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一　

は
じ
め
に

一
九
一
六
︵
大
正
五
︶
年
二
月
、
東
京
本
郷
座
に
お
い
て
岡
本
綺
堂
の
新
作

﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
が
上
演
さ
れ
た
。
こ
れ
は
書
き
下
ろ
し
作
品
で
、
初
演
後
の
同

年
一
二
月
に
平
和
出
版
社
発
行
の
単
行
本
﹃
両
国
の
秋
﹄
に
初
め
て
収
め
ら
れ

た
。
初
演
は
綺
堂
と
の
提
携
で
定
評
の
二
代
目
市
川
左
團
次
一
派
で
、
こ
れ
も
左

團
次
の
た
め
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
。
左
團
次
は
、
こ
の
﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
を
得
意

演
目
と
し
、
二
代
目
左
團
次
死
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
俳
優
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
、
現

在
で
も
繰
り
返
し
上
演
さ
れ
て
い
る
。
綺
堂
が
書
い
た
戯
曲
の
中
で
も
﹃
修
禅
寺

物
語
﹄、﹃
鳥
辺
山
心
中
﹄
と
並
び
、
屈
指
の
再
演
回
数
を
誇
り
、
綺
堂
の
代
表
作

の
一
つ
と
い
え
る
。

﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
は
、
そ
の
外
題
名
が
示
す
と
お
り
、
著
名
な
怪
談
の
一
つ
で

あ
る
皿
屋
敷
伝
説
を
材
料
と
す
る
。
皿
屋
敷
伝
説
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
全
国
各

地
に
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
す
る
た
め
、
大
ま
か
に
で
も
皿
屋
敷

伝
説
が
い
か
な
る
も
の
か
を
ま
ず
確
認
し
た
い
。

伊
藤
篤
は
﹃
日
本
の
皿
屋
敷
伝
説
﹄︵
海
鳥
社
、
二
〇
〇
二
︶
で
、
江
戸
期
の

皿
屋
敷
伝
説
に
関
わ
る
著
作
を
総
合
す
る
と
、
そ
の
基
本
形
は
次
の
よ
う
に
な
る

と
し
た
。

一
、 

一
人
の
奉
公
人
が
、
主
人
の
秘
蔵
す
る
一
揃
い
の
皿
の
一
枚
を
過
っ
て

こ
わ
す
。
あ
る
い
は
、
そ
の
娘
に
妬
み
を
持
つ
何
者
か
に
皿
を
隠
さ

れ
る
。

二
、  

娘
は
皿
の
責
任
を
問
わ
れ
て
責
め
殺
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
自
ら
命
を

絶
つ
。
夜
に
な
る
と
、
娘
の
亡
霊
が
現
れ
て
皿
を
数
え
る
。

三
、  

犠
牲
に
な
っ
た
娘
の
祟
り
に
よ
っ
て
、
主
人
の
家
に
い
ろ
い
ろ
の
禍
い

が
起
こ
り
、
衰
亡
し
て
い
く
。

こ
れ
を
皿
屋
敷
伝
説
の
基
本
形
と
す
る
な
ら
、
綺
堂
は
﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
で
こ
の

基
本
形
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
大
胆
に
書
き
換
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
主
人
公
の

青
山
播
磨
と
腰
元
の
お
菊
は
、
身
分
の
差
こ
そ
あ
れ
相
思
相
愛
の
仲
で
あ
る
。
お

菊
は
播
磨
の
思
い
を
試
す
た
め
故
意
に
皿
を
割
り
、
播
磨
は
疑
わ
れ
た
こ
と
に
怒

り
お
菊
を
手
討
ち
に
す
る
。
殺
さ
れ
る
お
菊
は
怨
念
を
宿
す
こ
と
な
く
、
幽
霊
と
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し
て
現
れ
る
こ
と
も
な
い
。
つ
ま
り
、
綺
堂
は
皿
屋
敷
伝
説
を
怪
談
で
な
く
、
純

恋
愛
悲
劇
に
仕
立
て
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
皿
屋
敷
伝
説
は
多
様
な
パ
タ
ー
ン
が

あ
っ
て
、
何
を
も
っ
て
綺
堂
の
創
作
で
あ
る
と
断
じ
る
か
は
、
さ
ら
に
詳
細
に
皿

屋
敷
伝
説
と
﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
と
の
繋
が
り
を
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
に
﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ

