
与
謝
野
鉄
幹
は
「
東
西
南
北
」
（
明
治
二
九
年
）
「
天
地
玄
黄
」
（
同

三
○
年
）
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
虎
剣
調
の
詩
歌
を
、
彼
の
詩
歌
革

新
の
実
践
と
し
て
示
し
て
後
、
ま
も
な
く
「
紫
」
（
同
三
四
年
）
に
お

い
て
は
、
星
菫
調
へ
の
急
角
度
の
転
換
を
行
っ
た
。
い
ま
こ
の
小
論

に
お
い
て
は
、
こ
の
転
換
の
理
由
を
探
り
、
同
時
に
、
そ
の
明
星
ロ

マ
ン
主
義
の
本
質
を
、
現
実
的
諸
条
件
の
も
と
に
究
明
し
て
み
た
い

と
田
曾
つ
。

鉄
幹
は
「
亡
国
の
音
」
（
明
治
二
六
年
）
に
よ
っ
て
短
歌
革
新
の
第

一
声
を
発
し
た
。
そ
こ
で
は
「
文
章
の
世
道
に
関
せ
ざ
る
も
の
工
な

り
と
錐
も
何
の
益
か
あ
ら
む
」
と
い
う
古
人
の
言
を
肯
定
し
、
ま
た

「
道
徳
と
文
学
と
は
全
く
別
物
な
り
云
女
」
と
い
う
言
を
愚
論
な
り

と
否
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
い
さ
さ
か

功
利
主
義
的
な
立
場
に
立
つ
と
は
言
え
、
現
実
に
根
ざ
し
た
文
学
た

る
こ
と
を
、
そ
の
基
底
に
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
立
場
か
ら
、

鐵
幹
に
お
け
る
星
菫
調
の
成
立

ヤ

ｌ
特
に
そ
の
現
実
的
諸
条
件
に
つ
い
て
Ｉ

ザ

彼
は
御
歌
所
派
歌
人
を
け
な
し
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を

表
現
の
問
題
に
即
し
て
言
う
と
、
旧
派
の
歌
は
言
語
の
遊
戯
で
あ
り
、

既
成
の
譽
楡
的
発
想
を
と
っ
て
お
り
、
ま
た
既
成
の
自
然
美
観
に
と

ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
古
人
の
模
倣
で
、
古
い
風
流
心

に
と
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
こ
れ
は
人
為
を
喜
ぶ
と
こ

ろ
に
な
り
、
す
な
わ
ち
野
鄙
で
あ
り
卑
俗
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
丈
夫
の
歌
は
問
定
し
た
自
然
美
観
に
囚
わ
れ
ず
、
精
神
と

自
然
と
を
一
致
さ
せ
て
自
然
を
見
る
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
る
と
す
る
。

旧
派
が
人
為
を
愛
す
る
の
に
対
し
て
、
自
然
を
愛
す
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
即
ち
真
に
高
雅
な
る
境
地
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
立
場
か
ら
旧
派
の
和
歌
を
非
難
す
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、

理
想
と
し
て
、
対
象
を
す
な
お
に
あ
り
の
ま
ま
に
見
よ
う
と
す
る
写

実
の
方
向
を
示
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
表
現
の
相
異
を
、
彼

は
そ
の
ま
ま
女
交
し
く
弱
々
し
い
御
歌
所
的
人
間
と
、
大
丈
夫
的
人

間
と
の
相
異
と
し
て
考
え
て
い
る
。
こ
の
人
間
と
文
学
と
の
関
聯
は
、

和

８
戸
台
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鉄
幹
は
勤
王
の
志
士
礼
厳
を
父
に
も
ち
、
尊
王
嬢
夷
の
思
想
を
受

け
つ
い
で
い
た
。
も
つ
と
も
、
少
年
の
頃
か
ら
福
沢
諭
吉
・
中
村
正

直
・
坪
内
追
遙
・
徳
富
蘇
峯
な
ど
の
文
に
親
し
ん
で
い
た
し
、
若
干

鉄
幹
に
お
け
る
星
菫
調
の
成
立

彼
に
と
っ
て
は
》
極
め
て
自
然
な
思
考
の
赴
く
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

