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〈
企
画
展
「
小
吉 

勝
海
舟
を
育
ん
だ
父
」 

プ
レ
イ
バ
ッ
ク
⑤
〉 

収
蔵
資
料
に
見
る
勝
小
吉
（
夢
酔
）
の
生
涯 

～
〝
大
御
所
時
代
〟
の
終
焉
と
小
吉
～ 星

川 

礼
応  

１ 

保
科
栄
次
郎
屋
敷
へ
の
「
預
け
」
と
そ
の
背
景 

 

旗
本
岡
野
家
の
経
営
再
建
の
た
め
、
摂
津
国
御
願
塚
村
（
岡
野
家
知
行
所
）
で
資
金
調
達
に
成
功
し
た

小
吉
（
夢
酔
）
は
、
天
保
１
０
（
１
８
３
９
）
年
１
２
月
９
日
に
江
戸
に
〝
凱
旋
〟
し
、
岡
野
家
と
大
川

丈
助
と
の
ト
ラ
ブ
ル
を
何
と
か
処
理
し
終
え
る
こ
と
が
出
来
た
。
小
吉
を
し
て
「
金
を
拵
に
是
ほ
ど
の
骨

を
折
た
は
、
是
迄
壱
ば
ん
だ
」
と
言
わ
し
め
た
こ
の
一
件
を
収
め
た
こ
と
で
、
小
吉
の
周
囲
か
ら
の
信
望

は
一
層
高
ま
っ
た
。 

翌
天
保
１
１
年
の
２
月
か
ら
同
年
９
月
に
か
け
て
、
小
吉
は
「
他
行
留
」（
外
出
禁
止
）
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ

を
課
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
小
吉
が
無
届
出
で
江
戸
を
離
れ
て
上
方
に
赴
い
た
こ
と
が
小
普
請
組
頭

に
露
顕
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。
小
普
請
組
頭
は
〝
二
度
あ
る
こ
と
は
三
度
あ
る
〟
と
で
も
思
っ
た
の
だ
ろ

う
か
、
小
吉
が
「
な
ぐ
さ
み
」
の
た
め
再
び
江
戸
を
出
奔
し
た
も
の
と
誤
解
し
た
ら
し
い
。
こ
の
約
半
年

余
の
謹
慎
中
、
小
吉
は
先
日
助
け
た
岡
野
融
貞
（
孫
一
郎
）
か
ら
の
手
当
を
寝
食
に
充
て
、
暇
つ
ぶ
し
に

庭
い
じ
り
を
し
て
過
ご
し
た
と
い
う
が
、
友
人
が
岡
野
家
一
件
の
荒
増
を
組
頭
に
上
申
し
て
小
吉
を
弁
護

し
た
こ
と
で
誤
解
が
解
け
、
謹
慎
は
解
除
さ
れ
た
。 

 

謹
慎
中
の
庭
い
じ
り
で
Ｄ
Ｉ
Ｙ
に
目
覚
め
た
の
か
、
そ
の
後
、
小
吉
は
中
二
階
を
建
て
た
と
い
う
。 

さ
ら
に
は
趣
味
で
茶
を
始
め
、
茶
道
具
を
買
い
揃
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
道
楽
に
よ
り
再
び
金
欠
に

陥
っ
た
小
吉
は
、
女
郎
屋
か
ら
借
金
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
対
価
と
し
て
、
岡
野
家
の
中
間
部
屋 

（「
中
間
」
＝
奉
公
人
が
住
む
長
屋
）
か
ら
借
り
受
け
た
不
良
者
を
女
郎
屋
に
派
遣
し
、
用
心
棒
と
し
て
働

か
せ
た
。
小
吉
の
稼
業
は
隣
町
に
か
け
て
手
広
く
行
わ
れ
、
そ
の
恩
恵
に
預
か
っ
た
女
郎
屋
や
家
々
は
小

吉
に
礼
金
や
盆
暮
の
肴
代
を
差
し
入
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
収
入
に
よ
り
、
小
吉
は
に
わ
か
に
優
雅
な

暮
ら
し
を
手
に
入
れ
た
。 

 

し
か
し
、
羽
振
り
が
良
い
の
は
一
時
限
り
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
天
保
１
２
年
、
小
吉
は
大
き
な
災
厄
に

見
舞
わ
れ
る
。
『
夢
酔
独
言
』
に
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。 

ご
が
づ
か 

た
ぎ
ょ
う
ど
め 

あ
ら
ま
し 

ち
ゅ
う
げ
ん
べ
や 
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災
厄
の
第
一
は
、
２
月
に
発
病
し
た
「
大
病
」
で
あ
る
。
体
の
む
く
み
で
寝
返
り
も
出
来
な
い
程
の 

痛
み
を
伴
っ
て
い
る
様
子
を
見
る
限
り
、
脚
気
（
ビ
タ
ミ
ン
欠
乏
症
の
一
種
）
を
患
っ
た
も
の
と
推
測
さ

れ
る
。
小
吉
は
約
半
年
間
に
わ
た
り
苦
し
み
、
８
月
に
小
康
状
態
に
な
る
と
再
び
遊
び
歩
い
た
。
し
か

し
、
大
騒
ぎ
し
て
無
茶
が
祟
っ
た
せ
い
か
、
１
２
月
に
入
る
と
病
が
再
発
し
て
い
る
。 

 

