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柳
川
事
件
を
こ
え
て

　
柳
川
事
件
を
こ
え
て

　
将
軍
の
御
側
に
仕
え
た
き
ら
び
や
か
な
経
歴
と
、
秀
で

　
将
軍
の
御
側
に
仕
え
た
き
ら
び
や
か
な
経
歴
と
、
秀
で

た
処
世
術
を
備
え
何
か
に
つ
け
て
主
君
宗
義
成
を
凌
ご
う

た
処
世
術
を
備
え
何
か
に
つ
け
て
主
君
宗
義
成
を
凌
ご
う

と
す
る
藩
の
重
臣
柳
川
調
興
で
し
た
が
、
つ
い
に
藩
主
と

と
す
る
藩
の
重
臣
柳
川
調
興
で
し
た
が
、
つ
い
に
藩
主
と

の
確
執
は
事
件
に
発
展
し
ま
し
た
。
日
本
史
上
名
高
い
柳

の
確
執
は
事
件
に
発
展
し
ま
し
た
。
日
本
史
上
名
高
い
柳

川
事
件
で
す
。
朝
鮮
外
交
の
こ
と
で
重
大
な
手
柄
を
宗
氏

川
事
件
で
す
。
朝
鮮
外
交
の
こ
と
で
重
大
な
手
柄
を
宗
氏

・
玄
方
ら
に
立
て
ら
れ
た
調
興
は
、
寛
永
十
年
、
あ
ろ
う

・
玄
方
ら
に
立
て
ら
れ
た
調
興
は
、
寛
永
十
年
、
あ
ろ
う

こ
と
か
藩
主
を
国
書
改
ざ
ん
・
偽
造
の
廉
で
幕
府
に
訴
え

こ
と
か
藩
主
を
国
書
改
ざ
ん
・
偽
造
の
廉
で
幕
府
に
訴
え

た
の
で
す
。
実
に
、
そ
の
大
半
は
一
族
や
自
ら
が
関
わ
っ

た
の
で
す
。
実
に
、
そ
の
大
半
は
一
族
や
自
ら
が
関
わ
っ

た
に
も
拘
ら
ず
…

た
に
も
拘
ら
ず
…
。

　
寛
永
十
二
年
三
月
、
江
戸
城
の
大
広
間
に
幕
閣
・
全
国

　
寛
永
十
二
年
三
月
、
江
戸
城
の
大
広
間
に
幕
閣
・
全
国

諸
大
名
ら
の
居
並
ぶ
中
、
将
軍
家
光
直
裁
の
詮
議
が
な
さ

諸
大
名
ら
の
居
並
ぶ
中
、
将
軍
家
光
直
裁
の
詮
議
が
な
さ

れ
ま
し
た
。
「
対
馬
藩
宗
家
は
お
取
り
潰
し
か
」
、
と
い

れ
ま
し
た
。
「
対
馬
藩
宗
家
は
お
取
り
潰
し
か
」
、
と
い

う
大
裁
判
で
す

う
大
裁
判
で
す
。

　
判
決
は
宗
家
の
勝
利
、
柳
川
氏
の
敗
訴
で
対
馬
藩
存
亡

　
判
決
は
宗
家
の
勝
利
、
柳
川
氏
の
敗
訴
で
対
馬
藩
存
亡

の
最
大
の
危
機
は
脱
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
が
、
宗

の
最
大
の
危
機
は
脱
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
が
、
宗

家
は
勝
利
し
た
も
の
の
、
藩
主
義
成
が
最
も
頼
り
と
す
る

家
は
勝
利
し
た
も
の
の
、
藩
主
義
成
が
最
も
頼
り
と
す
る

外
交
僧
玄
方
は
南
部
藩
盛
岡
に
、
敗
訴
し
た
柳
川
調
興
は

外
交
僧
玄
方
は
南
部
藩
盛
岡
に
、
敗
訴
し
た
柳
川
調
興
は

津
軽
藩
弘
前
に
流
罪
の
身
と
な
り
ま
し
た

津
軽
藩
弘
前
に
流
罪
の
身
と
な
り
ま
し
た
。

　
初
め
て
の
「
通
信
使
」

　
初
め
て
の
「
通
信
使
」

　
柳
川
事
件
の
国
難
を
乗
り
越
え
た
対
馬
藩
は
、
翌
寛
永

　
柳
川
事
件
の
国
難
を
乗
り
越
え
た
対
馬
藩
は
、
翌
寛
永

十
三
