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野

主

昭
和
五
十
一
年
二
月

書
刊
行
曾

A
5
剣

東

京

園

五
七

O
頁

本
世
一
国
は
、
門
閥
枇
曾
を
一
貫
し
て
追
究
し
て
乙
ら
れ
た
著
者
が
、
門
閥
枇
曾

の
形
成
過
程
に
つ
い
て
新
し
く
書
き
下
さ
れ
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
(
序
章
・

第
二
阜
は
す
で
に
護
表
さ
れ
た
も
の
)
。
先
に
公
刊
さ
れ
た
『
門
閥
吐
曾
史
』

や
幾
多
の
諸
論
考
と
合
わ
せ
て
、
著
者
の
門
閥
一
位
曾
研
究
が
本
書
に
よ
っ
て
一

段
落
し
に
わ
け
で
あ
る
。

紹
介
に
先
立
ち
、
木
書
の
掌
目
を
列
記
し
て
お
く
の
が
便
利
で
あ
ろ
う
。

序
章
門
閥
貴
族
の
系
譜
試
論

一
章
「
門
閥
貴
族
の
系
譜
試
論
」
再
説

二
章
後
漢
末
期
の
郷
邑
の
質
態
に
つ
い
て

三
章
後
談
室
官
の
性
格
に
つ
い
て

四
章
後
漢
官
僚
の
庭
世
の
術
に
つ
い
て
||
寄
生
官
僚
制
解
明
の
た
め

y」
I
l
l
--

後
漢
寄
生
官
僚
制
論

門
閥
の
超
王
朝
的
性
格
に
つ
い
て

曹
操
集
幽
の
性
格
の
一
考
察
||
寄
生
官
僚
制
解
明
の
魚
に
|
|

後
漢
枇
曾
か
ら
貌
菅
祉
曾
へ

|

|
中
正
制
を
手
掛
り
と
し
て
|

|

五
章

六
比
百
十

七
ヰ
草

結
語

序
章
は
、
著
者
が
年
来
主
張
す
る
「
寄
生
官
僚
制
」
論
の
出
護
黙
と
な
っ
た

論
文
で
あ
る
。
ま
ず
著
者
は
、
後
漢
時
代
に
お
け
る
家
柄
の
固
定
化
、
高
級
官

僚
層
の
出
現
と
い
う
、
諸
家
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
事
買
を
ふ
ま
え
、
後

漢
官
僚
は
卸
ち
豪
族
で
あ
る
と
い
う
従
来
の
説
に
疑
問
を
提
出
す
る
。
即
ち
、

官
僚
印
豪
族
の
理
解
に
立
て
ば
、
官
僚
家
の
極
端
な
貧
困
と
い
う
現
象
は
考
え

ら
れ
な
い
筈
で
あ
る
の
に
、
事
貨
は
相
違
し
て
、
累
世
官
僚
家
(
二
代
以
上
高

級
官
僚
を
出
し
た
家
〉
に
お
い
て
も
極
端
な
貧
困
を
停
え
る
も
の
が
案
外
多
い

ζ

と
を
指
摘
す
る
。
更
に
進
ん
で
、
貧
困
の
原
因
に
官
僚
の
清
潔
な
生
活
を
翠

げ
、
そ
れ
は
窮
極
的
に
俸
械
の
不
十
分
さ
に
よ
る
と
し
、
貧
困
な
官
僚
家
が
多

い
乙
と
と
合
わ
せ
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
後
漢
官
僚
は
俸
織
に
よ
っ
て
そ

の
生
活
を
支
え
、
中
央
政
権
K
寄
生
す
る
生
活
を
迭
っ
て
い
た
」
し
、
「
彼
等
は

豪
族
に
属
す
る
、
経
済
的
貸
力
を
も
っ
、
自
立
的
勢
力
な
ど
で
は
な
か
っ
た
」

と
推
定
す
る
。
次
に
、
曹
操
政
権
下
に
お
け
る
官
僚
に
つ
い
て
、
後
漢
末
清
流

グ
ル
ー
プ
に
六
朝
貴
族
の
源
流
を
求
め
た
川
勝
義
雄
氏
の
説
を
批
剣
し
、
後
漢

と
貌
・
西
耳
目
と
の
官
僚
に
は
血
縁
的
系
譜
閥
係
が
な
い
、
部
ち
「
官
僚
批
合
同
の

構
成
メ
ン
バ
ー
に
お
い
て
断
紹
は
あ
る
」
が
、
官
僚
の
寄
生
的
性
格
と
い
う
貼

に
お
い
て
共
通
す
る
側
面
を
有
す
る
と
す
る
。
又
、
前
回
貌
政
植
に
参
加
し
た
土

着
豪
族
の
動
向
に
ふ
れ
、
彼
ら
が
故
郷
を
離
れ
て
曹
貌
政
権
に
完
全
に
寄
生
す

る
態
度
を
と
つ
に
乙
と
を
指
摘
し
、
官
僚
卸
豪
族
の
考
え
方
を
否
定
し
て
い

る。
次
の
第
一
章
に
は
論
黙
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
漢
帝
園
の
在
る
べ
き
姿
を