災
厄
の
第
二
は
公
儀
に
よ
る
処
罰
で
あ
る
。
闘
病
中
の
１
２
月
２
２
日
、
小
吉
は
旗
本
・
保
科
栄
次
郎

（
永
次
郎
）(

１)

の
虎
ノ
門
新
道
の
屋
敷
に
「
預
」（
中
～
近
世
、
犯
罪
人
等
の
身
柄
を
第
三
者
に
預
け
拘

禁
す
る
刑
罰
）
と
な
っ
た
。
保
科
家
は
、
戦
国
期
以
前
か
ら
信
濃
国
（
現
・
長
野
県
）
の
国
人
領
主
で
あ

っ
た
保
科
氏
の
系
譜
を
ひ
く(

２)

２
５
０
０
石
の
旗
本
家
で
、
当
時
、
小
吉
の
息
子
・
麟
太
郎
（
の
ち
の
海

舟
）
と
は
「
相
支
配
」（
小
普
請
組
の
同
僚
）
の
関
係
で
あ
っ
た
。 

小
吉
が
罰
せ
ら
れ
た
直
接
的
な
原
因
は
、
小
普
請
組
頭
に
不
良
行
為
が
露
顕
し
た
こ
と
だ
っ
た
ら
し

い
。
し
か
し
、
傍
線
部
か
ら
、
当
初
小
吉
に
は
心
当
た
り
が
な
く
、
処
罰
の
執
行
が
突
然
だ
っ
た
こ
と
が

窺
わ
れ
る
。
病
中
で
体
の
身
動
き
が
利
か
な
い
小
吉
は
、
言
わ
れ
る
が
ま
ま
駕
籠
に
押
し
込
め
ら
れ
保
科

〔
参
考
１
〕『
夢
酔
独
言
』（
抄
出
） 

金
は
わ
く
物
の
よ
ふ
に
し
て
遣
た
が
、
其
翌
年
二
月
か
ら
気
分
悪
く
な
っ
て
、
大
病
に
な
っ
た 

も
の
だ
か
ら
、
い
ろ
ゝ
ゝ
療
治
を
し
た
ら
ば
、
八
月
末
に
少
よ
く
な
っ
た
か
ら
、
押
て
さ
わ
ゐ 

で
（
＝
騒
い
で
）
あ
る
ひ
た
が
、
と
ふ
ゝ
ゝ
十
二
月
は
じ
め
か
ら
大
病
に
な
っ
て
、
か
ら
だ
が 

む
く
み
て
寝
返
り
も
出
来
ぬ
よ
ふ
に
な
っ
た
が
、
あ
ん
ま
り
大
そ
ふ
に
威
を
ふ
る
っ
た
故
、 

頭
よ
り
尻
が
出
て
、
其
月
の
廿
二
日
に
虎
の
門
の
内
の
保
科
栄
次
郎
と
い
ふ
息
子
が
相
支
配
へ 

お
し
こ
め
ら
れ
た
。 

大
病
故
に
か
ご
で
来
た
が
、
漸
々
翌
年
の
夏
比
に
全
快
し
た
。
そ
ふ
す
る
と
本
所
で
お
れ
が 

貸
し
た
道
具
も
金
も
、
四
十
両
ば
か
り
は
出
し
て
お
ゐ
た
が
、
な
ん
に
も
み
ん
な
が
よ
こ
さ 

な
ゐ
よ
ふ
に
な
っ
た
。
お
れ
は
し
ら
な
ゐ
で
ふ
い
（
＝
不
意
）
に
保
科
へ
来
た
か
ら
、
心
当
は 

不
断
な
に
も
し
な
い
で
い
た
故
に
、
今
は
び
ん
ぼ
う
し
て
こ
ま
る
が
、
し
か
た
が
な
ゐ
と 

よ
ふ
ゝ
ゝ
あ
き
ら
め
た
。 

か
っ
け 

あ
ず
け 

ほ
し
な 

え
い
じ
ろ
う 

あ
い
し
は
い 



 

3 

 

家
に
送
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
、
小
吉
は
長
年
慣
れ
親
し
ん
だ
本
所
の
地
を
去
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
な
お
、
こ
の
こ
と
に
関
す
る
記
述
が
、
後
年
の
刊
本
に
あ
る
。 

 

 

右
は
、
海
舟
の
知
友
で
あ
っ
た
旧
旗
本
・
戸
川
残
花
（
安
宅
）
が
明
治
４
３
（
１
９
１
０
）
年
に
刊
行

し
た
『
海
舟
先
生
』
と
い
う
書
籍
に
掲
載
さ
れ
た
一
節(

３)

で
あ
る
。 

 