年
二
月
「
通
信
使
請
来
差
倭
」
（
差
倭
は
使
命
を
も

十
三
年
二
月
「
通
信
使
請
来
差
倭
」
（
差
倭
は
使
命
を
も

っ
て
派
遣
さ
れ
る
日
本
人
）
を
釜
山
に
送
り
ま
し
た
。
朝

っ
て
派
遣
さ
れ
る
日
本
人
）
を
釜
山
に
送
り
ま
し
た
。
朝

鮮
府
の
派
遣
決
定
は
さ
し
て
間
を
置
か
ず
な
さ
れ
、
使
節

鮮
府
の
派
遣
決
定
は
さ
し
て
間
を
置
か
ず
な
さ
れ
、
使
節

の
名
称
も
今
回
か
ら
「
通
信
使
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な

の
名
称
も
今
回
か
ら
「
通
信
使
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
名
目
は
「
日
本
の
太
平
祝
賀
」
と
い
う
こ
と

り
ま
し
た
。
名
目
は
「
日
本
の
太
平
祝
賀
」
と
い
う
こ
と

で
し
た
が
、
日
本
国
情
の
偵
察
、
北
方
の
脅
威
後
金
国
対

で
し
た
が
、
日
本
国
情
の
偵
察
、
北
方
の
脅
威
後
金
国
対

応
の
た
め
、
日
本
と
の
友
好
関
係
の
構
築
の
目
的
も
あ
り

応
の
た
め
、
日
本
と
の
友
好
関
係
の
構
築
の
目
的
も
あ
り

ま
し
た

ま
し
た
。

　
柳
川
事
件
後
、
外
交
文
書
は
以
酊
庵
輪
番
僧
に
よ
っ
て

　
柳
川
事
件
後
、
外
交
文
書
は
以
酊
庵
輪
番
僧
に
よ
っ
て

厳
格
に
管
掌
さ
れ
国
書
改
ざ
ん
も
な
く
な
り
、
朝
鮮
王
朝

厳
格
に
管
掌
さ
れ
国
書
改
ざ
ん
も
な
く
な
り
、
朝
鮮
王
朝

か
ら
将
軍
に
上
程
さ
れ
る
国
書
も
「
日
本
大
君
」
、
と
い

か
ら
将
軍
に
上
程
さ
れ
る
国
書
も
「
日
本
大
君
」
、
と
い

う
称
号
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て

う
称
号
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、

総
勢
四
七
五
名
の
通
信
使
一
行
が
そ
の
年
十
月
に
来
日
し

総
勢
四
七
五
名
の
通
信
使
一
行
が
そ
の
年
十
月
に
来
日
し

ま
し
た

ま
し
た
。

　
住
吉
灘
と
鴨
居
瀬

　
住
吉
灘
と
鴨
居
瀬
　

　
一
行
が
府
中
に
向
か
う
そ
の
途
中
通
過
し
た
住
吉
と
鴨

　
一
行
が
府
中
に
向
か
う
そ
の
途
中
通
過
し
た
住
吉
と
鴨

居
瀬
の
風
景
を
、
正
使
任
絖
は
「
丙
子
日
本
日
記
」
に

居
瀬
の
風
景
を
、
正
使
任
絖
は
「
丙
子
日
本
日
記
」
に
、

「
未
の
刻
（
午
後
二
時
頃
）
に
、
港
か
ら
西
方
へ
半
里
程

「
未
の
刻
（
午
後
二
時
頃
）
に
、
港
か
ら
西
方
へ
半
里
程

入
り
、
い
わ
ゆ
る
住
吉
瀬
戸
と
い
う
と
こ
ろ
に
差
し
掛
か

入
り
、
い
わ
ゆ
る
住
吉
瀬
戸
と
い
う
と
こ
ろ
に
差
し
掛
か

っ
た
。
灘
の
水
際
に
は
石
壁
が
門
の
よ
う
に
削
立
し
、
そ

っ
た
。
灘
の
水
際
に
は
石
壁
が
門
の
よ
う
に
削
立
し
、
そ

の
広
さ
は
七
間
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
灘
を
過
ぎ
る
と
、
右

