
代
に
よ

る
古
美
術
の
新
し
い
解

釈
と
価
値
観
が
生
ま
れ

つ
つ
あ
る
。
野
口
氏
の

切
り
口
も
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
古
美

術
の
融
合
に
よ
る
新
価
値
観
の
創
出
で

あ
り
、
絶
妙
な
コ
ミ
カ
ル
さ
は
不
思
議

な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
な
り
、
骨
董
に
お

け
る
付
加
価
値
を
、
古
色
と
虚
構
の
伝

来
で
シ
ニ
カ
ル
に
表
現
す
る
。

　

本
歌
武
具
を
扱
う
刀
剣
商
に
と
っ
て

は
、
茶
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
い
さ
さ

か
眉
を
ひ
そ
め
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
が
、

機
会
が
あ
れ
ば
写
真
集
を
手
に
取
り
、

展
覧
会
に
足
を
運
ん
で
み
て
ほ
し
い
。

作
品
を
じ
っ
く
り
と
眺
め
れ
ば
、
ふ
つ

ふ
つ
と
笑
い
が
こ
み
上
げ
て
く
る
の
は

請
け
合
い
だ
。�

（
大
西
芳
生
）

■
連
絡
先
＝
ギ
ャ
ラ
リ
ー
玉
英　

〒
１
０

７-

０
０
６
２ 

東
京
都
港
区
南
青
山
六-

八-

三　

☎
〇
三-

六
四
一
〇-

四
四
七
八

　

幼
少
の
こ
ろ
、
男
の
子
な
ら
一
度
は

ヒ
ー
ロ
ー
に
憧
れ
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
・
仮
面
ラ
イ

ダ
ー
・
ス
ー
パ
ー
戦
隊
・
野
球
選
手
・

サ
ッ
カ
ー
選
手
な
ど
、
人
そ
れ
ぞ
れ
あ

る
と
思
い
ま
す
。

　

私
の
場
合
、
幼
稚
園
児
の
こ
ろ
、
テ

レ
ビ
で
「
六
三
四
の
剣
」
と
い
う
ア
ニ

メ
が
放
映
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
岩
手
県

を
舞
台
に
、
少
年
剣
士
の
成
長
を
ラ
イ

バ
ル
た
ち
と
の
関
係
を
軸
に
描
い
た
ア

ニ
メ
で
す
。
そ
の
主
人
公
、
夏
木
六
三

四
が
私
の
ヒ
ー
ロ
ー
で
し
た
。

　

そ
の
ア
ニ
メ
を
見
た
瞬
間
「
か
っ
こ

い
い
、
僕
も
主
人
公
み
た
い
に
な
り
た

い
」
と
、
幼
い
な
が
ら
に
も
衝
撃
を
受

け
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
た
だ
、
そ

れ
が
何
を
や
っ
て
い
る
の
か
幼
い
私
に

は
わ
か
ら
な
か
っ
た
た
め
、
母
に
「
こ

れ
、
何
を
や
っ
て
い
る
の
？
」
と
聞
く

と
「
剣
道
を
や
っ
て
い
る
ん
だ
よ
」
と

教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
か
ら

夏
木
六
三
四
に
憧
れ
た
、
私
の
剣
道
人

生
が
ス
タ
ー
ト
し
た
の
で
す
。

　

ど
う
し
て
も
剣
道
を
習
い
た
か
っ
た

私
は
、
両
親
に
頼
ん
で
近
所
に
あ
っ
た

剣
道
場
に
入
門
し
ま
し
た
。
習
い
始
め

た
ば
か
り
の
こ
ろ
は
、
礼
儀
作
法
を
学

び
、
た
だ
竹
刀
を
握
っ
て
先
生
の
お
手

本
を
見
よ
う
見
ま
ね
で
や
っ
て
い
る
だ

け
で
し
た
。
し
か
し
、
一
つ
一
つ
習
っ

て
い
く
に
つ
れ
、
次
第
に
い
ろ
い
ろ
な

技
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
小
学
三
年

生
に
な
る
こ
ろ
に
は
剣
道
大
会
で
入
賞

し
、
高
学
年
に
な
る
と
優
勝
さ
え
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
中
学
校
に
進
学
す
る
と
き

私
の
人
生
に
お
い
て
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ

ン
ト
と
な
る
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
学
区
外
に
あ
る
剣
道
が
強
い

中
学
校
に
入
学
し
た
こ
と
で
す
。

　

ま
だ
小
学
生
気
分
が
抜
け
き
れ
な
い

私
を
待
ち
受
け
て
い
た
の
は
、
強
豪
校

な
ら
で
は
の
厳
し
い
練
習
。
手
に
は
マ

メ
が
で
き
、
足
は
ひ
び
割
れ
、
打
ち
身
、

捻
挫
は
日
常
茶
飯
事
、
怪
我
が
絶
え
ま

せ
ん
で
し
た
。
一
年
三
百
六
十
五
日
、

休
み
が
あ
っ
た
の
は
元
旦
ぐ
ら
い
だ
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
朝
も
練

習
、
午
後
も
練
習
、
そ
し
て
放
課
後
に

は
剣
道
場
に
通
い
夜
遅
く
ま
で
練
習
、

土
日
祝
日
や
長
期
休
暇
の
と
き
は
全
国

各
地
に
遠
征
と
、
本
当
に
毎
日
練
習
に

励
み
、
髪
型
も
気
合
を
入
れ
る
た
め
、

い
つ
も
五
厘
刈
り
で
し
た
。

　

そ
ん
な
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
中
学

二
年
生
の
と
き
、
団
体
戦
の
栃
木
県
代

表
と
し
て
出
場
し
た
全
国
中
学
校
剣
道

大
会
で
、
都
道
府
県
代
表
の
強
者
た
ち

と
の
激
戦
を
勝
ち
上
が
り
、
栃
木
県
剣

道
史
上
初
と
な
る
全
国
優
勝
を
成
し
遂

げ
た
の
で
す
。
三
年
生
の
と
き
に
も
団

体
戦
の
大
将
と
し
て
挑
み
見
事
優
勝
、

二
連
覇
を
達
成
し
ま
し
た
。

　

こ
の
記
録
は
、
今
で
も
塗
り
替
え
ら

れ
て
い
ま
せ
ん
。毎
日
厳
し
い
練
習
に
耐

え
た
分
、あ
の
と
き
の
感
動
は
、ひ
と
し

お
だ
っ
た
の
を
今
で
も
覚
え
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
剣
道
部
は
中
学
校
内
で
も
有

名
と
な
り
、
学
校
の
正
面
玄
関
に
は
栄

誉
を
記
念
し
て
大
き
な
額
入
り
の
写
真

が
飾
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
も
飾
ら
れ
て

い
る
そ
う
で
す
。
当
時
は
地
元
の
新
聞

に
も
優
勝
を
大
き
く
取
り
上
げ
て
も
ら

い
、
ち
ょ
っ
と
し
た
地
元
の
有
名
人
に

な
れ
ま
し
た
。

　

今
思
え
ば
、
私
が
〝
ヒ
ー
ロ
ー
〟
に

な
れ
た
瞬
間
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。



ヒ
ー
ロ
ー
!? 

