
父
桂
屋
太
郎
兵
衛
が
積
み
荷
の
横
領
の
罪
で
斬
罪
に
な
る
と
こ
ろ
を
、
長
女
い

ち
が
自
分
た
ち
を
身
代
わ
り
に
し
て
助
命
を
願
い
出
た
。
純
粋
な
〈
孝
心
〉
に
基

づ
く
嘆
願
は
〈
孝
行
〉
と
し
て
理
解
さ
れ
ず
、
逆
に
虚
偽
の
疑
惑
を
受
け
る
。
町

奉
行
で
の
吟
味
に
「
お
上
の
事
に
は
間
違
は
ご
ざ
い
ま
す
ま
い
」
と
言
い
放
っ
た

「

後
の
一
句
」
は
「
献
身
の
中
に
潜
む
反
抗
の
鋒
」
と
な
っ
て
役
人
一
同
の
胸

を
刺
し
た
。
刑
の
執
行
が
「
江
戸
へ
伺
中
日
延
」
と
な
っ
た
太
郎
兵
衛
は
、
偶
然

に
も
大
嘗
会
に
伴
う
恩
赦
を
得
た
。「
当
時
の
行
政
司
法
の
、
元
始
的
な
機
関
が

自
然
に
活
動
し
て
」、
い
ち
の
願
い
は
図
ら
ず
も
貫
徹
し
た
の
で
あ
る

森
鷗

外
「

後
の
一
句
」（
一
九
一
五
年
一
〇
月
『
中
央
公
論
』）
は
、
正
当
な
手
続
き

を
踏
ま
な
い
直
訴
と
、
司
法
の
ル
ー
ル
を
超
越
し
た
と
こ
ろ
か
ら
施
さ
れ
る
恩
赦

と
の
奇
妙
な
巡
り
合
わ
せ
が
、
と
き
の
権
力
の
無
策
を
糊
塗
す
る
僥
倖
を
描
い
た

（
１
）

物
語
で
あ
る
。
こ
の
例
外
づ
く
し
の
物
語
が
、
国
語
の
小
説
教
材
と
し
て
教
室

で
読
ま
れ
る
こ
と
の
意
味
を
問
い
直
そ
う
と
い
う
の
が
、
小
稿
の
目
論
見
で
あ

る
。

一

周
知
の
ご
と
く
、「

後
の
一
句
」
に
は
典
拠
と
な
る
テ
ク
ス
ト
群
が
あ
る
。

（
２
）

時
系
列
に
沿
っ
て
そ
れ
ら
を
簡
単
に
整
理
し
て
お
こ
う
。

元
文
三
（
一
七
三
八
）
年
一
一
月
下
旬
、
大
坂
西
町
奉
行
所
へ
五
人
の
子
ど
も

た
ち
が
出
頭
し
、
捕
縛
さ
れ
て
い
る
父
親
の
赦
免
を
求
め
た
。
こ
の
出
来
事
（
便

宜
的
に
「
桂
屋
事
件
」
と
呼
ぶ
）
を
い
ち
早
く
記
録
し
た
の
は
、
大
坂
の
町
人
学

問
所
・
懐
徳
堂
の
学
主
で
あ
る
中
井
甃
庵
で
あ
っ
た
。
一
連
の
「
桂
屋
事
件
」
が

収
束
し
た
の
は
元
文
四
（
一
七
三
九
）
年
三
月
二
日
で
あ
っ
た
が
、
甃
庵
は
早
く

も
三
月
二
三
日
に
は
『
五
孝
子
伝
』
を
著
し
て
い
る
。
な
お
、
そ
の
情
報
源
に
つ

反
孝
子
讃
美
譚
を
教
室
で
読
む

―
教
材
と
し
て
の
森
鷗
外
「
最
後
の
一
句
」
―
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い
て
、
甃
庵
は
「
其
町
を
さ
金
や
な
に
が
し
」
の
書
付
と
人
々
の
伝
聞
と
が
も
と

に
な
っ
て
い
る
と
記
し
て
い
る
。

鷗
外
が
直
接
典
拠
に
し
た
と
い
わ
れ
る
大
田
南
畝
『
一
話
一
言
』
は
、『
五
孝

子
伝
』
か
ら
遅
れ
る
こ
と
五
十
年
ほ
ど
に
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
巻
末
に

寛
政
四
（
一
七
九
二
）
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
編
纂
と
あ
る
）。
こ
の
第
十
七

巻
に
「
元
文
三
午
年
大
坂
堀
江
橋
辺
か
つ
ら
や
太
郎
兵
衛
事
」
が
収
め
ら
れ
て
い

て
、
巻
末
に
は
「
右
之
趣
其
町
の
役
人
金
屋
何
某
の
書
記
し
た
る
ヲ
乞
求
め
て
元

（
３
）

文
四
未
年
三
月
廿
三
日
に
写
し
畢
ぬ
」
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
こ
の
情
報
源
が

甃
庵
『
五
孝
子
伝
』
と
同
一
（
書
記
し
た
日
付
も
合
致
し
て
い
る
）
で
あ
る
こ
と

が
判
る
。

大
田
南
畝
は
、『
孝
義
録
』（
享
和
元
（
一
八
〇
一
）
年
）
を
編
纂
す
る
際
に
も

「
桂
屋
事
件
」
を
収
録
し
て
い
る
（
巻
之
一
「
摂
津
国
」）。
ち
な
み
に
こ
の
『
孝

義
録
』
は
、
当
時
の
幕
府
が
「
孝
子
」
を
顕
彰
す
る
た
め
に
大
田
南
畝
に
編
纂
を

命
じ
、
寛
政
元
（
一
七
八
九
）
年
、
全
国
各
地
か
ら
親
孝
行
の
子
ど
も
の
事
例
を

申
告
さ
せ
た
も
の
を
も
と
に
編
ま
れ
た
書
物
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
「
桂
屋
事
件
」
を
扱
っ
た
書
物
と
し
て
、
松
崎
尭
臣
『
窓
の
須
佐
美

追
加
』
・
根
岸
鎮
衛
『
耳
袋
』
な
ど
の
随
筆
、
秋
里
擁
島
『
摂
津
名
所
図
会
』（
巻

四
）
・
暁
鐘
成
『
摂
津
名
所
図
会
大
成
』（
巻
一
三
下
）
な
ど
の
地
理
書
、
政
田

義
彦
『
浪
速
人
傑
談
』
な
ど
の
徳
行
譚
集
な
ど
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
時
代
が
明
治

に
な
っ
て
か
ら
も
、
修
身
教
科
書
で
あ
る
城
井
寿
章
『
近
世
孝
子
伝
』（
明
七
）
を

は
じ
め
、
鈴
木
重
義
『
和
漢
孝
義
録
』（
明
一
五
）、
保
田
安
政
『
修
身
事
蹟
』（
明

二
四
）、
今
川
粛
『
賢
女
惰
身
事
蹟
』（
明
二
五
）、
草
立
文
助
『
教
毓
史
譚
』（
明

三
〇
）、
佐
藤
緑
葉
『
ポ
ケ
ッ
ト
忠
孝
百
話
』（
明
四
四
）、
石
川
弘
『
通
俗
孝
子

伝
』（
明
四
五
）
な
ど
の
孝
行
譚
集
に
「
桂
屋
事
件
」
は
収
録
さ
れ
た
。
ま
た
、

こ
れ
ら
「
桂
屋
事
件
」
に
つ
い
て
記
す
書
籍
が
参
照
し
た
文
献
を
遡
及
調
査
し
た

佐
野
大
介
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
多
く
は
懐
徳
堂
の
『
五
孝
子
伝
』
に
辿
り
着
く

（
４
）

の
だ
と
い
う
。
明
治
四
四
年
に
は
、
懐
徳
堂
記
念
会
に
よ
っ
て
『
懐
徳
堂
五
種
』

が
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
の
一
編
が
『
五
孝
子
伝
』
だ
っ
た
こ
と
も
銘
記
し

て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
鷗
外
「

後
の
一
句
」
は
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
群
の
掉
尾

に
位
置
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
大
正
四
年
に
書
か
れ
た
「

後
の

一
句
」
に
と
っ
て
「
桂
屋
事
件
」
の
逸
話
が
決
し
て
忘
れ
ら
れ
た
過
去
な
ど
で
は

な
か
っ
た
こ
と
に
も
留
意
が
必
要
で
あ
る
。「
桂
屋
事
件
」は
一
三
〇
余
年
の
間
、

絶
え
ず
語
り
継
が
れ
て
き
た
物
語
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
は
、
ど
う
し
て
こ
の
「
桂
屋
事
件
」
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
語
り
継

が
れ
る
に
足
る
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と

は
さ
ほ
ど
難
し
く
な
い
。
こ
れ
ら
の
一
連
の
テ
ク
ス
ト
に
共
通
す
る
の
が「
孝
子
」

の
顕
彰
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
近
世
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
近