鉄
幹
が
こ
の
「
亡
国
の
音
」
を
書
い
た
後
、
明
治
二
十
七
年
七
月

二
十
七
日
付
の
小
中
村
義
象
宛
の
書
簡
に

歌
の
巧
拙
を
云
々
し
、
句
の
独
立
と
か
三
句
切
と
か
を
云
々
す
る
は
抑
も

末
か
と
存
候
、
今
日
は
精
神
の
改
革
が
第
一
に
候
く
し
、
即
ち
今
日
の
人
間

と
し
て
、
万
事
を
歌
ひ
、
虚
飾
な
く
イ
ッ
ハ
リ
な
く
真
面
目
に
之
れ
が
余
の

歌
也
、
余
の
思
想
を
述
べ
た
る
も
の
也
と
何
人
へ
も
見
せ
ら
る
る
丈
の
歌
を

詠
じ
申
度
、
然
る
に
従
来
の
歌
は
す
べ
て
古
人
の
思
想
と
な
り
て
ウ
ソ
八
百

盆
詠
み
出
で
候
も
の
の
み
甚
だ
慨
嘆
の
限
に
存
候

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
精
神
・
思
想
の
改
革
を
先
決
問

題
と
し
て
考
え
て
い
た
。
今
日
の
歌
を
つ
く
る
に
は
、
ま
ず
今
日
の

人
間
に
な
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
文
学
の
改
造
を
人
間
変

革
の
問
題
と
不
可
分
離
の
も
の
と
し
て
考
え
た
の
で
あ
る
。
「
亡
国

の
音
」
は
こ
の
新
し
い
と
自
覚
さ
れ
た
人
間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
鉄
幹
の
言
う
新
し
い
人
間
と
は
、
以
上
の
記
述
に
も

散
見
し
た
よ
う
に
、
大
丈
夫
で
あ
っ
た
。
言
い
か
え
れ
ば
国
士
で
あ

っ
た
。

や

西
欧
諸
国
の
翻
訳
書
に
も
目
を
そ
そ
い
で
い
た
の
で
、
全
く
維
新
の

志
士
そ
の
ま
ま
の
思
想
の
持
主
で
も
な
か
っ
た
。
た
だ
そ
の
志
士
的

情
熱
と
行
動
性
の
み
は
、
強
烈
に
彼
を
動
か
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
、
「
明
治
二
十
七
年
五
月
、
朝
鮮
問
題
の
た
め
に
、
日
清

両
国
の
こ
と
や
や
切
迫
せ
る
折
の
歌
に
」
と
い
う
詞
害
を
も
つ

い
た
づ
ら
に
何
を
か
い
は
む
。
事
は
た
だ
此
太
刀
に
あ
り
た
だ
此
太
刀
に
。

と
言
う
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
虎
剣
調
の
歌
が
つ
く
ら
れ
た
り
、
朝
鮮

親
日
政
府
と
の
合
作
体
で
あ
っ
た
乙
未
義
塾
に
教
師
と
し
て
赴
任
し

た
り
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
菫
た
日
清
戦
後
、
そ
の

勝
利
を
う
た
い
、
か
つ
て
の
征
韓
論
者
南
洲
を
偲
ん
だ
詩
「
祭
南
洲

先
生
」
の
一
篇
も
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

祭
南
洲
先
生

今
は
え
み
し
を
討
つ
た
め
に

王
師
十
万
海
を
こ
え
、

捷
報
し
き
り
に
耳
を
打
つ
。

天
皇
陛
下
の
か
し
こ
さ
も
、

大
和
男
児
の
雄
為
し
さ
も
、

こ
た
び
の
軍
に
世
に
知
れ
て
、

朝
日
と
あ
が
る
わ
が
国
威
。

（
四
十
八
行
中
、
三
十
行
よ
り
三
十
六
行
ま
で
）

こ
れ
ら
の
作
品
や
行
動
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
も
の
は
、
一
見
、
当

時
の
国
家
主
義
の
風
潮
に
そ
の
ま
ま
乗
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、

Ｑ
ｂ
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当
時
の
藩
閥
官
僚
政
府
の
思
想
や
意
志
と
全
く
同
一
の
も
の
で
あ
っ

た
か
ど
う
か
。

お
よ
そ
当
時
の
国
家
主
義
の
風
潮
に
は
、
二
つ
の
流
れ
が
あ
っ
た
。

明
治
二
十
年
代
の
日
本
の
現
実
は
、
天
皇
制
絶
対
主
義
の
勢
力
に

よ
る
上
か
ら
の
近
代
化
が
、
着
衣
と
推
進
さ
れ
て
い
る
時
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
状
況
に
対
応
し
て
、
真
に
愛
国
的
な
と
こ
ろ
の
、
下
か

ら
の
国
民
の
手
に
よ
る
自
主
と
自
由
の
礁
得
を
実
現
す
る
こ
と
は
、

不
可
能
な
状
態
に
た
ち
至
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
民
主
友
義
者
た
ち