〜
私
と
剣
道（
全
国
制
覇
編
）〜

ヒ
ー
ロ
ー
!? 

〜
私
と
剣
道（
全
国
制
覇
編
）〜

瀬
下 

昌
彦

あこがれだった少年剣士へ一直線

　
「
春
日
大
社
―
千
年
の
至
宝
」
を
東

京
国
立
博
物
館
で
鑑
賞
し
て
き
ま
し
た
。

　

さ
す
が
に
千
年
の
歴
史
を
持
つ
春

日
大
社
で
、
第
一
章
「
神
鹿
の
杜
」、

第
二
章
「
平
安
の
正
倉
院
」、
第
三
章

「
春
日
信
仰
を
め
ぐ
る
美
的
世
界
」、
第

四
章
「
奉
納
さ
れ
た
武
器
」、
第
五
章

「
神
々
に
捧
げ
る
芸
能
」、
第
六
章
「
春

日
大
社
の
式
年
造
替
」
と
な
っ
て
い
る
。

　

ど
の
パ
ー
ト
も
見
る
べ
き
名
品
が
た

く
さ
ん
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
は
太
刀
・

腰
刀
・
武
具
関
係
に
絞
り
込
み
、
第
二

章
と
第
四
章
の
こ
と
を
わ
ず
か
に
書
き

た
い
。

　
「
平
安
の
正
倉
院
」
で
最
も
す
ご
い

の
は
、
国
宝
金
地
螺
鈿
毛
抜
形
太
刀
だ

ろ
う
。
こ
の
太
刀
の
復
元
模
造
に
公
益

財
団
法
人
日
本
刀
文
化
振
興
協
会
の
先

生
方
と
人
間
国
宝
・
北
村
昭
斎
氏
が
取

り
組
ん
で
お
ら
れ
る
の
を
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
取

材
し
、
お
正
月
に
放
映
し
た
の
で
、
ご

覧
に
な
っ
た
方
も
多
い
と
思
う
。
こ
の

太
刀
は
昭
和
五
年
の
第
五
十
六
次
造
替

の
際
に
撤て

っ

下か

さ
れ
る
ま
で
本
殿
に
奉
安

さ
れ
て
い
た
神
宝
で
あ
り
、「
最
高
級

の
太
刀
を
お
下
げ
し
た
ま
ま
で
あ
る
の

は
、
御
祭
神
に
申
し
訳
な
い
」
と
の
宮

司
の
思
い
に
よ
り
、
復
元
し
て
神
前
に

お
返
し
す
る
運
び
と
な
っ
た
と
い
う
。

　

本
歌
で
あ
る
金
地
螺
鈿
毛
抜
形
太
刀

は
、
鐔
・
柄
前
・
金
具
が
金
無
垢
で
あ

り
、
し
か
も
大
部
分
は
魚
子
地
に
な
っ

て
い
る
。
鞘
は
全
体
に
金
粉
を
密
に
蒔

絵
す
る
沃
懸
と
し
、
佩
表
と
佩
裏
の
両

面
に
「
竹
と
猫
と
雀
」
が
螺
鈿
と
色
ガ

ラ
ス
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
。
正
直
、

ビ
ッ
ク
リ
し
た
。

　

刀
装
具
類
の
完
成
さ
れ
た
形
を
十
二

世
紀
、
平
安
時
代
の
職
人
に
よ
っ
て
鑑

賞
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
ん
な
こ

と
を
今
ご
ろ
に
な
っ
て
言
っ
て
い
る
の

か
と
笑
わ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
の
一
点

を
見
に
来
た
だ
け
で
も
価
値
が
あ
る
。

　

あ
と
は
、「
奉
納
さ
れ
た
武
器
」
で

は
、
や
は
り
国
宝
赤
糸
威
大
鎧
、
国

宝
沃
懸
地
酢か

た
ば
み漿

紋
兵
庫
鎖
太
刀
、
国

宝
（
義
経
）
籠
手
等
々
、
素
晴
ら
し
い

武
具
が
並
ん
で
い
る
の
だ
が
、
小
生
が

「
ど
こ
か
の
神
社
に
あ
る
腰
刀（
拵
）の

写
し
な
ん
だ
が
」
と
言
わ
れ
て
手
に
入

れ
た
作
品
の
本
歌
が
出
品
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
重
要
文
化
財
の
柏
木み

み
ず
く菟
腰
刀
が

そ
れ
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
小
生
の

写
し
は
、
鞘
の
肉
取
り
、
栗
形
・
返
り

角
な
ど
、
と
て
も
本
歌
に
は
及
ば
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
ま
し
た
。

　

い
ろ
い
ろ
た
め
に
な
り
、
面
白
い
展

覧
会
で
し
た
。�

（
持
田
具
宏
）

東
京
国
立
博
物
館「
春
日
大
社
―
千
年
の
至
宝
」

賑わった「春日大社―千年の至宝」
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東
京
都
板
橋
区

↓
台
東
区
編

　

今
日
の
俺
の
行
き
先
は
板
橋
区
立
郷

土
資
料
館
、
そ
し
て
そ
の
後
、
台
東
区

御
徒
町
。
前
号
で
取
り
上
げ
た
山
田
怜れ

い

門も
ん

氏
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
を
聞
き
に

行
く
。

　

詳
し
い
内
容
は
別
コ
ー
ナ
ー
に
書
か

せ
て
も
ら
っ
た
が
、
氏
の
特
徴
で
も
あ

る
抑
揚
の
な
い
話
し
方
と
い
う
の
は
、

逆
に
普
通
の
人
が
声
の
力
を
抜
い
て
し

ま
う
と
こ
ろ
も
聞
き
取
れ
る
。
こ
れ
な

ら
、
国
士
舘
大
学
・
高
校
の
教
壇
か
ら
で

も
生
徒
た
ち
は
聞
き
逃
さ
な
い
だ
ろ
う
。

　

で
も
小
学
生
か
ら
太
刀
と
刀
に
つ
い

て
の
質
問
が
出
て
タ
ジ
タ
ジ
。「
ま
あ
」

と
「
あ
の
ー
」
が
多
く
、
何
だ
か
田
中

角
栄
み
た
い
（
俺
も
相
当
古
い
ね
）。

　

資
料
館
を
後
に
し
、
国
道
を
走
る
俺

は
、
一
人
の
自
転
車
選
手
を
思
い
出
し

て
い
た
。

　

一
九
一
五
年
、
宇
都
宮
の
ロ
ー
ド
レ

ー
ス
、
ジ
ャ
パ
ン
カ
ッ
プ
を
完
走
し
た

エ
リ
ッ
ク･

シ
ェ
パ
ー
ド
選
手
（
豪
）。

一
周
十
㎞
を
十
四
周
で
競
っ
た
こ
の
レ

ー
ス
、
九
週
目
ま
で
上
り
坂
を
涼
し
い

顔
で
制
し
、
す
ご
い
奴
が
現
れ
た
と
騒

ぎ
に
。
し
か
し
十
週
目
に
顎
が
上
が
り
、

十
一
週
目
で
は
歯
ぎ
し
り
顔
に
。

　