た
説
話
に
彦
根
の
長
久
寺
に
伝
わ
る
皿
屋
敷
譚
が
あ
る

1

。
し
か
し
岡
本
経
一
は
、

﹃
岡
本
綺
堂
読
物
選
集
﹄
第
二
巻
︵
青
蛙
房
、
一
九
六
九
︶
の
﹁
あ
と
が
き
﹂
で
、

﹁
そ
の
説
話
が
こ
の
﹁
番
町
皿
屋
敷
﹂
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
﹂
と
し
な
が
ら
も
、﹁
主

従
の
あ
い
だ
に
起
こ
っ
た
恋
愛
悲
劇
と
い
う
着
想
は
、
全
く
の
創
意
工
夫
で
あ

る
﹂
と
断
言
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
長
久
寺
の
説
話
に
酷
似
し
な
が
ら
綺
堂
は
そ
れ

に
全
く
言
及
し
て
い
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
一
九
三
三
︵
昭
和
八
︶
年

一
二
月
の
﹃
道
頓
堀
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
番
町
皿
屋
敷
﹂
で
、
恋
愛
悲
劇
と
し
て

扱
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
﹁
勿
論
そ
の
全
部
が
私
の
空
想
で
あ
る
こ
と
云
ふ
ま
で
も

無
い
﹂
と
言
い
切
る
。
つ
ま
り
、
長
久
寺
の
説
話
と
の
類
似
性
は
指
摘
で
き
る
も

の
の
、
綺
堂
が
参
考
に
し
た
と
断
定
す
る
に
は
根
拠
に
乏
し
い
。

本
論
で
は
、
こ
の
あ
と
に
触
れ
る
よ
う
に
越
智
治
雄
の
言
及
が
あ
る
の
み
の

﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
と
皿
屋
敷
伝
説
の
関
わ
り
や
、
綺
堂
が
何
を
参
考
と
し
て
執
筆

し
た
か
を
改
め
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
ま
た
、
そ
の
過
程
で
浮
か
び
上
が
っ
た

武
者
小
路
実
篤
の
戯
曲
﹃
二
つ
の
心
﹄
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。

二　
『
番
町
皿
屋
敷
』
と
皿
屋
敷
譚

綺
堂
は
初
演
時
に
、
執
筆
に
あ
た
っ
て
怪
談
の
皿
屋
敷
を
材
料
と
し
た
こ
と
を

前
提
に
、
皿
屋
敷
伝
説
に
つ
い
て
自
ら
が
知
る
と
こ
ろ
を
語
る
。

一
体
、
私
は
麹
町
、
加し
か
も之
番
町
の
近
所
に
多
年
住
ん
で
ゐ
る
の
で
小
児
の

時
分
か
ら
番
町
皿
屋
敷
と
い
ふ
名
は
頭
に
沁
み
て
ゐ
ま
し
た
。
其
の
事
蹟
は

能
く
判
り
ま
せ
ん
が
、
江
戸
砂
子
な
ど
に
も
﹃
皿
屋
敷
は
牛
込
御
門
の
内
。

む
か
し
物
語
に
云
ふ
、
下
女
誤
つ
て
皿
一
枚
を
井
に
落
す
、
其
科
に
よ
り
て

殺
害
せ
ら
れ
ぬ
。
怨
念
彼
の
井
に
止
ま
り
、
毎
夜
そ
の
女
の
声
に
て
一
つ
よ

り
九
つ
ま
で
を
数
へ
、
十
を
云
は
で
泣
叫
ぶ
、
声
あ
り
て
形
無
し
。
よ
つ
て

皿
屋
敷
と
云
ひ
伝
ふ
。
云
々
。﹄
と
あ
る
の
を
見
る
と
、
余
ほ
ど
古
く
か
ら

云
ひ
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
と
思
は
れ
ま
す
。
新
編
江
戸
誌マ
マ