代
に
い
た
っ
て
も
「
孝
」
は
、「
父
母
ニ
孝
ニ
」
の
徳
目
か
ら
説
き
だ
さ
れ
る
「
教

育
勅
語
」
に
見
る
ご
と
く
、
為
政
者
に
と
っ
て
民
衆
教
化
の
た
め
の
重
要
か
つ
基

礎
的
な
徳
目
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
語
り
継

ぎ
の
源
流
に
、
懐
徳
堂
・
中
井
甃
庵
の
『
五
孝
子
伝
』
が
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
強

調
し
て
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
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二

『
五
孝
子
伝
』
を
編
ん
だ
中
井
甃
庵
お
よ
び
懐
徳
堂
、
さ
ら
に
そ
の
時
代
背
景

（
５
）

に
つ
い
て
、
こ
こ
で
概
略
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

近
世
大
坂
に
お
け
る
学
問
的
中
心
は
、
含
翠
堂
と
懐
徳
堂
と
で
あ
っ
た
。
綿
の

集
散
加
工
地
と
し
て
栄
え
た
大
坂
郊
外
の
町
場
・
平
野
郷
で
は
、
享
保
二
（
一
七

一
七
）
年
に
郷
学
と
し
て
老
松
堂
が
開
か
れ
、
京
都
か
ら
著
名
な
学
者
を
呼
ん
で

儒
学
の
講
義
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
学
者
の
中
に
朱
子
学
者
の
三
宅
石
庵
が
い

て
、
彼
が
老
松
堂
を
含
翠
堂
と
改
め
た
。

こ
の
石
庵
の
門
弟
な
ど
富
豪
五
人
が
中
心
と
な
っ
て
、
享
保
九
（
一
七
二
四
）

年
、
町
人
の
子
弟
の
た
め
に
作
っ
た
私
塾
が
懐
徳
堂
で
あ
る
（
ち
な
み
に
そ
の
場

所
は
尼
崎
町
一
丁
目
で
、「
平
野
町
の
お
ば
あ
様
」
の
住
ま
い
の
す
ぐ
近
く
で
あ

る
）。
五
人
の
富
豪
と
は
中
村
良
斎
・
富
永
芳
春
・
長
崎
克
之
・
吉
田
盈
枝
・
山

中
宗
古
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
五
同
志
」
で
、
い
ず
れ
も
当
時
の
「
天
下
の
台
所
」
で

財
を
な
し
た
大
商
人
た
ち
だ
っ
た
。

懐
徳
堂
の
初
代
学
主
に
は
三
宅
石
庵
が
就
い
た
が
、
そ
の
門
人
で
、
二
代
目
学

主
と
な
っ
た
の
が
中
井
甃
庵
で
あ
る
。
懐
徳
堂
は
、
享
保
一
一
（
一
七
二
六
）
年

に
は
公
許
を
得
て
公
的
学
問
所
と
な
り
（
官
許
を
得
る
の
に
熱
心
だ
っ
た
の
は
甃

庵
そ
の
人
だ
っ
た
と
い
う
）、盛
時
は
江
戸
の
昌
平
坂
学
問
所
と
並
ぶ
隆
盛
を
誇
っ

た
。
そ
し
て
、
こ
の
懐
徳
堂
が
力
を
入
れ
た
事
業
こ
そ
、
孝
子
顕
彰
に
ほ
か
な
ら

（
６
）

な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
当
時
、
こ
う
し
た
懐
徳
堂
の
運
動
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

「
桂
屋
事
件
」
は
忘
却
を
免
れ
、
語
り
継
ぐ
意
味
の
あ
る
物
語
に
な
り
得
た
の
で

あ
っ
た
。

懐
徳
堂
を
め
ぐ
る
時
代
背
景
を
、
も
う
少
し
視
野
を
広
げ
て
確
認
す
る
こ
と
に

し
よ
う
。「

後
の
一
句
」
は
徳
川
吉
宗
の
治
世
（
一
七
一
六
～
一
七
四
五
年
）、

す
な
わ
ち
享
保
の
改
革
の
時
期
に
起
こ
っ
た
出
来
事
と
し
て
物
語
ら
れ
て
い
る

（
物
語
冒
頭
の
「
元
文
三
年
」
は
一
七
三
八
年
に
あ
た
る
）。
通
説
的
な
見
方
に
よ

れ
ば
、
享
保
の
改
革
は
、
幕
藩
体
制
の
危
機
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ

る
。
で
は
そ
の
危
機
と
は
何
か
。
も
っ
と
も
問
題
視
さ
れ
た
の
は
、「
米
価
安
の

諸
色
高
」
と
呼
ば
れ
る
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
物
価
問
題
の
発
生
だ
っ
た
。
幕
府
が

頭
を
悩
ま
せ
た
の
は
、
米
年
貢
を
増
や
し
て
も
、
そ
れ
が
財
政
収
入
の
増
加
に
直

結
し
な
い
と
い
う
事
態
だ
っ
た
。
十
七
世
紀
後
半
か
ら
の
商
品
生
産
・
流
通
の
発

達
は
、
米
を
経
済
基
盤
と
し
て
物
価
が
決
ま
る
の
で
は
な
く
、
貨
幣
経
済
的
な
原

理
に
よ
っ
て
物
価
が
決
定
さ
れ
る
社
会
へ
と
、
そ
の
根
本
的
な
し
く
み
を
変
化
さ

せ
た
（
居
船
頭
の
桂
屋
太
郎
兵
衛
が
、
沖
船
頭
の
新
七
を
雇
っ
て
営
む
海
運
業
と

は
、
こ
う
し
た
時
代
を
象
徴
す
る
職
業
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
）。
そ
こ
で
幕
府
は
、

株
仲
間
を
公
認
し
た
り
、
堂
島
米
市
場
を
公
認
す
る
な
ど
し
て
、
諸
物
価
の
安
定

を
図
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
問
屋
や
金
融
業
を
中
心
と
す
る
大
坂
商

人
た
ち
は
、
さ
ら
に
大
量
に
全
国
の
商
品
を
動
か
し
、
扱
う
金
額
も
次
第
に
莫
大

な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。

こ
う
し
て
生
ま
れ
た
裕
福
な
町
人
た
ち
の
中
に
は
、
町
人
の
子
弟
の
教
育
に
熱

心
な
者
た
ち
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
商
人
倫
理
の
確
立
と
跡
継
ぎ
教
育
が
急
務
と

思
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
代
表
例
が
、「
五
同
志
」
と
呼
ば
れ
る
懐
徳
堂
の
創

設
者
た
ち
で
あ
る
（
主
人
公
い
ち
の
寺
子
屋
由
来
と
み
ら
れ
る
リ
テ
ラ
シ
ー
も
ま

た
、
裕
福
な
町
人
文
化
の
ひ
と
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
）。
開
学
当
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時
の
懐
徳
堂
で
は
、
学
問
は
も
と
よ
り
、
商
人
の
子
弟
に
た
め
に
な
る
こ
と
を
聞

か
せ
、
ま
た
放
蕩
息
子
を
改
心
さ
せ
る
た
め
の
躾
が
厳
し
く
行
わ
れ
、
こ
れ
が
大

き
な
支
持
を
得
た
と
い
う
。

こ
こ
か
ら
い
く
つ
か
示
唆
的
な
こ
と
が
読
み
取
れ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
二
つ
確

認
し
て
お
こ
う
。
ひ
と
つ
は
、
主
人
公
い
ち
が
体
現
す
る
倫
理
観
や
リ
テ
ラ
シ
ー

が
、
こ
う
し
た
時
代
背
景
か
ら
理
解
可
能
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
倫
理
的
実

（
７
）

践
の
背
景
に
儒
教
道
徳
に
よ
る
躾
が
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
学
問
の

普
及
に
と
も
な
う
平
等
意
識
の
涵
養
を
、
彼
女
の
果
断
な
行
動
の
背
景
に
見
て
取

る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。
ち
な
み
に
、
懐
徳
堂
の
「
定
」
第
一
条
に
は
「
書
生
の

交
は
貴
賤
貧
富
を
論
ぜ
ず
同
輩
た
る
べ
き
事
」
と
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
武
士

の
子
弟
と
町
人
の
子
弟
と
が
と
も
に
学
ぶ
寺
子
屋
は
、
封
建
的
な
身
分
意
識
と
は

別
の
意
識
を
養
う
の
に
ご
く
自
然
な
環
境
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
桂
屋
太
郎
兵
衛
に
よ
る
積
み
荷
横
領
が
、
商
人
倫
理
の
観
点

か
ら
も
許
さ
れ
ざ
る
行
い
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
商
人
が
い
っ
た
ん
信

用
を
失
え
ば
没
落
す
る
、
こ
れ
は
こ
の
時
代
の
至
極
当
然
の
理
屈
だ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
太
郎
兵
衛
の
行
為
は
、
法
的
に
も
、
商
人
倫
理
的

に
も
と
う
て
い
肯
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
本
来
無
罪
で
あ
る
は
ず
の
太

郎
兵
衛
が
新
七
の
身
代
わ
り
に
な
っ
て
不
当
に
処
罰
さ
れ
る
と
い
っ
た
向
き
の
読

（
８
）

解
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
山
崎
一
穎
も
正
し
て
い
る
よ
う
に
明
ら
か
な
誤
読
で
あ

