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長
享
二
年
（
一
四
八
八
）
六
月
、
加
賀
の
一
向
一
摸
が
蜂
起
し
て
守
護
富
樫

政
親
を
攻
め
滅
ぼ
し
て
以
来
、
昭
和
六
十
三
年
（
一
九
八
八
）
は
五
百
年
に
当

る
。
石
川
県
内
に
お
い
て
は
、
一
向
一
摸
関
係
の
資
（
史
）
料
展
の
開
催
な
ど

各
種
の
イ
ベ
ン
ト
が
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
私
ど
も
が
所
属
す
る
加
能
民
俗

の
会
で
は
、
そ
の
行
事
の
一
環
と
し
て
『
蓮
如
さ
ん
ｌ
門
徒
が
語
る
蓮
如
伝
承

集
成
』
（
Ａ
５
判
三
一
八
ペ
ー
ジ
）
を
刊
行
し
た
が
、
百
四
十
七
話
収
録
さ
れ

て
い
る
。
｜
読
す
る
と
蓮
如
上
人
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
第
八
代
法
主
）
を
め
ぐ

る
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
が
脈
々
と
し
て
継
承
さ
れ
生
き
続
け
て
き
た
こ
と
を
知
る
。

そ
の
背
景
と
風
土
を
探
る
と
、
現
今
、
北
陸
地
方
が
真
宗
王
国
と
い
わ
れ
て

い
る
実
態
と
極
め
て
密
接
な
関
わ
り
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
昭
和
六

十
年
『
石
川
県
統
計
書
』
に
よ
る
と
、
県
下
の
宗
教
法
人
に
な
っ
て
い
る
総
寺

院
数
は
一
、
四
一
一
一
三
か
寺
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
浄
土
真
宗
は
九
六
八
か
寺
（
全

体
の
約
七
○
％
）
で
あ
る
。
因
み
に
真
宗
の
内
訳
は
本
願
寺
派
一
○
一
、
大
谷

派
八
六
四
か
寺
で
あ
る
。

往
昔
、
蓮
如
が
比
叡
山
衆
徒
（
山
門
の
悪
僧
た
ち
）
の
弾
圧
に
も
め
げ
ず
近

江
か
ら
北
陸
地
方
へ
と
遊
化
し
て
、
新
た
に
布
教
活
動
の
拠
点
と
定
め
た
越
前

国
坂
井
郡
吉
崎
の
地
に
坊
舎
を
建
立
し
た
の
は
文
明
一
一
一
年
（
一
四
七
二
七
月

吉
崎
の
嫁
お
ど
し
（
肉
附
面
）
の
伝
承

ｌ
蓮
如
伝
説
の
一
断
面

は
じ
め
に

て
あ
り
、
四
年
後
の
文
明
七
年
二
四
七
五
）
八
月
に
は
吉
崎
を
退
去
し
て
い

る
。
以
後
、
現
在
に
至
る
ま
で
地
元
の
門
徒
衆
に
よ
る
蓮
如
へ
の
尊
崇
並
び
に

真
宗
寺
院
に
対
す
る
勧
進
と
合
力
等
が
、
真
宗
発
展
に
大
い
に
寄
与
し
て
き
た

こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。

さ
て
、
北
陸
に
お
け
る
蓮
如
伝
承
を
糊
及
す
る
と
、
そ
の
根
源
は
お
お
む
ね

藩
政
時
代
に
成
立
し
た
寺
院
由
緒
書
・
寺
院
縁
起
・
地
誌
類
、
更
に
明
治
時
代

以
降
に
公
刊
さ
れ
た
郡
誌
等
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
代
の
蓮
如
伝
承

は
大
別
す
る
と
、
①
蓮
如
讃
仰
を
い
っ
そ
う
増
補
し
た
伝
説
、
②
詳
細
な
物
語

風
寺
院
縁
起
が
要
約
化
し
た
伝
説
、
の
二
種
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿

で
は
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
る
の
で
②
の
伝
承
と
し
て
「
吉
崎
の
嫁
お
ど
し
二
肉

附
面
）
を
俎
上
に
載
せ
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
と
思
う
。

一
二
一
十
四
輩
順
拝
図
会
』
等
の
伝
承

（
１
）

真
宗
大
谷
派
、
河
内
、
専
教
寺
の
了
貞
の
著
『
一
一
十
四
輩
順
拝
図
ム
ェ
』
（
享

和
一
一
一
年
〈
一
八
○
一
一
一
〉
刊
）
巻
之
二
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
嫁
お
ど
し
肉
附
面
」

