
﹃
塩
原
多
助
一
代
記
﹄
に
お
け
る
二
つ
の
物
語

︱
︱
多
助
の
立
身
出
世
譚
と
お
か
め
の
因
果
応
報
譚
︱
︱丸

山

美
智
子

Ⅰ

は
じ
め
に

三さ
ん

遊ゆ
う

亭て
い

圓え
ん

朝
ち
ょ
う

演
述
﹃
塩し

お

原は
ら

多た

助す
け

一い
ち

代だ
い

記き

﹄
は
、
主
人
公
塩
原
多た

助す
け

が
継
母
お
か
め
に
虐
待
さ
れ
、
愛
馬
青あ

お

に
別
れ
を
惜
し
ん
で
江
戸
に
出
た

の
ち
に
、
刻
苦
し
て
立
身
す
る
話
で
あ
る
。
多
助
の
モ
デ
ル
は
、
上
州
沼ぬ

ま

田た

に
あ
る
新に

い

治は
る

村む
ら

よ
り
江
戸
に
出
て
本
所
相あ

い

生お
い

町
ち
ょ
う

に
薪ま

き

炭ず
み

商
を
営
み

成
功
し
た
塩し

お

原ば
ら

屋や

太た

助す
け

︵
一
七
四
三
︱
一
八
一
六
︶
と
さ
れ
る
。
こ
の
噺
は
一
八
七
六
年
︵
明
治
九
︶
か
ら
一
八
七
八
年
︵
明
治
十
一
︶
に
口

演
さ
れ
た
﹁
塩
原
多
助
一
代
記
﹂
と
い
う
人
情
噺
を
も
と
と
し
て
、
一
八
八
五
年
︵
明
治
十
八
︶
に
速
記
刊
行
さ
れ
た
。
大
変
な
人
気
を
得
た

こ
と
で
、
口
演
か
ら
約
十
四
年
後
、
速
記
刊
行
か
ら
七
年
後
に
あ
た
る
一
八
九
二
年
︵
明
治
二
十
六
︶
三
代
目
河
竹
新
七
に
よ
り
歌
舞
伎
と
し

て
脚
色
劇
化
。
主
演
五
代
目
尾お

の

上え

菊き
く

五ご

郎ろ
う

が
善
人
多
助
と
悪
人
小こ

平へ
い

を
一
人
二
役
で
上
演
し
て
拍
手
喝
采
を
受
け
、
以
後
は
講
談
や
謡
曲
と

い
っ
た
演
芸
作
品
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
ゆ
く
。
江
戸
本
町
相
生
町
の
炭
屋
塩
原
太
助
の
実
話
に
基
づ
く
も
の
で
、
浪
士
の
子
に
生
ま
れ
な

が
ら
、
わ
け
あ
っ
て
百
姓
の
養
父
の
も
と
で
育
て
ら
れ
た
塩
原
多
助
が
、
養
父
の
死
後
、
後
妻
と
な
っ
て
い
た
継
母
お
か
め
と
女
房
の
悪
性
の

た
め
に
青
と
別
れ
て
一
人
江
戸
に
出
て
、
炭
屋
で
十
数
年
の
骨
身
を
惜
し
ま
ぬ
奉
公
の
末
、
独
立
し
豪
商
に
な
っ
た
と
い
う
出
世
物
語
と
し
て

有
名
で
あ
る
。
多
助
の
災
難
の
原
因
を
生
み
出
す
悪
役
は
、
女
房
お
え
い
、
道
連
れ
小
平
と
い
う
盗
人
、
そ
の
母
お
か
く
、
継
母
お
か
め
な
ど
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と
数
多
登
場
す
る
。
し
か
し
、
作
品
中
の
悪
行
は
継
母
お
か
め
を
軸
と
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
お
か
め
一
人
の
毒
婦
性
が
い
か
に
高
い
か

を
証
明
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
第
六
回
の
お
か
め
の
悪
性
を
示
し
た
部
分
を
引
用
す
る
。

お
龜
は
ど
う
か
丹
治
と
一
つ
に
な
り
度た

い

が
、
さ
う
す
る
に
は
多
助
を
追
い
出
さ
な
け
れ
ば
邪
魔
に
成な

つ

て
な
り
ま
せ
ん
が
、
多
助
を
追
ひ
出

す
に
は
如ど

何う

し
た
ら
宜よ

か

ら
う
と
考
へ
ま
す
と
、
又
惡
智
の
出
る
も
の
で
丹
三
郎
も
未
だ
單
身

ひ
と
り

も
の
な
り
、
ど
う
か
丹
三
さ
ん
と
お
榮
と
色

に
で
も
成な

つ

た
な
ら
、
私
も
丹
治
さ
ん
と
供い

つ

々し
よ

に
末
永
く
樂
し
め
る
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
し
て
、
主
あ
る
お
榮
に
色
事
を
勸
め
、
丹
三
郎
と
密

通
を
さ
せ
、
母
子

お
や
こ

同
志
で
奸ま

を

通と
こ

を
致
し
、
誠
に
宜
し
か
ら
ぬ
事
で
、

こ
の
直
前
に
も
﹁
殊
に
家
來
右
内
と
密
通
し
て
家
出
を
し
た
位
の
浮
氣
も
の
で
御
座
い
ま
す
か
ら
﹂
と
記
さ
れ
、
お
か
め
の
悪
質
な
素
性
に

つ
い
て
強
調
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
作
品
内
に
は
お
か
め
以
外
に
も
、
妻
お
え
い
、
盗
人
お
か
く
の
家
族
の
一
人
で
あ
る
小
平
ら
大
勢
が

悪
人
と
し
て
登
場
す
る
が
、
本
稿
で
は
養
父
角
右
衛
門
の
死
後
に
態
度
を
一
変
さ
せ
て
淫
乱
・
卑
俗
な
様
子
で
描
か
れ
始
め
る
お
か
め
の
位
置

づ
け
に
着
目
し
た
い
。

圓
朝
に
よ
る
﹁
塩
原
多
助
一
代
記
﹂
の
完
成
は
一
八
七
八
年
︵
明
治
十
一
︶
と
さ
れ
る
が
、
寄
席
口
演
は
一
八
七
五
年
︵
明
治
八
︶
か
ら
開

始
さ
れ
、
一
八
八
五
年
︵
明
治
十
八
︶
に
速
記
本
と
し
て
初
版
本
が
刊
行
さ
れ
た
。
後
に
修
身
の
教
科
書
に
お
い
て
第
八
回
の
愛
馬
青
と
の
別

れ
の
場
面
が
教
材
と
し
て
採
用
掲
載
さ
れ
た
こ
と
も
影
響
し
て
、十
二
万
部
と
い
う
売
れ
行
き
を
み
せ
、
当
時
と
し
て
は
異
例
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

作
品
と
な
る
。
教
科
書
へ
の
採
用
理
由
は
、
第
一
に
、
政
府
に
よ
る
修
身
教
育
の
方
針
に
適
っ
た
記
述
が
盛
り
込
ま
れ
た
人
情
噺
で
あ
っ
た
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
第
二
に
、
速
記
本
製
作
者
た
ち
の
漢
字
採
択
の
方
針
が
当
時
の
リ
テ
ラ
シ
ー
の
有
様
に
適
っ
た
こ
と
に
も
目
を
向
け
る
必

要
が
あ
る
。﹃
塩
原
多
助
一
代
記
﹄
は
そ
も
そ
も
速
記
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
た
め
、
著
者
に
よ
る
推
敲
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
速
記
本

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
落
語
を
喋
る
噺
家
の
圓
朝
は
あ
く
ま
で
も
演
述
者
で
あ
り
、
速
記
者
の
若わ

か

林
ば
や
し

玵か
ん

藏ぞ
う

と
助
手
酒さ

か

井い

昇
し
ょ
う

蔵ぞ
う

は
筆
記
者
。
こ
の
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ほ
か
、
刊
行
に
あ
た
っ
て
漢
字
採
択
の
助
言
を
与
え
る
関
係
者
も
存
在
し
た
。
漢
字
採
択
に
関
わ
っ
た
人
々
が
、
当
時
の
教
育
方
針
を
念
頭
に

お
い
て
助
言
を
施
し
た
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
助
言
の
前
提
と
な
っ
た
漢
字
使
用
の
方
針
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
点
に
関
し
て

は
今
後
の
課
題
と
し
、
次
稿
で
取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
。

本
稿
で
は
、
お
か
め
に
よ
る
毒
婦
の
悪
性
を
強
調
し
た
前
半
の
展
開
か
ら
、
田
舎
か
ら
出
て
き
た
主
人
公
多
助
の
善
性
を
強
調
し
た
後
半
の

展
開
に
注
目
し
、
明
治
政
府
の
修
身
教
育
の
方
針
に
落
語
家
圓
朝
ら
が
ど
う
呼
応
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

Ⅱ

﹃
塩
原
多
助
一
代
記
﹄
梗
概
よ
り

﹃
塩
原
多
助
一
代
記
﹄
の
創
作
経
緯
に
つ
い
て
は
、
圓
朝
自
身
が
語
っ
た
人
生
の
波
乱
万
丈
話
を
ま
と
め
た
、
朗ろ

う

月げ
つ

散さ
ん

史し

著
﹃
三
遊
亭
圓
朝
子

の
傳
﹄︵﹃
三
遊
亭
円
朝
の
履
歴
﹄︶
に
詳
細
な
記
述
が
あ
る
。
事
の
発
端
は
、
友
人
の
絵
師
柴し

ば

田た

是ぜ

真し
ん

に
持
ち
か
け
ら
れ
た
江
戸
の
炭
商
塩
原
家

の
実
話
の
怪
談
化
で
あ
っ
た
。
し
か
し
圓
朝
は
、
史
実
再
現
に
あ
た
っ
て
実
地
踏
査
を
進
め
る
う
ち
、
江
戸
本
所
の
炭
商
塩
原
太
助
が
財
を
成

し
た
出
世
話
の
ほ
う
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
、
怪
談
で
な
く
、
実
在
人
物
で
あ
る
太
助
を
モ
デ
ル
と
す
る
多
助
の
成
功
を
語
る
伝
記
噺
と
し
て
高

座
に
か
け
た
。﹃
塩
原
多
助
一
代
記
﹄
の
梗
概
に
つ
い
て
、
青あ

お

木き

正せ
い

次じ

は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

筋
の
前
半
は
多
助
の
育
ち
を
め
ぐ
る
受
難
物
語
で
、
武
士
の
子
多
助
が
農
民
の
養
子
と
な
り
、
養
母
と
妻
の
い
や
が
ら
せ
と
姦
通
に
あ
っ