理
念
化
し
た
と
と
ろ
の
儒
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
結
合
し
た
無
人
の
組
織

を
統
一
的
な
園
鐙
と
し
て
理
解
し
て
よ
い
か
ど
う
か
と
い
う
鮎
。
第
二
に
、
宣

官
談
滅
後
、
清
流
・
濁
流
の
封
立
が
解
消
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
反
骨
昆
官
グ
ル

ー
プ
で
あ
る
清
流
に
掛
変
化
が
起
と
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
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の
よ
う
な
鍵
化
な
の
か
と
い
う
鮎
で
あ
る
。

前
者
に
つ
い
て
、
著
者
は
、
篤
人
と
は
殺
人
側
に
そ
れ
を
決
め
る
傑
件
、
規

準
が
な
く
、
官
官
側
か
ら
の
押
し
つ
け
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
と
を
ま
ず
確
認

す
る
。
そ
し
て
、
熊
人
を
「
中
心
的
無
人
」
(
反
宣
官
、
行
義
清
英
の
人
々
で
、

名
士
番
付
に
多
く
入
っ
て
い
る
〉
と
宜
官
側
か
ら
無
人
と
目
さ
れ
た
だ
け
の
岬無

人
に
分
け
る
。
と
と
ろ
で
、
「
中
心
的
黛
人
」
に
は
名
士
が
多
い
が
、
名
士
で

あ
っ
て
も
必
ら
ず
し
も
幾
人
で
は
な
い
人
々
(
郭
泰

・
亥
聞
な
ど
)
の
存
在
を

著
者
は
注
税
す
る
。
乙
ζ

か
ら
、
「
清
流
勢
力
の
そ
の
中
心
的
人
々
は
"
無
人
で

は
あ
っ
た
が
、
必
ら
ず
し
も
名
士
で
」
は
な
く
、

篤
人
と
は
政
治
的
用
語
で
あ

り
、
名
士
は
吐
曾
的
な
そ
れ
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
「
清
流
と
、渇流
と
の
針

立
は
、
後
術
開
末
期
政
局
の
主
導
機
字
い
で
あ
り
、
権
力
闘
宇
で
あ
っ
た
」
と
考

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
結
論
す
る
。

清
流
張
費
質
の
問
題
。
著
者
は
、
議
銅
後
、
特
に
宣
官
談
滅
後
の
清
流
入
土

の
動
向
に
闘
す
る
諸
家
の
説
を
援
用
し
、
頴
川
の
清
流
系
知
識
人
が
現
貨
に
劃

し
て
ど
の
よ
う
に
身
を
施
し
た
か
を
検
討
し
、
清
流
ク
ル

1
プ
K
属
す
る
知
識

人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
剣
断
に
よ
っ
て
多
様
な
蕗
世
を
示
す
が
、
保
身
・
保
家
に
よ

っ
て
「
曹
貌
政
機
と
密
着
し
た
人
々
と
そ
、
門
閥
を
形
成
し
た
」

と
い
う
著
者

の
理
解
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
清
流
系
知
識
人
が
主
鵠
的
に
曹
操
政
権

を
創
出
し
て
い
っ
た
と
す
る
川
勝
氏
の
見
解
を
批
剣
す
る
。

第
二
章
は
、
主
と
し
て
後
漢
に
お
け
る
婚
姻
の
質
態
を
検
討
し
、
郷
口
巴
の
秩

序
の
問
題
を
考
え
よ
う
と
す
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
滋
時
婚
姻
に
謝
す
る
一
般

的
通
念
と
し
て
、
①
同
郡
で
あ
る
と
と
、
②
大
値
相
似
た
祉
曾
的
地
位
者
聞
に

お
い
て
行
う
、
の
二
原
則
が
存
在
し
た
と
さ
れ
る
。
ζ
ζ

か
ら
、
「
郡
箪
位
の

一
種
の
地
縁
的
生
活
健
が
存
在
し
」
た
ζ

と
、
「
安
定
し
た
枇
曾
階
層
秩
序
が

あ
っ
た
ζ

と
」
を
著
者
は
事
例
を
事
げ
て
導
き
出
し
、

神田
時
の
郷
邑
秩
序
は
複

数
豪
族
に
よ
っ
て
引
引
き
裂
か
れ
て
い
た
と
す
る
川
勝
設
を
批
剣
し
、
引
き
裂
か

れ
た
郷
邑
が
あ
る
と
し
て
も
、
豪
族
問
の
針
立
に
由
る
の
で
は
な
く
、
豪
族
制
到

小
農
民
の
封
立
に
由
る
も
の
と
す
る
。
叉
、
「
中
央
官
僚
家
の
成
立
の
過
程
に

お
い
て
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
生
活
闘
が
漸
次
抜
大
」
し
て
い
く
と
と
も
に
、
婚