の
大
要
は
次
の
と
お
り
て
あ
る
。

越
前
の
国
に
こ
の
臆
と
い
う
所
に
与
惣
治
と
い
う
貧
し
い
百
姓
が
あ
っ
た
。

妻
と
と
も
に
日
ご
ろ
吉
崎
御
坊
へ
参
っ
て
蓮
如
上
人
の
教
化
を
受
け
て
い
た
。

与
惣
治
に
老
母
が
あ
っ
た
が
、
樫
貧
邪
見
な
性
質
で
、
夫
婦
が
法
義
を
喜
ぶ
の

藤
島
秀
隆
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ま
い
丁

い
つ
陣
叩
ご
と

た
が
や
し
く
ち
ぎ
り

を
怒
り
、
「
売
僧
坊
主
の
偽
言
に
た
ら
宍
ご
れ
ん
よ
り
耕
転
に
力
を
尽
く
し
、
こ

の
世
の
貧
苦
を
遁
る
べ
し
」
な
ど
と
夫
婦
を
責
め
て
い
た
。
夫
婦
が
さ
ま
ざ
ま

に
言
い
な
だ
め
、
信
心
を
勧
め
た
が
、
老
母
は
全
く
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
。
文

明
四
年
（
一
四
七
二
）
二
月
一
一
十
日
の
こ
と
で
あ
る
。
与
惣
治
は
所
用
で
前
日

か
ら
家
に
い
な
か
っ
た
。
妻
だ
け
が
日
暮
れ
頃
い
つ
も
の
よ
う
に
吉
崎
へ
参
つ

う
ぶ
す
な

た
。
老
母
は
今
夜
こ
そ
嫁
を
懲
し
め
信
心
を
止
め
宍
ご
せ
よ
う
と
思
い
、
産
生
神

の
社
に
納
め
て
あ
っ
た
鬼
女
の
面
を
奪
い
取
っ
て
、
そ
の
面
を
顔
に
押
し
当
て
、

半
白
の
髪
を
頭
上
に
ふ
り
乱
し
、
白
か
た
び
ら
を
引
き
か
ぶ
っ
て
、
嫁
の
帰
る

道
で
待
ち
か
ま
え
て
い
た
。
「
汝
蓮
如
坊
が
偽
り
に
惑
は
さ
れ
、
雑
行
雑
修
と

て
神
仏
を
疎
か
に
し
、
親
の
心
に
そ
む
く
を
も
っ
て
白
山
権
現
の
命
を
蒙
ふ
り
、

た
だ
い
ま
こ
れ
ま
で
出
で
た
る
ぞ
。
前
非
を
改
め
御
山
参
り
を
止
ま
り
老
母
の

心
に
随
は
ず
ん
ば
、
夫
婦
と
も
つ
か
み
殺
さ
ん
」
と
い
っ
て
お
ど
か
せ
ば
、
気

の
弱
い
嫁
は
怖
れ
て
言
う
と
お
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
、
考
え
待
っ
て
い
た
。