て
家
を
捨
て
郷
里
を
ひ
と
り
出
奔
す
る
ま
で
、
後
半
は
彼
が
江
戸
で
炭
屋
の
奉
公
人
か
ら
身
を
起
こ
し
、
正
直
と
孝
行
と
商
法
に
よ
っ
て

大
商
人
と
な
る
立
身
成
功
談
か
ら
な
る
。︵
略
︶
中
世
以
来
の
民
衆
的
な
生
活
救
済
幻
想
の
型
で
あ
る
﹁
貴
種
流
離
譚
﹂
を
踏
ま
え
て
、
近

世
封
建
社
会
の
底
辺
に
あ
え
ぐ
民
衆
像
に
近
代
社
会
の
﹁
開
か
れ
た
社
会
﹂
と
い
う
幻
想
を
連
結
さ
せ
た
構
成
を
な
す
。
近
代
化
に
伴
う

農
本
的
な
家
族
の
崩
壊
と
都
市
貧
民
化
の
現
実
を
、
岩
崎
、
古
河
、
浅
野
な
ど
明
治
の
政
商
﹁
新
貴
族
﹂
像
と
を
結
び
つ
け
、
近
代
社
会
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の
救
済
幻
想
を
民
衆
レ
ベ
ル
で
表
現
し
た
も
の
と
な
っ
た
。︵
略
︶
ま
た
円
朝
の
文
体
﹁
語
り
口
調
﹂
は
、
生
活
民
多
助
の
話
し
言
葉
が
も

つ
素
朴
な
時
間
性
を
ま
る
ご
と
切
り
と
り
、
物
語
の
筋
に
並
べ
入
れ
る
と
い
う
方
法
で
、
生
活
民
の
自
然
な
生
活
意
識
が
そ
の
ま
ま
で
近

代
社
会
の
生
成
の
原
動
力
と
な
る
か
の
よ
う
な
表
現
を
作
り
出
し
た
。︵
略
︶
近
代
日
本
の
民
衆
が
新
た
な
教
育
制
度
に
取
り
込
ま
れ
る

以
前
の
わ
ず
か
な
時
期
に
、
そ
れ
ま
で
民
衆
の
わ
び
し
い
娯
楽
場
に
す
ぎ
な
か
っ
た
寄
席
に
新
時
代
の
﹁
開
か
れ
た
社
会
﹂
と
い
う
理
念

表
現
を
担
わ
せ
る
こ
と
で
、
社
会
的
な
成
功
を
得
た
。

︵
大
隅
和
雄
ほ
か
編
集
﹃
増
補

日
本
架
空

伝
承

人
名
事
典
﹄
平
凡
社
、
二
〇
〇
〇
年
八
月
︶

青
木
は
当
時
の
社
会
状
況
に
照
ら
し
て
詳
細
に
分
析
し
、﹁
農
本
的
な
家
族
の
崩
壊
と
都
市
貧
民
化
の
現
実
﹂
を
描
出
。
近
代
社
会
の
救
済
幻

想
を
民
衆
視
点
か
ら
具
象
し
た
こ
と
で
単
な
る
娯
楽
落
語
で
は
な
い
人
情
噺
を
生
み
出
し
た
点
を
評
価
し
て
い
る
。﹃
塩
原
多
助
一
代
記
﹄
は
、

当
時
の
教
育
勅
語
発
令
の
機
運
に
乗
っ
て
、
現
在
で
言
う
と
こ
ろ
の
道
徳
教
科
書
﹃
尋
常
小
学
校
修
身
﹄︵
八
尾
書
店
︶
中
に
徳
目
﹁
恭
倹
己
ヲ

持
シ
﹂
の
例
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。
圓
朝
の
没
年
で
も
あ
る
一
九
〇
〇
年
、﹁
国
民
ノ
模
範
タ
ル
ベ
キ
人
物
ヲ
揚
ゲ
、
興
味
ア
ル
具
体
的
事
例
ニ

ヨ
リ
テ
、
道
徳
的
感
情
及
道
徳
的
意
志
ヲ
修
養
セ
ン
コ
ト
ヲ
期
セ
リ
﹂
と
い
う
理
由
に
見
合
っ
た
た
め
に
教
科
書
へ
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
第
八

回
の
愛
馬
青
と
の
別
れ
の
場
面
は
、
現
在
も
落
語
﹁
塩
原
多
助
一
代
記
﹂
の
演
目
中
で
も
昭
和
の
落
語
家
に
最
も
語
り
継
が
れ
、
唯
一
Ｃ
Ｄ
化

さ
れ
て
い
る
。
諸
演
芸
に
伝
承
さ
れ
る
﹁
家
族
崩
壊
、
郷
里
出
奔
の
悲
哀
表
現
﹂
と
、
教
科
書
に
採
録
さ
れ
た
﹁
公
的
倫
理
﹂
を
広
め
る
目
的

で
つ
く
ら
れ
た
教
材
と
の
二
つ
の
側
面
を
保
ち
つ
つ
、
多
助
像
は
受
容
さ
れ
て
き
た
。
以
降
、﹁
家
族
崩
壊
、
郷
里
出
奔
の
悲
哀
表
現
﹂
の
前
半
、

﹁
公
的
倫
理
﹂
の
後
半
と
い
う
構
成
上
の
分
離
の
実
際
と
そ
の
理
由
に
目
を
向
け
て
考
察
す
る
。
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Ⅲ

二
分
さ
れ
た
物
語
と
し
て
の
考
察

一
、
二
分
さ
れ
る
物
語
展
開

﹃
塩し

お

原は
ら

多た

助す
け

一い
ち

代だ
い

記き

﹄
は
、
第
八
回
に
お
け
る
愛
馬
青あ

お

と
主
人
公
多た

助す
け

の
別
れ
の
場
面
か
ら
第
十
回
に
多
助
が
身
投
げ
す
る
ほ
ど
追
い
込
ま
れ

た
状
況
を
山や

ま

口ぐ
ち

善ぜ
ん

右
衛

え

門も
ん

に
救
わ
れ
る
場
面
ま
で
の
展
開
が
重
要
な
物
語
の
分
岐
点
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
分
岐
点
で
は
江
戸
の
神
田
︵
現
在

の
千
代
田
区
︶
に
架
か
る
昌

し
ょ
う

平へ
い

橋ば
し

︵
万ま

ん

世せ
い

橋ば
し

︶
で
の
身
投
げ
と
そ
の
救
済
を
機
に
、
災
難
続
き
で
あ
っ
た
多
助
の
運
命
は
好
転
す
る
。
さ
ら
に

第
五
回
で
、
養
父
角か

く

右
衛

え

門も
ん

が
塩
原
家
繁
栄
の
た
め
に
残
し
た
遺
言
を
さ
し
お
い
て
継
母
と
な
っ
た
︵
実
の
叔
母
で
も
あ
る
︶
お
か
め
は
、
家

の
崩
壊
を
招
く
行
動
に
出
る
。
原は

ら

丹た
ん

治じ

・
丹た

ん

三ざ
ぶ

郎ろ
う

の
侍
親
子
登
場
に
よ
っ
て
、
第
六
回
以
降
の
お
か
め
は
一
転
し
て
淫
乱
な
婦
人
と
化
す
。
圓

朝
は
第
五
回
終
盤
に
お
か
め
の
毒
婦
へ
の
豹
変
を
予
告
す
る
形
で
第
五
回
の
噺
を
閉
じ
、
第
六
回
以
降
、
そ
れ
ま
で
悲
劇
の
良
女
と
し
て
描
か

れ
て
い
た
お
か
め
の
姿
は
豹
変
し
て
い
く
。

殊
に
家
來
右
内
と
密
通
し
て
家
出
し
た
位
の
浮
氣
も
の
で
御
座
い
ま
す
か
ら
、
酒
の
上
と
は
云
ひ
な
が
ら
、
遂
に
丹
治
と
密
通
致
し
、
お

龜
ハ
深
く
丹
治
を
思
ひ
ま
す
る
が
、
世
間
の
手
前
、
多
助
の
前
も
あ
り
ま
す
が
、︵
略
︶
お
龜
は
ど
う
か
丹
治
と
一
つ
に
な
り
度た

い

が
、︵
略
︶

多
助
を
追
ひ
出
す
に
は
如ど

何う

し
た
ら
宜よ

か

ら
う
と
考
へ
ま
す
と
、
又
惡
智
の
出
る
も
の
で
︵
略
︶
主
あ
る
お
榮
に
色
事
を
勸
め
、
丹
三
郎
と

密
通
さ
せ
、
母
子

お
や
こ

同
士
で
奸ま

を

通と
こ

を
致
し
、
誠
に
宜
し
か
ら
ぬ
事
で
、

︹
第
六
回
前
半
よ
り
︺

一
年
後
の
八
月
朔
、
お
か
め
お
え
い
母
子
と
丹
治
丹
三
郎
父
子
は
、
離
縁
状
を
書
い
て
多
助
お
え
い
夫
婦
の
離
婚
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

お
え
い
の
持
っ
て
き
た
多
助
が
落
と
し
た
と
い
う
分
家
の
お
さ
く
か
ら
の
艶
書
を
種
に
す
る
も
の
の
、
あ
え
な
く
失
敗
に
終
わ
る
と
、
お
か
め
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は
丹
治
に
多
助
殺
害
を
依
頼
す
る
。
五
日
の
宵
︵
時
間
は
当
時
の
四
ッ
時
︶
庚こ

う

申し
ん

塚づ
か

手
前
で
手
綱
を
引
く
主
人
を
先
へ
行
か
せ
ま
い
と
し
て
歩

か
な
く
な
っ
た
青
の
働
き
に
よ
っ
て
多
助
は
助
か
る
が
、
代
わ
り
に
親
戚
の
圓え

ん

次じ

郎ろ
う

は
誤
殺
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

お
か
め
は
自
分
の
娘
に
密
通
を
勧
め
て
丹
三
郎
と
お
え
い
を
く
っ
つ
け
た
挙
句
、多
助
殺
害
を
依
頼
す
る
こ
と
で
彼
の
追
い
出
し
に
成
功
し
、

主
人
公
の
対
と
な
る
完
全
な
悪
女
と
化
し
た
。
し
か
し
、
お
か
め
の
運
命
は
第
八
回
の
青
と
の
別
れ
と
第
九
回
後
半
の
山
口
善
右
衛
門
と
の
出