る
。享

保
の
改
革
に
よ
る
政
策
の
う
ち
、
法
と
裁
判
制
度
の
整
備
、
お
よ
び
官
僚
制

（
９
）

の
導
入
と
い
う
側
面
も
無
視
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
徳
川
吉
宗
が
、
荻
生
徂

徠
ら
儒
学
者
を
重
用
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
徂
徠
『
政
談
』

は
「
国
の
し
ま
り
、
財
の
賑
し
の
仕
よ
う
（
中
略
）
な
お
ま
た
こ
れ
を
取
捌
く
は

役
人
な

（
１０
）

り
」
と
説
き
、
統
治
体
制
の
強
化
と
官
僚
シ
ス
テ
ム
の
確
立
を
促
し
た
。

具
体
的
な
施
策
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
を
整
理
し
た
「
公
事
方
御
定
書
」

（
一
七
四
二
年
）、「
御
触
書
寛
保
集
成
」（
一
七
四
四
年
）
な
ど
の
法
典
の
編
纂
が

ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
町
方
の
処
罰
の
概
要
を
ま
と
め
た
「
享
保
度
法
律
類

寄
」（
一
七
二
四
年
）
を
提
出
さ
せ
る
な
ど
、
全
国
支
配
の
客
観
的
・
合
理
的
基

準
と
な
る
法
を
整
備
し
た
。
官
僚
機
構
の
改
編
に
大
き
く
寄
与
し
た
改
革
と
し
て

は
、有
能
な
人
材
を
家
格
に
か
か
わ
ら
ず
町
奉
行
や
勘
定
奉
行
に
登
用
で
き
る「
足

高
の
制
」
の
導
入
が
画
期
的
だ
っ
た
。
こ
れ
に
、
新
た
な
公
文
書
シ
ス
テ
ム
整
備

を
加
え
る
こ
と
で
、
合
理
的
な
官
僚
機
構
を
構
築
し
た
の
が
享
保
の
改
革
だ
っ

た
。「

後
の
一
句
」
に
い
う
「
当
時
の
行
政
司
法
の
、
元
始
的
な
機
関
」
と
は
、

ま
さ
に
そ
の
時
構
築
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
官
僚
制
の
、
新
し
さ
と
未
熟
さ
と
を
指
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
先
に
懐
徳
堂
が
公
的
学
問
所
と
し
て
の
公
許
を
得
た
こ
と
に
つ
い
て
触

れ
た
が
、
儒
学
を
基
盤
と
す
る
庶
民
教
育
に
力
を
入
れ
た
こ
と
も
ま
た
、
享
保
の

改
革
の
一
特
色
で
あ
っ
た
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
こ
う
。
従
来
の
幕
府
の
教
育
方

針
は
、
武
士
階
層
が
自
ら
儒
学
を
修
め
、
徳
の
あ
る
政
治
家
に
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
社
会
を
「
上
」
か
ら
治
め
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
が
、
吉
宗
は
庶
民
た
ち
へ

の
「
下
」
か
ら
の
儒
学
の
普
及
を
は
か
っ
た
。
湯
島
聖
堂
で
の
講
義
の
開
放
や
、

『
六
諭
衍
義
』
の
頒
布
（
一
七
二
一
年
）
お
よ
び
『
六
諭
衍
義
大
意
』
の
刊
行
（
一

七
二
二
年
）
な
ど
が
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
後
者
は
、
寺
子
屋
で

愛
知
淑
徳
大
学
大
学
院
―
文
化
創
造
研
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科
紀
要
―

第
三
号

四

― 77 ―



の
手
習
い
の
手
本
と
し
て
か
な
り
普
及
し
た
ら
し
い
。
い
わ
ば
国
定
教
科
書
で
あ

る
（
１１
）

。
そ
の
冒
頭
部
分
は
、
こ
う
説
き
だ
さ
れ
て
い
る
。「
凡
世
間
に
あ
る
人
、
貴

と
な
く
賤
と
な
く
、
父
母
の
う
ま
ざ
る
人
や
あ
る
、
さ
れ
ば
父
母
は
、
我
身
の
出

来
し
本
な
れ
ば
、
本
を
ば
忘
る
ま
じ
き
事
な
り
、
況
や
養
育
の
恩
、
山
よ
り
も
た

か
く
、
海
よ
り
も
ふ
か
し
、
い
か
ゞ
し
て
忘
る
べ
き
、
今
孝
心
に
本
づ
か
ん
と
な

ら
ば
、
父
母
の
恩
を
よ
く
く
お
も
ふ
べ
し
」（「
孝
順
父

（
１２
）

母
」）。
い
ち
は
、
こ
れ
を

手
本
に
手
習
い
を
学
ん
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

三

『
五
孝
子
伝
』
を
源
流
と
し
て
連
綿
と
つ
な
が
る
テ
ク
ス
ト
群
の
中
で
、
鷗
外

「

後
の
一
句
」
が
「
孝
子
讃
美
譚
」
と
い
う
物
語
の
型
を
共
有
し
な
い
こ
と
で

自
己
差
異
化
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
多
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ

と
で
あ

（
１３
）

る
。
語
り
手
は
あ
え
て
、
町
奉
行
佐
佐
成
意
の
「
心
の
中
」
に
「
哀
な
孝

行
娘
の
影
」
が
映
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、「
孝
女
に
対
す
る
同
情
」
が
薄
か
っ

た
こ
と
を
言
明
し
、
太
郎
兵
衛
の
「
死
罪
御
赦
免
」
が
「
当
時
の
行
政
司
法
の
、

元
始
的
な
機
関
が
自
然
に
活
動
」し
た
結
果
で
あ
る
と
ま
で
、わ
ざ
わ
ざ
皮
肉
た
っ

ぷ
り
に
断
っ
て
い
る
。「
孝
心
」
が
称
讃
さ
れ
た
結
果
と
し
て
「
赦
免
」
と
い
う

、

、

、

、

「
ご
恩
」
が
下
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
因
果
関
係
（
の
不
在
）
が
強
調
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
主
人
公
い
ち
が
「
孝
女
」
で
は
な
い
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
孝
女
」
と
し
て
の
い
ち
は
、
純
粋
無
垢
な
そ
れ
と
し

て
、
む
し
ろ
輪
郭
線
を
際
立
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
鷗
外
が
も
っ
ぱ
ら
原
史
料
と
し
て
参
照
し
た
と
い
わ
れ
る
大
田
南

畝
『
一
語
一
言
』
に
は
、「
父
の
罪
を
犯
し
給
ふ
も
我
々
ヲ
養
ん
為
メ
也
、
然
レ

ば
今
度
父
の
命
に
代
ら
ん
事
ヲ
御
奉
行
所
へ
願
ひ
奉
ら
ん
」
と
い
う
、
命
乞
い
の

根
拠
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
父
の
「
恩
」
に
報
い
る
た
め
に
、
自
分
た
ち
は
命
を

捧
げ
出
す
、
と
い
う
わ
け
だ
。
し
か
し
、「

後
の
一
句
」
に
は
、
こ
う
し
た
意

味
づ
け
に
よ
る
統
辞
は
一
切
省
か
れ
て
い
る
。
罪
人
で
あ
る
父
親
を
い
ち
が
な
ぜ

命
を
投
げ
出
し
て
ま
で
助
け
よ
う
と
す
る
の
か
、
そ
の
根
拠
が
詳
ら
か
に
さ
れ
な

い
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
根
拠
が
示
さ
れ
な
い
理
由
は
ひ
と
つ
し
か
考
え
ら
れ
な

い
。
そ
れ
は
、
父
親
へ
の
報
恩
と
い
う
「
情
」
を
省
き
、
実
直
に
、
あ
る
い
は
器

械
的
に
「
孝
」
を
体
現
さ
せ
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
小
説
の
会
話
文
に
、
一
切
の
「
ど
う
し
て
？
」
と
い
う
問
い
が
省
か
れ
て

い
る
こ
と
に
着
目
し
よ
う
。
い
ち
が
助
命
の
願
書
提
出
を
思
い
つ
い
て
妹
弟
た
ち

に
打
ち
明
け
、
奉
行
所
に
赴
く
も
無
愛
想
に
突
き
返
さ
れ
、
後
日
白
洲
で
吟
味
が

執
行
さ
れ
る

こ
れ
ら
の
過
程
の
ど
こ
を
取
っ
て
も
、
い
ち
に
「
ど
う
し
て
罪

人
の
父
を
か
ば
っ
て
身
代
わ
り
に
な
ろ
う
と
す
る
の
か
」「
自
分
の
命
よ
り
も
父

の
命
が
大
事
な
の
は
ど
う
し
て
か
」
と
、
そ
の
理
由
を
問
う
者
は
い
な
い
。
お
そ

ら
く
そ
れ
は
、
理
由
を
問
う
ま
で
も
な
い
自
明
の
こ
と
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
町
奉
行
を
は
じ
め
と
す
る
役
人
た
ち
は
「
本
当
に
死
ぬ
気
が
あ
る
の