亥
の
刻
（
午
後
十
時
頃
）
ば
か
り
に
与
惣
治
の
妻
は
ひ
と
り
弥
陀
の
御
名
を

唱
え
な
が
ら
帰
っ
て
来
た
。
老
母
は
薮
の
中
か
ら
「
女
待
て
」
と
声
か
け
踊
り

出
よ
う
と
し
た
が
、
着
物
の
裾
を
い
ば
ら
に
引
き
か
け
、
少
し
ひ
ま
ど
っ
て
い

る
間
に
、
嫁
は
恐
ろ
し
さ
の
あ
ま
り
い
つ
さ
ん
に
逃
げ
去
っ
た
。
老
母
は
失
敗

を
大
い
に
残
念
が
り
、
ま
た
次
の
夜
こ
そ
驚
か
そ
う
と
思
い
、
面
を
離
そ
う
と

し
た
が
離
れ
な
か
っ
た
。
両
手
で
力
に
ま
か
せ
て
引
い
て
も
動
か
ず
、
耳
鼻
も

ひ
し
ひ
し
と
肉
に
付
い
て
生
れ
な
が
ら
の
鬼
女
の
よ
う
に
な
っ
た
。
浅
ま
し
さ

と
身
も
だ
え
す
る
の
に
、
手
足
さ
え
枯
木
の
生
え
た
よ
う
に
な
っ
て
一
歩
も
動

く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

嫁
は
一
目
散
に
わ
が
家
に
走
り
帰
っ
た
が
、
老
母
が
い
な
い
の
で
心
配
し
て

い
る
と
こ
ろ
へ
与
惣
治
も
帰
宅
し
、
妻
の
物
が
た
り
に
驚
い
た
。
こ
れ
は
き
っ

と
母
は
、
今
夜
お
ま
え
が
一
人
で
帰
る
の
を
心
配
し
て
迎
え
に
出
た
の
で
あ
る

う
と
、
夫
婦
で
急
い
で
さ
が
し
に
出
た
。
か
の
竹
薮
の
所
に
人
影
が
あ
る
の
で

近
寄
っ
て
与
惣
治
が
声
か
け
る
と
、
応
え
る
そ
の
声
は
老
母
で
あ
る
が
、
姿
は

鬼
女
で
あ
っ
た
。
老
母
が
涙
を
と
ど
め
か
ね
て
訳
を
語
る
の
を
聞
い
て
、
与
惣

治
は
「
た
と
え
海
山
の
罪
業
と
い
え
ど
徴
悔
す
れ
ば
消
滅
す
る
と
聞
い
て
い
る
。

こ
れ
よ
り
御
山
（
吉
崎
御
坊
）
へ
参
詣
し
、
蓮
如
上
人
の
勧
化
を
聴
聞
し
よ
う
」

と
い
え
ば
、
老
母
も
一
念
発
起
し
て
先
非
を
悔
い
、
両
手
を
合
わ
せ
「
宗
祖
聖

人
、
現
当
の
蓮
如
上
人
許
さ
せ
た
ま
へ
。
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
高
声
に
念
仏
を

唱
え
る
と
、
鬼
女
の
面
は
は
ら
り
と
地
に
落
ち
、
す
く
ん
で
い
た
手
足
も
動
き

始
め
た
。
こ
れ
よ
り
三
人
は
直
ち
に
吉
崎
に
参
り
、
蓮
如
上
人
に
拝
謁
し
て
、

事
の
よ
し
を
申
し
上
げ
教
化
を
受
け
た
。
こ
れ
よ
り
か
の
竹
薮
の
あ
っ
た
所
を

嫁
お
ど
し
谷
と
名
づ
け
、
鬼
女
の
面
は
今
も
そ
の
所
に
あ
る
。

（
２
）

現
今
、
「
肉
附
面
」
伝
説
の
文
献
は
六
種
類
存
す
る
。
そ
れ
心
ら
を
大
別
す
る

と
次
の
二
つ
の
型
に
分
か
れ
る
。
Ｈ
『
二
十
四
輩
順
拝
図
会
』
・
『
嫁
威
谷
物

語
』
（
山
科
西
宗
寺
刊
、
刊
行
年
未
詳
）
・
『
嫁
威
肉
附
之
面
由
来
』
（
吉
崎

の
西
念
寺
縁
起
、
著
作
年
未
詳
）
・
『
越
前
古
跡
拾
集
記
』
（
著
者
、
著
作
年

未
詳
）
等
で
は
、
夫
婦
と
も
に
健
在
で
、
老
母
は
嫁
が
吉
崎
参
り
の
帰
り
道
に

待
ち
伏
せ
し
て
脅
か
す
の
で
あ
る
。
口
『
嫁
威
肉
附
面
略
縁
起
』
（
吉
崎
の
願

慶
寺
の
縁
起
、
刊
行
年
未
詳
）
・
『
浄
林
寺
縁
起
』
（
山
十
楽
、
著
作
年
未
詳
）

で
は
、
夫
及
び
子
供
が
死
ん
で
嫁
が
残
り
、
老
母
は
嫁
が
吉
崎
へ
行
く
途
中
の

道
で
脅
か
す
の
で
あ
る
。

『
二
十
四
輩
順
拝
図
会
』
（
以
下
「
図
会
」
と
記
す
）
は
「
肉
附
面
」
の
由

来
に
関
す
る
文
献
の
中
で
、
唯
一
刊
行
年
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
前
篇
に
は
「
享