の
広
さ
は
七
間
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
灘
を
過
ぎ
る
と
、
右

岸
の
上
に
板
で
作
っ
た
一
軒
の
家
が
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る

岸
の
上
に
板
で
作
っ
た
一
軒
の
家
が
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る

住
吉
祠
（
現
在
の
住
吉
神
社
と
思
え
る
）
で
あ
る
。
そ
れ

住
吉
祠
（
現
在
の
住
吉
神
社
と
思
え
る
）
で
あ
る
。
そ
れ

は
極
め
て
霊
験
あ
ら
た
か
な
の
で
、
船
の
人
た
ち
は
此
処

は
極
め
て
霊
験
あ
ら
た
か
な
の
で
、
船
の
人
た
ち
は
此
処

へ
来
る
と
互
い
に
戒
め
の
祈
祷
を
す
る
が
、
此
処
は
府
中

へ
来
る
と
互
い
に
戒
め
の
祈
祷
を
す
る
が
、
此
処
は
府
中

へ
行
く
通
路
で
あ
る
。
　
　
　

へ
行
く
通
路
で
あ
る
。
　
　
　

申
の
刻
に
鴨
瀬
（
鴨
居
瀬
）
と
い
う
と
こ
ろ
で
碇
を
下
ろ

申
の
刻
に
鴨
瀬
（
鴨
居
瀬
）
と
い
う
と
こ
ろ
で
碇
を
下
ろ

し
て
船
上
で
泊
ま
る
。
住
吉
・
鴨
瀬
の
間
の
両
崖
に
は

し
て
船
上
で
泊
ま
る
。
住
吉
・
鴨
瀬
の
間
の
両
崖
に
は
、

奇
峰
が
湖
に
差
し
込
ま
れ
、
小
さ
な
島
た
ち
が
恰
も
ガ
ラ

奇
峰
が
湖
に
差
し
込
ま
れ
、
小
さ
な
島
た
ち
が
恰
も
ガ
ラ

ス
瓶
と
銀
の
皿
が
玉
盤
の
上
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で

ス
瓶
と
銀
の
皿
が
玉
盤
の
上
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
っ
た
」
と
、
描
い
て
い
ま
す

あ
っ
た
」
と
、
描
い
て
い
ま
す
。

　
漢
城
（
ソ
ウ
ル
）
の
王
宮
で
執
務
す
る
官
僚
の
目
に

　
漢
城
（
ソ
ウ
ル
）
の
王
宮
で
執
務
す
る
官
僚
の
目
に
、

こ
れ
ら
の
風
景
は
絵
画
の
よ
う
に
美
し
く
神
秘
的
に
映
っ

こ
れ
ら
の
風
景
は
絵
画
の
よ
う
に
美
し
く
神
秘
的
に
映
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。
後
年
の
使
行
録
に
も
住
吉
瀬
戸
は
描