か（
そ
れ
は
自
発
的
な
行
為
な
の
か
）」「
本
当
に
殺
す
ぞ
、
そ
れ
で
も
い
い
の
か
」

と
い
う
こ
と
ば
か
り
問
う
て
い
る
。

父
へ
の
報
恩
の
情（
～
し
て
も
ら
っ
た
か
ら
…
し
て
さ
し
あ
げ
る
と
い
う
因
果
）

が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
命
乞
い
を
す
る
の
は
ど
う
し
て
か
。
そ
れ
は
、「
そ
の
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よ
う
な
も
の
と
し
て
教
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
」
と
い
う
し
か
な
い
だ
ろ
う
。「
孝
」

と
は
、「
ど
う
し
て
？
」
と
い
う
疑
問
を
差
し
挟
む
余
地
の
な
い
自
明
の
徳
目
で

あ
る

そ
う
教
え
て
き
た
の
は
為
政
者
や
儒
者
た
ち
、
寺
子
屋
師
匠
や
親
た
ち

で
は
な
か
っ
た

（
１４
）

か
。
い
ち
は
た
だ
、
従
順
に
そ
の
教
え
に
従
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
何
せ
、
い
ち
が
生
ま
れ
た
の
は『
六
諭
衍
義
大
意
』の
頒
布
と
ほ
ぼ
同
時
期
、

す
な
わ
ち
彼
女
は
、
享
保
と
い
う
時
代
の
申
し
子
の
よ
う
な
存
在
な
の
で
あ
る
。

さ
て
一
方
の
、
そ
れ
を
裁
く「
お
上
」の
側
は
ど
う
か
。
い
ち
が
器
械
的
に「
孝
」

を
体
現
す
る
た
め
に
造
型
さ
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、奉
行
所
の
門
番
も
、与
力
も
、

大
坂
町
奉
行
の
佐
佐
も
、
官
僚
制
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
絵
に
描
い
た
よ
う
な
存

在
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

「
お
奉
行
様
に
は
子
供
が
物
を
申
し
上
げ
る
こ
と
は
出
来
な
い
」、「
怪
し
か
ら

ん
。
子
供
ま
で
が
上
を
恐
れ
ん
と
見
え
る
」、「
で
は
兎
に
角
書
附
を
預
か
つ
て
置

い
て
、
伺
つ
て
見
る
こ
と
に
し
ま
せ
う
か
な
」、「
そ
れ
は
目
安
箱
を
も
お
設
に
な

つ
て
を
る
御
趣
意
か
ら
、
次
第
に
よ
つ
て
は
受
け
取
つ
て
も
宜
し
い
が
、
一
応
は

そ
れ
ぞ
れ
手
続
の
あ
る
こ
と
を
申
聞
せ
ん
で
は
な
る
ま
い
」、「
桂
屋
太
郎
兵
衛
の

刑
の
執
行
は
、「
江
戸
へ
伺
中
日
延
」
と
云
ふ
こ
と
に
な
つ
た
」。
役
人
た
ち
の
誰

も
が
規
則
や
命
令
を
遵
守
し
よ
う
と
し
、
結
果
的
に
形
式
主
義
・
前
例
主
義
・
事

な
か
れ
主
義
に
陥
り
、
庶
民
た
ち
に
は
繁
文
縟
礼
を
押
し
付
け
る
。
上
下
の
階
層

秩
序
が
、各
部
門
の
役
人
の
責
任
回
避
や
権
威
主
義
を
招
く
。社
会
学
者
の
ロ
バ
ー

ト
・
Ｋ
・
マ
ー
ト
ン
は
、
こ
う
し
た
官
僚
機
構
の
特
徴
を
「
官
僚
制
の
逆
機
能
」

と
呼
ん

（
１５
）

だ
。「
融
通
の
き
か
な
い
杓
子
定
規
」、「
迅
速
な
適
応
能
力
に
欠
け
る
」な

ど
、
マ
ー
ト
ン
が
指
摘
す
る
「
逆
機
能
」
は
「

後
の
一
句
」
に
登
場
す
る
役
人

た
ち
に
ほ
ぼ
例
外
な
く
あ
て
は
ま
る
。

主
人
公
い
ち
の
言
動
の
中
に
「
聡
明
」
や
「
叡
智
」
を
読
む
先
行
研
究
が
多
く

あ
る
が
、
叡
智

in
tellig

en
ce

と
は
、
直
面
す
る
諸
問
題
に
応
じ
て
柔
軟
か
つ

効
果
的
に
処
理
す
る
智
の
こ
と
で
あ
る
。
役
人
た
ち
が
示
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ

と
は
正
反
対
の
硬
直
し
た
智
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

「
さ
う
か
。」
佐
佐
は
暫
く
書
附
を
見
て
ゐ
た
。
不
束
な
仮
名
文
字
で
書
い

て
は
あ
る
が
、
条
理
が
善
く
整
つ
て
ゐ
て
、
大
人
で
も
こ
れ
だ
け
の
短
文
に
、

こ
れ
だ
け
の
事
柄
を
書
く
の
は
、
容
易
で
あ
る
ま
い
と
思
は
れ
る
程
で
あ
る
。

大
人
が
書
か
せ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
云
ふ
念
が
、
ふ
と
萌
し
た
。
続
い

て
、
上
を
偽
る
横
着
者
の
所
為
で
は
な
い
か
と
思
議
し
た
。
そ
れ
か
ら
一
応
の

処
置
を
考
へ
た
。
太
郎
兵
衛
は
明
日
の
夕
方
迄
曝
す
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。
刑

を
執
行
す
る
ま
で
に
は
、
ま
だ
時
が
あ
る
。
そ
れ
ま
で
に
願
書
を
受
理
し
よ
う

と
も
、
す
ま
い
と
も
、
同
役
に
相
談
し
、
上
役
に
伺
ふ
こ
と
も
出
来
る
。
又
縦

し
や
其
間
に
情
偽
が
あ
る
と
し
て
も
、
相
当
の
手
続
を
さ
せ
る
う
ち
に
は
、
そ

れ
を
探
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
兎
に
角
子
供
を
帰
さ
う
と
、
佐
佐
は
考
へ
た
。

そ
こ
で
与
力
に
は
か
う
云
つ
た
。
此
願
書
は
内
見
し
た
が
、
こ
れ
は
奉
行
に

出
さ
れ
ぬ
か
ら
、
持
つ
て
帰
つ
て
町
年
寄
に
出
せ
と
云
へ
と
云
つ
た
。

さ
ら
し

実
質
的
な
拷
問
で
あ
る
「
曝
」
を
、
そ
う
と
は
無
自
覚
に
継
続
さ
せ
る
こ
と

の
非
人
道
性
は
、
こ
こ
で
は
措
い
て
お
こ
う
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
未
知
の
も
の

と
遭
遇
し
た
と
き
に
こ
そ
露
見
し
て
し
ま
う
、
官
僚
的
な
「
逆
機
能
」
の
具
体
例
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で
あ
る
。
確
か
に
い
ち
の
直
訴
は
前
例
の
な
い
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ

れ
に
「
孝
」
と
い
う
言
葉
を
当
て
嵌
め
て
好
意
的
に
理
解
す
る
機
智
さ
え
持
ち
合

わ
せ
れ
ば
、
別
の
対
処
も
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
し
、
佐
佐
の
内
面
に

は
、
前
例
の
な
い
も
の
に
対
峙
し
た
と
き
、
真
っ
先
に
自
己
保
身
の
鎧
を
纏
お
う

と
す
る
様
子
し
か
見
て
取
れ
な
い
。
疑
心
に
囚
わ
れ
た
彼
が
選
択
し
た
の
は
、
お

上
の
意
に
縋
ろ
う
と
す
る
責
任
回
避
的
な
問
題
の
先
送
り
で
あ
る
。
享
保
の
改
革

が
押
し
進
め
た
官
僚
制
の
実
態
、
そ
れ
を
露
骨
に
示
し
て
見
せ
た
の
が
、
佐
佐
を

初
め
と
す
る
大
坂
町
奉
行
の
面
々
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
多

く
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、「

後
の
一
句
」
執
筆
時
の
官
僚
制
に
つ
な
が
る

も
の
で
も
あ
る
は
ず
で
あ

（
１６
）

る
。

四

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の
小
説
の
白
洲
の
場
面
で
は
、
助
命
の
嘆
願
の
内
的

動
機
や
そ
の
思
想
的
背
景
を
尋
ね
る
「
ど
う
し
て
？
」
と
い
う
問
答
が
こ
と
ご
と

く
省
か
れ
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
の「
孝
心
」を
慮
る
役
人
が
不
在
で
あ
る
以
上
、

白
洲
で
の
話
題
は
、
子
ど
も
た
ち
を
影
で
操
る
「
横
着
者
」
へ
の
疑
い
に
偏
り
が

ち
だ
。
実
質
的
に
こ
の
沙
汰
は
、
い
ち
の
偽
証
を
質
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
偽