姻
幽
も
郡
燃
か
ら
他
州
郡
へ
、
更
に
京
師
(
「
全
図
的
婚
姻
」
〉
へ
と
披
大
し
て

い
る
ζ

と
を
指
摘
し
、
中
央
官
僚
に
と
っ
て
郷
邑
と
は
中
央
官
僚
枇
曾
そ
の
も

の
で
あ
っ
て
、
階
層
に
よ
っ
て
郷
邑
も
異
な
っ
て
い
た
と
す
る
。
そ
し
て
そ
ζ

か
ら
、
「
中
央
に
お
け
る
宣
官
と
消
流
勢
力
と
の
封
立
が
、
地
方
に
お
け
る
濁

流
系
豪
族
と
清
流
系
豪
族
と
の
封
立
、
す
な
わ
ち
、
引
き
裂
か
れ
た
地
方
郷
巴

の
質
態
に
根
ざ
す
と
い
う
直
線
的
理
解
が
、
必
ず
し
も
正
し
く
な
い
ζ

と
を
示

す
」
と
い
う
批
判
を
導
き
出
し
て
い
る
。

第
三
章
で
は
、
宣
官
を
豪
族
乃
至
豪
族
的
存
在
と
見
る
と
と
が
で
き
る
か
、

と
い
う
問
題
を
提
起
し
、
宣
官
家
は
一
般
的
に
名
門
で
は
な
く
、
家
と
し
て
の

逮
捕
明
性
も
な
い
乙
と
を
指
摘
す
る
。
次
に
、
楊
聯
陸

・
川
勝
間
氏
の
設
を
「
擬

似
豪
族
論
」
と
し
て
批
剣
す
る
。
定
官
に
よ
る
「
私
的
支
配
の
権
力
機
構
」
は

豪
族
を
背
景
に
し
た
外
戚
権
力
と
は
異
な
り
、
兄
弟
・
賓
客

・
中
央
官
僚
と
の

結
合
は
あ
り
得
て
も
、
利
盆
ぞ
同
じ
う
す
る
者
同
士
の
グ

ル
ー
プ
に
す
ぎ
ず
、

宣
官
全
俸
の
結
束
に
ま
で
は
な
り
得
な
い
。
従
っ
て
、
「
宣
官
政
府
」
と
い
う

用
語
は
成
立
し
な
い
。
叉
、
地
方
の
土
豪
・
豪
族
が
宣
官
と
手
を
絡
ん
だ
乙
と

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
よ
り
直
接
の
上
級
機
力
(
太
守
・
刺
史
)
と
結
ぶ
方
が

有
利
な
の
で
あ
っ
て
、
宣
官
勢
力
と
豪
族
を
直
ち
に
結
び
つ
け
る
理
解
は
安
易

で
あ
る
と
す
る
。
「
後
漢
宣
官
は
、
豪
族
で
も
な
け
れ
ば
、

豪
族
的
存
在
で
も

な
い
」
と
い
う
の
が
著
者
の
宣
官
理
解
な
の
で
あ
る
。

第
四
章
で
は
、
後
漢
代
の
寄
生
官
僚
の
廃
世
の
術
の
種
々
相
を
取
り
出
し
、

著
者
の
「
寄
生
官
僚
制
」
論
の
具
健
化
を
試
み
て
い
る
。
積
極
的
と
消
極
的
の
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二
種
が
あ
り
、
前
者
は
黛
的
結
合
令
指
す
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
誕
の
本
質
は

「
保
身
・
策
遂
の
震
に
グ
ル
ー
プ
を
組
む
」
と
ζ

ろ
に
あ
り
、
機
威
に
寄
生
す

る
乙
と
に
よ
っ
て
そ
れ
は
成
立
す
る
。
乙
の
よ
う
な
理
解
か
ら
す
る
と
、
外

戚

・
宜
官
の
黛
的
結
合
は
勿
論
、
所
調
清
流
グ
ル
ー
プ
、
特
に
熊
鋼
時
期
の
そ

れ
も
、
「
儒
家
的
園
家
視
に
立
っ
て
宣
官
政
治
を
批
判
」
す
る
と
い
う
名
目
を

利
用
し
た
保
身
・
保
家
の
黛
的
結
合
穏
と
な
る
。
ん
無
が
前
漢
宣
・
元
以
後
出
現

す
る
乙
と
は
増
淵
龍
夫
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
著
者
は
ζ

れ
を
、

宣

・
元
以
後
の
「
寄
生
官
僚
制
」
の
進
展
と
解
揮
す
る
の
で
あ
る
。
次
に
消
極

的
な
そ
れ
と
し
て
、

ω政
治
に
お
け
る
中
立
的
立
場
、

ω政
治
的
設
言
を
つ
つ

し
む
こ
と
、
助
止
足
(
知
足
)
、
川
隠
逸
的
傾
向
、
そ
れ
ぞ
れ
に
具
鱒
例
を
翠

げ
、
こ
れ
ら
も
皆
、
寄
生
官
僚
の
保
身
・
保
家
の
鬼
世
術
で
あ
る
と
す
る
。
最

後
に
、
官
僚
自
身
の
も
つ
政
治
意
識
か
ら
そ
の
寄
生
性
を
考
え
る
た
め
に
、

「
『
食
械
之
家
』
の
論
理
」
を
検
討
す
る
。
印
ち
、
「
支
配
階
層
と
し
て
の
中
央

官
僚
は
、
被
支
配
者
の
利
盆
を
奪
わ
な
い
と
い
う
、
『
支
配
者
の
論
理
』
を
政

治
意
識
の
規
範
と
し
て
も
っ
て
い
た
」
と
い
う
乙
と
は
、
「
中
央
官
僚
に
る
者

は
、
全
く
俸
械
に
よ
っ
て
生
活
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
一
般
人
民
の
よ
う
に
、
土

