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そ
れ
だ
か
ら
日
本
の
役
人
、
巡
査
と
い

う
も
の
は
廉
潔
な
点
に
お
い
て
、
世
界

に
誇
っ
て
い
た
階
級
で
あ
っ
た
こ
と
を

覚
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
明
治
時
代
の
人
は
バ
ッ

ク
ボ
ー
ン
が
し
っ
か
り
し
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
今
度
の
戦
争
に
敗
け
て
、
さ
ら

に
占
領
政
策
に
よ
っ
て
、
こ
の
バ
ッ
ク

ボ
ー
ン
を
抜
か
れ
た
現
在
は
ど
う
で
あ

る
か
。
国
会
を
み
て
も
、
あ
れ
は
国
政

を
議
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
日
本
民

族
を
忘
れ
た
思
想
的
戦
場
で
あ
る
。
地

域
的
に
は
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
東
西
に
分

割
せ
ら
れ
た
り
、
朝
鮮
の
ご
と
く
三
十
一

八
度
線
は
引
か
れ
て
い
な
い
が
、
思
想
一

的
に
は
三
十
八
度
線
が
引
か
れ
て
い

て、日本人と非日本人との思想の戦場となっている。

昨
年
の
安
保
デ
モ
の
ご
と
く
、
そ
の
戦
争
の
具
に
純
朴
な
青
年
が
使
わ
れ
て

お
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
は
学
生
に
対

し
て
実
に
気
の
毒
に
思
っ
て
い
る
。
青

年
は
何
も
知
ら
す
に
戦
争
の
具
に
使
わ

れ
て
い
る
。
今
の
議
会
を
、
国
政
を
談

ず
る
議
会
で
は
な
く
し
て
、
思
想
的
職

争
を
や
っ
て
い
る
戦
場
と
い
う
見
方
を

す
れ
ば
、
は
っ
き
り
と
あ
の
形
が
わ
か

っ
て
く
る
。
の
み
な
ら
ず
、
政
治
家
そ

の
も
の
も
昔
は
清
貧
に
あ
ま
ん
じ
、
こ

れ
を
誇
り
と
し
て
い
た
。
現
在
で
も
昔

の
よ
う
な
立
派
な
政
治
家
も
い
る
が
、

こ
う
い
う
人
は
そ
の
立
派
な
手
腕
、
才

能
が
用
い
ら
れ
ず
、
陰
の
人
と
な
っ
て

い
て
、
多
く
の
政
治
家
は
金
を
つ
く
っ

た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
悪
い
こ
と
を
や
っ

て
国
民
の
信
頼
を
失
っ
て
い
る
。
そ
れ

か
ら
役
人
も
昔
の
役
人
で
は
な
く
な

り
、
廉
潔
な
る
日
本
の
役
人
と
し
て
の

世
界
的
誇
り
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

学
生
は
ど
ろ
ぼ
う
も
や
れ
ば
人
殺
し

も
や
る
と
い
う
ふ
う
で
、
わ
れ
わ
れ
に

は
想
像
も
つ
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
学
校
の
先
生
が
教
育
の
尊
厳
を
忘

れ
て
、
自
ら
労
働
者
と
な
り
さ
が
っ

て
、
ひ
た
す
ら
物
質
尊
重
に
向
か
う
結

果
、
学
生
が
学
校
の
神
聖
を
知
ら
す
、

先
生
の
尊
厳
を
知
ら
ず
、
し
た
が
っ
て

学
徒
自
身
の
神
聖
、
尊
厳
を
体
得
し
え

ず
し
て
、
現
代
の
よ
う
に
悪
く
な
っ
て

く
る
の
は
当
然
の
結
果
で
あ
っ
て
、
実
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に
青
年
に
は
気
の
毒
で
あ
る
。

日

本

青

年

に

し
か
鳥
騨
浄
潔
髻
一

郡
長
誌
や
躍
鐸
帽
塞
唯
奉
刎
娃
識
帽
砿
常
識
で
あ
る
。
私
は
青
年
の
頼
む
に
足

る
こ
こ
を
十
年
来
言
い
続
け
て
い
る
。

こ
れ
は
戦
後
の
体
験
か
ら
出
て
い
る
言

葉
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
代
の
青
年

の
姿
が
良
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
必

ず
良
く
な
る
棄
質
を
も
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

今
の
年
寄
り
は
置
領
政
策
に
よ
っ

て
直
接
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
抜
か
れ
て
い

る
の
で
、
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
が
な
く
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
学
生
は
教
育
を