た
こ
と
で
し
ょ
う
。
後
年
の
使
行
録
に
も
住
吉
瀬
戸
は
描

か
れ
て
い
ま
す

か
れ
て
い
ま
す
。

　
府
中
で
の
馬
上
才

　
府
中
で
の
馬
上
才
　

　
府
中
に
着
い
た
信
使

　
府
中
に
着
い
た
信
使（
対
馬
藩
は
こ
う
称
し
て
い
ま
し

対
馬
藩
は
こ
う
称
し
て
い
ま
し

た
）一
行
は
、
馬
上
才

一
行
は
、
馬
上
才（
馬
の
曲
乗
り
）

（
馬
の
曲
乗
り
）を
披
露
し
ま
し
た

を
披
露
し
ま
し
た
。

「
同
日
記
」
は
そ
の
様
子
を
、
「
正
午
に
軍
臣
た
ち
が
弓

「
同
日
記
」
は
そ
の
様
子
を
、
「
正
午
に
軍
臣
た
ち
が
弓

で
的
を
射
た
り
、
馬
上
才
の
技
能
を
試
み
る
こ
と
を
し
た

で
的
を
射
た
り
、
馬
上
才
の
技
能
を
試
み
る
こ
と
を
し
た

が
、
義
成
及
び
召
・
　
（
西
堂
・
以
酊
庵
輪
番
僧
）
の
両

が
、
義
成
及
び
召
・
　
（
西
堂
・
以
酊
庵
輪
番
僧
）
の
両

僧
が
そ
の
部
下
た
ち
を
率
い
て
行
っ
て
見
物
を
し
て
、
全

僧
が
そ
の
部
下
た
ち
を
率
い
て
行
っ
て
見
物
を
し
て
、
全

島
の
男
児
、
老
弱
た
ち
は
山
を
取
り
巻
き
、
野
原
を
埋
め

島
の
男
児
、
老
弱
た
ち
は
山
を
取
り
巻
き
、
野
原
を
埋
め
、

島
主
の
母
親
（
威
徳
院
）
と
家
族
た
ち
ま
で
も
、
或
い
は

島
主
の
母
親
（
威
徳
院
）
と
家
族
た
ち
ま
で
も
、
或
い
は

幕
を
張
り
、
或
い
は
頭
と
顔
を
覆
っ
て
観
覧
し
た
。
彼
等

幕
を
張
り
、
或
い
は
頭
と
顔
を
覆
っ
て
観
覧
し
た
。
彼
等

は
弓
を
射
る
人
の
的
に
当
て
る
技
術
の
妙
な
る
腕
前
と

は
弓
を
射
る
人
の
的
に
当
て
る
技
術
の
妙
な
る
腕
前
と
、

馬
術
の
優
れ
て
い
る
妙
技
に
対
し
て
、
誰
も
が
舌
を
巻
い

馬
術
の
優
れ
て
い
る
妙
技
に
対
し
て
、
誰
も
が
舌
を
巻
い

て
賞
賛
し
な
い
者
は
い
な
か
っ
た
」
と
、
異
国
の
馬
術
に

て
賞
賛
し
な
い
者
は
い
な
か
っ
た
」
と
、
異
国
の
馬
術
に

驚
嘆
す
る
人
々
の
光
景
を
述
べ
て
い
ま
す

驚
嘆
す
る
人
々
の
光
景
を
述
べ
て
い
ま
す
。

　
日
光
参
詣

　
日
光
参
詣
　

　
今
次
の
信
使
来
聘
で
特
徴
的
だ
っ
た
こ
と
は
日
光
東
照

　
今
次
の
信
使
来
聘
で
特
徴
的
だ
っ
た
こ
と
は
日
光
東
照

社（
宮
）

（
宮
）へ
の
参
詣
で
し
た

へ
の
参
詣
で
し
た
。参
詣
を
勧
誘
さ
れ
た
一
行
は

参
詣
を
勧
誘
さ
れ
た
一
行
は
、

当
初
辞
退
し
ま
し
た
が
、
家
光
の
「
三
使
臣
の
日
光
遊
覧

当
初
辞
退
し
ま
し
た
が
、
家
光
の
「
三
使
臣
の
日
光
遊
覧

を
も
っ
て
光
華
で
あ
る
」
と
い
う
強
い
要
望
と
、
拒
否
し

を
も
っ
て
光
華
で
あ
る
」
と
い
う
強
い
要
望
と
、
拒
否
し

た
と
き
世
話
役
の
対
馬
藩
を
窮
地
に
陥
れ
る
こ
と
へ
の
配

た
と
き
世
話
役
の
対
馬
藩
を
窮
地
に
陥
れ
る
こ
と
へ
の
配

慮
に
よ
っ
て
実
施
と
な
り
ま
し
た
。
日
光
参
り
は
義
成
の

慮
に
よ
っ
て
実
施
と
な
り
ま
し
た
。
日
光
参
り
は
義
成
の

先
導
で
、
雪
の
降
る
十
二
月
に
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
信
使

先
導
で
、
雪
の
降
る
十
二
月
に
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
信
使

一
行
の
印
象
は
良
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

一
行
の
印
象
は
良
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
さ
い
と
う
ひ
ろ
ゆ
き