序
盤
世
話
に
な
っ
た
く
せ
に
、
こ
ん

な
顔
の
正
直
な
選
手
は
足
を
引
っ
張
る

の
は
明
ら
か
で
、
誰
も
が
集
団
に
混
ぜ

よ
う
と
せ
ず
、
最
終
周
回
で
は
泣
き
顔

に
。
し
か
し
、
八
万
人
の
観
客
か
ら

は
、
優
勝
を
争
う
日
本
代
表
の
新
城
幸

也
選
手
以
上
の
拍
手
が
惜
し
み
な

く
贈
ら
れ
た
。
レ
ー
ス
が
終
わ
っ

て
み
れ
ば
俺
に
は
ブ
ー
ビ
ー
争
い

だ
っ
た
こ
の
選
手
し
か
印
象
に
残

っ
て
い
な
い
。
人
間
っ
て
正
直
が

大
切
な
ん
だ
な
…
…
。

　

な
ぜ
シ
ェ
パ
ー
ド
選
手
を
思
い

出
し
た
か
と
い
う
と
、
俺
の
回
想

と
連
想
は
こ
う
だ
。
こ
の
国
道
で

前
号
取
材
の
帰
り
、
Ｋ
大
生
に
抜

か
れ
た
。Ｋ
大
自
転
車
競
技
部
の
Ｏ

Ｂ
に
杉
江
雄
治
組
合
員
が
い
る
！　

杉
江
氏
と
い
え
ば
、
含
み
笑
い
、

シ
ニ
カ
ル
な
表
現
、
お
腹
と
お
口

が
反
対
…
、
そ
ん
な
中
で
お
顔
だ

け
は
意
外
と
正
直
だ
か
ら
だ
。

　

あ
く
ま
で
も
例
え
ば
の
話
。
俺
が
氏

か
ら
買
っ
た
も
の
を
交
換
会
に
出
し
た

と
す
る
。
氏
の
前
で
赤
字
を
出
し
た
と

す
る
。「
残
念
だ
ね
ー
」
と
言
い
な
が

ら
、
顔
は
ニ
コ
ニ
コ
。
ド
カ
ッ
と
黒
字

を
出
し
た
と
す
る
。
ひ
き
つ
っ
た
顔
で

「
良
か
っ
た
ね
ー
」
と
か
言
わ
れ
そ
う

で
、
俺
怖
い
よ
。
何
だ
か
時
代
劇
の
悪

役
み
た
い
で
。

　

そ
ん
な
雄
二
氏
に
「
社
長
、
顔
が
反

対
で
す
よ
」
と
正
し
く
突
っ
込
み
を
入

れ
て
く
れ
そ
う
な
の
が
、
三
代
目
の
杉

江
晴
生
さ
ん
だ
。
こ
の
親
子
、
そ
し
て

お
店
の
雰
囲
気
が
好
き
だ
と
い
う
人
た

ち
は
多
く
、
杉
江
美
術
店
の
客
足
は
途

絶
え
る
こ
と
が
な
い
。

　

も
う
一
度
言
う
。
杉
江
雄
治
氏
は
た

だ
の
時
代
劇
の
悪
役
調
な
の
に
す
ぎ
な

い
。
職
場
と
い
う
舞
台
を
降
り
れ
ば
、

あ
の
人
気
悪
役
と
同
じ
た
だ
の
良
い
人
。

本
当
の
巨
悪
は
あ
な
た
の
隣
で
静
か
に

息
を
殺
し
、
あ
な
た
の
寝
首
を
搔
か
ん

と
ス
キ
を
う
か
が
っ
て
い
る
。

�

（
綱
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杉江美術店にて晴生さんと

将
軍
家
の
威
信
を
示
し
た

小
山
御
殿
は
今…
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木
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市

瀬
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明

将
軍
家
の
威
信
を
示
し
た

小
山
御
殿
は
今…

　

慶
長
五
年（
一
六
〇
〇
）徳
川
家
康
率

い
る
軍
勢
は
会
津
の
上
杉
景
勝
を
討
つ

べ
く
小
山
に
集
結
す
る
が
、
石
田
三
成

が
挙
兵
す
る
こ
と
を
知
り
、
家
康
は
三

成
と
戦
う
こ
と
を
決
め
（
小
山
評
定
）、

関
ヶ
原
の
戦
い
に
勝
利
し
天
下
統
一
を

成
し
遂
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
徳
川
幕
府

三
百
年
の
歴
史
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

　

元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
四
月
十
七

日
、
家
康
は
病
死
す
る
。
亡
骸
は
久
能

山
に
葬
ら
れ
、
翌
年
、
日
光
東
照
宮
に

改
葬
さ
れ
る
。

　

幕
府
は
日
光
を
聖
地
と
し
、日
光
社
参

は
家
康
の
命
日
法
要
に
合
わ
せ
て
執
り

行
わ
れ
た
。四
月
十
三
日
に
江
戸
を
出
発

し
、
三
泊
四
日
の
工
程
が
慣
例
で
あ
っ

た
。行
列
は
諸
大
名
・
旗
本
を
従
え
、徳

川
家
の
威
信
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　

小
山
御
殿
は
、
家
康
七
回
忌
に
当
た

る
元
和
八
年
、
祗
園
城
の
南
の
一
画
、

現
在
の
小
山
市
役
所
付
近
に
造
営
さ
れ
、

古
い
資
料
か
ら
は
そ
の
壮
大
な
施
設
の

様
相
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

主
な
建
物
は
、
将
軍
の
詰
め
所
で
あ

る
御
殿
を
は
じ
め
と
す
る
四
棟
か
ら
成

り
、
畳
の
総
数
は
四
百
十
六
畳
を
数
え
、

土
塁
を
二
重
に
築
き
、
西
側
は
思
川
の

崖
、三
方
に
堀
を
巡
ら
し
、敷
地
内
に
は

十
六
カ
所
の
番
所
を
設
け
た
き
わ
め
て

堅
固
な
も
の
だ
っ
た
。
東
側
の
御
成
門

か
ら
は
、
日
光
街
道（
旧
国
道
四
号
）

に
向
か
っ
て
幅
五
間（
約
九
メ
ー
ト
ル
）、

長
さ
二
百
五
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
真
っ

す
ぐ
な
道
路
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
。

　

将
軍
家
の
社
参
は
十
九
回
に
及
び
、

中
で
も
三
代
将
軍
家
光
は
十
回
日
光
参

詣
を
行
っ
て
い
る
。
寛
永
十
年
（
一
六

三
三
）、
四
代
将
軍
家
綱
が
行
っ
て
以

降
は
、
八
代
将
軍
吉
宗
が
再
開
す
る
享

保
十
三
年
（
一
七
二
八
）
ま
で
、
財
政

難
の
た
め
中
断
さ
れ
た
。
こ
の
間
、
大

風
に
見
舞
わ
れ
て
建
物
の
一
部
が
壊
れ

て
し
ま
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
天
和
二
年

（
一
六
八
二
）、
御
殿
は
古
河
藩
に
よ
っ

て
解
体
さ
れ
た
。

　