は
、
い
わ
ば
国
内
の
民
主
的
な
改
革
に
失
敗
し
た
あ
げ
く
、
条
約
改

正
、
‐
対
外
完
全
独
立
の
獲
得
を
も
っ
て
、
専
制
政
府
に
迫
っ
た
。
そ

こ
に
「
対
外
強
硬
」
「
海
外
進
出
」
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
国
民
的
立
場
に
出
発
し
た
と
ほ
言
え
、

国
内
に
お
け
る
民
主
的
改
革
か
ら
切
り
は
な
さ
れ
た
対
外
強
硬
策
は
、

所
詮
国
民
の
た
め
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
方
、
超
国

家
主
義
の
涛
閥
官
僚
の
側
で
は
、
対
外
強
硬
策
は
、
彼
ら
の
方
が
む

し
ろ
本
家
で
あ
っ
た
の
で
、
彼
ら
蒜
間
官
僚
の
方
へ
主
導
権
を
奪
い

と
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
し
て
今
の
民
主
主
義
者
も
、
神
道
家
も
キ

リ
ス
ト
教
徒
、
も
、
更
に
国
民
も
、
そ
の
国
家
主
義
的
対
外
政
策
に
引

き
ず
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
こ
に
、
民
主
的
な
立
場
か
ら
出
た
は
ず
の

国
蝿
の
た
め
の
「
対
外
強
硬
」
や
「
海
外
進
出
」
等
が
、
天
皇
制
の

国
権
主
義
の
仕
業
に
す
り
か
え
ら
れ
て
い
く
過
程
が
の
ぞ
か
れ
る
。

こ
こ
に
日
清
戦
争
に
突
入
し
た
当
時
の
挙
国
一
致
体
制
が
で
き
上
つ

今

f

た
の
で
あ
る
。
（
井
上
清
「
天
皇
制
絶
対
主
義
の
発
展
‐
｜
に
よ
る
）

こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
国
家
の
富
強
を
願
う
立
場
に
は
、
国
民
の

側
か
ら
の
も
の
と
、
天
皇
制
に
よ
る
絶
対
主
義
藩
閥
官
僚
の
側
か
ら

も
の
と
が
あ
っ
た
が
、
鉄
幹
は
こ
の
両
者
の
ど
ち
ら
に
傾
い
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
に
わ
か
に
断
定
し
難
い
も
の
が
あ
る
が
、

お
お
よ
そ
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
こ
れ
ら
の
両
者
の
国
家
富
強
策

以
前
の
、
尊
王
擁
夷
的
な
志
士
的
情
熱
を
根
底
に
し
て
、
そ
の
上
に

当
時
の
国
民
的
な
立
場
が
醸
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
も
の
と
言
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。

「
東
西
南
北
」
の
中
に
う
か
が
わ
れ
る
天
皇
へ
の
無
条
件
的
な
尊

崇
は
、
ま
さ
に
尊
王
的
立
場
に
発
せ
ら
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
と

う
の
ば
、
後
述
の
よ
う
に
、
彼
は
日
清
戦
争
を
通
じ
て
、
ま
た
彼
の

理
想
の
挫
折
を
通
じ
て
、
や
が
て
天
皇
制
に
疑
義
を
さ
し
ほ
さ
む
に

至
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
、
こ
の
「
東
西
南
北
」

前
後
に
お
い
て
は
、
彼
は
絶
対
主
義
に
担
が
れ
た
天
皇
の
性
絡
を
見

ぬ
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、

維
新
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
の
ぼ
っ
た
理
想
像
と
し
て
の
天
皇
ｌ
実
在
．

し
得
な
い
天
皇
を
戴
い
て
い
・
た
の
で
あ
る
。

国
民
的
立
場
に
通
ず
る
も
の
に
は
、
彼
の
藩
閥
政
府
批
判
な
い
し

は
否
定
の
言
辞
が
見
ら
れ
る
。
は
っ
き
り
鉄
幹
作
と
は
署
名
さ
れ
て

は
い
な
い
が
、
鉄
幹
の
作
と
思
わ
れ
る
も
の
艇
、
二
‐
－
１
六
年
五
月
の

新
聞
「
日
本
」
に
載
っ
た
「
あ
き
香
社
戯
稿
」
が
あ
る
。

＄
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ま
す
ら
を
が
さ
つ
矢
の
が
れ
て
鹿
児
（
自
）
物
い
つ
ま
で
萩
に
立
ち
ま
じ
る