通
じ
て
間
接
に
、
こ
れ
を
抜
か
れ
よ
う

と
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
青
年
に

対
す
る
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
の
抜
取
り
工
作

は
間
接
の
手
術
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、

手
術
が
徹
底
し
な
か
っ
た
。
い
わ
ゆ
る

新
教
育
に
よ
っ
て
長
年
月
間
に
バ
ッ
ク

ボ
ー
ン
を
抜
き
取
ろ
う
と
し
た
の
だ

が
、
逆
に
そ
の
長
年
月
の
た
め
に
青
年

の
心
の
奥
深
く
あ
っ
た
民
族
意
識
が
よ

み
が
え
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
伝
統

の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
が
年
月
の
経
過
と
と

も
に
自
発
的
に
芽
ば
え
つ
つ
あ
る
と
い

う
の
が
、
現
代
の
青
年
で
あ
る
。
こ
の

青
年
に
良
い
道
を
あ
け
て
や
れ
ば
喜
ん

で
つ
い
て
く
る
。
そ
の
高
い
例
が
出
光

の
現
状
て
あ
る
。
出
光
の
み
で
な
く
、

自
衛
隊
を
見
て
も
そ
う
で
あ
り
、
田
舎

の
学
生
を
見
て
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ

は
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
民
実
証
で
き
る
の

で
、
日
本
の
青
年
は
非
常
に
よ
ろ
し

い
、
将
来
を
託
す
る
に
足
る
と
い
う
の

が
、
私
の
声
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
十

年
前
か
ら
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
今

ま
で
は
誰
も
相
手
に
し
な
か
っ
た
が
、

最
近
は
青
年
か
良
い
と
い
う
声
が
各
方

面
に
起
こ
っ
て
い
る
。

人

間

の

矛

盾

性

を

克

服

す

る

道

そ
う
い
う
わ
け
で
、
話
は
横
に
飛
ん

だ
が
、
こ
の
人
間
の
矛
盾
性
を
つ
つ
し

む
こ
と
こ
そ
、
現
在
の
最
も
考
え
る
べ
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む
、
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。テ

ロ

に

つ

い

て

の

き
こ
と
で
あ
る
。
も
し
人
間
に
こ
の
矛

盾
性
が
な
く
、
無
我
無
私
の
姿
で
あ
る

な
ら
ば
、
ど
ん
な
主
義
で
も
方
徹
で

も
、
さ
ら
に
個
人
主
義
で
も
よ
い
と
思

わ
れ
る
。
恐
る
べ
き
は
人
間
の
矛
盾
性

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
矛
届
性
は
人

間
の
本
能
的
の
も
の
で
、
こ
れ
季
完
全

に
と
の
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
見
上

う
に
よ
っ
て
は
．
こ
の
矛
盾
性
が
人
で

あ
り
、
神
仏
と
異
な
み
点
や
あ
る
。
人

の
営
む
社
会
は
矛
盾
が
あ
る
か
ら
面
白

い
と
も
い
え
る
。
天
国
と
は
違
う
。
こ

の
矛
盾
を
極
端
に
発
揮
す
れ
ば
、
動

物
、
獣
類
の
世
界
と
も
な
る
。
こ
の
両

枇
界
の
中
間
に
あ
る
人
間
社
会
を
有
意

義
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
道
徳
、
宗

教
、
教
育
、
自
己
修
養
等
が
あ
る
。
こ

れ
は
自
発
的
意
志
に
も
と
づ
い
て
そ
の

矛
盾
を
克
服
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
で
毛
な
お
、
自
ら
を
克
服
し
え
な
い