小
山
御
殿
に
由
来
し
た
御
殿
町
の
地

名
も
戦
後
の
町
名
変
更
に
よ
っ
て
消
え
、

現
在
は
自
治
会
に
そ
の
名
を
残
す
の
み

と
な
っ
た
。
今
は
広
場
と
な
っ
て
い
る

御
殿
跡
の
広
場
の
崖
の
下
に
は
、
思
川

の
流
れ
が
歴
史
の
移
ろ
い
を
川
面
に
静

か
に
映
し
出
し
て
い
る
。

今は公園となっている小山御殿跡

　

去
る
一
月
二
十
一
日
、
京
都
・
東
山

の
ウ
ェ
ス
テ
ィ
ン
都
ホ
テ
ル
京
都
に
て

玉
山
真
敏
さ
ん
と
宏
子
さ
ん
の
結
婚

式
・
結
婚
披
露
宴
が
盛
大
に
執
り
行
わ

れ
ま
し
た
。

　

真
敏
さ
ん
は
、
世
界
で
も
最
も
美
し

く
、
歴
史
の
あ
る
古
都
京
都
の
地
で
勝

負
し
た
い
と
の
思
い
を
胸
に
平
成
二
十

五
年
に
独
立
さ
れ
、
刀
剣
に
関
係
の
深

い
三
条
・
粟
田
口
に
玉
山
名
史
刀
の
新

た
な
店
舗
を
構
え
ら
れ
ま
し
た
。
慣
れ

な
い
地
で
の
一
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
は
、

さ
ぞ
か
し
苦
労
の
連
続
で
あ
っ
た
こ
と

と
思
い
ま
す
。
し
か
し
持
ち
前
の
粘
り

強
さ
と
真
面
目
さ
で
、
今
で
は
顧
客
の

信
用
も
厚
く
、
商
売
を
軌
道
に
乗
せ
ま

し
た
。

　

結
婚
披
露
宴
の
会
場
は
、
そ
の
店
舗

か
ら
目
と
鼻
の
先
で
す
。
こ
れ
は
、
刀

剣
に
ゆ
か
り
の
あ
る
地
に
皆
さ
ん
を
お

呼
び
し
た
い
、
と
の
新
郎
の
思

い
か
ら
だ
そ
う
で
す
。
真
敏
さ

ん
は
宏
子
さ
ん
と
初
め
て
出
会

っ
た
と
き
、
控
え
め
で
お
し
と

や
か
な
挙
措
に
一
瞬
で
心
を
奪

わ
れ
た
そ
う
で
す
。
披
露
宴
で

は
、
準
備
を
頑
張
っ
た
と
い
う

だ
け
あ
っ
て
、
伝
統
の
様
式
を

取
り
入
れ
た
盛
大
な
も
の
で
あ

り
、
筆
者
も
初
め
て
触
れ
る
異

文
化
の
迫
力
に
、
し
ば
し
時
間
を
忘
れ

ま
し
た
。

　

真
敏
さ
ん
曰
く
、
結
婚
し
て
あ
ら
た

め
て
、
刀
剣
界
の
皆
さ
ま
の
優
し
さ
と

男
気
の
熱
さ
を
感
じ
、
家
族
・
友
人
の

気
持
ち
の
あ
り
が
た
さ
が
身
に
し
み
た

と
の
こ
と
で
し
た
。

　

今
後
は
先
輩
た
ち
へ
の
恩
を
忘
れ
ず
、

業
界
の
発
展
に
尽
く
し
た
い
と
熱
く
語

る
若
き
刀
剣
商
の
、
今
後
の
ご
繁
栄
と

ご
幸
福
を
祈
念
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

�

（
大
西
芳
生
）

玉
山
真
敏
さ
ん
と
宏
子
さ
ん
が
結
婚

お幸せに……
で
包
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　

岩
本
刀
剣
店
が
阪
急
う
め
だ
本
店
美

術
部
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
際
に
お
店
を

オ
ー
プ
ン
し
て
三
年
に
な
り
ま
す
。
典

久
さ
ん
の
父
君
で
あ
る
敏
樹
さ
ん
は
か

つ
て
阪
急
百
貨
店
美
術
部
に
あ
っ
た
中

宮
商
店
で
修
業
し
て
い
ま
し
た
。
独
立

さ
れ
た
後
、
中
宮
商
店
は
閉
店
し
、
美

術
部
に
刀
剣
店
が
な
い
状
態
が

し
ば
ら
く
続
い
て
い
た
の
で
す

が
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
際
に
岩

本
刀
剣
店
に
声
が
か
か
り
、
開

店
に
至
り
ま
し
た
。

　

当
店
は
イ
ベ
ン
ト
も
精
力
的

に
行
っ
て
い
ま
す
。
最
近
で
は

「
刀
匠
月
山
一
門
展
」
を
開
催

し
、
盛
況
で
し
た
。

　

典
久
さ
ん
は
、
刀
剣
業
界
に

入
る
前
に
一
年
間
、
バ
ッ
ク
パ

ッ
カ
ー
で
世
界
を
旅
し
ま
し

た
。
そ
の
と
き
培
っ
た
広
い
視

　

去
る
二
月
六
日
、
大
阪
市
の
ホ
テ
ル

阪
急
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
に
お
い
て

岩
本
典
久
さ
ん
と
智
子
さ
ん
の
結
婚
披

露
宴
が
開
か
れ
ま
し
た
。

　

猿
田
慎
彦
大
阪
刀
剣
業
組
合
組
合
長

（
当
組
合
副
理
事
長
）
の
挨
拶
に
始
ま

り
、
と
て
も
大
阪
ら
し
い
ア
ッ
ト
ホ
ー

ム
な
披
露
宴
と
な
り
、
お
二
人
は
幸
せ

おめでとう

野
と
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
で
刀
剣
業
界
に

新
風
を
吹
き
入
れ
、
盛
り
上
げ
て
い
っ

て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
か
ら

の
活
躍
に
期
待
す
る
こ
と
大
で
す
。

　

典
久
さ
ん
、
智
子
さ
ん
、
お
め
で
と

う
。�

（
土
肥
富
康
）

岩
本
典
久
さ
ん
と
智
子
さ
ん
が
結
婚
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小
暮  

曻
一

店
主

日
本
刀
の

名
品
・
名
刀
を
販
売
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刀
匠
月
山
一
門
展

旭
日
双
光
章
受
賞
祝
賀
会
を
開
催

備
前
長
船
刀
剣
博
物
館
「
大
相
撲
と
日
本
刀
」

大
相
撲
と
日
本
刀
の
密
接
な
関
係
に
納
得

足
利
市
立
美
術
館「
今
、超
克
の
と
き
。い
ざ
、足
利
。山
姥
切
国
広
展
」

ゆ
か
り
の
地
で
の
初
展
示
に
賑
わ
う

　

一
月
十
一
日
か
ら
十
七
日
ま
で
、
阪

急
う
め
だ
本
店
七
階
美
術
画
廊
で
「
刀

匠
月
山
一
門
展
」
が
開
催
さ
れ
、
月
山

　