ら
む
（
藩
閥
）

世
の
秋
に
か
た
ふ
き
ぬ
ら
し
萩
の
葉
も
色
つ
き
そ
め
て
を
し
か
な
く
な
り

（
藩
閥
哀
兆
）

ｎ
く
ぎ
ぶ
れ

鉄
な
せ
る
笙
人
の
顔
を
さ
か
は
ぎ
て
つ
く
ら
ま
ほ
し
き
軍
艦
か
な
（
題
知
ら

エ
ク
）

こ
れ
ら
の
藩
閥
へ
の
不
信
は
「
東
西
南
北
」
の
中
に
も
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。

黒
門

伏
見
繩
手
の
た
た
か
ひ
に

錦
旗
一
た
び
出
で
て
よ
り

順
逆
忽
ち
地
を
か
へ
て

賊
と
い
ふ
名
も
あ
さ
ま
し
や
。

薩
摩
隼
人
に
は
か
ら
れ
し

こ
の
恥
い
か
で
忍
ぶ
べ
き
。

（
中
略
）

あ
た
り
の
花
に
慕
う
ち
て

酒
に
妓
楽
の
音
た
か
く

，
夕
に
馬
車
を
駆
る
人
は

そ
れ
も
生
人
の
子
な
る
ら
む

（
三
十
二
行
の
う
ち
冒
頭
と
終
節
）

あ
る
い
ば
、
先
述
の
「
亡
国
の
音
」
も
ま
た
、
薩
州
の
藩
閥
に
よ
っ

て
占
め
ら
れ
て
い
た
御
歌
所
派
へ
の
反
溌
で
な
か
っ
た
と
は
言
い
切

鉄
幹
に
お
け
る
星
菫
調
の
成
立

月
．

＄

れ
な
い
。
彼
の
薩
州
へ
の
敵
意
と
い
う
も
の
は
、
父
礼
厳
の
鹿
児
島

布
教
の
際
の
、
苦
い
思
い
出
に
発
す
る
個
人
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か

も
知
れ
な
い
が
、
か
な
り
根
強
く
彼
の
心
底
に
こ
び
り
つ
い
て
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
東
西
南
北
」
が
、
出
版
社
の
予
想
を
裏
切
っ
て
、
か
な
り
多
く

の
読
者
を
罐
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
の
も
、
こ
の
藩
閥
へ
の

批
判
的
立
場
を
も
ち
つ
つ
、
し
か
も
国
家
の
発
展
を
願
う
と
い
う
国

民
的
立
場
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
半
島
進
出
に
際
し
て
の
韓
民
族
に
対
す
る
意
識
も
、
た
だ
に

圧
迫
的
態
度
で
は
な
か
っ
た
。
と
も
に
当
時
日
本
の
お
か
れ
て
い
た

被
圧
迫
民
族
と
し
て
の
共
感
の
上
に
、
自
衛
共
存
の
意
識
の
あ
っ
た

こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
東
西
南
北
」
の
「
官
妓
白
梅
を

悼
む
」
と
い
う
短
歌
の
序
文
に
描
か
れ
た
と
こ
ろ
の
、
日
本
人
と
対

等
胆
「
意
気
相
投
ず
る
」
人
間
的
交
渉
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る

し
、
「
成
鏡
道
の
山
中
、
偶
ま
旧
友
某
と
遇
ふ
云
友
」
の
詩
の

虎
は
ふ
せ
が
ぱ
ふ
せ
ぐ
べ
し
、

、
油
、
、
、
、
、
、
、
、

北
夷
の
害
は
如
何
に
せ
む
。

万
馬
あ
し
た
に
南
下
せ
ば
、

八
道
み
ず
，
／
、
血
と
な
ら
む
。
（
傍
点
原
文
）

と
い
う
一
節
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
後
述
の
「
日
本
を

去
る
歌
」
の
中
に
も
そ
れ
は
明
確
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

よ
う
な
立
場
は
、
絶
対
主
義
官
僚
の
封
建
的
な
領
土
欲
や
、
帝
国
主

七
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Ⅲ

鉄
幹
は
以
上
の
よ
う
な
、
国
民
的
立
場
に
傾
い
た
「
海
外
進
出
」

の
意
欲
を
も
っ
て
、
自
ら
身
を
も
っ
て
朝
鮮
進
出
を
行
っ
た
。
す
な

わ
ち
明
治
二
十
八
年
の
春
、
乙
未
義
塾
教
師
と
し
て
赴
任
し
て
後
、

三
十
一
年
ま
で
に
三
度
渡
韓
し
、
政
治
家
と
し
て
、
ま
た
実
業
家
と

し
て
立
と
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
結
局
の
と
こ
ろ
成
功

す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
不
成
功
の
原
因
は
、
客
観
的
に
見
て
、
彼
の
ロ
マ
ン
的
な
ま