に
も
同
じ
や
う

な
こ
と
が
記
さ
れ
て
、
其
の
場
所
に
番
町
で
は
な
い
、
麹
町
三
軒
屋
︵
隼
町
︶

だ
と
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。

︵﹁﹃
皿
屋
敷
﹄
の
こ
と
﹂﹃
演
藝
画
報
﹄
一
九
一
六
・
三
︶

そ
し
て
、﹁
皿
屋
敷
は
江
戸
の
番
町
ば
か
り
で
な
く
、
播
州
に
も
此
の
伝
説
が
あ

つ
て
加
之
お
菊
虫
な
ど
ゝ
云
ふ
御
景
物
ま
で
が
附
い
て
ゐ
ま
す
﹂
と
し
、
仙
台
、

雲
州
松
江
、
熊
本
の
皿
屋
敷
を
紹
介
し
、﹁
支
那
に
も
同
じ
や
う
な
伝
説
が
あ
る

の
を
見
ま
す
と
、
こ
の
伝
説
の
出
所
は
支
那
か
も
知
れ
ま
せ
ん
﹂
と
述
べ
て
い
る
。

綺
堂
が
材
料
と
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
岡
本
経
一
は
先
に
挙
げ
た
﹃
岡
本
綺
堂

読
物
選
集
﹄
第
二
巻
の
﹁
あ
と
が
き
﹂
で
、﹁
明
治
三
十
二
年
六
月
発
行
の
風
俗

画
報
増
刊
﹁
新
撰
東
京
名
所
図
会
﹂
麹
町
の
部
に
、
番
町
の
旧
事
と
し
て
番
町
皿
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屋
敷
の
説
話
を
載
せ
て
い
る
﹂
と
し
、﹁
番
町
皿
屋
敷
も
こ
れ
に
ヒ
ン
ト
を
得
た

に
違
い
な
い
﹂
と
言
及
す
る
。

皿
屋
敷
の
事
柄
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
八
九
九
︵
明
治
三
二
︶
年
六
月

二
五
日
発
行
の
﹃
風
俗
画
報
﹄
臨
時
増
刊
﹁
新
撰
東
京
名
所
図
会　

第
十
九
編
﹂

で
あ
る
。
そ
の
中
の
﹁
番
町
皿
屋
敷
﹂
の
項
に
は
、
綺
堂
が
言
及
し
た
﹃
江
戸
砂

子
﹄、﹃
新
編
江
戸
志
﹄
の
内
容
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
載
せ
ら
れ
、
播
州
の
﹁
お
き
く

虫
﹂
の
記
述
や
、
皿
屋
敷
伝
説
が
番
町
や
播
州
の
み
な
ら
ず
、
雲
州
松
江
や
熊
本

に
あ
る
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
岡
本
経
一
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

こ
の
記
事
を
綺
堂
が
参
考
と
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
で
は
一
体
こ
れ
ら
の
情

報
が
戯
曲
﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
に
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
た
の
か
。

例
え
ば
、
綺
堂
の
﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
で
主
人
公
の
名
は
青
山
播
磨
だ
が
、
こ
れ

も
﹃
風
俗
画
報
﹄
の
記
事
を
参
考
に
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
皿
屋
敷
伝
説
に
登
場

す
る
主
人
の
名
は
、
青
山
鉄
山
、
青
山
将
監
、
青
山
大
膳
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
中

で
播
磨
の
名
が
見
ら
れ
る
の
は
、
同
記
事
中
に
あ
る
﹃
堤
醒
紀
談
﹄
で
、
主
人
は

﹁
小
幡
播
磨
﹂
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
、﹁
播
磨
﹂
の
名
前
は
、
播
州
か
ら
播

磨
が
連
想
さ
れ
た
も
の
で
、
播
州
皿
屋
敷
の
名
残
か
も
し
れ
な
い
と
説
明
さ
れ
て

い
る
。
綺
堂
が
﹁
播
磨
﹂
を
用
い
た
の
は
、
番
町
皿
屋
敷
の
由
来
が
播
州
に
あ
る

と
考
え
て
い
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

皿
屋
敷
譚
で
最
も
重
要
な
場
面
は
、
な
ん
と
言
っ
て
も
お
菊
の
皿
数
え
で
あ
ろ

う
。﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
で
の
皿
数
え
は
、
怪
談
話
と
は
大
き
く
違
う
。
播
磨
は
、