む
の
に
対
し
て
は
、
さ
ら
に
法
津
、
規

則
、
組
織
を
も
っ
て
外
か
ら
強
制
さ
れ

る
こ
と
に
も
な
る
。

そ
れ
な
ら
ば
こ
の
矛
盾
性
を
発
揮
し

な
い
よ
う
に
す
る
に
は
、
ど
う
す
れ
ば

よ
い
か
。
そ
の
方
法
と
し
て
、
こ
れ
ま

で
世
界
に
あ
っ
た
個
人
主
義
と
、
無
私

に
根
ざ
す
日
本
の
全
体
主
義
と
い
ず
れ

が
よ
い
か
と
い
え
ば
、
後
者
の
全
体
主

義
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
い

え
る
。
対
立
闘
争
よ
り
、
信
頼
融
和
を

目
印
と
す
べ
き
で
あ
る
。
物
質
を
尊
重

す
る
よ
り
も
人
間
を
尊
重
せ
よ
と
い
う

こ
こ
で
あ
る
。
そ
れ
が
日
本
民
族
に
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
は
世
界
の
行
詰
り
の
連
中
が
さ
が
し

て
い
る
も
の
で
あ
り
。
日
本
が
世
界
に

浮
か
び
上
が
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
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所

感

そ
れ
か
ら
第
二
番
目
に
．
私
は
テ
ロ

の
こ
と
を
外
国
人
に
い
ろ
い
易
聞
い
た

の
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
で
ま
ず
テ
ロ

を
ど
う
思
う
か
と
聞
く
と
、
誰
も
異
口

同
音
に
、
け
し
か
ら
ん
、
テ
ロ
を
や
る

〆q■■白へ■もp■～pgD①一

一
写
索
諄
醒
認
神
」
の
霊
堂
を

私
は
釣
り
以
外
に
芸
の
な
い
男
で

自
分
亡
む
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
鈎
魚

が
好
き
荘
の
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ

に
山
が
あ
る
か
ら
と
登
山
家
が
い
う

の
と
同
じ
で
、
そ
こ
に
魚
が
い
る
か

ら
と
い
う
外
な
い
。

い
ま
さ
ら
釣
り
の
礼
讃
譜
を
お
の

し
よ
う
と
は
思
わ
ぬ
が
、
生
来
野
性

な
人
柄
が
、
あ
の
昔
な
が
ら
の
幼
稚

な
原
始
的
の
釣
魚
方
法
に
マ
ッ
チ
し

て
い
る
の
か
も
し
れ
ぬ
》
じ
っ
さ
い

瞳

釣

六
尺
近
い
大
の
男
が
寸
余
の
小
魚
に

血
道
を
あ
げ
て
い
る
の
は
、
ど
う
見

て
毛
痢
巧
な
図
で
は
な
い
が
、
人
間

が
あ
る
一
つ
の
も
の
に
凝
り
固
っ
て

い
る
ど
き
ほ
ど