地
に
た
よ
る
経
済
生
活
を
す
べ
き
で
は
な
い
」

ζ

と
を
示
し
て
い
る
。
と
す
れ

ば
そ
れ
は
、
生
活
の
基
盤
を
中
央
槽
力
に
依
存
し
て
い
る
寄
生
官
僚
の
生
活
そ

の
も
の
で
あ
り
、
又
、
彼
等
が
寄
生
官
僚
と
し
て
自
究
し
て
い
た
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
等
が
そ
の
よ
う
な
自
究
に
立
つ
乙
と
に
よ
っ
て
、

「
累
世
官
僚
と
い
う
家
柄
は
確
立
・
存
繍
し
た
」
と
著
者
は
き

T
ノ。

第
五
章
で
は
、
前
漢
・
後
漢
の
官
僚
の
生
活
を
、
豪
族
の
あ
る
一
家
が
地
方

か
ら
離
れ
て
中
央
に
集
ま
り
、
次
第
に
土
着
性
を
喪
失
し
て
い
く
と
い
う
精
神

的
側
面
に
焦
貼
を
し
ぼ
っ
て
分
析
す
る
。
ま
ず
、
前
漢
の
官
僚
で
経
済
的
に
不

自
由
な
生
活
を
迭
っ
た
人
は
後
漢
の
そ
れ
に
比
べ
て
少
い
。
と
い
う
乙
と
は
、

彼
ら
が
俸
旅
以
外
に
も
収
入
の
道
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
す
る
。

又
、
生
活
の
根
接
地
に
つ
い
て
も
、
卒
生
長
安
で
生
活
し
て
い
た
高
級
官
僚
迷

も
、
郷
里
に
は
な
お
生
活
の
場
と
し
て
の
家
が
存
在
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、

前
漢
末
か
ら
「
佃
開
放
郡
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
乙
れ

は
、
「
既
に
現
質
の
生
活
の
場
を
中
央
に
う
っ
し
、
漸
く
故
郷
か
ら
離
れ
つ
つ

あ
っ
た
人
々
の
そ
の
現
貨
が
、
前
漢
末
成
帝
頃
か
ら
、
一
族
の
根
接
地
を

『故

郡
』
と
し
て
意
識
せ
し
め
る
に
至
っ
た
」
乙
と
を
示
し
て
い
る
。
叉
、
陵
豚
へ

の
移
住
者
は
、
本
貫
を
愛
更
し
、
政
府
の
保
護
を
得
て
闘
家
権
力
に
よ
り
す
が

り
な
が
ら
生
活
す
る
寄
生
的
性
格
を
有
し
て
い
た
と
す
る
。
次
に
後
漢
に
入
る

と
、
中
央
で
生
活
す
る
高
級
官
僚
家
の
澄
生
と
固
定
化
に
よ
る
故
郷
の
一
族
か

ら
の
分
離
が
進
行
し
、
「
蹄
葬
」
も
一
般
的
慣
習
と
し
て
行
わ
れ
た
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
寅
際
生
活
の
上
で
土
着
勢
力
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
ζ

と
を
示
す

の
で
は
な
く
、
逆
に
、
官
僚
と
し
て
の
卒
生
の
生
活
の
場
と
本
質
と
墓
地
と
が

分
離
し
た
乙
と
を
示
す
。
こ
れ
が
著
者
の
言
う

「
故
郷
の
分
裂
」
で
あ
る
が
、

乙
れ
も
次
第
に
解
消
の
方
向
へ
向
う
。
即
ち
、
新
た
な
墳
墓
の
地
が
、
「
賜
家

地
」
な
ど
に
よ
っ
て
京
師
周
迭
に
形
成
さ
れ
て
い
く
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ

こ
そ
が
「
寄
生
官
僚
制
」
の
進
展
を
物
語
る
一
護
と
な
る
と
著
者
は
言
う
。

第
六
章
で
は
、
門
閥
が
超
王
朝
的
に
存
綴
し
得
た
の
は
何
故
か
と
い
う
問
題

を
提
起
し
て
い
る
。
ま
ず
、
川
勝
義
雄
・
谷
川
道
雄
爾
氏
の
乙
の
問
題
に
閥
す

る
見
解
を
、
全
図
的
士
大
夫
闘
は
成
立
し
て
い
な
い
こ
と
、
郷
品
と
官
品
の
封

感
閥
係
も
、
上
下
二
品
の
幅
が
あ
っ
て
直
ち
に
は
郷
論
が
官
品
に
劉
賂
せ
ず
、

闘
家
権
力
の
意
志
が
介
入
す
る
徐
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
乙
ろ
か
ら
、
郷
黛
吐