和
三
年
癸
亥
春
新
刻
」
と
あ
る
。
著
者
了
貞
は
頭
書
の
部
分
で
八
か
条
の
凡
例

を
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
第
七
条
で
「
（
前
略
）
今
先
書
の
載
す
る
所
を

か
な

皆
集
し
、
国
字
俗
文
な
ほ
加
ふ
る
に
図
画
を
も
っ
て
せ
る
は
、
童
蒙
婦
女
の
視
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や
す
か
ら
ん
が
為
な
り
ご
と
述
べ
て
い
る
。
同
書
収
載
の
「
肉
附
面
」
伝
説
の

出
典
は
如
何
な
る
文
献
に
依
拠
し
た
の
か
、
そ
れ
は
未
詳
で
あ
る
。
し
か
し
先

行
書
の
存
在
は
当
然
考
え
ら
れ
る
。
関
山
和
夫
氏
は
「
吉
崎
願
慶
寺
の
『
碩
嫁

威
肉
附
面
縁
起
』
の
如
き
は
、
慶
長
十
六
年
（
一
六
一
二
に
開
版
さ
れ
て
以

来
、
貞
享
二
年
（
’
六
八
五
）
・
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
に
改
刻
し
、
大

正
・
昭
和
と
版
を
重
ね
て
昭
和
四
十
一
年
に
は
二
千
二
百
版
に
及
ん
で
い
る
。

（
中
略
）
「
嫁
威
肉
附
面
」
の
話
が
歌
舞
伎
化
さ
れ
て
上
演
さ
れ
た
記
録
で
古

い
の
は
、
寛
政
十
一
年
二
七
九
九
）
八
月
・
大
阪
中
ノ
芝
居
の
辰
岡
万
作
作

皆
の
な
ど
こ
み
よ
の
お
ど
し
鰹
に
旧

『
雪
国
嫁
威
谷
』
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
『
図
〈
室
』
成

立
以
前
に
既
に
「
肉
附
面
」
伝
説
は
人
口
に
謄
灸
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
『
図
会
』
収
録
の
「
肉
附
面
」
伝
説
を
細
部
に
わ
た
り
検
討
を
加
え

る
と
、
幾
つ
か
の
問
題
点
が
認
め
ら
れ
る
。
第
一
は
、
夫
婦
と
も
農
民
で
篤
い

信
心
者
で
あ
り
、
事
件
発
生
の
時
期
を
文
明
四
年
（
’
四
七
一
一
）
二
月
二
十
日

の
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
年
月
日
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
、
全

く
不
詳
で
あ
る
。
こ
の
年
の
正
月
ご
ろ
、
蓮
如
は
門
徒
た
ち
の
吉
崎
群
参
を
禁

４

山
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
一
一
に
、
｝
」
の
伝
説
の
背
景
に
は
真
宗
（
一
向
一
摸
）

と
天
台
宗
・
白
山
信
仰
諸
寺
（
平
泉
寺
・
豐
原
寺
な
ど
）
と
の
対
立
が
窺
え
る

の
で
あ
る
。
白
山
を
信
心
し
て
い
る
者
は
心
の
よ
く
な
い
者
で
あ
り
、
必
ず
罰

を
受
け
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
条
件
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
老
母
の
口
を
通

し
て
白
山
権
現
を
登
場
さ
せ
、
遂
に
は
白
山
権
現
の
代
弁
者
で
あ
る
老
母
が
真

宗
の
仏
罰
を
蒙
り
、
顔
に
か
ぶ
っ
た
鬼
の
面
が
取
れ
な
く
な
る
。
面
を
取
る
た

め
に
塗
炭
の
苦
し
み
を
受
け
る
。
そ
の
結
果
、
女
人
救
済
が
語
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
第
三
に
、
蓮
如
の
教
化
を
受
け
た
老
母
に
、
蓮
如
は
御
文
一
章
を
撰

述
し
与
え
た
と
い
う
。
「
か
な
ら
ず
ノ
ー
極
楽
へ
ま
ゐ
り
て
う
つ
く
し
き
ほ
と

け
と
は
な
る
べ
き
な
り
」
と
記
し
て
い
る
。
第
四
に
、
老
母
に
脅
か
さ
れ
た
嫁

は
一
目
散
に
逃
げ
去
っ
て
お
り
、
信
仰
に
よ
る
強
固
な
信
念
は
説
か
れ
て
い
な

い
。
当
然
、
唱
え
言
葉
も
な
い
。
第
五
に
、
結
末
に
お
い
て
「
嫁
お
ど
し
谷
」

地
名
由
来
が
語
ら
れ
て
い
る
。

｜
方
、
吉
崎
の
願
慶
寺
蔵
『
嫁
威
肉
附
面
略
縁
起
』
の
粗
筋
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。
越
前
国
十
楽
村
に
住
む
農
民
の
与
三
次
の
先
祖
は
、
日
山
城
主
の
日