岡
山
県
の
備
前
長
船
刀
剣
博
物
館
に

て
開
催
さ
れ
て
い
る
特
別
展
「
大
相
撲

と
日
本
刀
」
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。 

　

約
十
年
前
に
も
長
船
刀
剣
博
物
館
で

開
催
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
日
本
の
伝
統

文
化
を
融
合
し
た
特
別
展
で
、
今
ま
さ

に
十
九
年
ぶ
り
の
日
本
人
横
綱
誕
生
で

沸
い
て
い
る
大
相
撲
界
を
予
測
し
た
か

の
よ
う
な
、
お
あ
つ
ら
え
向
き
の
展
示

内
容
で
あ
る
。

　

老
若
男
女
で
楽
し
め
る
相
撲
文
化
と

刀
剣
文
化
と
の
関
係
は
深
く
、
五
穀
豊

穣
・
天
下
泰
平
を
祈
る
精
神
は
全
く
同

じ
で
あ
り
、
そ
の
具
現
化
す
る
品
も
ど

こ
か
共
通
点
が
う
か
が
え
、
刀
剣
愛
好

家
で
も
楽
し
め
る
展
示
と
言
え
よ
う
。

　

第
七
代
横
綱
稲
妻
雷
五
郎
の
固
山
宗

次
の
太
刀
や
、
昭
和
の
大
ス
タ
ー
、
第

四
十
八
代
横
綱
大
鵬
幸
喜
の
備
州
長
船

貞
利
刀
匠
は
じ
め
一
門
の
十
三
人
か
ら

渾
身
の
作
品
三
十
点
が
出
展
さ
れ
ま
し

た
。
会
期
中
は
貞
利
氏
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー

ト
ー
ク
、
一
門
刀
匠
の
銘
切

り
実
演
・
販
売
に
加
え
、
月

山
一
門
小
刀
セ
ッ
ト
の
入
札

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
も
企
画
さ

れ
、
会
場
を
賑
わ
せ
ま
し
た
。

　

昨
年
、
二
十
年
に
一
度
の

春
日
大
社
式
年
造
替
で
「
金

地
螺
鈿
毛
抜
形
太
刀
」
作
成

の
刀
身
製
作
を
担
っ
た
貞
利

氏
は
、
昨
秋
に
旭
日
双
光
章

を
受
章
さ
れ
、
そ
の
叙
勲
記

念
祝
賀
会
も
含
め
た
レ
セ
プ

シ
ョ
ン
が
、
同
展
初
日
、
十

八
時
半
か
ら
隣
接
の
新
阪
急

師
光
の
優
雅
な
太
刀
も
あ
る
。
ま
た
、

当
時
の
最
高
技
術
を
駆
使
し
て
製
作
さ

れ
た
太
刀
拵
も
素
晴
ら
し
い
。
刀
剣
類

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
目
を
引
く
の
は

や
は
り
絢
爛
豪
華
な
刺
繍
を
施
し
た
、

三
つ
揃
い
の
化
粧
ま
わ
し
や
、
白
鵬

関
・
鶴
竜
関
の
白
く
立
派
な
横
綱
、
三

板
橋
区
立
郷
土
資
料
館
「
武
具
繚
乱
」

故
コ
レ
ク
タ
ー
の
意
気
に
思
い
を
致
す

　

平
成
二
十
四
年
の
特
別
展
「
大
名
と

そ
の
家
臣
団
の
備
え
」、
あ
の
と
き
と

同
じ
よ
う
に
甲
冑
が
板
橋
の
春
の
訪
れ

を
告
げ
て
い
る
。

　

今
年
の
特
別
展
「
武
具
繚
乱
」
は
関

谷
弘
道
氏（
平
成
二
十
五
年
に
六
十
八

歳
で
没
す
）が
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
寄
贈

し
た
も
の
で
、
あ
の
と
き
と
違
い
重
要

文
化
財
や
息
を
飲
む
名
品
な
ど
は
な

い
。
そ
の
展
示
品
か
ら
判
断
す
る
に
、

遅
咲
き
の
愛
好
家
と
し
て
晩
成
を
期
す

る
前
に
そ
の
生
涯
を
閉
じ
て
し
ま
っ
た

よ
う
で
、
今
そ
の
余
生
を
送
っ
て
い
れ

ば
ど
ん
な
資
料
を
集
め
て
い
た
だ
ろ
う

か
、
と
空
想
す
る
ば
か
り
だ
。

　

苦
言
か
ら
だ
が
、
一
階
奥
角
の
ゴ
ー

ル
デ
ン
コ
ー
ナ
ー
と
思
わ
れ
る
場
所
に

飾
ら
れ
た
金
小
札
緋
縅
二
枚
胴
具
足
な

ど
は
、
刀
剣
の
交
換
会
会
場
で
も
と
き

ど
き
見
る
初
心
者
愛
好
家
が
は
ま
り
が

ち
な
迷
品
（
？
）
で
あ
り
、
こ
れ
を
展

示
す
る
の
は
故
人
も
望
ん
で
は
い
ま
い
。

　

ま
た
刀
剣
類
に
も
？
が
付
く
も
の
が

あ
り
、
郷
土
資
料
館
が
ガ
ラ
ス
越
し
に

見
せ
る
も
の
を
盲
目
的
に
良
い
も
の
と

信
じ
て
し
ま
う
人
々
の
た
め
に
ハ
ッ
キ

リ
断
じ
る
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
あ
る
方
が

望
ま
し
い
。
図
録
に
は
載
せ
て
し
ま
っ

て
い
る
朱
色
の
桶
側
二
枚
胴
（
現
代
の

山田氏のギャラリートークに聴き入る

ホ
テ
ル
に
て
、
多
く
の
列

席
者
を
迎
え
盛
大
に
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

　

一
門
を
代
表
し
て
三
上

貞
直
全
日
本
刀
匠
会
会
長
、

所
縁
あ
る
徳
川
斉
正
徳
川

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
理
事
長
、

奥
野
信
亮
衆
議
院
議
員
、

甘
利
治
夫
奈
良
新
聞
社
代

表
の
挨
拶
が
続
き
、
小
川

盛
弘
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
名
誉
特
別
顧
問
の
乾
杯
で

宴
が
始
ま
り
ま
し
た
。
厳
か
な
琴
演
奏

や
一
門
各
刀
匠
の
紹
介
、
月
山
鍛
錬
道

場
で
の
焼
入
れ
体
験
を
特
賞
に
し
た
福

引
抽
選
会
な
ど
も
あ
っ
て
盛
り
上
が
り
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
春
日
大
社
―
よ
み
が
え
る
黄

金
の
太
刀
」
番
組
監
督
の
川
良
浩
和
氏

と
、
阪
急
う
め
だ
本
店
美
術
部
長
の
挨

十
六
代
立
行
司
木
村
庄
之
助
の
軍
配
な

ど
の
相
撲
道
具
で
あ
る
。

　