さ
い
と
う
ひ
ろ
ゆ
き
・
対
馬
市
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
）

対
馬
市
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
）

　
柳
川
事
件
を
こ
え
て

　
将
軍
の
御
側
に
仕
え
た
き
ら
び
や
か
な
経
歴
と
、
秀
で

た
処
世
術
を
備
え
何
か
に
つ
け
て
主
君
宗
義
成
を
凌
ご
う

と
す
る
藩
の
重
臣
柳
川
調
興
で
し
た
が
、
つ
い
に
藩
主
と

の
確
執
は
事
件
に
発
展
し
ま
し
た
。
日
本
史
上
名
高
い
柳

川
事
件
で
す
。
朝
鮮
外
交
の
こ
と
で
重
大
な
手
柄
を
宗
氏

・
玄
方
ら
に
立
て
ら
れ
た
調
興
は
、
寛
永
十
年
、
あ
ろ
う

こ
と
か
藩
主
を
国
書
改
ざ
ん
・
偽
造
の
廉
で
幕
府
に
訴
え

た
の
で
す
。
実
に
、
そ
の
大
半
は
一
族
や
自
ら
が
関
わ
っ

た
に
も
拘
ら
ず
…
。

　
寛
永
十
二
年
三
月
、
江
戸
城
の
大
広
間
に
幕
閣
・
全
国

諸
大
名
ら
の
居
並
ぶ
中
、
将
軍
家
光
直
裁
の
詮
議
が
な
さ

れ
ま
し
た
。
「
対
馬
藩
宗
家
は
お
取
り
潰
し
か
」
、
と
い

う
大
裁
判
で
す
。

　
判
決
は
宗
家
の
勝
利
、
柳
川
氏
の
敗
訴
で
対
馬
藩
存
亡

の
最
大
の
危
機
は
脱
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
が
、
宗

家
は
勝
利
し
た
も
の
の
、
藩
主
義
成
が
最
も
頼
り
と
す
る

外
交
僧
玄
方
は
南
部
藩
盛
岡
に
、
敗
訴
し
た
柳
川
調
興
は

津
軽
藩
弘
前
に
流
罪
の
身
と
な
り
ま
し
た
。

　
初
め
て
の
「
通
信
使
」

　
柳
川
事
件
の
国
難
を
乗
り
越
え
た
対
馬
藩
は
、
翌
寛
永

十
三
年
二
月
「
通
信
使
請
来
差
倭
」
（
差
倭
は
使
命
を
も

っ
て
派
遣
さ
れ
る
日
本
人
）
を
釜
山
に
送
り
ま
し
た
。
朝

鮮
府
の
派
遣
決
定
は
さ
し
て
間
を
置
か
ず
な
さ
れ
、
使
節

の
名
称
も
今
回
か
ら
「
通
信
使
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
名
目
は
「
日
本
の
太
平
祝
賀
」
と
い
う
こ
と

で
し
た
が
、
日
本
国
情
の
偵
察
、
北
方
の
脅
威
後
金
国
対

応
の
た
め
、
日
本
と
の
友
好
関
係
の
構
築
の
目
的
も
あ
り

ま
し
た
。

　
柳
川
事
件
後
、
外
交
文
書
は
以
酊
庵
輪
番
僧
に
よ
っ
て

厳
格
に
管
掌
さ
れ
国
書
改
ざ
ん
も
な
く
な
り
、
朝
鮮
王
朝

か
ら
将
軍
に
上
程
さ
れ
る
国
書
も
「
日
本
大
君
」
、
と
い

う
称
号
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、

総
勢
四
七
五
名
の
通
信
使
一
行
が
そ
の
年
十
月
に
来
日
し

ま
し
た
。

　
住
吉
灘
と
鴨
居
瀬
　

　
一
行
が
府
中
に
向
か
う
そ
の
途
中
通
過
し
た
住
吉
と
鴨

居
瀬
の
風
景
を
、
正
使
任
絖
は
「
丙
子
日
本
日
記
」
に
、

「
未
の
刻
（
午
後
二
時
頃
）
に
、
港
か
ら
西
方
へ
半
里
程

入
り
、
い
わ
ゆ
る
住
吉
瀬
戸
と
い
う
と
こ
ろ
に
差
し
掛
か

っ
た
。
灘
の
水
際
に
は
石
壁
が
門
の
よ
う
に
削
立
し
、
そ

の
広
さ
は
七
間
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
灘
を
過
ぎ
る
と
、
右