で
の
野
心
が
、
現
実
性
を
も
っ
た
計
算
の
上
に
立
っ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
多
く
の
人
達
に
よ
っ
て
評
さ

れ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
山
師
的
行
為
と
解
さ
れ
る
一
面
を
も
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
行
為
の
原
動
力
で
あ
り
、
ま
た
規

範
を
な
す
主
情
的
な
判
断
に
よ
っ
て
は
、
彼
の
失
敗
は
当
時
の
政
治

権
力
、
絶
対
主
義
藩
閥
政
権
の
迫
害
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
彼
の
現
実
的
能
動
の
面
に
お
け
る
挫
折
は
、
一
層
、
当
時
の

政
治
権
力
に
対
す
る
批
判
を
強
め
、
さ
ら
に
否
定
へ
の
線
を
明
確
に

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
第
一
回
の
渡
韓
後
に
早
く
も
あ
ら
わ

れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
「
東
西
南
北
」
中
の
「
僑
居
偶
題
」
と
い
う

詩
の
一
節
に
、
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
。

去
年
の
夏
の
こ
の
ご
ろ
よ
糊
．

義
的
な
植
民
地
獲
得
の
野
望
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
と
言
わ
ね
ば
な
ら

な
い
ｏ

･

『

わ
れ
韓
山
に
官
を
得
て
、

謀
る
と
こ
ろ
も
多
か
り
し
、

そ
れ
も
今
更
夢
な
れ
や
、

世
は
慨
く
ま
じ
徒
ら
に
、

小
吏
の
怒
り
を
買
ふ
ぱ
か
り
。

こ
の
官
僚
へ
の
不
信
・
批
判
は
、
三
十
年
よ
り
三
十
三
年
ま
で
の
詩

歌
を
集
め
た
詩
歌
集
「
鉄
幹
子
」
（
三
三
年
刊
）
に
一
層
明
確
な
形
で

あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
戦
争
自
体
を
否
定
し
、
ま
た
戦
争
の
侵

略
的
性
格
に
対
す
る
批
判
を
も
の
ぞ
か
せ
る
に
至
っ
て
い
る
。

血
写
歌
（
三
十
年
十
一
月
作
）

正
義
と
は

悪
魔
が
被
ぶ
る
仮
面
に
て

功
名
は

死
を
よ
ろ
こ
ば
す
魔
術
か
だ

お
な
じ
世
界
に
生
れ
出
で
て

親
も
あ
り

妻
も
あ
る
子
を

名
を
つ
け
て

勇
し
き
名
の
チ
ヤ
ン
ピ
ョ
ン

か
わ
い
や
な

い
ぐ
さ
に
や
れ
り
遙
々
と

見
も
し
ら
ず

な
れ
も
せ
ぬ

や
．
１

４

八



’

い
た
は
し
き
か
な

ち
上
母
は

老
い
て
た
よ
り
の

子
に
は
な
れ

あ
ば
れ
去
る
か
、
な

た
を
や
め
は

二
世
の
を
つ
と
に

鉄
幹
に
お
け
る
星
菫
調
の
成
立

万
里
の
空
の
ひ
と
の
国

（
中
略
）

あ
は
れ
や
な

人
を
殺
し
て
涙
な
く

お
そ
る
し
や

生
血
に
飽
き
て
醗
悔
せ
ず

英
雄
と

わ
れ
か
ら
誇
り

豪
傑
と

一
世
を
愚
に
す

骨
を
積
み
て

花
は
か
を
る
金
殿
玉
楼

血
を
塗
り
て

星
は
か
Ⅳ
や
く
勲
章
宝
綬

あ
上
百
千
の
罪
悪
を

そ
こ
に
一
部
の
文
明
史

＆

4

「
忠
義
に
は
猶
か
へ
が
た
し

あ
っ
ぱ
れ
手
柄
し
た
ぞ
」
と
は

あ
上
あ
鳥
人
を
殺
せ
よ
と

え
ぜ
聖
人
の
を
し
へ
か
な

こ
の
終
節
の
と
こ
ろ
で
は
、
彼
が
そ
れ
ま
で
、
大
丈
夫
の
意
気
の

よ
り
ど
こ
ろ
の
一
つ
と
し
て
い
た
天
皇
へ
の
忠
義
に
対
し
て
、
厳
し

い
批
判
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
戦
争
否
定
の
声
は
、
前
の

「
東
西
南
北
」
に
も
い
さ
さ
か
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
比
較
的
風
俗

的
に
、
戦
死
者
の
妻
子
の
嘆
き
を
歌
っ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
こ
・