冒
頭
の
傍
線
部
に
も
あ
る
よ
う
に
、
小
吉
の
処
罰
は
老
中
・
水
野
忠
邦
（
越
前
守
）
に
よ
る
天
保
の 

改
革
の
中
で
行
わ
れ
た
。
倹
約
と
風
俗
の
粛
正
を
掲
げ
た
忠
邦
の
改
革
は
、
ま
さ
に
天
保
１
２
年
か
ら
同

１
４
年
に
か
け
て
断
行
さ
れ
、
不
良
旗
本
と
目
さ
れ
た
小
吉
も
処
罰
の
対
象
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
も
そ
も
天
保
の
改
革
と
は
、
幕
府
財
政
の
悪
化
と
綱
紀
の
乱
れ
が
進
ん
だ
第
１
１
代
将
軍
・
徳
川 

家
斉
（
天
保
８
年
４
月
、
将
軍
職
を
嫡
男
家
慶
に
譲
り
大
御
所
）
時
代
の
揺
り
戻
し
で
も
あ
っ
た
。 

こ
こ
で
家
斉
時
代
の
概
要
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
一
橋
徳
川
家
出
身
の
家
斉
は
、
第
１
０
代
将
軍
・ 

家
治
死
去
の
翌
年
で
あ
る
天
明
７
（
１
７
８
７
）
年
に
将
軍
職
を
継
ぐ
と
、
家
治
の
下
で
権
勢
を
振
る
っ

た
老
中
・
田
沼
意
次
を
罷
免
し
、
第
８
代
将
軍
・
徳
川
吉
宗
の
孫
（
田
安
徳
川
家
出
身
）
で
あ
る
陸
奥 

白
河
藩
主
・
松
平
定
信
を
老
中
に
起
用
す
る
。
定
信
は
早
速
、
祖
父
・
吉
宗
の
「
享
保
の
改
革
」
を
模
範

〔
参
考
２
〕『
海
舟
先
生
』（
抄
出
） 

〈
前
略
〉 
其
時
分
、
（
筆
写
註
、
海
舟
の
）
父
の
夢
酔
（
＝
小
吉
、
筆
写
註
）
は
、
水
野
越
前

守
の
改
革
に
よ
り
、
預
け
と
称
す
る
刑
に
処
せ
ら
れ
、
同
役
の
家
に
預
け
ら
れ
た
。
其
の
時
、 

夢
酔
は
病
気
に
罹
っ
て
床
中
に
在
り
、
家
に
は
一
銭
の
餘
財
も
無
く
、
止
む
を
得
ず
少
年
の
先
生

（
＝
海
舟
、
筆
写
註
）
自
ら
が
凡
て
の
処
置
を
せ
ら
れ
た
そ
う
だ
。
先
生
の
話
に
、 

 
 

四
両
二
分
で
家
を
売
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
道
具
屋
が
殿
様
だ
か
ら
買
ふ
の
だ
と
、
ひ
ど
い 

ぢ
ゃ
な
い
か
。
同
役
の
家
は
二
間
だ
け
で
、
其
の
う
ち
へ
同
居
し
た
の
だ
。
此
の
預
け
は 

後
に
許
さ
れ
た
が
、
実
に
こ
の
時
は
困
ッ
た
ヨ
、
大
雨
は
降
る
、
屋
敷
は
安
く
売
る
、 

同
役
の
う
ち
で
は
家
族
の
多
い
上
に
た
っ
た
二
間
へ
、
病
人
の
お
や
ぢ
（
＝
小
吉
、
筆
写 

註
）
と
、
お
袋
（
＝
信
、
筆
写
註
）
や
子
供
（
＝
海
舟
の
息
女
・
夢
、
小
吉
の
息
女
・
順
と 

花
、
筆
写
註
）
が
押
し
込
ん
だ
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
ゝ
ゝ
ゝ
辛
い
事
で
あ
ッ
た
ヨ
。 

〈
後
略
〉 

 

と
が
わ 

ざ
ん
か 

 
 
 

や
す
い
え 

み
ず
の
た
だ
く
に 

え
ち
ぜ
ん
の
か
み 

い
え
な
り 

い
え
よ
し 

た
ぬ
ま 

お
き
つ
ぐ 
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と
し
て
、
田
沼
時
代
に
弛
緩
し
た
幕
政
の
引
き
締
め
を
図
る
が
、
失
脚
（
寛
政
の
改
革
）。
そ
の
後
、
幕
閣

に
残
っ
た
定
信
派
（
寛
政
の
遺
老
）
の
影
響
力
が
次
第
に
薄
れ
る
と
、
家
斉
は
自
ら
幕
政
に
君
臨
す
る
よ

う
に
な
る
。
家
斉
時
代
の
特
色
の
一
つ
と
し
て
、
し
ば
し
ば
〝
賄
賂
政
治
の
横
行
〟
や
〝
幕
政
の
腐
敗
〟

が
挙
げ
ら
れ
る
。
家
斉
の
豪
奢
な
気
質
と
も
相
ま
っ
て
生
じ
た
そ
れ
ら
の
現
象
は
、
社
会
に
も
影
響
を
与

え
、
江
戸
町
人
の
間
で
は
華
美
か
つ
退
廃
・
享
楽
的
な
「
化
政
文
化
」
が
花
開
い
た
。 

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
端
緒
の
一
つ
と
さ
れ
て
き
た
の
が
、
文
政
元
（
１
８
１
８
）
年
に
お
け
る
家
斉 