会
い
の
間
に
織
り
込
ま
れ
た
第
九
回
前
半
場
面
を
境
に
、
第
六
回
・
第
七
回
に
お
い
て
多
助
の
運
の
好
転
と
対
照
的
に
急
落
し
て
い
く
。
後
に
、

お
か
め
は
連
れ
子
を
か
か
え
た
盲
目
の
乞
食
と
な
っ
て
多
助
の
前
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。

二
人
の
運
命
が
逆
転
す
る
こ
と
は
、
初
版
本
に
載
っ
て
い
る
各
編
の
見
出
し
か
ら
も
明
ら
か
に
な
る
。
各
編
に
一
題
ず
つ
漢
文
体
二
文
の
見

出
し
が
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
第
九
回
だ
け
は
漢
文
体
一
文
の
見
出
し
で
、
途
中
に
副
題
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
﹃
明
治
文
学
全
集

﹄︵
筑
摩

10

書
房
、
昭
和
四
十
年
六
月
︶
か
ら
全
見
出
し
を
抜
き
出
し
て
み
る
。
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第
十
一
回
・
第
十
二
回
も
話
の
途
中
に
副
題
は
な
い
も
の
の
、
区
切
る
記
号
の
﹁
○
﹂
を
付
け
て
一
編
に
二
つ
の
物
語
が
組
み
込
ま
れ
て
い

る
。
第
十
一
回
と
第
十
二
回
﹁
○
﹂
前
後
の
展
開
は
、
多
助
と
お
か
め
の
運
命
を
対
に
二
分
さ
れ
た
場
面
展
開
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

多
助
と
お
か
め
の
運
命
の
分
岐
点
と
し
て
据
え
ら
れ
た
第
九
回
前
後
に
目
を
向
け
る
と
、
単
に
多
助
の
立
身
出
世
譚
と
し
て
描
か
れ
た
わ
け
で

は
な
い
﹃
塩
原
多
助
一
代
記
﹄
の
も
う
一
つ
の
テ
ー
マ
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
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第
一
囘

山さ
ん

村そ
ん

主
し
ゆ
う

從じ
う

語
か
た
る

二
奇き

遇
ぐ
う
を

一

忠ち
う

僕
ぼ
く
の

苦く

心し
ん

危
あ
や
う
ふ
す

二
其そ
の

身み
を

一

第
七
囘

寃べ
ん

罪ざ
い

不ず

レ
解と
け

恨
う
ら
み

愈
い
よ
ゝ
ゝ

長
ち
や
う
ず

奇き

禍か

已
す
で
に

迫
せ
ま
つ
て

志
こ
ゝ
ろ
ざ
し

暗
あ
ん
に

決
け
つ
す

第
十
三
囘

小こ

平
へ
い
の

奸か
ん

計け
い

奪
う
ば
ふ

二

證
し
や
う

書
し
よ
を

一

多た

助
す
け
の

慧け
い

眼が
ん

破
や
ぶ
る

二
騙へ
ん

術
じ
ゆ
つ
を

一

第
二
囘

殺
こ
ろ
し
て

二
忠ち
う

僕
ぼ
く
を

一

獵
り
や
う

夫ふ

會
く
わ
い
す

二
親し
ん

族
ぞ
く
に

一

失
う
し
な
つ
て

二
愛あ
い

兒じ
を

一
旅り
よ

婦ふ

逢あ
ふ

二
知ち

己き
に

一

第
八
囘

沼ぬ
ま

田た

原げ
ん

頭と
う

紅こ
う

涙
る
い
の

雨あ
め

岩い
わ

上が
み

河か

邊へ
ん

白は
く

刃
じ
ん
の

電
い
な
づ
ま

第
十
四
囘

乞こ
ひ

レ
資し
を

結
む
す
ぶ
は

レ

約
や
く
を

在あ
り

レ

為
な
す
に

二
自じ

家か

之の

計
け
い
を

一

捐す
て

レ

金
き
ん
を

修
お
さ
め

レ

路
み
ち
を

將

謀

ま
さ
に
-す
は
か
ら
ん
と

二
公こ
う

衆し
う

之の

便
べ
ん
を

一

第
三
囘

寡か

婦ふ

嘆
た
ん
じ
て

レ

命
め
い
を

農の
う

角か
く

偏
ひ
と
へ
に

説と
く

レ

運
う
ん
を

兇
き
や
う

漢か
ん

誤
あ
や
ま
つ
て

レ

事
こ
と
を

士し

角か
く

幸
さ
い
わ
い
に

免
ま
ぬ
か
る

レ

厄
や
く
を

第
九
囘

忠ち
う

僕ぼ
く

怨
い
か
つ
て

二
非ひ

道
だ
ふ
を

一

拒
こ
ば
む

レ

婚
こ
ん
を

︹
○

孝こ
う

子し

哀
か
な
し
ん
で

二
薄は
く

命
め
い
を

一

赴
お
も
む
く

レ
死し
に

︺

第
十
五
囘

救
す
く
う
て

二
危き

急
き
う
を

一
角か
く

右ゑ

初
は
じ
め
て

名
な
い
ふ

二
其そ
の

子こ
に

一

數
か
ぞ
へ
て

二
貯ち
よ

蓄
ち
く
を

一
善ぜ
ん

右ゑ

更
さ
ら
に

勵
は
げ
ま
す

二
其そ
の

人
ひ
と
を

一

第
四
囘

少
女

罹
か
ゝ
り

レ

災
さ
い
に

却
か
へ
つ
て

得ゑ

二
幸こ
う

福
ふ
く
を

一

老
婆
説

と

い

て

レ

恩
お
ん
を

將

逞

ま
さ
に
-す
た
く
ま
し
う

二
邪じ
や

惡あ
く

一

第
十
囘

淫い
ん

慾よ
く

自
み
づ
か
ら

招
ま
ね
く

吉き
つ

外
ぐ
わ
い
の

凶
き
や
う

謹き
ん

儉け
ん

偏
ひ
と
え
に

甘
あ
ま
ん
ず
く

苦く

中
ち
う
の

樂ら
く

第
十
六
囘

説
と
い
て

二
來ら
い

路ろ
を

一
盲も
う

婦ふ

偏
ひ
と
へ
に

懺ざ
ん

悔げ
し

察
さ
つ
し
て

二
前ぜ
ん

途と
を

一
奇き

女じ
ょ

切
し
き
り
に

戀れ
ん

慕ぼ
す

第
五
囘

一い
っ

家か

喜き

憂ゆ
う

輻
あ
つ
ま
る

二

病
び
ょ
う

夫ふ

之の

枕ち
ん

邊
ぺ
ん
に

一

終
し
ゅ
う

世
せ
い
の

苦く

樂ら
く

生
し
や
う
ず

二
孤こ

兒じ

之の

身し
ん

上
じ
や
う
に

一

第
十
一
囘

嚴げ
ん

父ぷ

遮
さ
え
ぎ
つ
て

二
慈じ

母ぼ

一

勵
は
げ
ま
す

二
孝か
う

子し

一

奸か
ん

夫ぷ

伴
と
も
の
う
て

二
淫い
ん

婦ぷ
を

一

會
く
わ
い
す

二
毒ど
く

尼に
に

一
︹
○
︺

第
十
七
囘

企き

圖と

不ず

レ

違
た
が
わ

眞
し
ん
に

奇き

遇ぐ
う

意い

氣き

相あ
い

投
と
う
ず

是こ
れ

良
り
や
う

縁ゑ
ん

第
六
囘

淫い
ん

婦ぷ

誣
し
ひ
て

レ

罪
つ
み
を

孝か
う

子し

苦
く
る
し
み

姦か
ん

夫ぷ

伏
ふ
せ
て

レ

謀

は
か
り
ご
と
を

良
り
や
う

馬ば

知し
る

第
十
二
囘

以
も
つ
て

レ

毒
ど
く
を

制
せ
い
す

レ

毒
ど
く
を

造ぞ
う

化く
わ

之の

奇き

形け
い

捨
す
て
ゝ

レ
利り
を

計
は
か
る

レ
利り
を

經け
い

濟ざ
い

之の

妙
み
や
う

法ほ
う

︹
○
︺

第
十
八
囘

親し
ん

子し

重
お
も
ん
じ
て

レ
義ぎ
を

志
こ
ゝ
ろ
ざ
し

愈
い
よ
ゝ
ゝ

堅
か
た
く

夫ふ
う

婦ふ

守
ま
も
つ
て

レ

儉
け
ん
を

家い
ゑ

益
ま
す
ゝ
ゝ

富と
む



二
、
裏
の
主
人
公
、
毒
婦
お
か
め

本
作
の
第
一
回
は
、
主
人
の
塩
原
角
右
衛
門
︵
多
助
の
実
父
︶
を
探
す
岸き

し

田だ

右う

内な
い

︵
お
か
め
の
駆
け
落
ち
相
手
︶
を
主
人
公
に
据
え
た
書
き

出
し
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
前
半
部
分
で
は
、
多
助
の
叔
父
右
内
、
実
父
角か

く

右
衛
門

え

も

ん

、
養
父
角
右
衛
門
ら
が
幼
少
期
の
主
人
公
多
助
の
配
役

代
行
者
と
し
て
の
役
割
を
担
う
。
し
か
し
、
第
二
回
に
待
つ
右
内
の
死
は
、
単
に
展
開
を
結
ぶ
役
割
と
し
て
で
は
な
く
、
裏
に
潜
む
塩
原
角
右

衛
門
︵
実
父
︶
の
奥
方
︵
実
母
お
せ
い
︶
の
妹
お
か
め
と
い
う
存
在
を
、
前
半
の
主
人
公
と
し
て
後
に
引
き
立
た
せ
た
い
が
た
め
の
仕
掛
け
と

も
捉
え
う
る
。
前
半
に
は
裏
の
主
人
公
お
か
め
の
毒
婦
と
し
て
の
生
き
様
や
悪
者
と
し
て
の
描
か
れ
方
の
問
題
が
あ
る
。
前
半
は
右
内
の
死
、

圓え
ん

次じ

郎ろ
う

殺
害
と
い
う
登
場
人
物
の
死
に
加
え
て
、
多
助
が
悪
女
に
よ
る
密
通
と
い
じ
め
に
耐
え
忍
び
な
が
ら
泣
き
暮
ら
す
と
い
う
よ
う
に
、
物