具
に
お
い
て
は
至
上
権
力
の
も
た
ら
す
悪
と
し
て
え
ぐ
り
出
し
て
い

る
。
後
年
、
彼
の
妻
晶
子
に
よ
っ
て
う
た
わ
れ
た
「
君
死
に
た
室
ふ

こ
と
な
か
れ
」
の
一
篇
も
、
こ
の
「
血
写
歌
」
と
は
全
く
無
縁
で
は

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

彼
は
ま
た
こ
れ
ら
の
権
力
の
支
配
下
に
お
け
る
社
会
が
包
蔵
す
る

俗
悪
さ
や
、
立
身
出
世
主
義
に
対
し
て
も
目
を
注
い
で
い
る
。
「
東

西
南
北
」
の
一
正
岡
子
規
君
を
訪
ひ
て
」
の
詩
に
「
権
貴
に
媚
び
て
私

利
を
の
み
、
は
か
る
詩
人
の
多
き
世
に
」
と
歌
い
、
「
放
魚
」
の
詩

わ
か
れ
つ
つ

い
ぢ
ら
し
き
か
な

乳
の
み
児
は

で
て
詞
や

ま
た
父
親
の顔

し
ら
ず

心

九



に
お
い
て
「
世
は
濁
れ
ど
も
そ
の
中
を
た
ど
り
た
ど
ら
ぱ
一
筋
の
清

き
真
水
の
無
か
ら
む
や
。
」
と
う
た
っ
て
い
る
。
菫
た
「
鉄
幹
子
」

に
お
い
て
は
、
「
今
様
豪
傑
」
と
い
う
詩
の
中
で
、
立
身
出
世
の
た

め
に
友
を
あ
ざ
む
い
て
恥
じ
な
い
男
を
、
怒
り
を
こ
め
て
歌
っ
て
い

》
匂
Ｏ

こ
の
よ
う
な
権
力
へ
の
不
信
、
社
会
へ
の
批
判
を
情
念
と
し
て
た

た
え
つ
つ
、
彼
は
文
学
革
新
の
仕
事
を
続
行
し
よ
う
と
し
て
、
三
十

二
年
東
京
新
詩
社
を
結
成
し
、
翌
三
十
三
年
「
明
星
」
を
創
刊
し
た
。

と
こ
ろ
が
三
十
三
年
十
一
月
号
の
明
星
誌
上
の
裸
婦
像
が
官
憲
の
忌

諄
に
ふ
れ
て
、
発
禁
に
な
っ
た
。
彼
は
芸
術
文
学
の
世
界
に
も
官
憲

の
迫
害
の
加
わ
る
の
を
身
を
も
っ
て
知
っ
た
。

こ
の
後
、
彼
は
有
名
な
長
詩
「
日
本
を
去
る
歌
」
（
「
紫
」
所
収
）
を

作
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
俗
悪
な
る
社
会
へ
の
不
信
、
権
力
の
横
暴
へ

の
怒
り
を
、
集
大
成
的
に
盛
上
げ
た
も
の
と
な
っ
た
。

日
本
を
去
る
歌

あ
あ
わ
が
国
日
本

あ
あ
わ
が
父
祖
の
国
日
本

東
太
平
洋
の
緑
を
の
ぞ
ん
で

白
き
被
衣
の
女
冨
士
立
て
り

願
望
し
て
低
刎
す

山
な
ん
ぞ
麗
し
き

水
な
ん
ぞ
明
媚
な
る

己

凸

『

あ
あ
わ
れ
去
る
に
忍
び
ん
や

（
・
中
略
）

詩
人
の
行
動
は
天
馬
空
を
行
く

不
道
徳
や
無
頼
や
風
俗
壊
乱
や

悪
語
頻
り
に
父
祖
の
国
に
誤
ら
る

ひ
と

あ
あ
人
間
の
繩
を
も
っ
て
わ
れ
に
強
ふ
る
か

迫
害
の
時
代
に
抗
す
る
は
愚
な
り

わ
れ
遂
に
居
る
べ
か
ら
ず

（
中
略
）

弱
き
を
扶
け
て
義
の
あ
る
所
火
を
も
踏
む
は

市
井
の
無
頼
長
兵
衛
も
知
り
た
り

二
十
七
八
年
の
役

何
ん
が
故
に
父
祖
の
子
孫
を
殺
し
て

高
麗
半
島
の
山
河

空
し
く
北
夷
の
躁
燗
に
委
し
た
る

わ
れ
之
を
慨
し
て
閏
泳
駿
を
擁
し

微
力
籾
か
本
国
を
善
め
ん
と
ナ

何
事
ぞ
偵
吏
わ
れ
を
迫
害
し
て

治
安
妨
害
の
名
の
下

三
十
一
年
の
春
、
南
大
門
の
雪
の
夕

あ
あ
遺
恨
な
り
や
、
わ
れ
女
装
し
て

ひ
と
り
京
城
を
去
ら
ざ
る
を
得
ざ
り
き

（
以
下
略
）

〃
句
辛

一
○



こ
の
長
詩
「
日
本
を
去
る
歌
」
に
は
、
こ
の
よ
う
に
彼
の
能
動
が
官

憲
の
た
め
に
は
ば
ま
れ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
怒
り
の
中
心
が
お
か
れ