曾
の
全
き
自
律
性
に
も
疑
問
が
も
た
れ
る
と
と
、
九
品
中
正
法
が
郷
穆
皇
還
の

精
一
紳
を
縫
承
し
、
郷
論
に
あ
ら
わ
れ
た
共
同
僅
原
理
を
園
家
・
祉
曾
全
穫
に
貫

徹
さ
せ
る
と
い
う
基
本
精
柚
仰
を
有
し
て
い
七
と
す
る
見
解
は
、
郷
論
が
共
同
僅
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全
員
の
意
志
L
古
代
表
す
る
も
の
で
は
な
く
、
叉
貌
現
の
人
才
登
用
の
方
針
が
能

力
主
義
で
あ
る
し
、
中
正
制
の
運
営
も
中
央
中
心
で
、
郷
誕
の
意
志
を
積
極
的

に
汲
み
取
ろ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
貼
か
ら
疑
問
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
に
よ

っ
て
批
判
す
る
。
そ
し
て
著
者
は
、
貴
族
麿
が
新
政
権
に
反
抗
し
な
い
限
り
に

お
い
て
、
郎
ち
新
政
権
に
寄
生
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
の
み
そ
の
特
織
的
身
分
を

保
謹
さ
れ
、
王
朝
を
超
え
て
存
績
し
得
た
と
す
る
。

第
七
章
は
、
劉
邦

・
劉
秀
・
前
田
操
そ
れ
ぞ
れ
の
集
闘
の
性
格
を
検
討
す
る
。

曹
操
集
闘
が
劉
邦
・
劉
秀
の
そ
れ
と
異
な
る
の
は
そ
の
超
郷
暗
黒
性
に
あ
る
。
劉

邦
・
劉
秀
の
集
闘
が
地
縁
的
・
血
縁
的
関
係
に
よ
る
結
合
を
有
し
て
い
た
の
に

射
し
、
首
換
の
そ
れ
は
、
血
縁
的
関
係
を
核
と
し
な
が
ら
も
超
郷
黛
的
に
全
園

か
ら
任
用
さ
れ
た
人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
①

曹
操
の
人
材
登
用
方
針
が
能
力
主
義
で
、
地
縁
・
血
縁
を
問
わ
な
い
ζ

と
、
②

後
漢
末
に
お
け
る
生
活
闘
の
扱
大
に
伴
う
人
材
の
中
央
集
中
化
(
交
友
範
隠
と

人
物
品
評
の
超
郷
燃
性
)
、
の
ニ
鮎
を
怨
げ
る
。
更
に
著
者
は
、
首
操
集
闘
を

軍
な
る
任
侠
者
の
集
幽
と
し
て
は
捉
え
ず
、
「
王
法

・
君
道
」
な
ど
君
臣
関
係

を
律
す
る
規
準
を
具
有
し
た
も
の
と
考
え
、
文
帝
以
後
の
超
郷
然
的
方
針
採
用

に
よ
っ
て
天
下
統
一
へ
の
道
が
開
け
る
と
共
に
、
流
動
的
な
君
臣
閥
係
が
み
ら

れ
る
け
れ
ど
も
、
法
に
よ
る
行
政
値
制
H
官
僚
制
が
成
立
し
た
の
も
曹
操
集
囲

の
性
格
に
由
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
超
郷
篤
的
集
闘
の
成
立
は
、
「
後

漢
時
代
に
お
け
る
、
地
方
勢
力
と
中
央
官
僚
の
分
離
、
官
僚
預
備
箪
の
中
央
集

中
、
園
家
権
力
に
よ
り
か
か
ろ
う
と
す
る
官
僚
層
の
成
立
」
を
一
示
す
と
言
う
。

最
後
に
、
貌

・
西
耳
目
初
頭
に
お
け
る
諸
々
の
中
正
制
批
剣
を
検
討
し
、
そ
れ

ら
は
、
「
有
力
官
僚
中
心
の
州
中
正
制
を
駿
止
或
は
修
正
し
て
郷
穆
里
遺
、
質

質
的
に
は
都
中
正
制
に
返
れ
」
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。
更
に
、
司