語
の
暗
さ
が
際
立
っ
て
い
る
。
反
面
、
後
半
は
丹た

ん

三ざ
ぶ

郎ろ
う

、
お
え
い
の
死
や
丹た

ん

治じ

お
か
め
の
逃
亡
、
お
か
く
家
族
と
い
う
悪
党
の
衰
退
と
対
照
的

に
、
出
世
に
向
か
う
多
助
の
様
子
が
滑
稽
に
明
る
く
描
か
れ
て
い
る
。
後
半
に
お
い
て
重
視
す
べ
き
は
、
倹
約
・
貯
蓄
・
忍
耐
・
勧
善
懲
悪
・

農
民
の
貧
窮
や
田
舎
者
の
扱
い
方
で
あ
る
。
後
半
に
至
り
、
多
助
の
人
物
描
写
は
一
層
純
真
で
堅
実
な
男
と
し
て
強
調
さ
れ
て
お
り
、
立
身
出

世
の
手
本
と
し
て
多
助
を
扱
っ
た
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。

圓
朝
は
第
九
回
を
ど
の
よ
う
な
展
開
で
語
っ
た
の
か
。
記
録
さ
れ
た
物
語
か
ら
辿
る
限
り
に
お
い
て
、
善
と
悪
の
運
命
逆
転
を
意
識
し
た

︿
枕
﹀︵
落
語
に
お
け
る
前
置
き
話
︶
を
挿
入
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
第
九
回
冒
頭
は
圓
朝
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
始
ま
り
、
落
語
の
︿
枕
﹀

と
し
て
善
悪
の
心
に
つ
い
て
の
﹁
煩
悩
﹂
を
説
く
。
そ
の
後
、﹁
迷
え
ば
可
愛
い
子
を
捨
て
、
夫
を
棄
て
る
や
う
に
相
成
り
ま
す
と
申
す
は
、
前

申
上
げ
ま
し
た
通
り
﹂
と
し
て
、
第
八
回
に
お
け
る
お
か
め
の
毒
婦
ぶ
り
を
な
ぞ
り
な
が
ら
導
入
と
な
る
説
明
に
入
る
。
次
に
、
話
題
の
切
り

替
え
が
行
わ
れ
る
。

此
方
は
今
内な

い

祝
し
ゆ
う

言げ
ん

の
盃
を
取
ら
う
と
す
る
所
へ
太
左
衞
門
が
物
を
も
言
わ
ず
に
上
つ
て
來
て
、
祝
言
の
座
敷
へ
ド
ツ
サ
リ
ト
坐
つ
て
、
こ

れ
か
ら
談
判
を
致
し
ま
す
と
云
ふ
お
話
し
に
成
ま
す
。
鳥

ち
よ
つ

渡と

一
息
つ
き
ま
し
て
。
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こ
の
直
後
に
﹁
○
孝こ

う

子し

哀
か
な
し
ん
で

二

薄は
く

命
め
い
を

一

赴
お
も
む
く

レ

死し
に

﹂
と
い
う
中
見
出
し
が
入
り
、
因
縁
に
つ
い
て
運
を
説
く
︿
中
枕
﹀
を
前
置
き
と
し
て
加
え

る
こ
と
で
話
題
転
換
が
な
さ
れ
て
い
る
。

多
助
の
や
う
な
好い

ゝ

人
は
神
も
佛
も
附つ

き

添そ
つ

て
居
る
か
と
思
ふ
と
、
前
囘
に
申
上
た
や
う
な
難
澁
な
目
に
遭
ひ
、
自
分
が
率ひ

き

馴
れ
た
馬
に
別
れ

を
告
げ
て
、
漸
く
岩
上
村
へ
掛
り
ま
す
と
、
胡
麻
の
灰
道
連
の
小
平
と
仁
助
に
會
て
土
足
に
掛
け
ら
れ
抜ぬ

き

刀み

を
附
付
け
て
、
さ
ア
金
を
出

さ
な
け
れ
ば
殺
す
ぞ
と
云
ふ
の
で
、

こ
の
後
、
昌
平
橋
︵
万
世
橋
︶
で
の
自
殺
未
遂
は
多
助
の
人
生
の
分
岐
点

タ

ー

ニ

ン

グ

ポ

イ

ン

ト

と
な
る
。
投
身
未
遂
の
境
界
と
な
る
場
面
で
は
、
善
性
の
強
い
多

助
と
悪
性
の
強
い
お
か
め
の
運
命
の
逆
転
と
い
う
﹁
運
﹂
に
つ
い
て
の
展
開
が
仕
組
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
刊
行
時
期
と
の
関
係

﹃
塩
原
多
助
一
代
記
﹄
発
案
当
時
は
、﹁
三
条
の
教

き
ょ
う

憲け
ん

﹂
な
ど
政
府
か
ら
の
発
令
を
き
っ
か
け
に
、
史
実
に
基
づ
く
創
作
へ
の
希
求
が
高
ま
っ

て
い
た
。
一
八
七
五
年
︵
明
治
八
︶
に
逮
捕
さ
れ
た
高
橋
お
伝
の
事
件 (

)

に
材
を
と
っ
た
作
品
も
多
く
創
ら
れ
、﹃
高た

か

橋 ば
し

阿 お

伝 で
ん

夜 や

刀 も
の

譚
が
た
り

﹄(２
)、

歌
舞
伎

1

の
﹃
綴と

じ

合
あ
わ
せ

於お

伝
で
ん
の

仮か

名な

書ぶ
み

﹄
な
ど
へ
の
脚
色
化
が
な
さ
れ
て
話
題
を
呼
ん
だ
。
高
橋
お
伝
事
件
に
取
材
し
た
作
品
に
つ
い
て
は
、﹃
文
体
：
日
本

近
代
思
想
体
系

﹄︵
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
一
月
︶
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
ほ
ぼ
そ
の
全
貌
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
世
間
で
の

16

流
行
に
目
を
つ
け
た
政
府
は
、
仮か

名な

垣か
き

魯ろ

文ぶ
ん

に
対
し
て
世
に
貞
節
を
説
く
た
め
の
創
作
を
要
請
、
仮
名
垣
は
そ
れ
に
従
っ
て
﹃
高
橋
阿
伝
夜
刀

譚
﹄
を
刊
行
し
た
。
こ
う
し
た
毒ど

く

婦ふ

物も
の

ブ
ー
ム
は
、
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
仮
名
垣
魯
文
の
︿
続
き
物
﹀﹃
鳥と

り

追お
い

阿お

松ま
つ

海か
い

上
じ
ょ
う

新し
ん

話わ

﹄
、
そ
の
弟
子
久く

保ぼ

田た

彦ひ
こ

作さ
く

の
︿
続
き
物
﹀﹃
鳥 と

り

追お
い

阿 お

松 ま
つ

の
伝 で

ん

﹄(３
)が

新
聞
紙
上
で
人
気
を
得
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る
。
明
治
二
十
年
頃
ま
で
の
新
聞
・
雑
誌
が

扱
っ
た
高
橋
お
伝
逮
捕
の
一
大
ニ
ュ
ー
ス
は
、﹃
塩
原
多
助
一
代
記
﹄
の
発
案
時
期
も
近
く
、
圓
朝
は
こ
の
事
件
を
少
な
か
ら
ず
意
識
し
た
に
違
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い
な
い
。
仮
名
垣
魯
文
に
対
し
て
政
府
か
ら
要
請
の
な
さ
れ
た
新
聞
界
に
属
し
て
い
た
圓
朝
が
そ
の
こ
と
を
耳
に
し
て
取
材
し
た
可
能
性
は
高

い
。
一
八
七
五
年
︵
明
治
八
︶
当
時
、
圓
朝
は
﹃
郵ゆ

う

便び
ん

報ほ
う

知ち

新し
ん

聞ぶ
ん

﹄
で
の
文
筆
活
動
に
も
力
を
入
れ
て
い
た
。
一
八
七
四
年
︵
明
治
七
︶、
﹃
東と

う

京
き
ょ
う

日に
ち

日に
ち

新し
ん

聞ぶ
ん

﹄
に
入
社
し
て
後
に
社
長
と
な
る
福ふ

く

地ち

桜お
う

痴ち

︵
源
一
郎
︶
と
も
交
友
が
あ
っ
た
。
更
に
、
速
記
本
と
し
て
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
政

府
や
知
識
人
か
ら
の
推
奨
意
見
も
参
考
と
し
、
そ
れ
ま
で
の
人
情
噺
に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
、
義
理
・
勤
倹
・
忠
孝
と
い
っ
た
素
材
を
含
む

こ
と
に
繋
が
っ
た
の
だ
ろ
う
。

二
〇
〇
九
年
十
月
に
関
西
大
学
で
開
催
さ
れ
た
第

回
研
究
集
会
／
第
６
届
日
本
漢
學
國
際
學
術
研
討
會
で
の
増ま

す

田だ

周ち
か

子こ

の
報
告
︵
﹁
明
治

13

期
の
文
学
者
た
ち
の
漢
文
漢
字
問
題
﹂︶
で
は
、
速
記
本
と
後
の
文
学
の
関
係
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

漢
学
か
ら
洋
学
へ
と
移
行
し
て
い
く
時
代
に
あ
っ
た
明
治
日
本
で
は
、
漢
字
節
減
論
、
ロ
ー
マ
字
採
用
説
、
日
本
新
字
創
案
、
仮
名
専
用

説
な
ど
の
諸
説
が
展
開
さ
れ
た
。
ま
た
庶
民
な
ど
に
は
、
風
変
わ
り
な
新
漢
語
を
使
う
風
潮
も
み
ら
れ
た
。
坪
内
逍
遙
の
よ
う
に
、
軽
率

に
ど
の
文
体
が
い
い
な
ど
と
結
論
付
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
意
見
を
持
つ
文
学
者
が
あ
っ
た
一
方
、
最
適
な
表
記
法
を
模
索
し
続
け

る
文
学
者
た
ち
が
存
在
し
た
。
そ
の
後
、﹃
怪
談
牡
丹
燈
籠
﹄
な
ど
の
言
文
一
致
体
を
試
み
た
速
記
本
の
刊
行
が
見
ら
れ
、
山
田
美
妙
、
二

葉
亭
四
迷
ら
の
文
学
者
を
中
心
と
し
た
言
文
一
致
体
運
動
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
賛
否
両
論
が
展
開
さ
れ
た
も
の
の
、
最
終

的
に
は
教
育
の
上
で
も
言
文
一
致
体
が
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
き
、
言
文
一
致
体
の
方
針
が
確
立
す
る
。
そ
こ
で
の
明
治
期
の
文
学
者
た
ち