て
い
る
が
、
そ
の
他
当
時
の
日
本
の
芸
術
。
，
文
学
・
宗
教
、
あ
る
い

は
道
徳
の
「
汚
れ
」
を
憂
い
、
一
方
日
本
の
武
力
が
、
お
な
じ
く
植

民
地
化
の
危
機
に
あ
っ
た
韓
国
や
比
利
賓
を
よ
く
救
い
得
な
か
っ
た

こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
鉄
幹
は
現
実
を
批
判
し
拒
否
し
た
の
で
あ
る
が
、

彼
の
現
実
面
に
お
け
る
能
動
の
挫
折
は
、
新
し
く
社
会
と
個
人
と
の

乖
離
を
思
い
知
ら
せ
た
。

・
三
人
旅
（
三
十
一
年
五
月
作
）

さ
て
も
わ
が
友
酔
ひ
ざ
め
の

眼
を
く
ろ
く
し
て
つ
ら
つ
ら
に

ひ
と
こ
の
よ

個
人
と
社
会
の
乖
き
た
る

ふ
か
き
な
げ
き
を
想
ひ
み
よ

あ
当
泣
く
べ
き
に
泣
き
か
ね
て

は
ら
だ
た
し
き
に
打
ち
、
わ
ら
ふ

は
ば
か
り
多
き
い
ま
の
泄
の

ょ
わ
た
り
こ
そ
は
苦
し
け
れ

（
二
十
一
節
の
う
ち
十
三
・
十
四
節
）

鉄
幹
に
お
け
る
個
人
我
の
自
覚
は
、
早
く
「
亡
国
の
音
」
に
認
め

ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
「
小
生
の
詩
は
短
歌
に
せ
よ
新
体
詩
に
せ
よ
、

鉄
幹
に
お
け
る
星
聖
調
の
成
立

八

L

誰
を
崇
拝
す
る
に
も
あ
ら
ず
、
誰
の
糟
粕
を
誉
む
る
も
の
に
も
あ
ら

ず
、
言
は
ぱ
小
生
の
詩
は
、
即
ち
小
生
の
詩
に
御
座
候
ふ
！
－
と
い
う
、

そ
の
序
文
の
一
節
が
想
起
さ
れ
る
。
こ
の
我
の
自
覚
ば
帳
る
く
肯
定

的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
数
年
な
ら
ず
し
て
、
暗
く
否
定
的
な
我
の
自

覚
Ｉ
再
度
の
我
の
自
覚
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
実
的

能
動
の
場
に
お
い
て
で
は
な
く
、
そ
の
挫
折
の
場
に
お
い
て
も
た
ら

さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
再
度
の
我
の
自
覚
は
、
新
し
い
ロ
マ
ン
テ
ィ

、
ン
ズ
ム
の
誕
生
を
促
し
た
。

現
実
面
に
絶
望
を
感
じ
た
彼
の
自
我
は
、
自
己
凝
視
よ
り
自
己
否

定
・
自
噸
、
さ
ら
に
悲
哀
へ
の
沈
汕
に
も
彼
を
誘
っ
た
。
そ
の
詩
的

形
象
も
こ
の
心
情
の
吐
露
と
し
て
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
た
。
三
十
一
年