側
近
・
水
野
忠
成
の
老
中
就
任
で
あ
る
。
当
時
、
小
吉
は
血
気
盛
ん
な
１
７
歳
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
家

斉
が
死
去
し
、
俗
に
言
う
「
大
御
所
時
代
」
が
終
焉
す
る
の
が
、
小
吉
処
罰
の
約
１
１
ヶ
月
前
に
当
た
る

天
保
１
２
年
閏
正
月
７
日
。
つ
ま
り
、
小
吉
が
青
年
～
壮
年
期
を
送
っ
た
２
３
年
間
は
、
ま
さ
に
家
斉
時

代
の
只
中
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。『
夢
酔
独
言
』
に
は
、
賭
博
や
富
く
じ
が
盛
況
す

る
江
戸
の
市
井
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
家
斉
時
代
の
世
相
の
反
映
に
他
な
ら
な
い
。
小
吉

の
奔
放
な
生
活
は
、
か
よ
う
な
弛
緩
し
た
社
会
的
風
潮
の
中
だ
か
ら
こ
そ
成
り
立
ち
得
て
い
た
と
言
え
よ

う
。
し
か
し
、
家
斉
の
死
と
水
野
忠
邦
の
台
頭
に
よ
り
幕
政
が
弛
緩
か
ら
緊
張
へ
と
転
換
し
た
こ
と
で
、

小
吉
が
享
受
し
た
一
時
代
は
終
焉
を
迎
え
、
逆
風
が
そ
の
身
を
襲
っ
た
の
だ
っ
た
。 

 

２ 

麟
太
郎
の
〝
罪
〟
と
〝
罰
〟 

 

こ
こ
で
気
に
な
る
の
が
、
処
罰
の
範
囲
で
あ
る
。〔
参
考
２
〕
を
見
る
と
、
保
科
家
に
押
し
込
め
ら
れ
た

の
は
問
題
行
動
の
当
事
者
で
あ
っ
た
隠
居
の
小
吉
の
み
な
ら
ず
、
当
主
・
麟
太
郎
（
当
時
１
９
歳
）
や
信

（
小
吉
の
妻
、
海
舟
生
母
）、
そ
し
て
子
供
た
ち
に
至
る
ま
で
連
座
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
家
ま
と

め
て
、
雨
漏
り
が
す
る
僅
か
二
間
の
空
間
に
押
し
込
め
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。 

冒
頭
で
も
述
べ
た
通
り
、
小
吉
は
、
岡
野
家
救
済
の
た
め
と
は
言
え
、
無
届
で
上
方
に
行
っ
た
廉
に
よ

り
、
こ
の
前
年
に
外
出
禁
止
を
言
い
渡
さ
れ
、
本
所
入
江
町
の
家
に
蟄
居
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
時

の
処
罰
対
象
は
小
吉
単
身
に
留
ま
っ
て
い
た
。
大
口
勇
次
郎
氏
は
、
小
吉
が
「
隠
居
の
身
分
だ
っ
た
の

で
、
勝
家
の
処
分
に
い
た
ら
な
か
っ
た
」
と
し
て
い
る(

４)

が
、
そ
れ
な
ら
ば
何
故
、
天
保
１
２
年
１
２
月

の
処
罰
は
よ
り
厳
し
い
も
の
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
戸
川
残
花
の
文
章
は
、
小
吉
が
「
病
気
に
罹
っ
て

床
中
に
在
り
、
家
に
は
一
銭
の
餘
財
も
無
」
か
っ
た
た
め
、
海
舟
（
麟
太
郎
）
が
全
て
の
処
置
を
行
う
し

た
だ
あ
き
ら 

ご
う
し
ゃ 

ち
っ
き
ょ 
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か
な
か
っ
た
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
読
み
取
り
得
る
が
、
本
当
に
そ
れ
だ
け
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。 

こ
の
疑
問
に
一
つ
の
回
答
を
提
示
し
得
る
資
料
が
、
今
回
新
た
に
発
見
さ
れ
た
。 

 

〔
資
料
８
〕
天
保
１
２
年
６
月 

某
申
達
写(

ヵ) 

①

 
 

 

   

一
、
親
類
之
内
不
宜 

者
候
ハ
、
成
た
け
異
見 

を
加
へ
、
心
添
等
を
尽
し 

候
ハ
ヽ
勿
論
之
事
ニ
候
、 

近
来
右
躰
之
者
候
得 

ハ
、
三
往
異
見
等
相
加
へ 

取
用
候
様
ニ
も
不
見
時
ハ 

早
速
義
絶
之
儀
を 

申
立
、
深
切
を
尽
し
候 

ニ
ハ
不
至
哉
に
候
て
相
聞
、 

い
か
ゝ
の
事
ニ
て
候
、
義
絶 

之
儀
ハ
誠
ニ
不
得
止
成 

節
ハ
格
別
之
儀
、
一
躰 

之
儀
ニ
念
を
入
候
義 

無
之
様
、
可
被
心
掛
候
、 

 

（
続
く
） 
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②

 
 