証
罪
は
重
罪
で
あ

（
１７
）

る
。
だ
か
ら
佐
佐
は
拷
問
も
辞
さ
な
い
態
度
で
こ
れ
に
臨
ん
で

い
る
の
で
あ
る
。

「
お
前
の
申
立
に
は
嘘
は
あ
る
ま
い
な
。
若
し
少
し
で
も
申
し
た
事
に
間
違

が
あ
つ
て
、
人
に
教
へ
ら
れ
た
り
、
相
談
を
し
た
り
し
た
の
な
ら
、
今
す
ぐ
に

申
せ
。
隠
し
て
申
さ
ぬ
と
、
そ
こ
に
並
べ
て
あ
る
道
具
で
、
誠
の
事
を
申
す
ま

で
責
め
さ
せ
る
ぞ
。」
佐
佐
は
責
道
具
の
あ
る
方
角
を
指
さ
し
た
。

い
ち
は
指
さ
れ
た
方
角
を
一
目
見
て
、
少
し
も
た
ゆ
た
は
ず
に
、「
い
え
、

申
し
た
事
に
間
違
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
言
ひ
放
つ
た
。

佐
佐
は
い
ち
に
、「
嘘＝

間
違
い
」
は
な
い
か
、「
誠
の
事
」
を
言
え
と
問
い
質

す
。
も
と
よ
り
、
い
ち
に
や
ま
し
い
と
こ
ろ
は
一
切
な
い
。
彼
女
は
誠
実
に「
孝
」

を
実
践
し
て
い
る
だ
け
な
の
だ
か
ら
。
こ
れ
に
続
い
て
佐
佐
は
こ
う
問
う
た
。「
そ

ん
な
ら
今
一
つ
お
前
に
聞
く
が
、
身
代
り
を
お
聞
届
け
に
な
る
と
、
お
前
達
は
す

ぐ
に
殺
さ
れ
る
ぞ
よ
。
父
の
顔
を
見
る
こ
と
は
出
来
ぬ
が
、
そ
れ
で
も
好
い
か
。」

父
の
安
否
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
そ
れ
で
も
い
い
か
、
と
も
受
け

取
れ
る
問
い
で
あ

（
１８
）

る
。

こ
の
問
い
は
、
偽
証
を
質
す
尋
問
（
威
喝
）
と
し
て
は
理
に
適
っ
て
い
る
か
も

知
れ
な
い
が
、
相
手
に
「
誠
」
を
求
め
る
者
の
物
言
い
と
し
て
は
い
さ
さ
か
意
地

の
悪
い
、
公
正
性
に
欠
け
る
質
問
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
庶
民
に
は
一
方
的
に「
忠

＝

誠
」
を
求
め
つ
つ
、
そ
れ
に
当
然
見
合
う
だ
け
の
「
孝
慈
」
を
与
え
よ
う
と
す

る
態
度
は
み
じ
ん
も
見
ら
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
佐
佐
が
当
然
読
ん
で
い
た
は
ず

の
『
論
語
』（
為
政
第
二
）
に
は
、「
子
曰
く
、
之
に
臨
む
に
荘
を
以
て
す
れ
ば
、

則
ち
敬
せ
ん
。
孝
慈
も
て
す
れ
ば
、
則
ち
忠
な
ら
ん
。
善
を
挙
げ
て
不
能
に
教
う

れ
ば
、
則
ち
勧
め
し
め

（
１９
）

ん
」
と
あ
る
。
為
政
者
が
孝
行
と
慈
愛
を
忘
れ
ぬ
よ
う
に

す
れ
ば
、
民
を
敬
虔
忠
実
に
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
佐
佐

の
威
圧
的
な
尋
問
は
、
こ
の
世
が
（
あ
る
い
は
こ
の
白
洲
が
）
寺
子
屋
等
で
教
え
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諭
さ
れ
た
ル
ー
ル
に
則
っ
て
い
な
い
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
疑
念
を
、
い
ち
に
抱

か
せ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

「
よ
ろ
し
う
ご
ざ
い
ま
す
」と
、
同
じ
よ
う
な
、
冷
か
な
調
子
で
答
へ
た
が
、

少
し
間
を
置
い
て
、
何
か
心
に
浮
ん
だ
ら
し
く
、「
お
上
の
事
に
は
間
違
は
ご

ざ
い
ま
す
ま
い
か
ら
」
と
言
ひ
足
し
た
。

佐
佐
の
顔
に
は
、
不
意
打
に
逢
つ
た
や
う
な
、
驚
愕
の
色
が
見
え
た
が
、
そ

れ
は
す
ぐ
に
消
え
て
、
険
し
く
な
つ
た
目
が
、
い
ち
の
面
に
注
が
れ
た
。

い
ち
が
口
に
出
し
て
確
認
し
た
か
っ
た
の
は
、
こ
の
世
は
私
が
信
じ
て
い
る

ル
ー
ル
に
し
た
が
っ
て
動
い
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
基
本
原
理
で
あ
っ
て
、
そ
れ

以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な
い
。

そ
も
そ
も
、
ど
う
し
て
庶
民
は
「
孝
」
と
い
う
徳
目
を
疑
う
こ
と
な
く
実
践
せ

よ
と
教
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、「
夫
れ
孝
は
徳
の
本
な
り
。

教
の
由
つ
て
生
ず
る
所
な

（
２０
）

り
」（『
孝
経
』
開
宗
明
義
章
第
一
）
と
教
え
ら
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。「
孝
」
こ
そ
が
あ
ら
ゆ
る
「
徳
」
の
根
本
を
な
す
も
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
庶
民
に
限
定
さ
れ
ず
、
人
た
る
も
の
誰
も
が
踏
ま
え
る
べ
き

道
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

「
孝
」
を
社
会
全
体
に
拡
げ
、
親
子
関
係
に
お
け
る
「
孝
」
を
君
臣
関
係
に
置

き
換
え
れ
ば
「
忠
」
に
な
る
。
よ
っ
て
治
世
も
安
泰
と
な
る
。
こ
れ
が
為
政
者
の

理
想
と
す
る
統
治
で
あ
る
。
だ
か
ら
為
政
者
た
ち
は
「
孝
」
を
本
源
的
な
徳
と
し

て
重
要
視
す
る
。
た
だ
し
、
庶
民
の
側
は
も
ち
ろ
ん
、
為
政
者
的
な
思
惑
を
共
有

し
て
「
孝
」
を
尽
く
す
の
で
は
な
い
。
身
近
な
日
々
の
「
孝
」
を
実
践
す
る
の
み

で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
大
前
提
と
し
て
、
信
頼
に
足
る
親
や
君
主
（
お
上
）
の
徳

が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
お
上
の
事
に

は
間
違
は
ご
ざ
い
ま
す
ま
い
」
は
、
本
来
な
ら
口
に
出
し
て
確
認
す
る
ま
で
も
な

い
自
明
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。「
間
違
の
あ
る
（
か
も
知
れ
ぬ
）」
親
や
お
上
に
向

け
て
、
ど
う
し
て
無
条
件
の
「
孝
」
を
捧
げ
る
こ
と
な
ど
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ

は
儒
教
倫
理
を
授
け
る
も
の
と
授
け
ら
れ
る
者
と
の
間
の
黙
契
と
言
う
べ
き
も
の

で
あ
る
。

お
上
か
ら
「
ど
う
し
て
？
」
と
尋
ね
て
も
ら
え
な
い
い
ち
は
、
い
わ
ば
一
方
的

、

、

に
「
お
上
の
事
に
は
間
違
は
ご
ざ
い
ま
す
ま
い
か
ら
」（
傍
点
引
用
者
）
そ
う
す

る
の
だ
と
、「
孝
」
を
実
践
す
る
た
め
の
公
正
性
を
根
拠
に
、
態
度
を
一
貫
し
て

み
せ
た
。
無
論
、
彼
女
は
公
正
性
を
声
高
に
訴
え
た
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。「
お

上
の
事
に
間
違
い
は
な
い
」
と
い
う
、
お
の
れ
の
「
孝
」
の
前
提
と
な
る
素
朴
な

認
識
を
、
お
の
れ
の
「
孝
行
」
の
理
由
と
し
て
述
べ
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

れ
は
、
誰
も
が
「
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
通
り
だ
」
と
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
種
類

の
問
い
だ
っ
た
は
ず
で
も
あ
る
。

い
ち
が
批
判
（
反
語
）
や
皮
肉
を
い
う
つ
も
り
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
徹
頭
徹

尾
「
孝
」
を
愚
直
に
実
践
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
か
ら
し
て
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。
語
り
手
も
、
そ
れ
は
「
献
身
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
語
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
い
ち
の
言
い
放
っ
た
一
句
が
皮
肉
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。

野
内
良
三
は
、「
皮
肉
法
」
の
用
法
を
主
に
三
つ
に
分
け
て
説
明
し
て
い
る
。
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⑴
人
が
考
え
て
い
る
こ
と
と
は
反
対
の
こ
と
を
言
う
こ
と
。
⑵
あ
る
こ
と
を
言
っ