山
治
部
右
衛
門
の
家
臣
吉
田
源
之
進
で
あ
る
。
落
城
後
、
十
楽
村
に
と
ど
ま
り

さ
よ

百
姓
と
な
っ
た
。
与
一
一
一
次
の
妻
は
清
と
い
い
、
男
の
子
一
一
人
い
た
が
与
一
一
一
次
及

び
二
子
は
病
死
、
そ
の
後
、
妻
の
清
は
無
常
を
感
じ
蓮
如
上
人
の
勧
化
を
受
け

た
。
邪
見
な
心
の
老
母
（
姑
）
は
嫁
の
吉
崎
参
り
を
や
め
さ
せ
よ
う
と
、
祖
先

伝
来
の
鬼
の
面
を
か
ぶ
り
、
白
い
か
た
び
ら
を
着
て
往
来
の
も
の
す
ご
い
小
谷

は

で
待
ち
伏
せ
脅
か
し
た
。
嫁
は
「
食
ま
ば
食
め
喰
は
ば
喰
へ
金
剛
の
他
力
の
信

は
よ
も
や
食
む
ま
じ
」
と
口
ず
さ
み
、
念
仏
を
唱
え
吉
崎
へ
向
か
っ
た
。
失
敗

し
た
老
母
は
帰
宅
後
、
面
を
取
ろ
う
と
し
た
が
、
面
は
顔
に
ひ
つ
つ
き
痛
く
て

取
れ
な
い
。
嫁
に
告
白
し
、
嫁
に
勧
め
ら
れ
て
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
唱
え
る

と
、
面
は
落
ち
、
手
足
も
自
由
に
な
っ
た
。
老
母
は
徴
悔
し
、
嫁
と
と
も
に
蓮

如
上
人
の
勧
化
を
聴
聞
し
て
門
徒
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
肉
附
面
は
願
慶
寺
の

開
基
祐
念
坊
に
授
け
ら
れ
、
以
来
当
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
小
谷
は

「
嫁
お
ど
し
の
谷
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
。

本
話
の
特
徴
は
、
第
一
に
、
冒
頭
、
夫
と
先
祖
並
び
に
子
供
の
こ
と
が
語
ら

れ
て
い
る
。
第
二
に
鬼
の
面
が
武
士
の
子
孫
ら
し
く
祖
先
伝
来
と
記
し
て
い
る

こ
と
。
第
三
に
嫁
の
清
は
信
仰
に
よ
っ
て
意
志
が
強
く
、
鬼
女
姿
の
老
母
に
出

会
っ
て
も
怖
れ
て
い
な
い
。
現
代
の
昔
話
・
伝
説
に
必
ず
語
ら
れ
る
「
食
ま
ば

食
め
…
…
」
の
唱
え
一
一
一
一
口
葉
が
初
め
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
第
四
に
、
本
話
の
筋

書
き
が
、
現
代
の
口
承
文
芸
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
五
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に
説
教
に
よ
る
伝
播
が
顕
著
で
あ
る
。

ニ
ロ
承
文
芸
「
肉
附
面
」
の
伝
承

蓮
如
を
め
ぐ
る
寺
院
の
説
教
話
と
し
て
代
表
的
な
も
の
は
、
吉
崎
の
嫁
お
ど

し
（
肉
附
面
）
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
民
俗
学
者
関
敬
吾
氏
の
『
日
本