一
、
惣
て
度
々
被 

仰
出
候
義
候
て
も
、 

当
座
之
心
得 

同
様
ニ
相
成
候
者
、 

必
竟
心
之
用
ひ
方 

不
宜
故
之
様
ニ
相 

見
、
甚
如
何
之
事 

ニ
候
条
、
能
々
可
被
心 

得
候
事
、 

  

右
之
趣
、
水
野 

越
前
守
殿
被
仰
渡 

候
間
、
申
渡
候
御
趣 

意
之
御
儀
厚
心
掛 

候
様
可
被
致
候
、 

  

丑 六
月 
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こ
の
資
料
に
は
差
出
人
の
署
名
も
宛
名
も
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
見
す
る
と
誰
が
誰
に
宛
て
た
か
が
判

然
と
し
な
い
。
こ
こ
で
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
後
半
部
（
②
）
に
見
え
る
「
丑
」
と
い
う
干
支
と
、
傍

線
部
の
く
だ
り
で
あ
る
。 

ま
ず
、
傍
線
部
は
「
右
の
内
容
は
、
水
野
越
前
守
殿
が
仰
せ
渡
さ
れ
た
こ
と
な
の
で
、
申
し
渡
し
の
御

趣
意
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
厚
く
心
掛
け
る
よ
う
に
致
し
な
さ
い
」
と
現
代
語
訳
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
こ
か
ら
、
本
書
が
水
野
忠
邦
か
ら
の
意
向
を
伝
達
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、「
丑
」
は

「
己
亥
」
の
干
支
に
当
た
る
天
保
１
２
年
に
比
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
本
書
は
、
小
吉
ら
勝
一
家
が
保
科
家

に
預
け
ら
れ
る
半
年
前
の
天
保
１
２
年
６
月
に
、
幕
府
関
係
者
が
発
給
し
た
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

但
し
、
黒
ず
ん
だ
料
紙
は
漉
返
紙
（
当
時
の
再
生
紙
）
で
、
良
質
な
紙
が
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
、 

差
出
・
宛
名
な
ど
を
欠
い
て
い
る
こ
と
、
筆
跡
の
粗
さ
な
ど
か
ら
、
正
文
（
原
本
）
で
は
な
く
、
受
取
者

が
作
成
し
た
写
し
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
そ
の
受
取
者
と
は
誰
か
。 

こ
れ
を
推
定
す
る
手
が
か
り
を
求
め
て
、
傍
線
部
以
前
の
パ
ー
ト
を
順
次
読
み
解
い
て
い
く
と
し
よ

う
。
こ
こ
は
箇
条
書
き
と
な
っ
て
お
り
、
一
つ
書
き
が
二
つ
含
ま
れ
て
い
る
。 

ま
ず
一
つ
目
（
①
）
を
現
代
語
訳
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。 

 

途
中
の
「
い
か
ゝ
の
事
ニ
候
」
の
解
釈
に
苦
し
む
が
、
②
に
も
「
如
何
之
事
」
と
い
う
表
現
が
あ
り
、
そ

こ
で
は
「
遺
憾
之
事
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
で
（
後
述
）、
こ
こ
も
同
様
に
解
釈
し
て
お
く
。 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
の
記
述
内
容
は
、
親
類
中
に
不
良
者
が
い
た
場
合
の
対
処
方
法
に
関
す
る
水
野

忠
邦
の
考
え
で
あ
る
。「
ま
ず
は
注
意
・
忠
告
を
尽
く
し
、
そ
れ
で
も
駄
目
な
ら
義
絶
（
肉
親
の
縁
を
絶
つ

親
類
の
中
に
良
か
ら
ぬ
者
が
あ
れ
ば
、
そ
の
者
に
対
し
て
な
る
べ
く
意
見
を
し
、
注
意
・
忠
告 

等
を
尽
く
す
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。 

近
頃
は
右
の
よ
う
な
者
が
い
た
場
合
、
三
度
意
見
な
ど
を
加
え
、
そ
れ
で
も
意
見
を
用
い
る
様
子 

に
も
見
え
な
い
時
は
、
速
や
か
に
そ
の
者
の
義
絶
を
申
請
し
て
、
親
切
を
尽
く
し
て
や
る
に
は 

至
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
聞
く
。（
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
）
遺
憾
な
こ
と
で
あ
る
。 

義
絶
の
こ
と
は
、
本
当
に
や
む
を
得
な
い
折
に
は
格
別
（
の
処
置
が
必
要
）
で
あ
る
。 

良
か
ら
ぬ
者
一
人
の
こ
と
に
執
着
す
る
こ
と
が
無
い
よ
う
心
掛
け
な
さ
い
。 

え
と 

つ
ち
の
と
い 

す
き
か
え
し
が
み 

ぎ
ぜ
つ 

い
か
ん 
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こ
と
、
絶
縁
）
も
や
む
を
得
な
い
。
不
良
者
一
人
に
情
を
か
け
る
な
」
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
彼
の
天
保

の
改
革
に
お
け
る
根
本
理
念
は
、
儒
教
的
禁
欲
主
義
に
あ
っ
た(

５)

と
さ
れ
る
。
中
盤
で
、
肉
親
の
絶
縁
に

つ
い
て
遺
憾
の
念
を
滲
ま
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
理
想
（
子
の
親
に
対
す
る
「
孝
」
を
重
ん
じ
る
儒
教
の