備
前
長
船
刀
剣
博
物
館
の
植
野
学
芸

員
に
よ
る
と
、
普
段
の
刀
剣
展
示
で
は

最
近
ブ
ー
ム
の
刀
剣
女
子
が
多
い
そ
う

だ
が
、
今
回
は
初
め
て
日
本
刀
を
見
る

よ
う
な
相
撲
フ
ァ
ン
が
世
代
を
問
わ
ず

た
く
さ
ん
訪
れ
て
お
り
、
ま
た
実
際
に

土
俵
際
や
テ
レ
ビ
な
ど
で
目
に
す
る
太

刀
の
中
身
が
本
当
の
刀
で
あ
る
こ
と
に

驚
く
方
も
多
い
よ
う
で
、
反
響
は
大
き

い
よ
う
だ
。

　

今
回
の
展
示
で
は
、
相
撲
博
物
館
が

所
蔵
し
て
い
る
品
だ
け
で
は
な
く
、
各

相
撲
部
屋
が
所
持
し
て
い
る
個
人
の
品

な
ど
も
展
示
し
て
あ
る
た
め
、
非
常
に

貴
重
で
あ
り
、
親
方
た
ち
の
協
力
が
な

け
れ
ば
実
現
で
き
な
か
っ
た
と
、
感
謝

の
言
葉
も
述
べ
て
い
た
。

　

日
本
刀
と
大
相
撲
の
密
接
な
関
係
を

実
感
す
る
と
と
も
に
、
伝
統
文
化
を
保

存
継
承
す
る
関
係
者
や
愛
好
家
の
深
い

愛
情
が
あ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
点
も

共
感
で
き
、
よ
り
一
層
大
相
撲
が
大
好

き
に
な
っ
た
。�

（
玉
山
真
敏
）

拶
・
中
締
め
で
終
宴
と
な
り
ま
し
た
。

　

出
品
の
一
門
は
次
の
通
り（
敬
称
略
）。

　

月
山
貞
利
・
三
上
貞
直
・
二
十
五
代

藤
原
兼
房
・
龍
神
太
郎
源
貞
茂
・
川
原

貞
慎
・
田
中
貞
豊
・
原
田
貞
綱
・
田
公

貞
充
・
二
十
六
代
藤
原
兼
房
・
月
山
貞

伸
・
川
瀬
貞
真
・
濱
川
貞
純
・
能
瀬
貞

旭�

（
伊
波
賢
一
）

工
業
生
産
品
）
は
、
さ
す
が
に
展
示
に

は
オ
ミ
ッ
ト
さ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
練
革
本
小
札
黒
絲
縅
丸
胴

具
足
は
、
資
料
性
も
格
調
も
高
く
、
本

展
示
の
目
玉
と
も
思
え
る
。
少
し
高
い

位
置
に
飾
ら
れ
た
鉄
碁
石
頭
伊
予
札
段

縅
二
枚
胴
具
足
も
個
性
的
で
、
江
戸
時

代
中
後
期
と
い
う
時
代
判
別
よ
り
古
く

見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
工
芸
性
高
く
リ
メ

イ
ク
さ
れ
た
古
頭
形
と
思
わ
れ
る
寄
毛

引
縅
の
し
こ
ろ
を
持
つ
兜
は
、
一
見
す

る
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。

　

後
続
の
愛
好
家
や
研
究
者
に
よ
っ
て

伝
来
を
手
繰
り
寄
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
資

料
も
展
示
さ
れ
、
関
谷
氏
も
草
葉
の
陰

で
微
笑
ん
で
お
ら
れ
よ
う
。

　

こ
の
日
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
は
一

般
社
団
法
人
日
本
甲
冑
武
具
研
究
保
存

会
の
山
田
怜
門
氏
。
交
通
の
便
の
悪
さ

を
も
の
と
も
せ
ず
に
集
ま
っ
た
多
く
の

人
た
ち
に
、
わ
か
り
や
す
い
説
明
を
し

て
い
た
。

　

前
述
の
金
小
札
緋
縅
二
枚
胴
具
足
を

氏
は
進
ん
で
解
説
し
「
誰
か
ら
も
見
向

か
れ
な
く
な
っ
た
部
品
類
に
商
品
性
を

持
た
せ
、
ニ
ー
ズ
を
模
索
し
た
。
古
い

も
の
は
大
切
に
す
る
べ
き
だ
」
と
い
う

氏
の
言
葉
は
甲
冑
を
商
う
も
の
と
し
て

大
い
に
う
な
ず
け
、
か
つ
こ
の
言
葉
は

展
示
品
の
中
の
仲
間
外
れ
君
に
救
い
の

手
を
差
し
伸
べ
て
い
る
。 （
綱
取
譲
一
）

刀匠月山一門展のエントランス

勢揃いした月山一門

「大相撲と日本刀」の展示会場

山姥切国広

イ
ベ
ン
ト
・
リ
ポ
ー
ト

四
二
七
年
の
時
を
超
え
、
初
め
て
ゆ
か

り
の
地
で
あ
る
足
利
で
同
時
展
示
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

本
展
で
は
ほ
か
に
天
正
十
二
、
三
年

ご
ろ
の
作
と
あ
る
「
国
広
」
二
字
銘
の

短
刀
を
は
じ
め
、
長
尾
家
の
家
紋
で
あ

る
三
ツ
巴
九
曜
紋
を
あ
し
ら
っ
た
紺
糸

威
餓
鬼
胴
具
足
、
足
利
城
の
古
地
図
、

貴
重
な
古
文
書
な
ど
も
多
数
展
示
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

山
姥
切
国
広
は
若
い
女
性
を
中
心
に

刀
剣
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
て
い
る
人

気
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
「
刀
剣
乱
舞

-ONLINE

」
に
も
登
場
す
る
刀
と
し
て

話
題
で
す
。

　

足
利
市
と
「
刀
剣
乱
舞-ONLINE

」

の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
企
画
も
実
施
さ

れ
、
山
姥
切
国
広
の
描
き
お
ろ
し
イ
ラ

ス
ト
が
足
利
市
立
美
術
館
に
、
等
身
大

パ
ネ
ル
が
足
利
市
立
美
術
館
・
史
跡
足

利
学
校
・
長
林
寺
の
三
カ
所
に
設
置
さ

れ
ま
す
。
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
で
は
堀
川

国
広
ゆ
か
り
の
地
や
足
利
の
名
所
、
足

利
市
立
美
術
館
・
史
跡
足
利
学
校
・
鑁ば

ん

阿な

寺じ

・
足
利
織
姫
神
社
・
長
林
寺
の
五

カ
所
を
回
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

初
日
の
三
月
四
日
に
は
開
館
前
に
約

三
五
〇
人
が
並
び
、
入
場
者
は
一
二
六

六
人
と
大
盛
況
で
し
た
。
待
ち
時
間
は

最
大
四
時
間
と
な
り
、
午
後
三
時
半
ま

で
に
並
ん
だ
人
に
入
場
制
限
を
す
る
異

例
の
対
応
が
取
ら
れ
ま
し
た
。

　