５

昔
話
大
成
』
で
は
笑
話
と
し
て
扱
い
、
そ
の
話
型
（
一
一
一
九
八
）
を
次
の
よ
う
に

挙
げ
て
い
る
。

１
姑
が
嫁
を
憎
ん
で
鬼
の
面
を
か
ぶ
っ
て
お
ど
す
が
嫁
は
恐
れ
な
い
。

２
面
が
姑
の
顔
に
つ
い
て
は
な
れ
な
い
。

３
嫁
が
寺
に
連
れ
て
い
っ
て
経
を
上
げ
る
と
と
れ
る
。
そ
れ
か
ら
二
人
は

仲
よ
く
な
る
。

そ
の
分
布
は
青
森
県
か
ら
鹿
児
島
県
ま
で
全
国
二
十
一
県
に
及
ん
で
い
る
。

し
か
し
、
未
調
査
、
未
報
告
地
域
が
偏
っ
て
お
り
、
特
に
関
東
地
方
は
一
都
六

県
の
う
ち
、
茨
城
県
の
事
例
一
話
の
み
で
あ
り
、
次
い
で
北
陸
地
方
も
石
川
県

の
事
例
一
話
だ
け
で
あ
る
。
比
較
的
採
集
報
告
の
少
な
い
昔
話
と
い
え
よ
う
。

「
肉
附
面
」
は
断
じ
て
笑
話
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
真
宗
王
国
と
い
わ
れ
る
北

陸
で
は
、
語
り
手
の
真
箪
な
態
度
や
語
り
口
、
更
に
篤
い
信
仰
等
か
ら
考
究
す

る
と
、
笑
話
と
し
て
の
要
素
は
皆
無
で
あ
る
。
ま
た
愚
人
證
と
し
て
の
性
格
も

薄
弱
で
あ
る
。
「
肉
附
面
」
は
元
来
、
蓮
如
上
人
が
越
前
国
吉
崎
御
坊
に
在
住

の
み
ぎ
り
、
あ
る
村
の
信
心
深
い
嫁
が
信
心
嫌
い
の
姑
の
迫
害
を
排
除
し
て
行

き
、
後
に
姑
も
信
者
に
な
っ
た
と
い
う
筋
書
き
が
基
本
で
あ
る
。
型
と
し
て
は

「
嫁
と
姑
」
な
の
で
あ
る
が
、
吉
崎
御
坊
に
結
び
つ
け
て
語
ら
れ
て
お
り
、
当

地
方
で
は
蓮
如
伝
説
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
右
に
掲
出
し
た
話
型
は
、

事
件
の
発
端
部
、
す
な
わ
ち
、
如
何
な
る
理
由
で
姑
が
嫁
を
憎
む
の
か
、
そ
の

訳
が
欠
如
し
て
い
る
。
モ
チ
ー
フ
の
第
一
は
「
嫁
が
吉
崎
の
寺
に
毎
晩
参
詣
す

る
」
こ
と
な
の
で
あ
る
。
語
り
手
は
単
な
る
「
寺
参
り
」
と
か
「
蓮
如
参
り
」

と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
す
る
場
合
が
多
い
。
右
の
話
型
の
１
．
２
の
内
容
が