教
義
）
と
現
実
（
社
会
に
お
け
る
素
行
不
良
者
の
横
行
）
と
の
狭
間
で
葛
藤
す
る
忠
邦
の
姿
が
垣
間
見
え

る
よ
う
で
興
味
深
い
が
、
最
終
的
に
忠
邦
は
老
中
と
し
て
現
実
へ
の
対
処
を
優
先
し
て
い
る
。 

 

続
い
て
、
二
つ
目
の
箇
条
書
き
（
②
）
も
解
釈
し
て
み
よ
う
。 

 

本
書
の
受
取
者
は
、
そ
れ
ま
で
も
身
内
の
不
良
者
に
関
し
て
、
公
儀
（
公
、
こ
こ
で
は
幕
府
）
か
ら
注

意
を
受
け
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
一
向
に
改
善
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
忠
邦
は
苛
立

ち
を
見
せ
て
い
る
。 

天
保
１
２
年
６
月
と
い
う
発
給
時
期
、
忠
邦
の
意
向
の
内
容
、
本
資
料
が
海
舟
の
手
許
に
伝
わ
っ
た
こ

と
を
総
合
的
に
考
え
る
と
、
資
料
冒
頭
の
「
親
類
之
内
不
宜
者
」
と
は
小
吉
、
公
か
ら
そ
の
義
絶
を
迫
ら

れ
て
い
る
本
書
の
受
取
者
は
、
当
時
、
勝
家
当
主
で
あ
っ
た
麟
太
郎
に
比
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
再
び
『
夢
酔
独
言
』（〔
参
考
１
〕）
を
読
む
と
、
あ
る
こ
と
に
気
が
付
く
。 

１
２
月
２
２
日
の
処
罰
が
小
吉
に
と
っ
て
極
め
て
唐
突
な
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り

だ
が
、
こ
れ
は
、
麟
太
郎
が
そ
の
半
年
以
上
前
か
ら
小
吉
の
更
生
、
さ
ら
に
は
義
絶
を
幕
府
に
命
じ
ら
れ

て
い
な
が
ら
、
小
吉
は
そ
の
一
切
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
息
子
の
側
近
く
で
同
居

し
て
い
な
が
ら
、
父
が
こ
う
し
た
様
子
を
全
く
察
知
出
来
な
か
っ
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
確
た
る
明
証
が
得
ら
れ
な
い
の
で
、
も
は
や
想
像
を
逞
し
く
す
る
他
無
い
。 

そ
ん
な
中
で
唯
一
確
か
な
事
実
は
、
そ
の
半
年
間
、
麟
太
郎
が
こ
う
し
た
状
況
を
父
に
伏
せ
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
涯
を
通
じ
、
父
・
小
吉
に
つ
い
て
口
外
す
る
こ
と
自
体
少
な
か
っ
た
麟
太
郎
（
海

舟
）
が
、〔
資
料
８
〕
に
関
す
る
よ
う
な
処
罰
当
時
の
子
細
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
つ
い
に
な
く
、
そ
の

心
情
は
麟
太
郎
当
人
の
み
ぞ
知
る
。
そ
れ
で
も
敢
え
て
察
す
る
と
す
れ
ば
、
１
９
歳
の
息
子
は
当
時
病
身

お
し
な
べ
て
、
こ
れ
ま
で
も
度
々
公
儀
か
ら
の
命
令
が
あ
っ
た
の
に
、
こ
こ
し
ば
ら
く
の
心
得
が 

こ
れ
ま
で
と
同
様
に
変
わ
ら
な
い
の
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
心
の
用
い
方
が
宜
し
く
な
い
か
ら
で 

あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
甚
だ
遺
憾
な
事
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
よ
く
よ
く
心
得
な
さ
い
。 

こ
う
ぎ 
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だ
っ
た
隠
居
の
父
に
心
配
を
か
け
さ
せ
ま
い
と
慮
り
、
全
て
を
一
身
で
抱
え
込
ん
だ
の
で
は
な
か
っ
た

か
。
か
つ
て
自
身
が
病
犬
に
股
間
を
噛
ま
れ
生
死
の
境
を
彷
徨
っ
た
際
、
介
抱
を
余
人
に
任
せ
ず
、
自
ら

必
死
に
世
話
を
し
て
く
れ
た
父
を
絶
縁
す
る
こ
と
な
ど
、
麟
太
郎
の
選
択
肢
に
は
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
幕
府
の
命
令
に
背
く
行
為
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
旗
本
家
の
当
主
自
ら
が

幕
府
の
命
令
を
無
視
し
、
身
内
の
不
良
者
を
庇
い
続
け
た
こ
と
。
そ
れ
が
麟
太
郎
の
罪
で
あ
り
、
勝
家
の

一
家
全
員
が
連
座
し
て
保
科
家
に
預
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
原
因
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。 

 

３ 

お
わ
り
に 

天
保
１
４
年
初
冬
、
小
吉
が
預
け
先
の
「
鶯
谷
庵
」
と
名
付
け
た
家
屋
で
謹
慎
中
に
執
筆
し
た
の
が
、

か
の
『
夢
酔
独
言
』
で
あ
る
。
そ
の
末
文
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