て
別
の
こ
と
を
意
味
さ
せ
る
こ
と
。
⑶
非
難
す
る
た
め
に
褒
め
る
こ
と
、
あ
る
い

は
褒
め
る
た
め
に
非
難
す
る
こ

（
２１
）

と
。
こ
の
う
ち
「

後
の
一
句
」
に
該
当
す
る
と

し
た
ら
、
お
そ
ら
く
⑵
で
あ
ろ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
い
ち
自
身
に
皮
肉
を
言

う
つ
も
り
は
毛
頭
な
か
っ
た
ろ
う
。
た
だ
し
こ
の
「

後
の
一
句
」
は
、
結
果
と

し
て
「
皮
肉
」
の
よ
う
に
（
こ
の
「
一
句
」
が
「
別
の
こ
と
を
意
味
」
し
て
い
る

か
の
よ
う
に
）受
け
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
佐
佐
の「
不
意
打
に
逢
つ
た
や
う
な
、

驚
愕
の
色
」
は
そ
の
こ
と
の
現
れ
だ
ろ
う
し
、
ま
た
こ
の
こ
と
は
「
お
上
の
事
に

間
違
が
あ
る
」
こ
と
を
露
呈
さ
せ
て
し
ま
っ
て
も
い
る
。
し
か
し
「
佐
佐
は
何
も

言
は
な
か
つ
た
」。
即
座
に
「
も
ち
ろ
ん
、
間
違
な
ど
あ
る
は
ず
が
な
い
」
と
言

え
ば
よ
か
っ
た
の
に
、
そ
れ
が
口
を
衝
い
て
出
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
叡
智
の
欠

如
。こ

の
あ
と
、
い
わ
ゆ
る
「
官
僚
制
の
逆
機
能
」
が
「
自
然
に
」
作
用
し
て
、
い

ち
の
「
孝
行
」
に
関
す
る
評
価
は
判
断
保
留
の
ま
ま
棚
上
げ
さ
れ
、「
江
戸
へ
伺

中
日
延
」
と
な
る
。
そ
こ
に
偶
然
、
大
嘗
会
に
伴
う
恩
赦
が
五
一
年
ぶ
り
に
降
っ

て
き
て
、
太
郎
兵
衛
は
赦
免
と
な
っ
た
。
恩
赦
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
の
は
、
太
郎

兵
衛
よ
り
も
大
坂
町
奉
行
の
面
子
だ
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
「
お
上

の
事
に
は
間
違
い
は
な
い
」
と
い
う
わ
け
だ
。

典
拠
と
な
る
『
一
話
一
言
』
で
の
結
末
は
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
比
較
し
て

み
よ
う
。
吟
味
の
翌
日
、
町
年
寄
が
い
ち
ら
五
人
を
奉
行
所
に
連
れ
て
行
く
と
、

「
此
程
彼
等
が
願
ひ
不
便
ナ
レ
バ
江
戸
表
へ
伺
ひ
申
の
間
、
父
が
命
差
延
ら
れ
牢

舎
へ
め
し
か
へ
さ
る
ゝ
」
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た
。
子
ど
も
た
ち
は
お
上
の
恩
情
へ

の
感
謝
の
念
を
抱
き
な
が
ら
帰
宅
す
る
（「
子
共
ど
も
ま
ず
く
難
有
存
じ
奉
る
べ

き
旨
な
れ
ば
、
何
レ
も
先
有
が
た
く
存
じ
宿
へ
帰
り
ぬ
」）。
ま
た
後
日
、
父
と
の

再
会
が
以
下
の
よ
う
に
実
現
し
た
。「
先
四
年
が
間
父
ヲ
見
ざ
る
也
。
此
後
め
ぐ

り
逢
ん
時
も
あ
る
べ
し
、
暇
乞
さ
す
べ
し
と
て
引
あ
は
す
る
に
、
父
は
子
ヲ
い
だ

き
、
子
は
父
ヲ
さ
ゝ
ぐ
る
様
に
し
て
、
嬉
し
泣
キ
に
な
く
斗
也
。
其
座
に
あ
り
合

た
る
人
上
ミ
よ
り
下
に
至
る
迄
、
何
レ
も
涙
ヲ
流
サ
ヌ
者
も
な
か
り
き
。
見
聞
の

人
各
袖
ヲ
ぞ
し
ぼ
り
け
る
。道
有
る
御
代
の
御
恵
ミ
申
ス
も
中
〳
〵
お
ろ
か
也
」。

原
史
料
で
は
、「
孝
子
」
と
「
道
有
る
御
代
の
御
恵
ミ
」
と
を
讃
美
す
る
物
語
が
、

衆
人
一
同
の
涙
で
彩
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
裏
返
し
て
い
え
ば
、
こ
の
情
緒
的

な
「
涙
」
が
、
表
面
化
し
た
か
も
知
れ
な
い
「
孝
」
と
「
忠
」
と
の
断
層
を
、
洗

い
流
し
て
地
均
し
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

「
孝
」
と
「
忠
」
と
が
連
続
し
て
齟
齬
を
来
さ
な
い
こ
と
。『
孝
経
』
に
は
次

つ
か

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
夫
れ
孝
は
親
に
事
う
る
に
始
ま
り
、
君
に
事
う
る

な
か

に
中
し
、
身
を
立
つ
る
に
終
わ
る
」。「
私
／
公
」
は
「
孝
」
に
よ
っ
て
貫
か
れ
、

何
の
矛
盾
も
な
く
連
続
的
に
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
孝
」
を
基
盤
と
し

て
社
会
の
秩
序
が
成
り
立
つ
と
考
え
た
幕
府
が
、『
孝
義
録
』
な
ど
の
編
纂
を
通

じ
て
孝
子
た
ち
を
顕
彰
し
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
ち
な
み
に

『
孝
義
録
』
の
編
者
は
、『
一
話
一
言
』
と
同
じ
大
田
南
畝
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ

れ
ら
「
孝
子
伝
」
類
は
、
明
治
以
降
に
な
っ
て
も
刊
行
さ
れ
続
け
、
有
名
な
と
こ

ろ
で
は
伊
藤
博
文
や
乃
木
希
典
の
孝
子
伝
な
ど
が
新
た
に
書
き
加
え
ら
れ
た
り
も

し
た
。
教
育
勅
語
を
範
と
す
る
明
治
国
家
に
お
い
て
も
、「
孝
子
」
を
顕
彰
す
る

物
語
群
は
常
に

新
状
態
に
ア
ッ
プ
デ
イ
ト
さ
れ
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
重
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要
な
徳
目
だ
っ
た
こ
と
が
判
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
鷗
外
「

後
の
一
句
」
が
「
孝
」
を
あ
え
て
「
マ
ル
チ
リ
ウ
ム
」

マ
ル
チ
リ
ウ
ム

と
言
い
換
え
（
キ
リ
ス
ト
教
の
殉
教
が
「
忠
」
に
回
収
さ
れ
な
い
の
は
、
い
う

ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
）、
そ
こ
に
「
反
抗
の
鋒
」
を
潜
ま
せ
た
こ
と
の
戦
略

は
お
の
ず
と
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

い
ち
の
言
動
を
「
孝
」
と
捉
え
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
国
家
の
論
理
の
中
に
容

易
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。「
孝
子
」
を
顕
彰
し
、
恩
赦
と
い
う
お
上
の

慈
悲
を
施
す
こ
と
で
社
会
秩
序
は
安
定
す
る
、
そ
ん
な
「
物
語
」
が
い
ま
だ
に
強

力
な
規
範
を
保
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
こ
に
は
「
反
抗
」
が
入
り
込
む
隙
間
は
な

い
。
し
か
し
、「
孝
」
的
な
行
動
が
い
つ
も
君
臣
へ
の
「
忠
」
と
合
致
す
る
と
は

限
ら
な
い
。
そ
こ
に
「
孝＝

忠
」
一
本
の
論
理
の
欺
瞞
が
あ
る
。「

後
の
一
句
」

が
い
ち
を
通
し
て
体
現
し
た
の
は
、
こ
の
欺
瞞
を
目
に
見
え
る
形
に
す
る
こ
と

だ
っ
た
。五

「
孝
」「
忠
」
も
「
献
身
」
も
、
教
室
で
こ
れ
を
読
む
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、

江
戸
時
代
、
明
治
・
大
正
時
代
の
古
い
徳
目
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
た

と
え
ば
先
の
改
正
教
育
基
本
法
（
二
〇
〇
五
年
一
二
月
施
行
）
に
現
れ
て
い
る
よ

う
に
、
家
庭
教
育
を
基
盤
と
し
て
、
そ
こ
で
培
っ
た
規
範
意
識
を
地
域
社
会
や
国

家
に
及
ぼ
す
こ
と
で
、「
我
が
国
と
郷
土
を
愛
す
る
態
度
」
を
養
っ
て
い
こ
う
と

す
る
向
き
が
生
徒
た
ち
を
囲
繞
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
、「
忠
孝
」
や
「
献
身
」

と
い
う
名
で
こ
そ
な
い
も
の
の
、「
公
共
の
精
神
」
や
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
な
ど