山
姥
切
国
広
の
里
帰
り
に
よ
っ
て
、

足
利
の
街
全
体
が
大
き
な
盛
り
上
が
り

を
見
せ
て
い
る
よ
う
で
す
。

�

（
冥
賀
亮
典
）

■
「
今
、
超
克
の
と
き
。
い
ざ
、
足
利
。
山

姥
切
国
広
展
」
は
三
月
四
日
㈯
～
四
月
二

日
㈰
開
催
。
足
利
市
立
美
術
館
＝
〒
３
２

６-

０
８
１
４ 

栃
木
県
足
利
市
通
二-

一

四-

七　

☎
〇
二
八
四-

四
三-

三
一
三
一
。

会
期
中
は
三
月
二
十
一
日
㈫
の
み
休
館

　

｢

山
姥
切
国
広
」
は
天
正
十
八
年
（
一

五
九
〇
）、足
利
領
主
長
尾
顕
長
の
依
頼

に
よ
り
下
野
国
足
利
の
地
で
堀
川
国
広

が
作
刀
し
ま
し
た
。

　

天
正
十
四
年
、
顕
長
が
北
条
氏
康
よ

り
拝
領
し
た
備
前
長
義
作
の
本
歌
「
本

作
長
義
」（
重
要
文
化
財
、
徳
川
美
術

館
蔵
）
を
同
十
八
年
二
月
、
国
広
は
顕

長
の
命
に
よ
り
写
し
「
山
姥
切
国
広
」

を
鍛
刀
し
、
五
月
三
日
に
本
歌
「
本
作

長
義
」（
磨
上
げ
も
行
っ
た
と
も
）
に

詳
細
な
切
付
銘
を
切
っ
て
い
ま
す
。
堀

川
国
広
作
の
白
眉
と
さ
れ
、
重
要
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
作
の
展
示
は
平
成
九
年
の
東
京
国

立
博
物
館
以
来
二
十
年
ぶ
り
と
な
り
、

山
姥
切
国
広
と
同
年
に
足
利
学
校
で
打

た
れ
た
「
布
袋
国
広
」（
重
要
美
術
品
、

足
利
市
民
文
化
財
団
蔵
）
と
と
も
に
、

　

栃
木
県
足
利
市
の
足
利
市
立
美
術
館

で
特
別
展
「
今
、
超
克
の
と
き
。
い
ざ
、

足
利
。
山や

ま
ん
ば
ぎ
り

姥
切
国
広
展
」
が
開
催
さ
れ

て
い
ま
す
。
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催 事 情 報

　公益財団法人日本刀文化振興協
会（刀文協）では平成29年度の公益
目的事業として、長野県の坂城町並
びに坂城町鉄の展示館との共催によ
り、第８回「新作日本刀 研磨 外装 
刀職技術展覧会」を開催します。本
展は大臣賞等をもって優れた作品を
顕彰するコンクールと併せて、その
成果を広く公開するものです。
　なお今回も、作刀・刀身彫刻／研
磨／刀装の３部門のほかに、特別

公開部門として、“Sword Oshigata 
Art”部門を設けます。
　作品の受付は４月13日㈭～15日㈯
の３日間、午前10時～午後４時、下
記会場にて。詳細はホームページで。
会場：坂城町鉄の展示館

（〒389-0601 長野県埴科郡坂
城町坂城6313-２）

会期：５月27日㈯～８月27日㈰
授賞式・懇親会は５月27日㈯
に開催

■公益財団法人日本刀文化振興協会
　〒115-0044 東京都北区赤羽南２-４-７　鷹匠ハイツ301号　☎03-5249-4440
　http://nbsk-jp.main.jp/wp/

第８回｢新作日本刀 研磨 外装 刀職技術展覧会｣

　日本列島と朝鮮半島との間の交流は古くから
あり、朝鮮半島の文化は日本文化の形成にも多
くの影響を与えました。その文化を伝える役目
を果たしたのは「渡

と

来
ら い

人
じ ん

」と呼ばれる人たちで、
その足跡は朝鮮半島系の文物からたどることが
できます。ただ、渡来人の出身地である朝鮮半島
にはそれぞれの地域に個性的な文化があり、特
に三国時代（４～７世紀）には高

こ う

句
く

麗
り

や新
し ら ぎ

羅、百
く だ ら

済、
加

か

耶
や

といった国々が分かれて存在するため、そ
れらを一括りにはできません。よってその文物
が「いずこより」もたらされたのかということ
を明確にすることにより、渡来文化の具体像、
さらには細かな歴史的背景も見えてきます。
　本展では、近畿地方やその周辺地域で出土した朝鮮半島に関係する資料で
展示を構成しながら、渡来人の「出身地」にスポットを当てて、考古学の最
新成果を生かした展示を通じて、当時の具体的な交流像をビジュアルに描き
ます。展示では中央を介さないような交流など、近代国家の枠組みでは想像
できない多様な交流の歴史が存在することを伝え、あらためて両地域の文化
への関心を高め、友好を深めることにつなげたいと思います。 
会期：４月26日㈬～６月12日㈪。火曜休館。ただし５月２日㈫は開館

　間
はざま

重
し げ

富
と み

（1756－1816）は、大坂で家業の質
屋を営むかたわら、江戸幕府の御用測量を務
めた町人天文学者として知られています。大
阪歴史博物館では、間家の後継に当たる羽

は ざ

間
ま

平
へ い

安
あ ん

氏から間重富に関する資料（羽間文庫）
の寄贈を受け、コレクションの維持・公開に
努めてきました。この資料群の一部について
は、天文・暦学史上の価値から大阪府有形文
化財の指定を受けていましたが、平成28年に

「間重富関係資料」（約740点、江戸時代後期、
大阪市立中央図書館所蔵分を含む）として、
新たに国の重要文化財に指定されました。
　本展では、指定を受けた資料を中心に、間
重富と間家の足跡をたどる品々約30点を公開
します。この機会に、なにわの町人学者の活躍を通して、江戸時代の大坂で
培われた高度な科学技術・知識に触れていただければ幸いです。
会期：４月26日㈬～６月19日㈪。火曜休館。ただし５月２日㈫は開館

■大阪歴史博物館
　〒540-0008 大阪市中央区大手前４-１-32　☎06-6946-5728
　http://www.mus-his.city.osaka.jp/

渡来人いずこより

重要文化財指定記念 ｢なにわの町人天文学者･間重富」

　12世紀ごろ、中国で学んだ禅僧によってもたらさ
れた宋時代の新しい喫茶法は、次第に禅宗寺院や武
家など、日本の高貴な人々の間に浸透していきまし
た。彼らは中国の美術品である「唐物」を用いて茶
を喫すること、また室内を飾ることでステイタスを
示します。その後、16世紀（安土桃山時代）になると、
唐物に加えて、日常に使われているものの中から自
分の好みに合った道具を取り合わせる「侘茶」が千
利休により大成され、茶の湯は天下人から大名、町
衆へより広く普及していきました。このように、日
本において茶を喫するという行為は長い年月をかけ
て発展し、固有の文化にまで高められてきたのです。
　本展覧会は、主に室町時代から近代まで、「茶の
湯」の美術の変遷を大規模に展観するものです。「茶
の湯」をテーマにこれほどの名品が一堂に会する展覧会は、昭和55年に東京
国立博物館で開催された「茶の美術」展以来、実に37年ぶりとなります。
　各時代を象徴する名品を通じて、それらに寄り添った人々の心の軌跡、そ
して次代に伝えるべき日本の美の粋をご覧ください。
会期：４月11日㈫～６月４日㈰