展
開
部
で
あ
り
、
３
の
内
容
が
結
末
部
な
の
で
あ
る
。

私
の
手
許
に
は
、
石
川
県
内
で
採
集
さ
れ
た
「
肉
附
面
」
の
類
話
が
十
五
例

あ
る
。
い
ず
れ
も
姑
と
嫁
の
対
立
を
浮
き
彫
り
に
し
て
、
嫁
は
善
玉
、
姑
は
悪

玉
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
左
に
二
話
の
梗
概
を
示
す
。

・
金
沢
市
新
保
本
ｌ
も
の
す
ご
く
怖
い
邪
険
な
姑
は
寺
参
り
が
大
嫌
い
で

嫁
は
も
の
す
ご
い
後
生
願
い
で
吉
崎
の
蓮
如
の
い
る
寺
へ
行
く
。
姑
は
や
め
さ

せ
よ
う
と
、
何
升
、
何
升
と
を
畷
け
と
夜
な
べ
仕
事
を
出
す
が
、
嫁
は
さ
っ
さ

と
済
ま
せ
、
寺
参
り
に
行
く
。
姑
は
面
憎
く
な
り
、
鬼
の
面
を
買
っ
て
か
ぶ
り
、

竹
薮
に
隠
れ
、
夜
中
に
寺
か
ら
戻
る
嫁
を
脅
か
し
た
。
嫁
は
一
つ
も
あ
わ
て
ず

「
金
剛
の
信
心
に
歯
が
立
た
ん
」
と
い
う
と
、
婆
は
び
っ
く
り
し
た
。
婆
が
か

ぶ
る
面
は
引
つ
つ
い
て
取
れ
な
い
の
で
、
嫁
は
婆
を
連
れ
吉
崎
へ
行
く
。
蓮
如

の
話
を
聞
き
、
婆
が
我
を
折
っ
て
発
心
し
た
ら
面
が
取
れ
た
と
い
う
。
（
『
金
沢

の
昔
話
と
伝
説
』
）

・
羽
咋
郡
富
来
町
ｌ
与
三
次
の
婆
は
邪
険
な
人
で
嫁
が
吉
崎
の
蓮
如
の
話

を
聞
き
に
毎
晩
行
く
の
を
憎
た
ら
し
く
思
い
、
た
く
さ
ん
の
仕
事
を
出
す
。
嫁

は
仕
事
を
済
ま
せ
参
り
に
行
く
。
あ
る
夜
、
婆
は
昔
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
恐
ろ

し
い
鬼
の
面
を
蔵
か
ら
出
し
、
白
い
着
物
を
着
て
、
吉
崎
へ
行
く
途
中
の
竹
林

で
待
ち
、
吉
崎
か
ら
帰
る
嫁
を
脅
か
し
た
。
嫁
は
「
食
ら
わ
ば
食
ら
え
金
剛
の
、

信
心
な
よ
も
や
は
ぐ
ま
い
」
と
い
っ
た
。
嫁
が
家
に
帰
る
と
婆
は
お
ら
ず
探
し

に
行
く
。
婆
は
竹
林
の
と
こ
ろ
で
面
を
取
ろ
う
と
す
る
が
取
れ
な
い
。
嫁
は
婆

を
連
れ
て
蓮
如
の
と
こ
ろ
へ
行
き
、
話
を
聞
く
と
面
が
落
ち
た
。
（
『
能
登
富
来

町
昔
話
集
』
）

信
仰
嫌
い
の
姑
は
信
心
の
篤
い
嫁
が
毎
夜
の
よ
う
に
蓮
如
参
り
を
行
な
う
の
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を
憎
み
、
立
腹
し
て
、
無
理
な
夜
な
べ
作
業
を
た
く
さ
ん
課
し
て
邪
魔
を
す
る
。

米
や
麦
を
石
臼
で
一
升
、
｜
｜
升
、
三
升
、
四
升
な
ど
と
硯
か
す
量
を
ふ
や
す
と

い
う
語
り
が
＋
例
で
最
も
多
い
。
真
宗
が
目
標
と
す
る
門
徒
は
農
民
で
あ
り
、

農
村
地
帯
を
中
心
と
し
て
「
肉
附
面
」
伝
説
が
伝
播
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
。
近
世
の
寺
院
縁
起
で
は
夫
あ
る
い
は
子
供
の
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る

が
、
現
在
の
口
承
文
芸
で
は
お
お
む
ね
欠
如
し
て
い
る
。
事
件
発
生
の
具
体
的

な
年
代
も
語
ら
れ
て
い
な
い
。
嫁
が
吉
崎
御
坊
か
ら
の
帰
り
道
で
姑
に
脅
か
さ

れ
た
と
い
う
語
り
が
九
例
あ
り
、
こ
れ
は
真
宗
本
願
寺
派
西
念
寺
の
縁
起
に
基

づ
く
伝
承
で
あ
る
。
嫁
が
吉
崎
御
坊
へ
行
く
途
中
の
道
で
姑
に
脅
か
さ
れ
た
と

い
う
語
り
が
六
例
あ
り
、
こ
れ
は
真
宗
大
谷
派
願
慶
寺
の
縁
起
に
依
拠
し
た
伝

承
で
あ
る
。
明
ら
か
に
二
つ
の
タ
イ
プ
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
語
り
の
内
容
を
小
項
目
で
整
理
す
る
と
、
老
婆
（
姑
）
が
か
ぶ
っ
た