馬
氏
政
機
と
上
流
土
入
居
の
密
着
に
よ
る
州
中
正
制
の
貴
族
主
義
的
運
営
に
よ

っ
て
門
閥
祉
曾
が
成
立
し
た
と
す
る
岡
崎
文
夫
氏
以
来
の
中
正
制
解
穆
に
著
者

は
不
満
を
示
し
、
個
人
中
心
の
能
力
主
義
に
よ
っ
て
創
め
ら
れ
た
中
正
制
が
、

な
ぜ
家
柄
主
義

・
門
閥
主
義
に
餐
質
し
て
い
く
か
と
自
問
し
、
そ
れ
は
、
「
後

漢
時
代
以
降
の
、
顕
著
な
世
の
中
の
貴
族
化
の
大
勢
に
押
し
流
さ
れ
た
も
の
」

で
あ
る
と
自
答
し
て
い
る
。
「
中
正
制
の
運
用
に
よ
っ
て
門
関
枇
舎
が
成
立
し

た
の
で
は
な
く
て
、
一
枇
曾
の
貴
族
化
の
潮
流
に
従
っ
て
、
中
正
制
は
そ
の
性
格

を
獲
え
て
い
っ
た
」
と
す
る
著
者
は
、
後
漢
以
来
の
「
寄
生
官
僚
制
」
の
進
展

ζ

そ
が
ζ

の
貴
族
化
の
潮
流
だ
と
考
え
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
漢

末
期
を
第
一
次
門
閥
吐
舎
の
成
立
期
、
貌
・
西
E

日
期
を
第
二
次
、
江
南
に
お
け

る
南
朝
人
の
門
閥
枇
曾
を
第
三
次
門
閥
枇
曾
の
形
成
と
劉
期
し
て
い
る
。

以
上
、
要
約
が
長
く
な
っ
た
が
、
終
章
に
お
い
て
見
に
如
く
、
本
書
は
、
門

閥
化
が
笛
時
の
歴
史
の
必
然
の
方
向
で
あ
る
乙
と
を
、
後
漢
に
ま
で
遡
っ
て
、

種
々
の
面
か
ら
論
鐙
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
著
者
が
最
も
強

調
し
て
い
る
の
は
、
後
漢
に
入
る
と
中
央
高
級
官
僚
家
が
徐
々
に
固
定
化
し
、

そ
れ
ら
が
中
央
官
界
に
お
い
て
俸
線
に
頼
る
寄
生
的
性
格
を
強
く
幣
び
つ
つ
あ

る
と
い
う
貼
で
あ
る
。

ζ

の
傾
向
の
延
長
に
、
貌
耳
目
貴
族
制
の
成
立
が
あ
る
と

著
者
は
主
張
す
る
。

ζ

の
鮎
、
鶏
菅
貴
族
制
の
成
立
を
、
後
漢
末
焦
鋼
事
件
を

媒
介
に
し
て
、
清
流
源
知
識
人
の
自
立
性
に
力
黙
を
お
い
て
論
じ
た
川
勝
義
雄

氏
の
見
解
を
批
判
し
よ
う
と
す
る
所
に
も
本
書
の
目
的
が
存
す
る
。

評
者
は
、
序
章
、
第
一
章
を
除
い
て
す
べ
て
書
き
下
さ
れ
た
乙
の
品
目
作
を
通

讃
し
な
が
ら
、
著
者
の

エ
ネ
ル
ギ

ッ
シ
ュ
な
門
間
吐
曾
史
解
明
へ
の
熱
意
に
敬

服
す
る
と
同
時
に
、
今
後
の
後
漢
史
研
究
に
と
っ

て
重
要
な
問
題
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
と
感
じ
た
。
例
え
ば
、
前
漢
末
か
ら
顕
著
に
な
る
終
的
結
合
の
問
題
が

そ
れ
で
あ
る
。
著
者
は
、
本
来
車
な
る
「
な
か
ま
」
を
意
味
し
た
燃
が
、
政
治

9
0
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的
意
味
を
帯
び
、
「
保
身
・
策
連
や
そ
の
手
段
と
し
て
の
権
力
へ
の
依
附
」
を

求
め
る
人
々
の
利
害
刷
係
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
た
グ
ル
ー
プ
を
意
味
す
る
よ
う
に

な
る
と
考
え
、
議
的
結
合
の
盛
行
を
官
僚
の
寄
生
的
性
格
の
増
大
と
解
思
す

る
。
後
漢
政
治
史
上
無
数
に
出
現
す
る
燃
を
以
上
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
安

笛
で
あ
る
か
否
か
は
に
わ
か
に
は
断
じ
得
な
い
が
、
後
漢
政
治
史
を
考
え
る

際
、
看
過
し
得
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
外
戚

・
宣
官

・
官
僚
の
三
者
は
、
そ
れ

ぞ
れ
熊
の
形
態
を
も
っ
て
政
治
世
界
に
登
場
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

又
、
著
者
の
指
摘
で
興
味
深
い
の
は
、
後
漢
官
僚
に
お
け
る
「
故
郷
の
分

裂
」
で
あ
る
。
著
者
は
、
後
漢
官
僚
の
土
着
性
の
喪
失
、
寄
生
化
の
説
明
と
し

て
取
り
上
げ
て
い
る
の
ピ
が
、
問
題
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
後
政
官
僚
の
精

一刷
、
政
治
意
識
を
考
え
る
場
合
の
一
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

後
漢
官
僚
に
と
っ

て
郷
里
耐
舎
と
は
何
か
、
ひ
い
て
は
、
後
漢
王
朝
が
郷
里
祉

舎
に
員
に
基
盤
を
置
い
て
い
た
か
と
い
う
問
題
に
ま
で
辿
な
る
よ
う
に
思
う
。

ζ

の
問
題
と
闘
辿
し
て
、
著
者
が
強
調
す
る、
豪
族
と
官
僚
の
匝
別
の
問
魁
も
、

後
漢
期
に
お
け
る
豪
族
と
官
僚
の
闘
係
如
何
と
い
う
鮎
か
ら
検
討
8
れ
る
必
要

が
あ
ろ
う
。
他
に
も
、
婚
姻
闘
の
問
題
、
劉
邦

・
劉
秀
・
前
日
操
各
集
幽
の
性
格

の
相
遜
な
ど
、
興
味
深
い
指
摘
が
多
い
。

ζ

の
よ
う
に
、
木
書
は
評
者
に
と
っ

て
き
わ
め
て
示
唆
的
な
鮎
を
多
く
含
ん

で
い
る
が
、

疑
問
を
感
ず
る
貼
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
本
書
の
テ
1

マ
た
る

「
寄
生
官
僚
制
」
に

つ
い
て
ま
ず
言
及
し
て
お
く
。

著
者
の
「
寄
生
官
僚
制
」
訟
の
論
辿
は
、
序
章
に
お
い
で
ほ
ぼ
展
開
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