と
い
う
形
姿
で
そ
れ
は
、
す
で
に
私
た
ち
に
と
っ
て
も
身
近
な
も
の
と
な
っ
て
い

る
。小

説
「

後
の
一
句
」
が
提
示
す
る
の
は
、「
孝
」（
近
親
者
を
敬
う
精
神
）
が
、

か
な
ら
ず
し
も
「
忠
」（
組
織
や
国
家
を
敬
う
精
神
）
と
一
致
せ
ず
、
と
き
に
は

葛
藤
を
起
こ
す
と
い
う
現
実
上
の
問
題
で
あ
る
。
道
義
を
説
く
人
や
為
政
者
た
ち

は
、
近
親
者
を
自
然
に
敬
う
よ
う
に
国
家
・
主
君
を
大
切
に
せ
よ
と
言
う
（
忠
孝

一
本
）。
た
し
か
に
そ
れ
は
、
社
会
の
秩
序
の
あ
り
方
の
理
想
型
で
あ
る
。
た
だ

し
、
こ
の
小
説
が
示
し
て
い
る
の
は
、
我
が
身
を
顧
み
な
い
父
親
へ
の「
孝
」が
、

お
上
へ
の
「
忠
」
と
対
立
し
て
し
ま
う
（「
反
抗
の
鋒
」
を
孕
ん
で
し
ま
う
）
と

い
う
事
態
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
隘
路
に
至
っ
た
と
き
に
ど
う
し
た

ら
よ
い
の
か
。
ど
の
よ
う
に
考
え
て
行
動
し
た
ら
よ
い
の
か
。
こ
の
小
説
教
材
が

提
示
す
る
問
題
は
、
じ
つ
に
現
代
的
な
問
い
で
あ
る
。

佐
野
大

（
２２
）

介
に
よ
れ
ば
、
自
分
の
命
と
忠
孝
と
を
天
秤
に
か
け
ら
れ
る
よ
う
な
情

況
は
、
孝
心
讃
美
譚
に
お
け
る
常
套
手
段
で
あ
る
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
、「
自
分

の
命
の
方
が
大
事
」
と
な
っ
て
は
お
話
に
な
ら
な
い
か
ら
、「
当
然
忠
孝
の
全
う

が
選
択
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
物
語
の
性
質
上
こ
の
背
反
は
苦
悩
に
値
し
な
い
の

で
あ
る
」。
連
綿
と
書
き
継
が
れ
て
き
た「
孝
子
」讃
美
の
物
語
は
、「
孝
」と「
忠
」、

「
私
」
と
「
公
」
と
の
間
に
矛
盾
な
ど
生
じ
よ
う
が
な
い
と
説
き
、「
板
挟
み
と
な
っ

て
い
る
主
体
の
消
滅
に
よ
る
情
況
の
解
消
」
を
自
然
な
ふ
る
ま
い
と
し
て
繰
り
返

し
題
材
化
し
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。「

後
の
一
句
」
の
読
解
は
、
こ
う
し

た
話
型
（
物
語
的
な
拘
束
力
）
を
異
化
す
る
機
縁
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

い
ち
は
こ
う
言
っ
た
。

「
お
上
の
事
に
は
間
違
は
ご
ざ
い
ま
す
ま
い
か
ら
」

愛
知
淑
徳
大
学
大
学
院
―
文
化
創
造
研
究
科
紀
要
―

第
三
号

一
〇

― 71 ―



お
上
に
道
義
的
な
誤
り
は
な
い
は
ず
だ
か
ら
（
そ
う
で
あ
る
な
ら
）
自
分
は

お
上
の
裁
量
に
従
う
、
と
い
う
訳
で
あ
る
。

こ
の
「
一
句
」
が
気
付
か
せ
て
く
れ
る
の
は
、「
孝
」
も
「
忠
」
も
、
あ
く
ま

で
「
お
上
は
間
違
わ
な
い
」
こ
と
を
前
提
に
成
り
立
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
ご

く
素
朴
な
理
屈
で
あ
っ
た
。
道
義
的
に
間
違
っ
て
い
る
親
や
国
家
・
君
主
に
従
順

に
従
え
と
い
う
の
は
、
主
体
性
を
放
棄
せ
よ
、
何
も
考
え
る
な
と
言
っ
て
い
る
の

と
同
じ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
抑
圧
的
な
体
制
が
、
往
々
に
し
て
非
人
道
的
な
結
末

に
向
か
う
こ
と
を
私
た
ち
は
歴
史
か
ら
学
ん
で
知
っ
て
い
る
。

い
ち
の
「
一
句
」
に
、
町
奉
行
の
役
人
た
ち
は
一
瞬
た
じ
ろ
い
だ
。
そ
れ
は
、

現
実
的
に
「
お
上
の
事
に
間
違
が
あ
る
」
こ
と
を
、
誰
も
が
自
覚
し
て
い
た
か
ら

で
は
な
か
っ
た
か
。
彼
ら
は
誰
一
人
と
し
て
「
も
ち
ろ
ん
だ
。
お
上
に
間
違
な
ど

な
い
」
と
断
言
で
き
な
か
っ
た
。

人
び
と
に
「
孝
」
や
「
忠
」
が
求
め
ら
れ
る
社
会
に
お
い
て
は
、「
お
上
は
間

違
っ
て
い
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
が
不
断
に
問
わ
れ
、
検
証
さ
れ
る
風
通
し
の
よ

さ
が
あ
る
べ
き
だ
、
と
も
言
え
る
。「
お
上
」へ
の
信
頼
が
確
固
た
る
も
の
と
な
っ

て
は
じ
め
て
、「
孝
」
あ
る
い
は
「
献
身
」
的
な
ふ
る
ま
い
は
社
会
の
中
で
健
全

な
機
能
を
具
備
す
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
（
献
身
的
な
個
の
プ
レ
ー
が
全
体
の
シ

ス
テ
ム
と
共
鳴
す
る
清
々
し
い
光
景
は
、
ス
ポ
ー
ツ
の
世
界
で
は
し
ば
し
ば
見
受

け
ら
れ
る
）。

「

後
の
一
句
」
は
、
正
当
な
手
続
き
を
踏
ま
な
い
直
訴
と
、
法
の
ル
ー
ル
を

超
越
し
た
と
こ
ろ
か
ら
施
さ
れ
る
恩
赦
と
の
奇
妙
な
巡
り
合
わ
せ
が
、
と
き
の
権

力
の
無
策
を
糊
塗
す
る
僥
倖
を
描
い
た
物
語
で
あ
る

こ
の
物
語
を
い
ま
読
ん

で
不
気
味
に
思
う
の
は
、
ネ
ッ
ト
の
書
き
込
み
が
世
論
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
支
持

を
頼
み
に
し
た
政
治
家
が
正
当
な
（
民
主
的
な
）
手
続
き
を
省
い
て
独
善
的
な
政

策
を
敢
行
で
き
て
し
ま
う
よ
う
な
、
中
間
層
的
共
同
体
の
無
力
化
と
い
う
現
状
を

日
々
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。

権
力
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
。
私
た
ち
に
と
っ
て

も
身
近
な
そ
れ
は
、
選
挙
権
と

し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
選
挙
権
を
持
た
な
い
生
徒
た
ち
は
ど

の
よ
う
に
し
て「
お
上
は
間
違
っ
て
い
な
い
か
」と
問
い
質
せ
ば
い
い
の
だ
ろ

（
２３
）

う
。

こ
こ
か
ら
先
は
、
生
徒
た
ち
が
主
体
的
に
考
え
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
（
現
行
の
学

習
指
導
要
領
が
重
点
を
置
く
「
生
き
る
力
」
と
は
ま
さ
に
、
み
ず
か
ら
考
え
、
行

動
す
る
力
を
指
す
は
ず
で
あ
る
）。
い
ち
は
、
そ
の
た
ぐ
い
ま
れ
な
る
叡
智
と
行

動
力
と
で
、
本
来
な
ら
不
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
の
直
訴
を
、
白
洲
で
直
接
町
奉
行

に
投
げ
か
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
現
代
で
は
現
実
的
な
や
り
方
で
は
な

い
。
で
は
、
あ
な
た
た
ち
な
ら
ど
う
す
る
か
、
身
の
回
り
に
は
ど
ん
な
表
現
手
段

が
あ
る
か
、
と
問
い
か
け
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
現
実
的
か

つ
切
実
な
、
言
語
活
動
実
践
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
な
り
得
る
は
ず
で
あ
る
。

〔
注
〕

１

「

後
の
一
句
」
は
、
一
九
七
二
年
の
初
採
録
（
学
校
図
書
『
中
学
校
国
語

三
』、
三
省
堂『
中
学
校
現
代
の
国
語

新
版
２
』）以
来
、
多
く
の
中
学
校
・

高
等
学
校
の
国
語
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
き
た
。

２

湯
浅
邦
弘
「
森
鷗
外
と
五
孝
子
事
件
」（
湯
浅
邦
弘
編
『
江
戸
時
代
の
親
孝

行
』
二
〇
〇
九
年
二
月
、
大
阪
大
学
出
版
会
）
に
よ
る
。
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３