の
秋
、
母
の
三
週
忌
に
あ
た
っ
て
歌
っ
た
「
盆
祭
」
の
詩
で
は
「
運

命
つ
た
な
き
人
の
子
は
、
世
に
さ
か
ら
は
ん
力
な
し
」
「
腹
だ
た
し

さ
や
く
や
し
さ
の
、
》
」
の
わ
づ
ら
ひ
を
誰
か
知
る
」
と
言
い
、
「
十

と
せ
誓
へ
る
ま
す
ら
を
の
願
ひ
も
あ
た
ら
う
ち
す
て
て
」
「
ま
づ
し

き
に
泣
き
飢
に
泣
く
、
け
ふ
の
我
身
や
た
埒
し
き
か
」
と
母
の
霊
の

前
に
、
自
己
の
抱
負
の
あ
と
か
た
も
な
い
壊
滅
を
な
げ
い
て
い
る
。

そ
う
し
て

あ
入
わ
が
胸
は
三
月
月
の
・

ゆ
ふ
く
の
雲
に
お
ほ
は
れ
て

わ
が
身
は
長
・
き
み
だ
れ
藻
の

水
に
た
ｒ
ょ
ふ
な
げ
き
か
な

』
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と
結
ん
で
い
る
。

ま
た
彼
は
理
想
と
現
実
と
、
さ
ら
に
肉
体
の
青
春
と
に
分
裂
し
て

ゆ
く
混
迷
を
次
の
よ
う
に
歌
っ
た
。

わ
れ
男
の
子
意
気
の
子
名
の
子
つ
る
ぎ
の
子
詩
の
子
恋
の
子
あ
ふ
も
だ
え

の
子

夢
は
恋
に
お
も
ひ
は
国
に
身
は
塵
に
さ
て
も
二
十
と
せ
さ
び
し
さ
を
い
は

ずそ
や
理
想
と
や
運
命
の
別
れ
路
に
白
き
、
す
み
れ
を
あ
ば
れ
と
泣
く
身

し
か
し
彼
は
こ
の
悲
哀
や
混
迷
に
泣
く
の
み
で
は
な
く
、
現
実
に

お
い
て
罐
得
で
き
ぬ
理
想
境
を
、
精
神
の
面
に
お
い
て
実
現
し
創
造

し
よ
う
と
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
彼
は
、
日
本
近
代
詩
歌
の
上
に
、

全
く
新
し
い
統
一
体
を
つ
け
加
え
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
言
う
ま

で
も
な
く
、
そ
れ
が
明
星
派
の
詩
歌
で
あ
っ
た
。
こ
の
明
星
調
成
立

へ
の
過
程
を
物
語
る
も
の
に
次
の
よ
う
な
作
品
が
あ
る
。

暮
鐘
（
三
十
三
年
六
月
作
）

ゆ
ふ
く
お
茶
の
水
の
橋
に
立
つ

車
多
し
人
多
し
塵
多
し

揚
々
た
る
は
誰
が
子

戚
々
た
る
は
誰
が
子

一
味
の
慈
悲
を
神
に
責
む
な

聞
け
一
ヨ
ラ
イ
の
鐘
人
を
肌
ふ

こ
れ
を
思
ひ
彼
を
思
へ
ば
心
冷
え
て

（
申
略
）

ハ

r

惜
た
る
我
影
涙
お
ち
ぬ

仰
ぐ
よ
痩
せ
し
手
額
に
あ
て
当

明
星
か
し
こ
に
独
り
あ
か
き

我
に
珠
玉
の
歌
は
左
き
も
・

翼
あ
ら
ぱ
い
で
地
を
樽
っ
て

か
の
甦
駒

い
な
ん
を
彼
空
あ
上
あ
坐
高
し

（
四
節
の
う
ち
冒
頭
と
終
節
）

右
の
中
略
の
と
こ
ろ
で
は
、
人
女
が
恋
や
名
誉
や
富
の
た
め
に
東

奔
西
走
し
、
。
や
が
て
暗
い
運
命
に
沈
ん
で
ゆ
く
こ
と
を
嘆
き
、
さ
ら

に
世
に
聖
賢
の
居
り
難
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
そ
う
し
て
こ
の
現

実
に
涙
す
る
こ
と
か
ら
、
暗
謹
な
る
薄
暮
の
空
に
も
、
な
お
高
く
輝

い
て
い
る
明
星
に
心
を
よ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
明
星
は
彼
の
精
神

の
糧
で
あ
り
、
ま
た
許
さ
れ
た
る
唯
一
の
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
精

神
の
世
界
に
理
想
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
明
星
詩
歌
の
本

質
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

お
お
よ
そ
現
実
か
ら
遊
離
し
た
と
見
ら
れ
る
明
星
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ

ズ
ム
の
詩
歌
は
、
そ
の
創
始
者
の
一
人
鉄
幹
に
関
す
る
限
り
、
以
上

の
よ
う
な
現
実
的
能
動
の
挫
折
と
批
判
的
精
神
の
伽
突
上
に
打
建
て

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

小
論
は
昭
和
二
十
九
年
七
月
の
立
命
館
大
学
夏
期
同
本
文
学
講
座
に
お

い
て
「
新
詩
社
の
文
学
」
と
題
し
て
話
し
た
も
の
の
要
旨
で
あ
る
。

凶

二