が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
。

言
文
一
致
へ
の
文
学
者
ら
の
試
行
錯
誤
と
教
育
的
配
慮
の
結
果
、
速
記
刊
行
に
は
漢
字
使
用
に
つ
い
て
の
示
唆
が
あ
っ
た
。
最
適
な
文
字
表

記
の
模
索
が
な
さ
れ
、
漢
字
廃
止
論
な
ど
文
体
改
良
へ
の
意
見
も
多
様
に
あ
っ
た
当
時
は
、
速
記
本
の
誕
生
を
一
分
岐
点
と
し
て
文
字
の
変
化

が
起
き
た
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
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後
、
歌
舞
伎
界
・
講
談
界
な
ど
各
芸
能
界
の
芸
術
作
品
な
ど
で
も
﹃
塩
原
多
助
一
代
記
﹄
を
基
盤
と
す
る
立
身
出
世
譚
作
品
の
宣
伝
が
な
さ

れ
る
。
例
え
ば
、
歌
舞
伎
脚
本
﹃
売ば

い

炭た
ん

翁お
う

青あ
お

馬の

曳ひ
き

綱つ
な

塩
原
多
助
一
代
記
﹄︵
明
治
二
十
五
年
八
月
︶
、
水
月
庵
主
人
に
よ
っ
て
戯
作
化
さ
れ
た

﹃
塩
原
多
助
実
伝
﹄︵
明
治
三
十
一
年
五
月
︶、
青
葉
散
士
編
﹃
浪
花
節
口
演
会

美び

文ぶ
ん

的
フ
シ
入
り
﹄︵
明
治
四
十
五
年
五
月
︶
な
ど
に
脚
色
さ

れ
て
い
る
。
落
語
で
も
、
三
遊
亭
金
馬
は
﹃
塩
原
多
助
後ご

日じ
つ

譚た
ん

﹄
を
口
演
し
、
明
治
三
十
五
年
一
月
に
速
記
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
他
に
も
、﹃
塩
原
多
助
一
代
記
﹄
は
、
芸
能
各
界
で
の
脚
色
劇
化
以
外
に
も
多
く
の
場
面
に
影
響
し
て
い
る
。
経
済
的
な
教
訓
書
と
し
て
﹃
塩

原
多
助
経
済
鑑
﹄︵
明
治
二
十
二
年
六
月
︶、
修
身
教
育
の
教
材
と
し
て
﹃
尋
常
小
学
単
級
修
身
訓

教
員
用

甲
、
乙
編
﹄︵
一
九
〇
〇
年
十
二

月
︶
に
も
﹁
青
の
別
れ
﹂
の
場
面
︵
第
八
回
︶
が
掲
載
さ
れ
る
。
偉
人
伝
を
多
く
著
し
た
碧
瑠
璃
園
に
よ
る
伝
記
﹃
塩
原
多
助
﹄︵
一
一
九
一
年

三
月
︶
な
ど
、
以
降
の
﹁
多
助
﹂
は
多
く
の
図
書
に
お
い
て
他
の
偉
人
ら
と
並
び
称
さ
れ
る
実
在
人
物
、
道
徳
的
な
見
本
と
な
る
人
物
と
し
て

紹
介
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、﹁
塩
原
多
助
一
代
記
﹂は
立
身
出
世
を
初
め
て
強
調
し
た
創
作
噺
と
い
う
点
で
評
価
を
得
て
お
り
、

明
治
社
会
の
﹁
立
身
出
世
﹂
と
い
う
新
趣
向
を
含
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
歌
舞
伎
よ
り
も
低
価
格
で
観
ら
れ
る
落
語
・
講
談
な
ど
演
芸
で
の
宣

伝
に
加
え
て
、
安
価
な
速
記
本
と
い
う
形
式
の
誕
生
に
よ
っ
て
も
階
級
の
低
い
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
に
な

い
趣
向
を
取
り
入
れ
た
人
情
噺
と
し
て
創
作
さ
れ
た
圓
朝
の
﹁
塩
原
多
助
一
代
記
﹂
は
後
に
速
記
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
こ
と
で
、
青
年
た
ち

の
向
上
心
を
鼓
舞
す
る
読
み
物
と
し
て
役
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
以
後
、
立
身
出
世
を
掲
げ
胎
動
し
て
ゆ
く
日
本
社
会
の
近
代
化
へ
の
橋
渡
し

を
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
と
い
え
よ
う
。

Ⅳ

﹃
塩
原
多
助
一
代
記
﹄
前
半
か
ら
後
半
に
か
け
る
展
開
変
容
の
理
由

前
半
に
お
い
て
身
を
潜
め
る
か
の
よ
う
に
影
の
薄
い
多
助
は
、
後
半
部
に
て
よ
う
や
く
主
人
公
と
し
て
本
領
を
発
揮
し
、
立
身
出
世
を
果
た

す
。﹃
塩
原
多
助
一
代
記
﹄
は
一
八
七
六
︵
明
治
九
︶
に
発
案
、
一
八
七
九
年
︵
明
治
十
一
︶
に
完
成
し
た
と
さ
れ
る
が
、
刊
行
は
明
治
十
八
年
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一
月
～
三
月
、
現
在
は
こ
の
刊
行
時
点
に
纏
め
ら
れ
た
刊
行
物
以
外
、
実
際
に
寄
席
で
口
演
し
た
蓄
音
記
録
な
ど
は
残
っ
て
い
な
い
。
噺
の
完

成
か
ら
刊
行
化
に
至
る
ま
で
の
七
年
間
、
圓
朝
が
寄
席
で
ど
の
よ
う
に
噺
を
口
述
し
た
か
を
窺
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
噺
の
変
容
の

有
無
や
過
程
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
政
論
及
び
教
育
論
が
喧
し
く
叫
ば
れ
る
時
期
に
あ
っ
て
、
そ
の
影
響
ゆ
え
の
内
容
変
化
が
生
じ
た
は

ず
で
あ
る
。

ま
た
、
西
欧
啓
蒙
書
と
し
て
明
治
三
、
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
西さ

い

国ご
く

立り
っ

志し

編へ
ん

﹄
は
、
日
本
の
教
育
に
大
き
く
影
響
し
た
立
身
出
世
の
概
念 (

)

を
初

4

め
て
盛
り
込
ん
だ
翻
訳
書
と
し
て
異
例
の
売
り
上
げ
を
記
録
し
て
お
り
、
読
者
家
と
し
て
も
有
名
な
圓
朝
が
こ
の
点
に
目
に
留
め
な
い
と
は
思

え
な
い
。
後
に
国
民
国
家
形
成
と
い
う
近
代
化
を
担
う
こ
と
に
な
る
﹃
塩
原
多
助
一
代
記
﹄
創
作
経
緯
に
は
、
読
書
家
で
も
あ
っ
た
圓
朝
の
読

書
活
動
か
ら
生
れ
た
部
分
も
あ
ろ
う
。

森も
り

銑せ
ん

三ぞ
う

は
、
圓
朝
研
究
に
役
立
ち
そ
う
な
著
書
と
自
身
の
耳
に
し
た
事
柄
を
﹃
新
編

明
治
人
物
夜
話
﹄
第
二
部
﹁
三
遊
亭
円
朝
﹂
の
中
で

ま
と
め
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
圓
朝
が
﹃
西
国
立
志
編
﹄
を
読
ん
で
い
た
事
実
が
示
さ
れ
て
い
る
。

今
一
つ
、
昭
和
十
二
、
三
年
頃
だ
っ
た
ろ
う
か
、
梅
の
盛
り
の
頃
に
、
藤
浦
さ
ん
の
玉
川
の
別
荘
に
立
ち
寄
っ
て
、
茶
菓
の
饗
応
に
あ

ず
か
っ
た
。
そ
し
て
ご
主
人
か
ら
、円
朝
の
話
な
ど
も
幾
つ
か
聴
い
た
の
だ
っ
た
が
、三
周
氏
の
ま
だ
子
供
で
あ
っ
た
頃
に
、円
朝
が﹁
坊
っ

ち
ゃ
ん
、
こ
の
本
は
い
い
本
で
す
か
ら
、
読
ん
で
御
覧
な
さ
い
﹂
と
い
っ
て
、
一
冊
の
書
物
を
く
れ
た
。
そ
の
書
と
い
う
の
が
、
実
に
中

村
敬
宇
の
訳
す
と
こ
ろ
の
﹃
西
国
立
志
編
﹄
だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
円
朝
と
﹃
西
国
立
志
編
﹄
と
、
こ
の
対
照
は
意
外
の
よ
う
で
も
あ
る

し
、
意
外
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
も
解
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
た
だ
そ
れ
だ
け
の
話
に
も
、
円
朝
の
人
物
の
窺
わ
れ
る
も
の
の
あ
る
こ
と
を

感
ず
る
の
で
あ
る
。

森
銑
三
は
こ
の
記
述
の
前
に
、
信し

の

夫ぶ

淳
じ
ゅ
ん

平ぺ
い

︵
漢
学
者
で
あ
る
信し

の

夫ぶ

怒じ
ょ

軒け
ん

の
息
子
︶
著
﹃
反ほ

古ご

草ぞ
う

紙し

﹄︵
有
斐
閣
、
一
九
二
九
年
︶
の
中
で
書
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き
ま
と
め
ら
れ
た
圓
朝
に
関
す
る
漢
文
に
よ
る
伝
記
の
訳
を
載
せ
て
い
る
。
信
夫
淳
平
の
文
章
訳
を
見
る
と
、
朗
月
散
史
著
﹃
三
遊
亭
圓
朝
子

の
傳
﹄︵﹃
三
遊
亭
円
朝
の
履
歴
﹄︶
に
あ
る
内
容
が
八
割
を
占
め
、
二
割
ほ
ど
自
分
の
交
友
事
実
を
付
け
加
え
た
内
容
だ
と
判
断
で
き
る
。﹃
西

国
立
志
編
﹄
は
、
教
育
の
場
面
に
立
身
出
世
の
概
念
を
植
え
つ
け
る
契
機
を
つ
く
っ
た
書
物
で
も
あ
っ
た
。

こ
こ
で
、
教
科
書
へ
の
採
択
理
由
の
一
つ
目
に
あ
げ
た
修
身
教
育
へ
目
を
向
け
よ
う
。
そ
も
そ
も
修
身
教
育
と
は
、
第
二
次
大
戦
前
の
初
等
・

中
等
学
校
に
設
け
ら
れ
た
現
在
の
道
徳
教
育
の
前
進
と
な
る
教
科
、
修
身
科
の
教
育
を
意
味
す
る
。
明
治
前
期
に
お
い
て
修
身
教
育
の
動
き
に