純
潔
で
き
れ
い
な
も

の
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
釣
り
人
の
服

装
は
大
地
に
尻
を
お
ろ
し
て
為
汚
れ

が
気
に
な
ら
ぬ
よ
う
な
う
す
ぎ
た
な

い
服
装
で
い
く
が
、
そ
の
人
が
水
辺

に
塑
像
か
置
物
の
よ
う
に
不
動
の
姿

勢
で
水
上
型
点
を
凝
硯
し
て
い
る

今
か
ら
お
よ
そ
一
七
五
年
前
の
天

明
三
年
、
浅
間
山
が
大
爆
発
し
て
二

万
人
の
死
者
を
出
し
、
そ
の
上
今
国

に
大
飢
鍾
か
起
っ
た
”
農
民
達
は
年

貢
米
は
お
ろ
か
飯
米
に
も
事
欠
く
有

様
で
あ
っ
た
津
屋
崎
の
在
自
部
落
も

そ
の
例
に
も
れ
ず
、
農
民
達
は
凡
ゆ

る
手
を
尽
し
て
年
貢
米
の
免
除
堯
藩

庁
に
願
い
出
嘱
そ
こ
で
時
の
城
代

家
老
久
世
大
和
守
忠
知
が
実
地
調
査

を
命
じ
、
検
見
の
役
人
が
来
る
こ
と

に
な
っ
た
。

検
見
と
い
う
の
は
、
刈
取
っ
た
稲

を
千
羽
で
こ
ぎ
、
更
に
「
箕
一
で
さ

垂
「
お
夏
大
明
神
」

と
こ
ろ
は
絵
で
あ
り
、
詩
で
あ
り
歌

で
あ
る
と
思
つ
、
四
六
時
中
そ
の
人

が
善
人
で
あ
る
と
は
保
証
せ
ぬ
が
少

く
と
も
、
そ
の
時
だ
け
は
釣
魚
の
外

に
邪
念
は
な
い
人
に
な
っ
て
い
る
。

こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
私
が
福
岡

に
在
住
し
た
頃
、
西
鉄
久
留
米
行
画

車
で
た
び
た
び
下
大
利
に
下
車
し
て

三
笠
川
の
上
流
に
釣
り
し
た
場
所
も

き
ま
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
い
つ

も
上
り
列
車
水
城
下
車
で
く
る
ら
し

日力

い
釣
老
人
が
い
て
、
私
の
対
岸
に
腰

を
お
ろ
す
。
幾
度
も
顔
を
あ
わ
せ
る

の
で
互
に
挨
拶
を
す
る
よ
う
に
な
り

相
手
に
煙
草
や
マ
ッ
チ
、
餌
や
道

具
に
不
足
ら
し
い
時
は
互
に
補
給
す

る
が
、
住
所
や
氏
名
は
名
乗
っ
た
こ

と
は
な
い
。
あ
る
と
き
私
は
妻
に
せ

が
ま
れ
て
彼
女
の
同
窓
の
級
友
を
久

留
米
往
訪
に
同
道
し
た
。
あ
ま
り
気

も
進
ま
な
か
っ
た
が
、
い
つ
も
休
日

に
は
釣
行
の
留
守
番
を
さ
せ
る
の

べ
て
（
ふ
る
っ
て
）
良
い
籾
を
計
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ふ
る
い
方
如
何