皿
一
枚
が
惜
し
く
て
お
菊
を
手
討
ち
に
す
る
の
で
は
な
い
と
、
お
菊
に
残
り
の
皿

を
数
え
さ
せ
て
割
っ
て
み
せ
る
。
播
磨
の
よ
う
に
、
お
菊
が
割
っ
た
皿
以
外
の
残

り
を
割
っ
て
し
ま
う
話
と
似
た
も
の
が
﹃
風
俗
画
報
﹄
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

﹃
積
翠
閑
話
﹄
に
あ
る
﹁
重
宝
の
皿
﹂
と
い
う
項
の
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
中

村
経
年
︵
戯
作
者
の
松
亭
金
水
︶
に
よ
っ
て
一
八
五
八
︵
安
政
五
︶
年
に
書
か
れ

た
も
の
で
、﹃
日
本
随
筆
大
成　

第
二
期
10
﹄︵
吉
川
弘
文
堂
、
一
九
七
四
︶
の
﹁
解

題
﹂
に
よ
れ
ば
、
婦
女
子
の
教
誨
と
し
て
著
述
さ
れ
た
た
め
に
教
訓
譚
と
し
て
の

側
面
が
強
い
。

﹃
積
翠
閑
話
﹄
で
は
、
冒
頭
で
﹁
江
戸
番
町
の
辺
に
や
。
何
某
と
い
ふ
人
の
家
﹂

に
重
宝
の
皿
が
あ
っ
て
、﹁
侍
女
の
菊
﹂
が
過
っ
て
そ
れ
を
割
り
、
定
め
に
よ
っ

て
主
人
に
殺
さ
れ
て
井
戸
に
沈
め
ら
れ
た
と
、
皿
屋
敷
伝
説
を
説
明
す
る
。
こ
れ

を
﹁
陶
器
を
以
て
人
に
易
ふ
る
残
酷
の
仕
方
な
ら
ず
や
﹂
と
し
て
次
の
よ
う
な
話

を
続
け
る
。
上こ
う
ず
け野
の
国
に
士
人
が
あ
っ
て
、
そ
の
家
に
重
宝
の
皿
二
〇
枚
が
あ
る
。

あ
る
と
き
婢
女
が
過
っ
て
そ
の
一
枚
を
割
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
聞
い
た
同
じ
く

屋
敷
に
雇
わ
れ
て
い
る
米こ
め
つ
き
お
と
こ

舂
男
は
、
杵
で
残
り
の
一
九
枚
を
全
て
割
っ
て
し
ま

う
。
米
舂
男
は
、﹁
こ
の
皿
一
枚
を
破
る
時
は
。
か
な
ら
ず
そ
の
人
の
命
を
断
と

は
。
道
理
に
あ
た
ら
ぬ
残
酷
な
ら
ず
や
。
元
こ
の
皿
は
陶
器
な
り
。
年
を
多
く
経

る
間
に
は
。
み
な
盡
く
破
れ
つ
べ
し
。
そ
の
度
毎
に
人
命
を
断
に
至
ら
は
二
十
人

の
命
を
失
ふ
歎
く
に
余
り
あ
る
こ
と
な
ら
ず
や
。
吾
今
一
人
し
て
二
十
枚
を
一
回

に
こ
ぼ
ち
や
ぶ
る
と
い
へ
ど
も
。
わ
が
一
人
の
命
に
過
ぎ
ず
﹂
と
説
く
。
そ
れ
を

聞
い
た
主
人
は
、
米
舂
男
の
道
理
に
感
心
し
、
男
を
武
士
に
取
り
立
て
た
と
結
ぶ
。

こ
こ
で
米
舂
男
は
、
皿
を
割
れ
ば
命
を
奪
う
と
い
う
不
合
理
さ
を
説
く
。
こ
の

皿
屋
敷
譚
に
共
通
す
る
不
合
理
さ
と
、﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
の
播
磨
が
残
り
の
皿
を

打
ち
割
っ
て
、
一
枚
の
皿
の
た
め
に
お
菊
を
殺
す
わ
け
で
は
な
い
と
示
す
こ
と
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は
、
合
理
性
を
問
題
と
す
る
点
で
同
じ
と
い
え
る
。﹃
積
翠
閑
話
﹄
の
逸
話
は
、