引
用
は
、『
大
田
南
畝
全
集
』
第
一
三
巻
（
一
九
八
七
年
四
月
、
岩
波
書
店
）

に
よ
る
。

４

佐
野
大
介
「
孝
子
の
顕
彰
」（『
江
戸
時
代
の
親
孝
行
』
二
〇
〇
九
年
二
月
、

大
阪
大
学
出
版
会
）、「
元
文
の
五
孝
子
及
び
森
鷗
外
『

後
の
一
句
』
関
連

資
料
」（
二
〇
〇
八
年
二
月
、『
懐
徳
堂
セ
ン
タ
ー
報
』）

５

懐
徳
堂
に
つ
い
て
は
、
湯
浅
邦
弘
編
『
江
戸
時
代
の
親
孝
行
』（
注
（
４
）
参

照
）、
懐
徳
堂
記
念
会
編
『
図
録
・
懐
徳
堂
―
浪
華
の
学
問
所
』（
一
九
九
四

年
一
月
、
大
阪
大
学
出
版
会
）、
大
阪
市
史
編
纂
所
編『
大
阪
市
の
歴
史
』（
一

九
九
九
年
四
月
、
創
元
社
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

６

懐
徳
堂
の
孝
子
顕
彰
運
動
は
、『
稲
垣
浅
之
丞
純
孝
記
録
』『
孝
子
義
兵
衛
記

録
』
な
ど
孝
子
譚
の
編
纂
ば
か
り
で
な
く
募
金
活
動
な
ど
も
精
力
的
に
行

い
、
褒
賞
や
免
税
等
の
援
助
を
お
上
に
働
き
か
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う

（
注
（
４
）
佐
野
大
介
「
孝
子
の
顕
彰
」
参
照
）。

７

江
戸
期
の
教
育
力
の
源
泉
は
地
域
の
教
育
力
に
あ
っ
た
。
寺
子
屋
で
は
、
読

み
書
き
算
用
の
識
字
・
文
字
教
育
と
礼
儀
な
ど
の
非
文
字
教
育
と
が
一
体
と

な
っ
て
行
わ
れ
た
（
高
橋
敏
『
江
戸
の
教
育
力
』、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
、

ち
く
ま
新
書
）。

８

山
崎
一
穎
「『

後
の
一
句
』
論
攷
」（『
森
鷗
外
・
歴
史
文
学
研
究
』、
二
〇

〇
二
年
一
〇
月
、
お
う
ふ
う
）

９

大
石
学『
江
戸
の
教
育
力

近
代
日
本
の
知
的
基
盤
』（
二
〇
〇
七
年
三
月
、

東
京
学
芸
大
学
出
版
会
）

１０

引
用
は
、
講
談
社
学
術
文
庫
（
尾
藤
正
英
訳
注
）
に
よ
る
。

１１

大
石
学
『
江
戸
の
教
育
力
』（
注
（
９
）
参
照
）。

１２

引
用
は
『
日
本
教
育
文
庫
訓
誡
篇
上
』（
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
五
月
、

同
文
館
）
に
よ
る
。

１３

た
と
え
ば
、
山
崎
一
穎
「『

後
の
一
句
』
論
攷
」（
注
（
８
）
参
照
）。

１４

彼
ら
は
、
商
家
の
長
女
で
あ
る
い
ち
に
「
家
」
の
永
続
の
重
要
性
も
説
い
て

き
た
は
ず
で
あ
る
。
家
産
・
家
財
が
家
そ
の
も
の
で
あ
る
商
家
で
は
、
一
八

世
紀
頃
か
ら
家
相
続
に
大
き
な
関
心
が
払
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
高
橋
敏

『
江
戸
の
教
育
力
』、
注
（
７
）
参
照
）。

１５

『
社
会
理
論
と
社
会
構
造
』（
森
東
吾
ほ
か
訳
、
一
九
六
一
年
九
月
、
み
す
ず

書
房
）

１６

明
治
後
期
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
の
、
い
わ
ゆ
る
桂
園
時
代
を
通
じ
て
、

政
府
と
官
僚
と
の
関
係
は
大
き
く
変
化
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
背
景

と
し
て
、
⑴
官
僚
の
ほ
と
ん
ど
が
維
新
官
僚
か
ら
学
士
官
僚
に
入
れ
替
わ
っ

た
こ
と
、
⑵
官
僚
が
党
派
政
治
の
シ
ス
テ
ム
に
呑
み
込
ま
れ
た
結
果
、
官
僚

の
党
派
化
が
進
ん
で
集
団
と
し
て
の
同
質
性
が
極
め
て
高
く
な
っ
た
こ
と
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
（
清
水
唯
一
『
近
代
日
本
の
官
僚
』、
二
〇
一
三
年
四
月
、

中
公
新
書
）。
官
僚
政
治
へ
の
批
判
の
一
例
と
し
て
、
馬
場
恒
吾
「
官
僚
国

を
亡
ぼ
す
」（
一
九
一
九
年
八
月
一
日
『
太
陽
』）
を
引
用
す
る
。「
官
僚
は

（
マ

マ

）

国
民
に
対
し
て
誠
意
誠
心
を
有
た
ぬ
彼
ら
の
誠
意
誠
心
は
政
府
と
官
僚
一
途

の
み
に
対
す
る
誠
意
誠
心
で
あ
る
。
又
彼
等
が
政
府
に
対
す
る
誠
意
誠
心
な

る
も
の
を
、
只
盲
目
的
に
訓
令
遵
奉
す
る
と
云
ふ
誠
意
誠
心
で
あ
つ
て
、
万

難
を
排
し
て
政
策
を
実
行
せ
う
と
云
ふ
誠
意
誠
心
で
は
な
い
。
而
し
て
官
僚

愛
知
淑
徳
大
学
大
学
院
―
文
化
創
造
研
究
科
紀
要
―

第
三
号

一
二
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思
想
な
る
も
の
は
現
代
の
政
治
思
想
中

も
国
家
に
危
険
な
る
思
想
で
あ

る
」。

１７

享
保
七
（
一
七
二
二
）
年
に
人
殺
・
火
付
・
盗
賊
が
、
ま
た
元
文
五
（
一
七

四
〇
）
年
に
は
関
所
破
・
謀
書
謀
判
等
が
死
罪
以
上
に
相
当
す
る
も
の
と
定

め
ら
れ
、
証
拠
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
自
白
し
な
い
と
き
は
拷
問
が
行
わ
れ

た
。
こ
れ
以
前
は
、
死
罪
に
当
た
ら
な
い
罪
科
で
も
し
ば
し
ば
拷
問
が
行
わ

れ
た
（
笹
間
良
彦
『
図
説
・
日
本
拷
問
刑
罰
史
』、
一
九
九
六
年
一
一
月
、

柏
書
房
）。

１８

岡
本
文
子
は
「
身
代
わ
り
の
申
し
出
が
聞
き
届
け
ら
れ
自
分
た
ち
が
死
ん
だ

後
、
時
を
お
か
ず
父
の
断
罪
が
執
行
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
惑
」

が
い
ち
に
生
じ
た
と
述
べ
て
い
る
（「
森
鷗
外
「

後
の
一
句
」
考
―
『
呂

氏
春
秋
』
と
の
関
連
に
お
い
て
―
」、
二
〇
一
三
年
三
月
、『
和
洋
国
文
研

究
』）。

１９

引
用
は
、
講
談
社
学
術
文
庫
（
加
地
伸
行
訳
注
）
に
よ
る
。

２０

引
用
は
、
新
釈
漢
文
大
系
『
孝
経
』（
栗
原
圭
介
訳
注
）
に
よ
る
。

２１

『
日
本
語
修
辞
辞
典
』（
二
〇
〇
五
年
八
月
、
国
書
刊
行
会
）

２２

「
江
戸
文
化
に
見
る
親
孝
行
」（
湯
浅
邦
弘
編
『
江
戸
時
代
の
親
孝
行
』
二
〇

〇
九
年
二
月
、
大
阪
大
学
出
版
会
）

２３

小
熊
英
二
『
社
会
を
変
え
る
に
は
』（
二
〇
一
二
年
八
月
、
講
談
社
現
代
新

書
）は
、「
投
票
を
し
て
、
議
員
や
政
党
を
選
ん
で
、
法
律
を
通
す
こ
と
が
、

世
の
中
を
変
え
る
こ
と
だ
」
と
い
う
考
え
方
が
、
近
代
の
代
議
制
民
主
主
義

の
枠
組
み
に
沿
っ
た
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
を
説
い
て
い
て
示
唆
に
富
ん
で

い
る
。

〔
付
記
〕『

後
の
一
句
』
の
本
文
は
、『
鷗
外
歴
史
文
学
集
』
第
三
巻
（
一
九
九

九
年
一
一
月
、
岩
波
書
店
）
に
よ
り
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。
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反
孝
子
讃
美
譚
を
教
室
で
読
む

（
永
井
聖
剛
）
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