は
大
き
く
三
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
る
。

第
一
期
、
一
八
七
二
年
︵
明
治
五
︶
の
学
制
で
設
け
ら
れ
た
修
身
科
は
、
当
時
流
行
っ
た
西
欧
啓
蒙
書
を
翻
訳
し
た
﹃
西さ

い

国ご
く

立り
っ

志し

編へ
ん

﹄
に
み

る
立
身
出
世
を
真
似
る
形
で
、
翻
訳
教
科
書
に
よ
る
修
身
︵
後
に
は
小
学
校
で
は
修
身
口
授
＝
﹁
ぎ
ょ
う
ぎ
の
さ
と
し
﹂
と
呼
ば
れ
る
︶
、
修
身

学
︵
中
学
校
で
の
呼
称
︶
と
し
て
登
場
す
る
。﹃
西
国
立
志
編
﹄
は
、
一
八
七
〇
年
︵
明
治
三
︶
～
一
八
七
一
年
︵
明
治
四
︶
に
中な

か

村む
ら

正ま
さ

直な
お

︵
敬け

い

宇う

︶
に
よ
っ
て
翻
訳
刊
行
さ
れ
た
。
Ｓ
・
ス
マ
イ
ル
ズ
の
﹃
自じ

助じ
ょ

論ろ
ん

﹄
S
e
lf
H
e
lp︵
一
八
五
九
年
︶
を
原
典
と
す
る
西
洋
偉
人
や
英
雄
の
小
伝
記

で
あ
り
、
産
業
革
命
期
の
イ
ギ
リ
ス
精
神
を
訳
出
し
て
い
る
。
日
本
人
の
立
身
出
世
へ
の
意
識
を
啓
蒙
す
る
﹁
明
治
の
聖
書
﹂
と
し
て
一
躍
を

担
い
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
。
ま
た
、﹃
日
本
歴
史
大
事
典
﹄
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

そ
の
主
張
は
﹁
天
は
自
ら
助
け
る
も
の
を
助
け
る
﹂
と
い
う
言
葉
に
表
れ
て
お
り
、
成
功
へ
の
鍵
に
勤
勉
・
克
己
・
剛
毅
・
節
倹
と
い
う

徳
目
を
あ
げ
、
当
時
の
青
年
を
立
身
出
世
へ
と
駆
り
立
て
た
。

一
八
七
五
年
︵
明
治
八
︶
に
加か

藤と
う

弘ひ
ろ

之ゆ
き

が
著
し
た
﹃
国 こ

く

体 た
い

新し
ん

論 ろ
ん

﹄(５
)の

概
説
か
ら
は
、
当
時
の
社
会
動
向
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
じ
く

﹃
日
本
歴
史
大
事
典
﹄
か
ら
引
用
し
よ
う
。

─ 111─



す
で
に
﹃
隣

と
な
り

艸ぐ
さ

﹄︵
一
九
六
一
年
︶、﹃
立
憲
政
体
略
﹄︵
一
八
六
八
年
︶、﹃
真
政
大
意
﹄
︵
一
八
七
〇
年
︶
で
欧
米
の
近
代
立
憲
政
治
を
紹

介
し
て
い
た
加
藤
は
、
本
書
で
天
賦
人
権
論
に
依
拠
し
て
国
学
者
の
国
体
論
を
論
破
、
当
時
最
も
急
進
的
な
民
主
主
義
的
政
治
論
を
展
開

し
、
自
由
民
権
運
動
に
理
論
的
根
拠
を
与
え
た
。
だ
が
、
の
ち
に
優
勝
劣
敗
論
に
転
じ
て
自
由
民
権
思
想
を
攻
撃
し
、﹃
真
政
大
意
﹄
と
と

も
に
本
書
を
自
ら
絶
版
し
、
一
八
八
二
年
に
は
﹃
人
権
新
説
﹄
を
発
表
し
て
国
家
主
義
思
想
家
へ
と
急
転
身
し
た
。

第
二
期
、
一
八
八
〇
年
︵
明
治
十
三
︶
の
第
二
次
教
育
令
に
お
い
て
首
位
教
科
と
な
る
ほ
ど
重
視
さ
れ
始
め
た
修
身
科
は
、
仁
義
忠
孝
の
儒

教
的
内
容
を
強
調
し
た
。
し
か
し
、
森も

り

有あ
り

礼の
り

が
文
部
大
臣
に
就
任
す
る
と
、
森
は
個
の
自
発
性
を
根
幹
と
す
る
愛
国
心
教
育
を
主
張
し
、
徳
育

注
入
の
儒
教
主
義
修
身
を
批
判
し
た
。
一
八
八
七
年
︵
明
治
二
十
︶、
啓
蒙
思
想
家
の
西に

し

村む
ら

茂し
げ

樹き

は
、
帝
国
大
学
︵
現
東
京
大
学
︶
講
堂
に
て
前

年
十
二
月
に
三
回
に
わ
た
り
講
演
し
た
﹁
日
本
道
徳
論
﹂
の
内
容
を
も
と
に
、
哲
学
書
院
よ
り
﹃
日
本
道
徳
論
﹄
を
刊
行
。
本
書
は
政
府
要
路

を
主
と
し
て
一
〇
〇
部
余
献
呈
さ
れ
、
他
に
も
一
〇
〇
部
余
売
却
す
る
も
、
伊い

藤と
う

博ひ
ろ

文ぶ
み

内
閣
を
誹
謗
す
る
箇
所
が
あ
る
と
非
難
さ
れ
て
一
時
は

絶
版
。
し
か
し
、
文
部
大
臣
の
森
有
礼
の
忠
告
に
従
っ
て
問
題
箇
所
を
削
除
訂
正
し
た
後
、
一
八
八
八
年
︵
明
治
二
十
一
︶
に
再
販
さ
れ
、
以

後
版
を
重
ね
た
。
国
民
の
品
性
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
徳
目
と
し
て
勤
勉
・
節
倹
・
剛
毅
・
忍
耐
・
信
義
・
進
取
・
愛
国
・
天
皇
奉
戴
の

八
項
目
を
掲
げ
る
こ
と
で
道
徳
学
の
構
成
を
示
し
、
法
や
制
度
に
よ
ら
な
い
国
民
像
形
成
の
指
針
を
提
示
し
た
。
当
時
の
欧
化
政
策
を
憂
い
た

西
村
は
、
日
本
道
徳
を
軸
と
し
つ
つ
も
、
儒
教
や
西
洋
道
徳
と
い
っ
た
東
西
道
徳
の
内
容
と
比
較
し
、
長
所
を
織
り
交
ぜ
る
こ
と
で
新
た
な
和

魂
洋
才
の
国
民
道
徳
を
提
唱
。
た
だ
し
、
愛
国
・
天
皇
奉
戴
の
条
目
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
国
粋
主
義
の
立
場
か
ら
は
脱
し
え
な
か
っ
た
。

第
三
期
の
一
八
九
〇
年
︵
明
治
二
十
三
︶
に
は
時
勢
に
従
っ
て
﹁
教
育
勅
語
﹂
が
出
さ
れ
る
と
、
忠
孝
主
義
の
徳
育
方
針
を
確
定
し
、
以
後

の
修
身
教
科
書
で
は
教
育
勅
語
の
趣
旨
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
絶
対
条
件
と
な
っ
た
。

明
治
初
年
か
ら
二
十
年
あ
た
り
の
教
育
の
動
向
に
目
を
向
け
る
と
、
博
識
な
知
識
人
や
改
良
運
動
の
担
い
手
と
い
っ
た
上
層
の
人
々
は
立
身
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出
世
と
国
民
意
識
を
唱
え
る
こ
と
に
邁
進
し
、
ど
う
に
か
国
全
体
の
意
識
を
高
め
よ
う
と
国
民
国
家
形
成
へ
向
け
て
政
府
と
も
ど
も
動
い
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
上
層
の
人
々
は
、
立
身
出
世
に
関
す
る
意
識
を
持
た
な
い
低
識
字
能
力
者
や
高
い
書
物
も
買
え
な
い
よ
う
な
下
層

の
人
々
に
ま
で
認
識
を
広
め
る
手
段
を
探
っ
て
い
た
。﹃
西
国
立
志
編
﹄
の
訳
著
者
で
あ
る
中
村
正
直
︵
敬
宇
︶
は
一
八
九
〇
年
︵
明
治
二
十
三
︶

五
月
頃
に
教
育
勅
語
の
草
案
を
何
度
も
書
き
直
す
な
ど
、
草
案
採
用
は
さ
れ
ぬ
も
の
の
、
教
育
的
場
面
で
も
重
視
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
一
八

七
五
年
︵
明
治
八
︶
三
月
、
女
子
教
育
に
関
す
る
演
説
も
行
っ
た
。
当
時
の
文
明
開
化
と
い
う
命
題
達
成
の
た
め
、
人
民
の
性
質
を
改
造
す
べ

き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
中
村
の
言
う
、
徳
育
と
宗
教
教
育
に
基
づ
く
学
術
伝
授
に
よ
っ
て
賢
母
を
養
お
う
と
い
う
精
神
は
、﹁
国
家
の
た
め

の
良
妻
賢
母
﹂
と
い
う
点
で
森
有
礼
と
意
見
が
合
致
し
た
。
つ
ま
り
、
当
時
の
政
府
は
国
力
高
揚
の
た
め
、
下
層
社
会
へ
ど
の
よ
う
に
国
民
意

識
の
種
を
蒔
こ
う
か
と
試
行
錯
誤
し
、
一
手
段
と
し
て
江
戸
時
代
か
ら
続
く
庶
民
の
娯
楽
、
講
談
・
落
語
に
辿
り
着
い
た
。
お
そ
ら
く
圓
朝
は

﹁
三
条
の
教
憲
﹂
以
降
、
政
府
の
要
請
に
従
う
戯
作
者
・
講
談
師
ら
の
動
向
を
念
頭
に
お
い
た
行
動
に
出
て
お
り
、﹃
塩
原
多
助
一
代
記
﹄
刊
行

ま
で
の
七
年
間
に
も
政
府
の
意
向
も
汲
み
と
り
つ
つ
時
勢
を
鑑
み
た
結
果
、
後
半
部
分
で
は
主
人
公
多
助
の
忍
耐
・
勤
労
・
倹
約
貯
蓄
・
堅
実

で
実
直
な
性
格
を
描
く
よ
う
方
向
転
換
し
た
の
で
あ
ろ
う
。﹃
塩
原
多
助
一
代
記
﹄
は
後
に
立
身
出
世
を
説
く
教
材
と
し
て
教
科
書
へ
採
用
さ