岸
の
上
に
板
で
作
っ
た
一
軒
の
家
が
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る

住
吉
祠
（
現
在
の
住
吉
神
社
と
思
え
る
）
で
あ
る
。
そ
れ

は
極
め
て
霊
験
あ
ら
た
か
な
の
で
、
船
の
人
た
ち
は
此
処

へ
来
る
と
互
い
に
戒
め
の
祈
祷
を
す
る
が
、
此
処
は
府
中

へ
行
く
通
路
で
あ
る
。
　
　
　

申
の
刻
に
鴨
瀬
（
鴨
居
瀬
）
と
い
う
と
こ
ろ
で
碇
を
下
ろ

し
て
船
上
で
泊
ま
る
。
住
吉
・
鴨
瀬
の
間
の
両
崖
に
は
、

奇
峰
が
湖
に
差
し
込
ま
れ
、
小
さ
な
島
た
ち
が
恰
も
ガ
ラ

ス
瓶
と
銀
の
皿
が
玉
盤
の
上
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
っ
た
」
と
、
描
い
て
い
ま
す
。

　
漢
城
（
ソ
ウ
ル
）
の
王
宮
で
執
務
す
る
官
僚
の
目
に
、

こ
れ
ら
の
風
景
は
絵
画
の
よ
う
に
美
し
く
神
秘
的
に
映
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。
後
年
の
使
行
録
に
も
住
吉
瀬
戸
は
描

か
れ
て
い
ま
す
。

　
府
中
で
の
馬
上
才
　

　
府
中
に
着
い
た
信
使（
対
馬
藩
は
こ
う
称
し
て
い
ま
し

た
）一
行
は
、
馬
上
才（
馬
の
曲
乗
り
）を
披
露
し
ま
し
た
。

「
同
日
記
」
は
そ
の
様
子
を
、
「
正
午
に
軍
臣
た
ち
が
弓

で
的
を
射
た
り
、
馬
上
才
の
技
能
を
試
み
る
こ
と
を
し
た

が
、
義
成
及
び
召
・
　
（
西
堂
・
以
酊
庵
輪
番
僧
）
の
両

僧
が
そ
の
部
下
た
ち
を
率
い
て
行
っ
て
見
物
を
し
て
、
全

島
の
男
児
、
老
弱
た
ち
は
山
を
取
り
巻
き
、
野
原
を
埋
め
、

島
主
の
母
親
（
威
徳
院
）
と
家
族
た
ち
ま
で
も
、
或
い
は

幕
を
張
り
、
或
い
は
頭
と
顔
を
覆
っ
て
観
覧
し
た
。
彼
等

は
弓
を
射
る
人
の
的
に
当
て
る
技
術
の
妙
な
る
腕
前
と
、

馬
術
の
優
れ
て
い
る
妙
技
に
対
し
て
、
誰
も
が
舌
を
巻
い

て
賞
賛
し
な
い
者
は
い
な
か
っ
た
」
と
、
異
国
の
馬
術
に

驚
嘆
す
る
人
々
の
光
景
を
述
べ
て
い
ま
す
。

　
日
光
参
詣
　

　
今
次
の
信
使
来
聘
で
特
徴
的
だ
っ
た
こ
と
は
日
光
東
照

社（
宮
）へ
の
参
詣
で
し
た
。参
詣
を
勧
誘
さ
れ
た
一
行
は
、

当
初
辞
退
し
ま
し
た
が
、
家
光
の
「
三
使
臣
の
日
光
遊
覧

を
も
っ
て
光
華
で
あ
る
」
と
い
う
強
い
要
望
と
、
拒
否
し

た
と
き
世
話
役
の
対
馬
藩
を
窮
地
に
陥
れ
る
こ
と
へ
の
配

慮
に
よ
っ
て
実
施
と
な
り
ま
し
た
。
日
光
参
り
は
義
成
の

先
導
で
、
雪
の
降
る
十
二
月
に
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
信
使

一
行
の
印
象
は
良
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
さ
い
と
う
ひ
ろ
ゆ
き
・
対
馬
市
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
）
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