に
よ
っ
て
收
量
が
わ
か
り
、
年
貢
米

に
影
響
す
る
訳
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

の
箕
さ
く
の
役
ば
誰
が
や
る
に
し
て

も
責
任
は
一
村
の
運
命
に
か
か
わ
る

こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
こ
へ
、
当
時
在
自
の
住
民
で
あ

っ
た
お
夏
と
い
う
娘
が
こ
の
役
を
自

ら
進
ん
で
申
し
出
た
。
年
若
い
に

似
合
わ
ず
、
大
層
し
っ
か
り
者
で
、

村
で
も
指
折
り
の
器
云
よ
し
、
し
か

も
什
事
に
か
け
て
は
決
し
て
人
に
ひ

け
を
取
ら
な
い
腕
前
を
持
っ
て
い

た
。
お
真
は
独
り
胸
の
中
に
決
心
し

て
い
た
。
た
と
え
こ
の
身
は
ど
う
な

っ
て
も
在
自
の
村
の
人
を
救
っ
て
あ

げ
た
い
、
と
。

当
日
、
検
見
役
や
庄
屋
や
村
人
の

沢
山
見
守
る
中
で
、
お
夏
一
世
一
代

の
箕
さ
く
が
行
わ
れ
た
。
明
ら
か
に

良
い
米
ま
で
も
ふ
る
い
出
す
や
り
方

で
Ｉ
。

お
夏
は
そ
の
場
で
打
ち
首
に
な
っ

友

達

花

田

作

生

藤

禿

峰

来
の
旧
友
で
あ
う
た
。
そ
し
て
本
来

の
訪
問
の
主
客
は
そ
っ
ち
の
け
で
盛

大
な
釣
談
義
と
な
｛
で
大
い
に
飲
ん

だ
揚
句
、
辞
去
す
る
と
き
は
「
ま
た

あ
そ
こ
で
あ
い
ま
し
ょ
う
」
と
愛
人

同
志
が
、
ま
た
の
デ
ー
ト
を
約
す
ろ

よ
う
な
固
い
握
手
を
し
た
。

（
飯
塚
文
連
第
三
号
よ
り
）

×

×

で
、
そ
の
罪
亡
ぼ
し
の
意
味
で
つ
き

あ
っ
た
ま
で
の
こ
と
。
先
方
に
つ
い

て
す
す
め
ら
れ
る
ま
ま
に
座
敷
に
と

お
り
席
に
つ
い
た
が
、
あ
と
か
ら
席

に
出
て
き
た
人
を
見
て
彼
と
私
と
は

大
声
で
「
ア
シ
、
あ
な
た
は
！
」
と

叫
ん
で
応
接
合
を
隔
て
て
握
手
し

だ
。
雲
と
友
人
は
呆
気
に
と
ら
れ
て

私
共
の
歓
喜
の
擢
遁
表
眺
め
て
い
た

老
人
は
そ
の
友
人
の
父
君
で
あ
っ

た
。
私
共
は
氏
名
こ
そ
し
ら
ぬ
数
年

た
が
、
そ
の
後
藩
聿
黒
田
侯
に
そ
の

事
が
聞
え
、
一
身
を
犠
牲
に
し
た
義

侠
を
め
で
て
年
貢
免
除
の
達
示
が

出
た
。御

墨

付

一
、
荒
地
郷
五
百
八
拾
六
石
近
年
稀

城
代
家
老
久
世
大
和
守
忠
知

お
童
の
ま
ご
こ
ろ
は
遂
に
藩
主
を

動
か
し
た
の
で
あ
る
。

い
ま
在
自
に
箕
畑
と
い
う
字
名
が

あ
る
が
、
そ
こ
が
当
時
箕
を
さ
く
た

所
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。

現
在
、
津
屋
崎
町
在
自
の
南
に
「

偲
が
丘
」
と
い
う
合
地
が
あ
る
が
、

そ
｝
に
写
真