■東京国立博物館
　〒110-8712 東京都台東区上野公園13-９　☎03-3822-1111
　http://www.tnm.jp/

特別展「茶の湯」 

　日本における戦国時代は、相次ぐ戦乱により秩序が大きく乱れた時代だと
イメージされてきました。ところが近年では、この時代は、各地で対立・戦
乱が起きながらも、列島規模で文化的・経済的な実りをもたらした時期だと
考えられるようになっています。室町幕府の政治権力が衰え、上杉謙信・武
田信玄・毛利元就・織田信長など有力大名たちは領国の経営に力を入れるよ
うになり、その結果、京都で成熟した文化が列島各地へともたらされ、新た
な地域文化として再生産されたのでした。
　本展では、合戦の様子や武将の姿を伝える歴史資料、列島の各地で生成され
た貴重な美術工芸品を
一堂に展示し、多様な
広がりを見せたこの時
代とたくましく生きた
人々の姿に迫ります。
会�期：２月25日㈯～４

月16日㈰。月曜休館。
ただし３月20日は開
館、21日㈫は休館

■京都文化博物館
　〒604-8183 京都市中京区三条高倉　☎075-222-0888
　http://www.bunpaku.or.jp/exhi_special/now/

戦国時代展 ─A CENTURY of DREAMS─

■泉屋博古館
　〒106-0032 東京都港区六本木１-５-１　☎03-5777-8600 
　https://www.sen-oku.or.jp/tokyo/

黒川古文化研究所＋泉屋博古館連携企画特別展 ｢名刀礼賛─もののふ達の美学｣
　昭和25年、兵庫県に設立された黒
川古文化研究所。国宝「短刀 無銘（名
物伏見貞宗）」や重要文化財「太刀 銘 
備前国長船住景光」など、平安時代
から江戸時代までの刀剣の中から約
30口の名刀を紹介します。所蔵の甲

冑や刀装具、書画なども併せて展示
し、黒川古文化研究所の名品が一堂
に会する貴重な機会となります。
会�期：６月１日㈭～８月４日㈮。月

曜休館。ただし７月17日は開館、
18日㈫は休館

　日本美術刀剣保存協会岐阜県支部（近藤邦治支部長）
は刀剣文化の研究を行っている団体で、平成29年度に創
立60周年を迎えます。これを記念して日本で初の「日本
刀押形展」を岐阜県博物館・マイミュージアムギャラリー
にて開催します。押形は刀剣類の特徴を紙に写し取った
もので、写真では捉えきれない刃中の景色や変化が一目
でわかります。押形は本来、刀剣研究を目的とした記録
資料ですが、本展ではこれを鑑賞用に構成し、刀剣の魅
力を伝える新たな表現手法としています。今回は、刀剣
押形約40点とその対象となった刀剣十数振のほか、最古
の刀剣押形『往昔抄』（復刻）などの関連資料を展示し
ます。
会期：４月22日㈯～６月18日㈰

■岐阜県博物館
　〒501-3941 岐阜県関市小屋名1989（岐阜県百年公園内）
　☎0575-28-3111
　http://www.gifu-kenpaku.jp/guide/

日本刀押形展―幽玄美へのいざない

印刷／株式会社日刊企画

銀錯貼金環頭大刀（重要文化財）

１月８日　銀座刀剣倶楽部会場にて『刀剣界』第33号編集委員会（校正）、｢刀剣評価鑑定士」実行委員会を開催。出席者、
深海理事長・冥賀副理事長・清水専務理事・服部常務理事・赤荻理事・嶋田理事・生野理事・瀬下理事・綱取理事・
松本理事・持田理事・木村監事・大西芳生氏・木村隆志氏・土子民夫氏

11日　銀座長州屋にて『刀剣界』第33号編集委員会を開催（校正）。出席者、深海理事長・綱取理事・土子氏
17日　東京美術倶楽部にて組合交換会を開催。参加47名、出来高11,638,200円
17日　東京美術倶楽部にて理事懇談会を開催。出席者、深海理事長・猿田副理事長・冥賀副理事長・清水専務理事・

服部常務理事・赤荻理事・嶋田理事・生野理事・瀬下理事・綱取理事・土肥理事・松本理事・持田理事・吉井理事・
大平監事・木村監事

17日　東京美術倶楽部にて『刀剣界』第34号編集委員会を開催（企画）。出席者、深海理事長・冥賀副理事長・清水専務理事・
伊波常務理事・服部常務理事・赤荻理事・飯田理事・嶋田理事・生野理事・瀬下理事・綱取理事・松本理事・持田理事・
吉井理事・木村監事・大西氏・大平将広氏・土子氏

20日　東京美術倶楽部にて「刀剣評価鑑定士」実行委員会を開催。出席者、深海理事長・冥賀副理事長・清水専務理事・
服部常務理事・赤荻理事・嶋田理事・生野理事・瀬下理事・綱取理事・松本理事・持田理事・木村監事・土子氏

25日　公益財団法人日本美術刀剣保存協会との意見交換会を開催。出席者、日刀保酒井会長・柴原専務理事・志塚常
務理事・福本常務理事、組合深海理事長・冥賀副理事長・清水専務理事・伊波常務理事・服部常務理事・飯田理事・
佐藤理事・嶋田理事

２月１日　銀座刀剣倶楽部会場にて「刀剣評価鑑定士」実行委員会を開催。出席者、深海理事長・冥賀副理事長・清水専務
理事・服部常務理事・赤荻理事・嶋田理事・生野理事・瀬下理事・綱取理事・松本理事・持田理事・木村監事・土子氏

17日　東京美術倶楽部にて組合交換会を開催。参加53名、出来高12,320,600円
17日　銀座刀剣倶楽部会場にて『刀剣界』第34号編集委員会（校正）、｢刀剣評価鑑定士」実行委員会を開催。出席者、

深海理事長・冥賀副理事長・清水専務理事・伊波常務理事・服部常務理事・赤荻理事・嶋田理事・生野理事・瀬下理事・
綱取理事・松本理事・大西氏・土肥富康氏・土子氏

組 合 こ よ み （平成29年1～2月）

　東京美術倶楽部では「日本の美術
を学び、感じる」をコンセプトに、
専門家を講師に迎え、講演内容に即
した美術品を展観するなど、充実し
た「公開美術講座」を連続開催して
いるが、第17講座に日本刀を取り上
げ、下記の通り開催する。
　５ 月20日㈯15:00～16:30　日本刀の

時代的変遷
　６ 月24日㈯15:00～16:30　日本刀の

五箇伝
　講師は佐野美術館館長・渡邉妙子
氏。受講料は6,000円（２回）。詳細
をホームページで確認の上、申し込
みはFAX（03-3431-7606）で。

■東京美術倶楽部
　〒105-0004 東京都港区新橋６-19-15　☎03-3432-0191
　http://www.toobi.co.jp/

公開美術講座〈日本刀〉

屈折式望遠鏡