官
僚
の
貧
困
な
生
活
は
、
俸
線
の
不
十
分
さ、

俸
線

の
み
に
よ
る
生

活

(他
の
産
業
巻
鐙
ま
な
い
)
に
原
因
が
あ
る
が
、
有
力
豪
族

の
代
表
的
な
家
と
目
さ
れ
る
も
の
に
も
多
く
の
貧
困
を
伴
え
る
例
が
あ
る
。
と

す
る
と
、
「
彼
等
は
豪
族
に
属
す
る
、

経
済
制
寅
力
を
も
っ
、
自
立
制
勢
力
な

ど
で
は
」
な
く
、
「
官
僚
に
る
乙
と
を
つ
つ
け
る
に
従

っ
て
、
財
を
失
い
、
土

着
的
自
立
性
を
失
っ

て
、
中
央
政
穫
に
寄
生
す
る
也
市
一
を
も
つ
よ
う
に
な
っ

た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
と
。

ζ

れ
に
封
し
て
は
次
の
二
貼
に
つ
い
て
疑
問
を

感
ず
る
。

ωま
ず
経
済
的
な
面
に
限
っ
て
言
え
ば
、

「官
僚
は
俸
織
に
よ
っ
て
そ
の
生

活
を
支
え
」
て
い
る
と
乙
ろ
に
、
「
寄
生
」
の
最
大
理
由
が
存
す
る
。
し
か
し

そ
う
す
る
と
、
官
僚
と
い
う
も
の
は
超
時
空
的
に
寄
生
的
性
格
を
克
れ
得
な
い

も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
か
か
る
意
味
に
お
け
る
「
寄
生
」

と
い
う
概
念
を
用

い
た
だ
け
で
は
、
各
々
の
時
代
に
お
け
る
官
僚
制
の
歴
史
的
性
格
の
分
析
が
不

可
能
に
な
り
、
漢
代
か
ら
現
代
ま
で
の
中
園
の
官
僚
制
を
「
寄
生
」
官
僚
制
と

規
定
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ζ

の
鮎
、
著
者
も
経
桝
的

側
面
だ
け
に
満
足
せ
ず
、
官
僚
の
い
腐
世
術
H
H

「
保
身

・
保
家」

や
政
治
意
識
リ

「
支
配
者
の
論
理
」
の
指
摘
に
よ
っ

て
、
精
榊
的
に
も
彼
ら
は
王
朝
に
寄
生
し

て
い
た
と
は
言
う
。
し
か
し
、
「
支
配
者
の
論
理
」
に
自
覚
的
で
あ
る
乙
と
が

何
故
「
寄
生
」
的
で
あ
る
の
か
理
解
し
が
た
い
し
、
著
者
の
指
摘
す
る
よ
う
な

有
合
的
官
僚
の
存
在
は
否
定
で
き
な
い
と
し
て
も、

李
回
以
後
の
清
流
官
僚
の

行
動
を
想
い
起
ζ

す
と
、
保
身
的
寄
生
官
僚
の
語
で
、
後
漢
末
期
の
官
僚
の
在

り
方
を
規
定
し
て
し
ま
う
ζ

と
に
評
者
は
嶋
崎
踏
を
究
え
さ
る
を
得
な
い
。
貌

・

西
菅
期
の
官
僚
に
つ
い
て
も
同
様
な
と
と
が
言
え
る
と
思
う
。
ζ

の
こ
と
と
関

連
し
て
言
え
ば
、
著
者
の
言
う

「
保
身

・
保
家
」
を
患
な
る
日
和
見
主
義

・
利

己
主
義
の
意
に
解
し
て
は
、
特
に
後
漢
末
期
の
人
々
の
内
面
を
充
分
把
え
ら
れ

な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、

ζ

の
時
期
の

人
々
の
「
明
哲
保

身
」
の
態
度
は
、
漢
代
的
世
界
の
樹
壕
に
よ
っ
て
秩
序
の
外
に
投
げ
出
さ
れ
た

人
聞
が
、
新
た
な
人
間
の
生
き
方
・
人
間
駐
曾
の
秩
序
を
模
索
す
る
姿
を
示
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
ゐ
る
。
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ω貧
困
の
原
因
に
「
散
線
賜
」
が
あ
る
。
著
者
は
そ
れ
を
貧
函
の
原
因
と
し

て
し
か
意
味
づ
け
て
い
な
い
が
、
貧
困
と
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
散
線
賜
」

す
る
の
は
何
故
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
評
者
は
、
官
僚

た
る
も
の
清
潔
た
る
べ
し
、
財
を
貧
つ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
省
時
の
債
値
理
念

が
そ
の
行
震
の
基
底
に
存
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
し
か
も
「
散
」
ず
る

封
象
は
大
盤
宗
族
が
多
い
。
と
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
散
線
賜
」
と
は
、
官