鬼
の
面
は
、
先
祖
代
々
の
鬼
の
面
が
家
の
蔵
に
あ
っ
た
と
す
る
の
が
二
例
、
鬼

の
面
を
買
っ
て
来
た
と
い
う
の
が
二
例
、
鬼
の
面
を
自
分
で
作
っ
た
と
い
う
の

が
一
例
、
鬼
の
面
の
出
所
不
明
と
す
る
の
が
十
例
で
あ
る
。
ま
た
、
老
婆
が
鬼

の
面
を
か
ぶ
り
白
い
着
物
を
着
て
行
っ
た
と
い
う
語
り
が
二
例
、
老
婆
は
竹
薮

に
隠
れ
て
待
ち
伏
せ
し
た
と
い
う
筋
が
十
例
、
更
に
鎌
も
持
っ
て
脅
か
し
た
と

い
う
話
が
三
例
と
な
っ
て
い
る
。
最
も
顕
著
な
事
例
は
、
老
婆
に
脅
か
さ
れ
た

嫁
は
信
心
深
く
、
何
も
恐
れ
な
い
。
そ
れ
は
唱
え
こ
と
ば
の
実
践
に
あ
る
。
大

の
か

同
小
異
で
あ
る
が
「
呑
み
た
か
呑
め
、
噛
み
た
か
噛
め
、
金
剛
の
信
に
歯
が
立

た
ん
」
と
唱
え
て
い
る
の
が
十
四
例
あ
り
、
唱
え
こ
と
ば
の
欠
如
が
一
例
と
な

っ
て
い
る
。
老
婆
が
か
ぶ
っ
た
面
が
取
れ
た
理
由
と
そ
の
場
所
は
、
嫁
が
老
婆

を
吉
崎
の
寺
へ
連
れ
て
行
き
、
蓮
如
に
お
経
を
あ
げ
て
も
ら
う
、
ま
た
は
話
を

聞
く
と
い
う
の
が
十
三
例
で
圧
倒
的
に
多
く
、
嫁
が
一
生
懸
命
に
念
仏
を
唱
え

た
ら
婆
の
か
ぶ
っ
た
面
が
取
れ
た
と
い
う
の
が
一
例
、
場
所
不
詳
が
一
例
と
な

「
肉
附
面
」
伝
説
は
い
っ
た
い
誰
が
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う

問
い
に
対
し
て
、
話
者
の
回
答
は
、
大
別
す
る
と
、
①
親
か
ら
聞
い
た
、
②
近

所
の
年
寄
り
か
ら
聞
い
た
、
③
近
所
の
寺
院
で
僧
侶
か
ら
聞
い
た
、
④
自
分
自

身
が
吉
崎
へ
行
っ
て
、
西
念
寺
あ
る
い
は
願
慶
寺
の
住
持
か
ら
聞
き
、
所
蔵
さ

れ
て
い
る
肉
附
面
も
見
た
、
の
四
種
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
殊
に
、
僧
侶
の
説

ぼ
ん
こ
さ
ん

教
が
本
話
の
伝
承
・
伝
播
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
も
報
恩
講
の

時
に
説
教
僧
か
ら
聞
い
た
と
い
う
場
合
が
非
常
に
多
い
。
説
教
僧
に
次
い
で
村

（
町
）
の
古
老
も
重
要
な
伝
達
者
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
門
徒
が

語
る
蓮
如
伝
承
の
う
ち
、
「
肉
附
面
」
伝
説
に
は
白
山
信
仰
は
全
く
語
ら
れ
て

い
な
い
。
更
に
、
御
文
（
御
文
章
）
の
言
葉
も
説
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
小
論
は
紙
幅
の
都
合
で
他
の
寺
院
縁
起
等
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
詳
論
は
後
日
を
期
し
た
い
と
思
う
。

注
１
『
日
本
名
所
風
俗
図
会
』
昭
（
諸
国
の
巻
Ⅲ
）
昭
和
五
十
五
年
一
月

角
川
書
店
刊
所
収
に
よ
る
。

２
杉
原
丈
夫
氏
編
『
越
前
若
狭
の
伝
説
』
（
昭
和
四
十
五
年
二
月
松

見
文
庫
刊
）
に
よ
る
。

３
『
説
教
の
歴
史
的
研
究
』
昭
和
四
十
八
年
三
月
法
蔵
館
刊
に
よ
る
。

４
御
文
（
御
文
章
）
文
明
五
年
十
二
月
日
の
条
参
照
。

５
第
八
巻
笑
話
一
、
第
十
一
巻
資
料
篇
、
角
川
書
店
刊
に
よ
る
。

（
金
沢
工
業
大
学
教
授
）

っ
て
い
る
。
前
掲
の
話
型
３
に
示
し
た
如
く
、
結
末
部
に
お
い
て
、
嫁
と
姑
の

二
人
が
仲
よ
く
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
の
部
分
の
語
り
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
今
で
も
吉
崎
の
寺
に
肉
附
面
は
あ
る
」
と
結
ぶ
の
が
六
例
と
な
っ
て
い
る
。

結
び
に
か
え
て
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