〔
参
考
３
〕『
夢
酔
独
言
』（
抄
出
） 

男
た
る
も
の
は
決
而
お
れ
が
真
似
お(

ﾏﾏ
、
を)

ば
し
な
ゐ
が
い
ゝ
、 

孫
や
ひ
こ
が
出
来
た
ら
ば
、
よ
く
ゝ
ゝ
こ
の
書
物
を
見
せ
て
、
身
の
い
ま
し
め
に
す
る
が
い
ゝ
。 

今
は
書
く
に
も
気
が
は
づ
か
し
い
。 

こ
れ
と
い
ふ
も
無
学
に
し
て
、
手
跡
も
漸
々
二
十
余
に
な
っ
て
手
前
の
少
用
が
出
来
る
よ
ふ
に 

な
っ
て
、
い
ゝ
友
達
も
な
く
、
悪
友
斗
り
と
交
た
故
、
能
事
は
少
も
気
が
つ
か
ぬ
か
ら
、
此 

よ
ふ
の
法
外
の
事
を
、
ゑ
い
勇
が
ふ
け
つ
と
思
た
故
、
み
な
心
得
違
し
て
、
親
類
、
父
母
、 

妻
子
ま
で
い
く
ら
の
く
ろ
ふ
を
掛
た
か
し
れ
ぬ
、 

肝
心
の
旦
那
へ
は
不
忠
至
極
を
し
て
、
頭
取
様
へ
も
不
断
に
敵
対
し
て
、
と
ふ
ゝ
ゝ
今
の
如
く 

の
身
の
う
へ
に
な
っ
た
、 

幸
に
息
子
が
能
っ
て
孝
道
し
て
く
れ
、
又
娘
が
能
つ
か
へ
て
、
女
房
が
お
れ
に
そ
む
か
な
ゐ
故 

に
、
ま
ん
ぞ
く
で
此
年
ま
で
無
難
に
過
た
の
だ
、 

四
十
二
に
な
っ
て
始
て
人
輪(

ﾏﾏ
、
倫)

の
道
か
つ
は
君
父
へ
つ
か
へ
る
事
、
諸
親
へ
む
つ
み
、 

又
は
妻
子
下
人
の
仁
愛
の
道
を
少
し
し
っ
た
ら
、
是
迄
の
所
行
が
お
そ
ろ
し
く
な
っ
た
、 

よ
く
ゝ
ゝ
読
で
あ
ぢ
お
ふ
べ
し
、
子
々
孫
々
ま
で
あ
な
か
し
こ
、 

お
う
こ
く
あ
ん 

さ
ま
よ 
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傍
線
部
の
中
に
「
肝
心
の
旦
那
へ
は
不
忠
至
極
を
し
て
、
頭
取
様
へ
も
不
断
に
敵
対
し
て
」
と
い
う
く

だ
り
が
あ
る
。
こ
の
く
だ
り
は
解
釈
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
と
思
う
が
、
小
吉
が
不
忠
を
働
い
た
「
旦
那
」

と
は
、
旗
本
の
小
吉
が
「
忠
」
を
尽
く
す
べ
き
主
人
、
つ
ま
り
徳
川
将
軍
家
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
小
吉
が
敵
対
し
た
「
頭
取
様
」
と
は
、
自
ら
を
罰
し
た
老
中
・
水
野
忠
邦
を
指
し

て
い
よ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
く
だ
り
は
天
保
の
改
革
時
に
幕
府
に
背
い
た
結
果
没
落
し
た
こ
と

を
、
小
吉
な
り
に
表
現
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
上
で
、
そ
ん
な
自
分
に
孝
道
を
尽
く
し
て
く
れ

る
息
子
（
麟
太
郎
）
や
、
世
話
を
焼
い
て
く
れ
る
妻
子
ら
へ
の
深
い
感
謝
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

家
族
に
苦
労
を
か
け
て
は
後
悔
を
重
ね
る
一
方
、
諦
観
の
余
り
な
か
な
か
素
行
を
改
め
る
こ
と
が
出
来

な
か
っ
た
小
吉
。
そ
れ
ま
で
は
自
分
一
人
が
反
省
を
す
れ
ば
済
ん
で
き
た
が
、
一
家
全
員
が
処
罰
の
対
象

に
さ
れ
た
こ
と
で
、
い
よ
い
よ
自
分
の
こ
れ
ま
で
と
家
族
に
向
き
合
う
必
要
に
迫
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。 

今
回
紹
介
し
た
〔
資
料
８
〕
か
ら
読
み
取
ら
れ
る
息
子
・
麟
太
郎
の
苦
労
を
、
後
々
に
な
っ
て
小
吉
が

ど
の
程
度
知
っ
た
か
、
或
い
は
知
ら
な
か
っ
た
か
に
つ
い
て
は
定
か
で
な
い
。
し
か
し
、
保
科
家
の
狭
い

一
室
に
腰
を
落
ち
着
け
、
家
族
と
共
に
過
ご
す
時
間
を
持
て
た
こ
と
で
、
小
吉
は
よ
う
や
く
人
倫
・
仁
愛

の
〝
道
〟
を
悟
る
こ
と
が
出
来
た
の
だ
っ
た
。 

次
回
か
ら
は
、『
夢
酔
独
言
』
執
筆
後
の
、
こ
れ
ま
で
全
く
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
小
吉
の
晩
年
の
様
子