れ
て
お
り
、
実
際
に
社
会
的
な
希
求
が
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
。

Ⅴ

圓
朝
の
序
詞
に
み
る
物
語
の
二
分

﹃
明
治
文
学
全
集

﹄︵
筑
摩
書
房
、
一
九
六
五
年
六
月
︶
中
の
﹃
塩
原
多
助
一
代
記
﹄
書
出
し
に
は
、﹁
明
治
十
七
年
十
二
月
記
﹂
の
速
記
者

10

若
林
玵
藏
に
よ
る
序
詞
の
前
に
、
圓
朝
自
身
の
序
詞
も
載
っ
て
い
る
。
圓
朝
の
筆
致
に
よ
る
と
、
句
点
の
み
で
区
切
る
こ
と
で
七
五
調
の
リ
ズ

ム
が
つ
け
ら
れ
、
俳
諧
や
川
柳
に
長
じ
た
圓
朝
ら
し
い
特
異
な
文
面
だ
と
分
か
る
。
角
川
書
店
版
の
三
遊
亭
円
朝
著
﹃
三
遊
亭
円
朝
全
集
：
第

五
巻
﹄︵
一
九
七
五
年
︶
に
あ
る
語
釈
を
参
照
し
つ
つ
、
読
解
を
試
み
た
い
。
こ
の
序
詞
中
に
は
、
刊
行
し
た
各
編
冊
子
を
ど
れ
だ
け
売
り
上
げ
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た
か
意
識
し
た
記
述
が
み
ら
れ
る
。

抑そ
も

こ
の
話
説

は
な
し

の
初
集
二
集
は
。
土ど

竃が
ま

の
パ
ツ
ト
せ
し
事
も
な
く
。
起

お
こ
り

炭ず
み

の
賑
や
か
な
る
。
場
と
て
も
あ
ら
ね
ど
後
篇
は
。
駱
駝
炭
の
立

消
な
く
。
鹽
原
多
助
が
忠
孝
の
。
道
を
炭
荷
と
倶
に
重
ん
じ
。
節
義
は

恰
あ
た
か

も
固か

た

炭ず
み

の
。
固
く
取
て
動
か
ぬ
の
み
か
。
獸
炭
を
作
り
て
酒

を
煖
め
し
。︵
略
︶
始
め
蛍
の
資
本

ひ
だ
ね

よ
り
炭
も
燒
べ
き
大お

ほ

竃
か
ま
ど

と
。
成
り
し
始
末
の
滿
尾
迄
。
御
覽
を
冀ね

が

ふ
と
言い

ふ

よ
し
の
。
端は

し

書が
き

せ
よ
と
の

需
も
と
め

は
あ
れ
ど
。
筆
持も

つ

す
べ
も
白し

ら

炭す
み

や
。︵
略
︶
鈍
き
作
意
の
炭
手
前
。
曲
り
形な

り

な
る
飾
り
炭
。
唯
管く

だ

炭ず
み

の
く
だ
ゝ
ゝ
し
け
れ
ど
。
輪わ

炭ず
み

胴

炭
點て

ん

炭ず
み

と
。
重
ね
て
御
求
め
の
有
之
様

こ
れ
あ
る
よ
う

。
出
板マ

マ

人
に
差
代
り
。
代
り
榮
せ
ぬ
序は

し

詞が
き

を
。
斯か

く

は
物
し
つ
。

三
遊
亭
圓
朝
記

序
詞
の
中
で
も
特
に
、
出
版
当
初
の
一
編
ご
と
の
売
り
上
げ
に
つ
い
て
言
及
し
た
と
思
わ
れ
る
部
分
を
引
用
し
た
。
記
述
内
容
に
目
を
向
け

る
と
、
単
に
前
半
と
後
半
の
作
品
構
成
の
変
化
し
た
事
を
受
け
て
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
よ
う
に
感
じ
る
。
﹁
初
集
二
集
は
。
土
竃
の
パ
ツ
ト

せ
し
事
も
な
く
。
起
炭
の
賑
や
か
な
る
。
場
と
て
も
あ
ら
ね
ど
﹂
と
﹁
蛍
の
資
本
﹂
と
は
前
半
の
人
気
へ
の
不
安
に
言
及
し
て
お
り
、
後
半
の

﹁
後
篇
は
。
駱
駝
炭
の
立
消
な
く
。︵
略
︶
獸
炭
を
作
り
て
酒
を
煖
め
し
。﹂
と
﹁
炭
も
燒
べ
き
大
竃
﹂
と
、
好
評
と
大
入
り
を
得
た
喜
び
を
表

し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
記
述
は
、
前
半
・
後
半
各
編
の
売
れ
行
き
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
各
編
の
売
れ
行
き
と
物
語
展
開
を
関
係
付

け
た
と
言
い
回
し
と
な
っ
て
い
る
。
引
用
部
分
を
読
み
直
す
と
、
以
下
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。

最
初
に
収
録
し
た
二
編
は
、
多
助
が
炭
商
と
し
て
働
い
て
商
売
繁
昌
と
な
る
場
面
も
な
く
、
内
容
と
し
て
も
主
人
公
の
悲
劇
ば
か
り
目
立
っ

て
し
ま
い
、
社
会
的
に
明
る
く
賑
や
か
だ
と
受
け
取
れ
る
場
面
も
な
い
。
し
か
し
後
半
で
は
、
質
は
脆
い
が
火
付
き
だ
け
は
良
い
炭
︵
噺
の
人

気
を
比
喩
し
た
表
現
だ
ろ
う
︶
は
消
え
る
こ
と
な
く
、
品
性
︵﹁
道
﹂
と
は
、
道
徳
的
な
趣
向
の
こ
と
だ
ろ
う
︶
を
炭
︵
﹁
炭
荷
﹂
と
は
、
塩
原

太
助
の
伝
記
と
し
て
の
説
話
性
の
こ
と
だ
ろ
う
︶
と
と
も
に
大
切
に
し
た
。

こ
の
前
半
・
後
半
の
二
分
は
、
第
九
回
を
境
と
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
前
半
部
の
﹁
毒
婦
物
﹂
的
な
テ
ー
マ
の
強
調
か
ら
後
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半
部
の
立
身
出
世
を
押
し
出
し
た
物
語
構
成
へ
と
変
容
し
た
。

Ⅵ

お
わ
り
に

﹃
塩
原
多
助
一
代
記
﹄
は
三
遊
亭
圓
朝
の
人
情
噺
と
し
て
一
八
七
五
年
︵
明
治
八
︶
に
発
案
さ
れ
、
一
八
七
九
年
︵
明
治
十
二
︶
に
は
完
成
、

一
八
八
五
年
︵
明
治
十
八
︶
に
は
速
記
本
刊
行
が
な
さ
れ
て
い
る
。
物
語
内
容
を
分
析
し
て
み
る
と
、
善
悪
の
因
果
応
報
譚
と
勤
労
倹
約
者
の

立
身
出
世
譚
と
い
う
二
つ
の
教
訓
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
遊
亭
圓
朝
は
、
一
八
七
二
年
︵
明
治
五
︶
発
令
の
﹁
三
条
の
教
憲
﹂
や
創
刊

が
相
次
い
だ
新
聞
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
変
動
し
て
い
く
近
代
化
の
過
渡
期
の
一
波
を
受
け
た
。
新
聞
界
の
要
請
を
受
け
て
、
そ
れ
ま
で
芝
居
噺

と
い
う
小
道
具
付
き
の
怪
談
噺
の
口
演
を
得
意
と
し
た
圓
朝
は
、
人
情
噺
の
筋
を
強
め
て
素
噺
へ
と
転
向
し
、
現
在
の
噺
家
の
定
番
的
形
式
の

基
盤
を
つ
く
り
上
げ
た
。
ま
た
、
当
時
は
都
市
新
聞
・
地
方
新
聞
と
も
に
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
た
怪
異
記
事
が
減
少
す
る (

)

と
と
も
に
、
史
実
に

6

基
づ
き
な
が
ら
も
ゴ
シ
ッ
プ
性
の
高
い
毒
婦
物
を
扱
う
︿
続
き
物
﹀
が
巷
で
話
題
を
浚
う
。
圓
朝
も
こ
れ
に
従
い
、
既
に
明
治
八
年
に
は
新
聞

記
事
を
書
く
文
筆
家
と
し
て
の
活
動
を
始
め
て
い
る
。
素
噺
へ
と
転
向
し
、
記
者
と
し
て
筆
を
執
る
な
ど
、
変
わ
り
身
の
早
さ
に
は
目
を
見
張

る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
圓
朝
の
転
身
は
こ
こ
に
留
ま
ら
ず
、
速
記
本
刊
行
に
影
響
を
受
け
つ
つ
、
後
年
は
噺
家
よ
り
も
執
筆
活
動
に
重
点

を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
。
更
に
、
速
記
本
刊
行
に
協
力
し
始
め
た
頃
の
流
行
に
注
目
し
、
西
欧
啓
蒙
書
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
啓
蒙
書
や
立
身
出

世
を
テ
ー
マ
と
す
る
翻
訳
書
の
人
気
の
高
ま
り
と
と
も
に
、
圓
朝
も
ま
た
翻
訳
噺
を
扱
い
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
速
記
本
の
物
語

構
成
を
検
証
し
て
い
く
こ
と
で
、
速
記
本
演
述
者
と
し
て
の
三
遊
亭
圓
朝
の
位
置
、
そ
し
て
作
品
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

︻
参
考
文
献
︼

・
三
遊
亭
圓
朝
著
﹃
圓
朝
︵
明
治
文
学
全
集

︶﹄︵
筑
摩
書
房
、
一
九
六
五
年
六
月
︶

10
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・
三
遊
亭
圓
朝
作
﹃
塩
原
多
助
一
代
記
﹄︵
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
六
月
︶

・﹃
ブ
リ
タ
ニ
カ
国
際
百
科
事
典
﹄︵
テ
ィ
ビ
ー
エ
ス
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
八
四
年
十
月
︶