僚
の
倫
理
的
要
請
か
ら
起
り
、
宗
族
と
の
精
紳
的
連
絡
を
保
つ
た
め
の
手
段
だ

と
い
う
解
穫
も
可
能
に
な
る
と
思
う
。
そ
の
意
味
で
、
彼
ら
は
、
き
わ
め
て
自
究

的
な
存
在
な
の
で
あ
っ
て
、
貧
困
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
寄
生
的
性
格
が
う
す
い

と
い
う
解
穆
も
成
り
立
ち
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
が
「
寄
生
官
僚
制
」
設
に
劃
す
る
評
者
の
疑
問
で
あ
る
が
、
「
寄
生
官

僚
制
」
展
開
の
原
動
力
H
H
主
要
因
は
何
か
、
更
に
、
一
ι

次
、
二
次
、
三
次
と
劃

期
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
門
関
祉
合
聞
に
質
的
相
濯
が
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
っ
た

疑
問
が
、
遇
措
帆
す
る
う
ち
に
湧
い
て
き
た
と
と
を
附
け
加
え
て
お
く
。

最
後
に
、
本
書
全
健
に
劃
す
る
感
想
を
述
べ
て
拙
許
を
お
わ
る
ζ

と
に
し
た

著
者
は
、
木
書
を
通
じ
て
、
乙
の
時
期
の
吐
曾
は
私
的
利
害
関
係
に
よ
っ
て

展
開
す
る
と
、
暗
に
主
張
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
評
者
に
は
受
取
れ
た
。
著
者

は
そ
れ
を
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
と
し
て
考
え
て
お
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
果
し
て

ζ

の
時
期
の
祉
曾
は
そ
の
よ
う
な
私
的
利
害
関
係
の
み
に
よ
っ
て
動
い
て
い
る

だ
ろ
う
か
。
評
者
は
、
私
的
利
害
関
係
に
よ
る
動
き
と
そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と

す
る
動
き
が
封
立
・
媒
介
し
合
っ
て
い
る
と
ζ

ろ
に
と
そ
、
乙
の
時
期
の
歴
史

展
開
の
原
動
力
が
存
す
る
と
思
う
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う

に
封
立
・
媒
介
し
合
っ
て
い
る
の
か
、
乙
の
貼
も
本
書
を
通
讃
し
て
考
え
さ
せ

ら

れ

た

問

題

の

一

つ

で

ゐ

る

。

(

東

耳

目

次

)

モ

ン

ゴ

ル
秘
史
|
|
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
物
語
|
|

村

上

正

二
課
注

卒
凡
社
(
東
洋
文
庫
一
六
一
二
二

O
九

二

九

四
)

B

M

W

剣

全
三
省

1

昭
和
四
十
五
年
五
月
三
五
五
頁
(
地
闘
系
圏

各
一
葉
)
、

2

昭
和
四
十
七
年
四
月
四
三
三
頁、

3

昭

和
五
十
一
年
八
月
四
四
六
頁
(
通
審
索
引
、
地
闘
一
葉
〉

本
書
は
、
チ
ン
ギ
ス
汗
時
代
の
モ
ン
ゴ
ル
に
関
す
る
最
も
主
要
な
史
料
の
一

つ
で
あ
る
『
元
朝
日
脚
史
』
全
容
の
評
注
で
、
底
本
に
は
四
部
叢
刊
木
を
用
い
る
。

全
十
二
容
を
三
部
に
分
け
、

1

(
単位一

J
四〉、

2

(
省
五
J
八〉、

3

(谷

九
J
十
一
一
)
と
枚
め
ら
れ
て
お
り
、
線
頁
数
は
千
頁
を
優
に
越
え
る
歴
倒
的
な

鉦
冊
と
な
っ
て
い
る
。
本
葬
注
に
先
立
っ
て
、
我
園
K
は
四
種
の
翻
謬
が
刊
行

さ
れ
て
い
た
が
、
今
回
の
村
上
氏
の
課
業
の
日
本
に
於
け
る
「
秘
史
翻
謬
史
」

上
の
位
置
を
確
認
す
る
震
の
前
提
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
列
穆
し
て
み
よ
う
。
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『
成
吉
思
汗
貫
録
』

大
日
本
闘
書
〔
底
本

那
珂
通
世
一
九

O
七
年

H
H
文
廷
式
篤
本
〕

〈
新
版
(
一
九
四
三
年
筑
摩
書
房
〉
に
は
各
種
索
引
、
文
献
目
録
、
そ
の

他
の
付
載
を
加
え
る
。
但
し
、
元
版
と
頁
省
り
行
数
が
異
な
る
の
で
、
頁

数
に
ス
レ
が
生
じ
、
参
照
引
用
に
多
大
の
障
碍
を
来
た
す
に
至
っ
た
〉

二
小
林
高
四
郎
一
九
四

O
年
『
蒙
古
の
秘
史
』
生
活
枇
〔
底
本
H
葉

徳
輝
本
及
び
四
部
叢
刊
本
〕

〈
な
お
、
同
氏
『
元
朝
秘
史
の
研
究
』

(
日
本
島
平
術
振
興
曾

一
九
五
四