に
つ
い
て
、
新
出
資
料
に
よ
り
光
を
当
て
て
い
く
。「
暴
れ
者
」
と
し
て
半
生
を
過
ご
し
た
小
吉
が
、
一
体

ど
の
よ
う
な
余
生
を
過
ご
し
、
そ
の
生
き
様
は
麟
太
郎
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
。
い
よ
い
よ

本
展
の
核
心
部
分
に
迫
っ
て
い
く
。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

（
擱
筆
） 

 

１ 

『
江
戸
幕
臣
人
名
辞
典
』（
新
人
物
往
来
社
、
１
９
８
９
年
）
は
、
嘉
永
３
（
１
８
５
０
）
年
に
４
３
歳
だ
っ
た
「
保

科
栄
次
郎
」（
祖
父
・
保
科
主
税
、
父
・
保
科
岩
之
丞
）
の
経
歴
を
記
す
（
小
川
恭
一
編
著
『
寛
政
譜
以
降 

旗
本
家

百
科
事
典
』
第
４
巻
、
東
洋
書
林
、
１
９
９
８
年
）。
こ
の
人
物
が
、
小
吉
ら
勝
家
一
同
を
預
け
ら
れ
た
保
科
栄
次
郎

（
永
次
郎
）
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。 

 
 

因
み
に
、
栄
次
郎
の
子
・
俊
太
郎
は
、
慶
応
元
（
１
８
６
５
）
年
に
仏
蘭
西
学
伝
習
御
用
を
命
ぜ
ら
れ
、
同
２
年
に

は
歩
兵
差
図
役
頭
取
と
し
て
幕
府
陸
軍
に
所
属
（
小
川
前
掲
書
よ
り
）。
そ
の
翌
年
に
は
、
パ
リ
万
国
博
覧
会
に
第
１

５
代
将
軍
・
徳
川
慶
喜
の
名
代
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
徳
川
昭
武
（
慶
喜
異
母
弟
）
の
一
行
に
通
訳
と
し
て
参
加
す
る

（
『
維
新
史
料
綱
要
』
７
巻
、
２
０
９
頁
）
な
ど
、
元
治
～
慶
応
期
に
幕
閣
で
海
舟
と
ニ
ア
ミ
ス
す
る
こ
と
と
な
る
。 

２ 

な
お
、『
寛
政
重
脩
諸
家
譜
』
第
２
輯
（
寛
政
１
１
～
文
化
９
年
成
立
、
國
民
圖
書
、
１
９
２
３
年
）
３
０
４
頁
に
、

「
保
科
永
次
郎
正
棟
」
の
祖
先
と
し
て
保
科
正
貞
（
甚
四
郎
）
の
二
男
・
正
英
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る

と
、
正
英
は
小
出
吉
英
（
大
和
守
）
の
実
子
だ
っ
た
が
、
正
貞
流
浪
時
に
そ
の
実
子
・
正
景
が
行
方
不
明
に
な
っ
た
た

め
、
母
が
正
貞
の
姉
妹
で
あ
っ
た
縁
に
よ
り
、
第
３
代
将
軍
・
徳
川
家
光
治
世
期
の
寛
永
１
６
（
１
６
３
９
）
年
１
０

                                        

          

 

て
い
か
ん 
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月
２
６
日
に
正
貞
と
養
子
縁
組
し
た
。
し
か
し
、
慶
安
元
（
１
６
４
８
）
年
に
正
景
が
家
に
復
帰
し
た
こ
と
に
よ
り
正

英
は
廃
嫡
。
寛
文
元
（
１
６
６
１
）
年
の
正
貞
死
後
に
は
、
そ
の
遺
領
１
万
７
千
石
の
内
、
１
万
５
千
石
を
惣
領
の
正

景
が
相
続
。
正
英
は
分
家
し
て
２
千
石
を
与
え
ら
れ
た
。
正
英
の
子
孫
と
あ
る
永
次
郎
正
棟
は
『
寛
政
重
脩
諸
家
譜
』

編
纂
当
時
の
正
英
流
保
科
家
の
当
主
と
考
え
ら
れ
る
。 

３ 

戸
川
残
花
（
安
宅
）「（
九
）
先
生
家
を
賣
る
」（
同
『
海
舟
先
生
』
、
成
功
雑
誌
社
、
１
９
１
０
年
、
１
４
～
１
５

頁
） 

４ 

大
口
勇
次
郎
『
勝
小
吉
と
勝
海
舟 

「
父
子
鷹
」
の
明
治
維
新
（
日
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト 

人 

６
６
）』 

（
山
川
出
版
社
、
２
０
１
３
年
、
１
５
頁
） 

５ 

浅
見
隆
「
水
野
忠
邦
」（『
日
本
大
百
科
全
書
』
２
２
、
小
学
館
、
１
９
９
４
年
） 