で
見
る
よ
う
な
「
お
夏

大
明
神
」
の
お
堂
が
建
立
さ
れ
、
今

に
至
る
ま
で
毎
年
春
秋
の
彼
岸
に
は

部
落
民
が
感
謝
の
お
祭
り
表
捧
げ
て

い
る
。

（
筆
者
は
津
屋
崎
町
公
民
館
主
事
）

有
之
凶
作
に
付
右
上
納
高
免
租
被

仰
出
候
二
付
其
箪
小
及
候

依
而
一
札
如
件

天
明
甲
辰
正
月
十
日

◎

始

め

に

「
武
丸
の
正
助
さ
ん
一
と
い
え
ば
、

少
し
で
も
そ
の
話
を
知
っ
て
い
る
人
、

殊
に
郡
内
の
三
十
四
、
五
才
以
上
の
人

々
に
は
懐
し
い
呼
び
名
だ
と
思
い
ま

す
。
処
が
少
し
く
わ
し
く
そ
の
伝
記

や
、
死
後
の
事
を
調
べ
て
み
る
と
、
話

以
上
に
す
ぐ
れ
た
人
で
あ
り
、
「
正
助

さ
ん
」
な
ど
と
は
、
済
ま
な
い
気
が
致

し
ま
す
。
だ
か
ら
世
間
で
は
、
正
勤
さ

ん
の
名
の
上
に
、
孝
子
と
か
純
孝
と
か

孝
聖
と
か
或
は
巨
孝
と
か
の
立
派
な
冨

葉
を
か
ぶ
せ
て
い
ま
す
。
或
は
名
の
下

に
翁
二
も
呼
ん
で
い
ま
す
。
も
っ
と
も

な
事
で
、
そ
う
呼
び
た
く
な
る
の
が
当

り
前
で
し
ょ
う
が
、
私
に
は
、
そ
れ
で

は
ど
う
も
、
正
助
さ
ん
が
遠
い
処
、
高

い
処
に
居
ら
れ
て
ほ
ん
と
う
に
近
よ
り

難
く
て
、
と
て
も
、
そ
ん
な
ま
ね
の
万

分
の
一
も
出
来
そ
う
に
な
い
気
が
致
し

ま
す
・
や
は
り
「
武
丸
の
正
助
さ
ん
」

な
ら
、
何
だ
か
親
し
い
気
持
が
し
て
来

て
、
そ
の
万
分
の
一
か
、
ひ
ょ
っ
と
す

る
と
一
以
上
の
事
も
出
来
は
し
な
い
だ

ろ
う
か
と
い
う
気
に
も
な
り
ま
す
。

だ
か
ら
乙
淫
に
は
「
正
助
さ
ん
」
と

呼
ぶ
事
を
許
し
て
い
た
ざ
く
識
、
ま
ず

お
願
い
致
し
ま
す
。

こ
れ
は
、
「
正
助
さ
ん
」
の
伝
説
と

銘
打
つ
も
の
で
な
く
、
伝
記
を
元
に
し

た
私
な
り
の
観
点
か
ら
「
正
助
さ
ん
」

を
新
た
に
し
の
ん
で
み
た
い
と
思
う
も

の
で
す
。

正
助
さ
ん
は
、
親
孝
行
者
だ
け
が
好

き
で
、
不
孝
者
は
き
ら
い
と
い
う
よ
う

な
事
は
決
し
て
な
く
、
正
助
さ
ん
の
「

ま
ご
こ
ろ
」
は
万
人
の
胸
の
中
に
し
の

び
こ
ん
で
ゆ
く
も
の
で
、
そ
こ
に
正
助

さ
ん
の
ま
ご
こ
ろ
や
そ
の
行
為
が
昔
話

だ
け
で
な
く
、
現
代
的
意
義
を
生
み
だ

す
も
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

宗像遺徳集 (二）

日本一の親孝行者

武丸の正助きん 円

~~

~

越智汎愛
~

一

六
年
目
の
祭
り
が
、
例
年
の
如
く
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
ほ
ん
と
う
の
命
日
は
十