・﹃
日
本
歴
史
大
事
典
︵
１
︶﹄︵
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
︶

・
森
銑
三
著
﹃
新
編

明
治
人
物
夜
話
﹄︵
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
八
月
︶

・
Ｓ
・
ス
マ
イ
ル
ズ
著
、
中
村
正
直
訳
﹃
西
国
立
志
編
﹄︵
講
談
社
学
術
文
庫
︶

・
大
久
保
利
謙
編
﹃
明
治
啓
蒙
思
想
集
﹄︵﹃
明
治
文
学
全
集
３
﹄
筑
摩
書
房
、
一
九
六
七
年
︶

・
吉
田
皓
二
著
﹃
加
藤
弘
之
の
研
究
﹄︵
大
原
新
生
社
、
一
九
七
六
年
︶

・
加
藤
周
一
・
前
田
愛
校
注
﹃
日
本
近
代
思
想
体
系
：

︵
文
体
︶﹄︵
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
一
月
︶

16

・
紅
野
敏
郎
ほ
か
編
﹃
明
治
の
文
学
︿
近
代
文
学
史

１
﹀﹄︵
有
斐
閣
・
一
九
七
二
年
六
月
︶

・
百
川
敬
仁
著
﹃﹁
物
語
﹂
と
し
て
の
異
界
﹄︵
砂
子
屋
書
房
、
一
九
九
〇
年
︶

・
大
隅
和
雄
ほ
か
編
集
﹃
増
補

日
本
架
空
伝
承

人
名
事
典
﹄︵
平
凡
社
、
二
〇
〇
〇
年
八
月
︶

・
倉
田
喜
弘
校
注
﹃
日
本
近
代
思
想
体
系
：

︵
芸
能
︶﹄︵
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
七
月
︶

18

・
山
住
正
己
校
注
﹃
日
本
近
代
思
想
体
系
：
６
︵
教
育
の
体
系
︶﹄︵
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
一
月
︶

・﹁
第

回
研
究
集
会
︱
︱
﹁
幕
末
・
明
治
期
に
お
け
る
日
本
文
学
・
歴
史
・
思
想
・
芸
術
の
諸
相
﹂
︱
︱
ア
ジ
ア
文
化
交
流
研
究
セ
ン
タ
ー
﹂

13

h
ttp
:/
/
w
w
w
.csa
c.k
a
n
sa
i-u
.a
c.jp
/
sy
u
k
a
i1
3
.h
tm
l︵
関
西
大
学
、
二
〇
〇
九
年
十
月
三
日
︶

注
︵

︶
大
隅
和
雄
ほ
か
編
集
﹃
増
補

日
本
架
空
伝
承
人
名
事
典
﹄︵
平
凡
社
、
二
〇
〇
〇
年
八
月
︶
よ
り
以
下
に
引
用
す
る
。

1
？
︱
一
八
七
九
︵
明
治
十
二
︶
明
治
期
の
代
表
的
毒
婦
と
さ
れ
る
人
物
。
上
州
利
根
郡
下
牧
村
生
れ
、
父
は
旧
沼
田
藩
家
老
広
瀬
半
右
衛
門
︵
口
供
書
︶

と
も
信
州
無
宿
の
博
徒
鬼
神
の
清
吉
と
も
い
わ
れ
る
。
一
八
七
二
年
、
従
兄
で
夫
の
波
之
助
と
と
も
に
上
京
、
浅
草
蔵
前
の
旅
宿
で
古
着
商
後
藤
吉
蔵

を
刺
殺
し
た
嫌
疑
に
よ
り
七
六
年
逮
捕
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
二
九
歳
で
あ
っ
た
と
も
い
う
。
お
伝
は
吉
蔵
殺
し
を
異
母
姉
お
か
ね
の
復
讐
と
主
張
し
た

が
、
東
京
裁
判
所
は
色
じ
か
け
の
殺
人
強
盗
と
し
て
市
ヶ
谷
刑
場
で
斬
首
刑
に
処
し
た
。
刑
死
四
ヶ
月
後
の
五
月
新
富
座
で
﹃
綴
合
於
伝
仮
名
書
﹄︵
河
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竹
黙
阿
弥
作
︶
と
し
て
劇
化
上
演
、
お
伝
に
五
世
尾
上
菊
五
郎
が
扮
し
た
。
ま
た
仮
名
垣
魯
文
作
﹃
高
橋
阿
伝
夜
叉
譚
﹄
も
刑
死
直
後
に
出
版
、
そ
の

後
、
町
川
挿
雲
、
邦
枝
完
二
ら
に
よ
っ
て
読
物
・
小
説
化
さ
れ
た
が
、
毒
婦
と
し
て
の
お
伝
は
し
だ
い
に
拡
大
さ
れ
、
藩
校
被
害
者
も
、
実
父
清
吉
、

黒
川
仲
蔵
、
鈴
木
浜
次
郎
、
夫
の
波
之
助
、
小
川
市
太
郎
ら
に
及
ん
だ
。
そ
れ
ら
仮
構
の
殺
人
罪
は
、
江
戸
か
ら
の
﹁
悪
婆
﹂
と
し
て
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

な
伝
統
的
美
化
作
用
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
、
お
伝
の
虚
像
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。︵
小
池
章
太
郎
︶

︵

︶
一
八
七
九
年
︵
明
治
十
二
︶
出
版
。﹁
鳥
追
阿
松
の
伝
﹂
の
翌
年
に
一
代
の
毒
婦
と
し
て
紙
上
と
世
に
名
を
馳
せ
た
高
橋
阿
伝
の
一
代
記
。
︿
つ
づ
き

2
も
の
﹀
の
草
双
紙
を
主
流
と
す
る
明
治
十
年
代
の
戯
作
の
位
置
づ
け
を
す
る
こ
と
と
な
る
。
明
治
十
年
前
後
、
魯
文
が
新
聞
主
幹
に
あ
た
っ
て
小
新
聞

に
連
載
し
、
世
に
流
行
し
た
実
録
︿
つ
づ
き
も
の
﹀
で
古
来
の
戯
作
精
神
を
否
定
し
た
こ
と
に
よ
り
戯
作
は
一
時
的
に
回
復
。

︵

︶
一
八
七
七
年
︵
明
治
十
︶
十
二
月
～
十
一
年
一
月
、
久
保
田
彦
作
﹁
鳥
追
阿
松
の
伝
﹂︵﹁
仮
名
読
新
聞
﹂︶
連
載
。︿
つ
づ
き
も
の
﹀
を
実
録
か
ら
小

3
説
へ
移
行
さ
せ
た
の
は
魯
文
の
門
弟
の
久
保
田
で
あ
っ
た
。
後
に
﹃
鳥
追
阿
松
海
上
新
話
﹄
と
改
題
し
て
草
双
紙
形
式
に
て
出
版
さ
れ
て
大
当
た
り
を

と
っ
た
。

︵

︶
立
身
出
世
は
社
会
的
に
高
い
地
位
に
つ
い
て
名
声
を
得
る
こ
と
を
指
す
が
、
封
建
社
会
や
村
落
社
会
と
い
っ
た
身
分
社
会
に
お
い
て
は
、
身
分
秩
序

4
を
打
破
す
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
概
念
で
あ
る
。
激
動
の
維
新
期
以
降
、
社
会
分
化
が
進
む
流
動
的
な
変
動
社
会
の
中
で
は
、
寧
ろ
そ
の
要
因
と
し

て
積
極
的
に
進
め
ら
れ
能
力
あ
る
人
間
は
競
争
に
よ
っ
て
上
層
階
級
へ
の
し
上
っ
た
。
日
本
で
も
、
明
治
以
降
、
国
家
的
な
欧
化
政
策
の
も
と
で
盛
ん

に
立
身
出
世
が
奨
励
さ
れ
た
が
、
実
際
に
は
能
力
主
義
に
反
す
る
私
的
な
人
間
関
係
も
無
視
し
え
な
か
っ
た
。
立
身
出
世
の
方
法
と
し
て
は
特
に
教
育

が
用
い
ら
れ
、
学
歴
主
義
の
悪
弊
を
産
み
落
と
し
た
。
ま
た
立
身
出
世
主
義
に
は
、
社
会
的
不
満
の
は
け
口
と
し
て
も
機
能
す
る
側
面
が
あ
る
。

︵

︶
明
治
初
年
の
政
治
論
。
幕
末
・
明
治
期
の
思
想
家
加
藤
弘
之
の
著
。
一
八
七
五
年
︵
明
治
八
︶
刊
。
総
論
、
第
一
章
﹁
国
家
君
民
成
立
セ
シ
所
以
ノ

5
大
原
因
﹂
以
下
、﹁
国
家
ノ
主
眼
ハ
人
民
﹂﹁
天
下
ノ
国
土
ハ
一
君
主
ノ
私
有
ニ
ア
ラ
ズ
﹂﹁
人
民
ノ
君
主
政
府
ニ
対
セ
ル
権
利
義
務
﹂
﹁
人
民
自
由
ノ
権

利
及
ビ
自
由
ノ
精
神
﹂﹁
国
体
ト
政
体
ト
相
異
ナ
ル
理
﹂
な
ど
の
全
七
章
か
ら
な
る
。

︵

︶
湯
本
豪
一
著
﹁
明
治
期
の
新
聞
に
み
る
怪
異
記
事
の
動
向
と
諸
相
﹂
小
松
和
彦
編
﹃
日
本
人
の
異
界
観
﹄︵
せ
り
か
書
房
、
二
〇
〇
六
年
十
月
︶
︶
参

6
照
。
①
十
年
代
↓
絵
入
新
聞
の
消
長
︵
怪
異
情
景
の
視
覚
化
︶、
二
十
年
代
↓
絵
入
新
聞
の
衰
退
、
③
二
十
～
三
十
年
代
↓
怪
異
記
事
は
質
量
と
も
に
急

落
、
と
い
う
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
。
明
治
十
年
代
は
﹁
東
京
絵
入
新
聞
﹂﹁
絵
入
朝
野
新
聞
﹂
と
い
っ
た
小
新
聞
が
流
行
し
、
明
治
十
年
代
の
怪
異
の

ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
化
傾
向
に
あ
る
。
錦
絵
新
聞
衰
退
と
絵
入
新
聞
︵
小
新
聞
︶
へ
移
行
し
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
明
治
二
十
年
代
以
降
に
小
新
聞
に
、
怪
異
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記
事
と
大
々
的
な
絵
を
添
え
る
方
法
が
見
ら
れ
な
く
な
り
、
絵
入
り
の
記
事
は
減
少
。
新
聞
は
記
事
の
た
め
の
挿
絵
へ
趣
向
を
変
え
、
怪
異
記
事
も
三

面
記
事
の
一
つ
や
ベ
タ
記
事
と
し
て
の
扱
い
と
な
る
。
後
、
明
治
二
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
、
つ
い
に
大
新
聞
と
小
新
聞
は
接
近
・
融
合
す
る
。
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