月
二
十
五
日
で
す
が
、
こ
れ
は
正
助
さ

ん
の
適
徳
を
あ
ら
わ
す
会
が
特
に
行
う

祭
り
だ
と
の
事
で
、
そ
の
徳
を
し
た
う

人
々
が
大
勢
お
詣
り
を
し
て
い
ま
す
。

こ
の
廟
の
入
口
の
上
に
は
、
元
総
理

大
臣
吉
田
茂
氏
が
書
か
れ
た
「
孝
子
之

廟
」
の
額
が
か
私
っ
て
い
ま
す
。

全
く
珍
ら
し
い
事
で
す
。
ｌ
一
言

年
以
上
も
前
に
死
ん
だ
、
九
州
下
り
の

田
舎
の
貧
し
い
一
人
の
農
夫
の
「
み
た

ま
」
を
祭
っ
た
小
さ
な
廟
に
、
総
理
大

臣
を
し
た
人
が
、
筆
を
執
る
な
ど
全
く

珍
ら
し
い
事
だ
と
思
い
ま

す
。それだけに、正助さ釘~、〃讃んの心も行いむほんと唖幕鐙うにすぐれていたわけ‐

だ

と

思

い

ま

す

。

冊

：

＊

それもそうでしょう』㈱正助塞んが死んでから~三十年目、寛政元年に

》

幕
府
は
全
国
の
孝
子
義
人

を
後
世
に
伝
え
る
為
「
孝

義
録
」
五
十
巻
を
編
集
し

ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
「

正
助
伝
」
の
文
が
一
番
長

く
香
い
て
あ
り
ま
す
。

◎
現
代
に
生
き
る

正

助

さ

ん

昭
和
三
十
七
年
四
月
二
十
五
日
ｌ

麦
の
青
、
菜
種
の
黄
色
、
レ
ン
ゲ
の
赤

を
織
り
な
し
た
ｌ
こ
皇
優
町
吉
武

の
武
丸
の
里
は
ハ
ジ
カ
ミ
の
丘
の
「
孝

子
之
廟
一
で
は
正
勤
さ
ん
の
死
後
二
百

六
年
目
の
祭
り
が
、
例
年
の
如
く
行
わ

け
る
、
日
本
一
の
「
親
孝
行
者
」
と
い

う
事
に
な
る
わ
け
で
す
。

い
や
、
江
戸
時
代
だ
け
で
な
く
、
そ

の
徳
は
今
日
も
な
お
生
き
続
け
て
い
る

か
ら
こ
そ
、
吉
田
総
理
も
軍
を
執
っ
た

わ
け
だ
シ
臣
心
い
ま
す
。

今
日
、
そ
の
徳
を
し
た
う
者
は
子
供

だ
け
で
な
く
、
高
校
生
も
老
い
た
る
人

も
、
為
政
者
も
学
者
心
更
に
ま
た
ア
メ

リ
カ
人
心
、
バ
ス
の
停
留
所
か
ら
一
粁

以
上
も
あ
る
山
路
を
歩
い
て
多
く
の
人

が
、
正
助
さ
ん
の
廟
や
蟇
に
お
詣
り
を

し
て
い
る
事
実
を
知
っ
て
私
は
驚
き
ま

し
た
。

そ
う
し
た
事
に
つ
い
て
紙
数
の
許
す

限
り
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

◎
終
戦
後
の
あ
り
さ
ま

一
、
吉
武
小
学
校

終
戦
前
た
く
さ
ん
の
人
々
が
お
詣
り

つ
ま
り
正
助
亭
ん
は
江
戸
時
代
に
於
一
は
会
社
や
地
元
が
観
光
的
な
宣
伝
の
為

で
な
い
事
は
よ
く
分
り
ま
す
。

停
留
所
か
ら
山
坂
路
を
一
粁
以
上
も

歩
か
ね
ば
な
ら
す
や
行
っ
て
見
た
処
で

こ
れ
と
い
う
見
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
心
あ
る
人
々

が
正
助
さ
ん
の
小
廟
や
墓
奏
一
尋
ね
行
く

誠
意
に
対
す
る
雪
意
の
道
標
で
、
い
ず

れ
も
十
年
前
ぐ
ら
い
の
も
の
で
し
ょ
う

三

、

国

主

建

標

処
が
、
そ
う
し
た
道
標
に
従
っ
て
パ

ス
街
道
か
ら
十
数
歩
南
へ
入
っ
て
小
川

の
橋
を
渡
ろ
う
と
す
る
時
、
苔
む
し
た

自
然
石
が
す
ぐ
右
手
に
立
っ
て
い
ま

す
。
高
さ
一
米
二
、
三
十
糎
巾
五
、
六

十
郷
厚
さ
三
、
四
十
極
の
こ
の
自
然
石

が
道
か
ら
目
に
つ
く
表
面
に
、
「
孝
子

正
助
墓
コ
レ
ヨ
リ
南
六
丁
」
と
刻
ま
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
石
奉
廻
っ
て
見
て
も

一
罪
認
謹
謬
澤
幅
評
丞

し
て
い
た
正
助
さ
ん
の
廟
や
蟇
に
は
、

日
本
が
大
東
亜
戦
争
に
敗
れ
た
二
十
年

か
ら
し
ば
ら
く
は
、
特
殊
な
人
姦
除
い

て
ぱ
っ
た
り
と
と
だ
え
て
し
ま
い
ま
し

た
。
然
し
そ
う
し
た
中
で
も
、
戦
前
か

ら
久
し
く
続
け
ら
れ
て
来
た
埋
元
の
吉

武
小
学
校
生
徒
の
、
廟
や
墓
の
清
掃
は

戦
後
も
絶
ゆ
る
事
な
く
続
け
ら
れ
て
、

兄
や
姉
に
見
習
っ
て
今
日
も
尚
、
毎
月

二
十
五
日
の
早
起
会
に
は
必
ら
ず
そ
れ

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

戦
後
数
年
を
経
て
社
会
が
い
く
ら
か

落
ち
つ
く
よ
う
に
な
り
、
人
心
も
ゆ
と

り
を
と
り
も
ど
す
事
が
剛
来
る
歓
に
な

る
と
ま
た
、
ぼ
つ
ノ
、
正
助
さ
ん
の
「

ま
ご
こ
ろ
」
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
人
々

が
ふ
え
て
来
ま
し
た
。

二

、

道

標

の

設

匿

だ
か
ら
西
鉄
バ
ス
赤
間
営
業
所
に

も
、
直
方
行
吉
留
停
留
所
に
も
、
ま
た

武
丸
へ
の
曲
り
角
に
も
一
孝
子
廟
」
へ

の
案
内
標
が
掲
げ
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ

… －群

一
癖
鋸
や
孝
心
を
か
き
立
て
て
来
た
わ
け

（
つ
づ
く
）
一
八
五
年
前
、
正
助
さ
ん
が
死
な
れ
て

か
ら
二
十
年
目
、
黒
田
の
殿
様
の
命
に

よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
。
・

こ
れ
も
勿
論
単
な
為
宣
伝
で
な
く
、

生
前
篤
行
の
正
助
さ
ん
を
お
城
に
招
い

た
殿
橡
が
、
秬
助
さ
ん
の
「
ま
ご
こ
ろ

」
を
世
に
あ
ら
わ
し
た
い
と
い
う
善
意

の
道
棟
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
道
標
に
従
っ
て
乙
漣
数

年
、
た
く
さ
ん
の
有
名
無
名
の
人
々
が

正
助
さ
ん
が
眠
ら
れ
る
ハ
ジ
カ
ミ
の
丘

を
尋
ね
ま
し
た
。

四

、

有

名

人

参

拝

抄

無
名
の
人
々
の
参
拝
に
つ
い
て
は
別

に
書
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
次
に

有
名
人
の
参
拝
に
つ
い
て
少
し
述
べ
て

み
ま
す
。

一
三
雪
一
月
三
合
Ｉ
参
拝
者
が

だ
ん
ノ
、
ふ
え
て
来
ま
し
た
の
で
、
こ

の
日
、
武
丸
正
助
伝
語
廟
に
掲
げ
ま
し

た
。
色
々
の
事
が
書
い
て
あ
る
中
で
特

に
注
目
を
引
く
の
は
、
今
か
ら
百
六
年

前
の
安
政
三
年
の
百
年
忌
大
法
要
の
事

で
す
。
後
で
ま
た
書
き
た
い
と
思
い
ま

す
が
、
こ
の
時
の
参
詣
者
は
八
万
八
千

人
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
く
ら
何
で

も
こ
ん
な
山
奥
に
、
百
年
も
前
に
八
万

八
千
と
は
お
か
し
い
。
語
呂
が
合
う
様

に
う
ん
と
ホ
ラ
を
吹
い
て
記
し
た
の
だ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
人
も
あ
る
か
も
知
れ

ま
せ
ん
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
百
年
忌
の
記
録
が
残
っ
て
い

ま
す
。
私
が
計
算
し
た
の
で
は
七
万
五

千
七
百
人
に
な
り
ま
す
が
、
し
か
と
数

え
た
人
数
が
こ
れ
で
、
後
は
数
え
き
れ

な
か
っ
た
と
古
記
録
に
あ
り
ま
す
か

ら
、
八
万
八
千
人
は
或
は
実
数
以
下
で

あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

一
三
雪
一
月
ｌ
出
光
興
産
の
出
光

佐
一
二
氏
が
二
百
年
忌
奉
疫
会
費
と
し
て

十
万
円
寄
贈
さ
れ
て
い
ま
す
。

三
○
年
十
月
五
日
’
二
百
年
忌
大

法
要
が
行
わ
れ
、
本
願
寺
述
朋
上
人
外

多
数
の
知
名
士
が
参
詣
さ
れ
ま
し
た
。

出
光
社
長
毛
そ
の
機
に
翁
顕
彰
会
費
と

し
て
二
十
万
円
寄
贈
き
れ
ま
し
た
。

同
じ
年
の
十
一
月
に
は
、
九
大
教
授

の
松
浦
理
学
士
と
共
に
、
ア
メ
リ
カ
領

事
も
参
詣
し
て
い
ま
す
。

二
六
年
三
月
ｌ
旧
吉
武
公
民
館
の

提
唱
に
よ
り
正
助
さ
ん
の
蕊
廟
が
改
築

さ
れ
参
詣
者
は
一
層
ふ
え
ま
し
た
。

そ
の
前
後
元
福
岡
県
知
事
杉
本
勝
次
氏

が
二
度
も
参
詣
さ
れ
ま
し
た
。

敗
戦
後
の
思
想
の
動
揺
混
乱
に
も
拘

わ
ら
ず
、
箙
助
さ
ん
の
ま
己
こ
ろ
は
、

学
問
や
理
く
つ
を
越
え
て
以
上
の
観
に

多
く
の
知
名
士
奉
動
か
し
、
叉
多
数
の