皿
を
割
っ
た
侍
女
が
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
、
皿
屋
敷
譚
が
持
つ
不
合
理
性
を
強
く

意
識
さ
せ
、
播
磨
の
皿
割
り
は
、
封
建
的
な
不
合
理
さ
か
ら
逸
脱
し
た
問
題
意
識

を
明
示
す
る
。
綺
堂
が
怪
談
か
ら
恋
愛
悲
劇
に
書
き
換
え
る
に
あ
た
り
、
そ
の
不

合
理
さ
ゆ
え
に
幽
霊
と
な
っ
て
現
れ
る
お
菊
の
死
に
方
に
、
封
建
時
代
の
慣
習
を

超
え
た
近
代
に
通
じ
る
合
理
性
を
求
め
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

し
か
し
、
綺
堂
が
﹃
風
俗
画
報
﹄
の
記
事
か
ら
の
み
着
想
を
得
た
と
は
言
い
切

れ
な
い
。
皿
屋
敷
伝
説
は
古
く
か
ら
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
で
演
じ
ら
れ
、
広
く
人
口

に
膾
炙
し
た
物
語
で
あ
り
、
皿
屋
敷
を
扱
う
文
献
も
数
多
い
。
そ
の
中
で
、
越
智

治
雄
は
﹁
皿
屋
敷
の
末
流
﹂︵﹃
文
学
﹄
一
九
六
八
・
九
︶
で
﹁
文
化
年
中
に
筆
録

さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
﹂、
巷
説
を
集
め
た
﹃
久
夢
日
記
﹄
と
綺
堂
の
﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄

と
の
関
連
を
指
摘
す
る
。
越
智
が
着
目
し
た
の
は
、﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
で
青
山
播

磨
が
水
野
十
郎
左
衛
門
率
い
る
白
柄
組
に
所
属
し
て
お
り
、
幡
随
院
長
兵
衛
の
逸

話

2

が
作
品
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
越
智
は
﹃
久
夢
日
記
﹄
に
、
す
で

に
皿
屋
敷
譚
と
幡
随
院
長
兵
衛
の
逸
話
の
融
合
が
み
ら
れ
る
と
し
、﹁
綺
堂
の
﹁
番

町
皿
屋
敷
﹂
の
第
一
場
で
作
者
が
設
定
し
た
播
磨
の
シ
チ
ュ
エ
イ
シ
ョ
ン
に
も
類

想
が
す
で
に
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
﹂
と
指
摘
し
た

3

。

﹃
久
夢
日
記
﹄
で
は
、
前
半
部
が
皿
屋
敷
譚
に
あ
た
る
。
一
六
八
一
︵
天
和
元
︶

年
三
月
、
場
所
は
牛
込
の
大
久
保
彦
六
屋
敷
、
彦
六
は
下
女
の
藤
に
執
心
す
る
も
、

藤
に
は
辰
五
郎
と
い
う
夫
が
あ
り
、
彦
六
の
意
に
従
わ
な
い
。
彦
六
は
恋
が
叶
わ

ぬ
腹
い
せ
に
、
屋
敷
に
あ
る
十
枚
揃
い
の
南
京
皿
一
枚
を
隠
し
、
藤
に
そ
の
皿
を

詮
議
す
る
と
い
っ
て
、
終
日
終
夜
、
繰
り
返
し
皿
を
数
え
さ
せ
る
。
そ
の
う
ち
に

彦
六
が
居
眠
り
を
す
る
と
、
藤
は
﹁
一
つ
二
つ
三
つ
﹂
と
数
え
な
が
ら
、
屋
敷
の

井
戸
へ
飛
び
込
ん
で
死
ん
で
し
ま
う
。
そ
の
後
、
井
戸
を
埋
め
立
て
る
が
、
夜
毎
、

井
戸
の
あ
っ
た
場
所
か
ら
﹁
一
つ
二
つ
三
つ
九
つ
、
一
枚
た
ら
ぬ
あ
ら
か
な
し
や
﹂

と
泣
き
声
が
す
る
。
驚
い
た
彦
六
の
妻
子
や
家
来
は
三
日
も
経
た
な
い
う
ち
に
屋

敷
か
ら
逃
げ
、
彦
六
ひ
と
り
が
残
っ
た
。
困
っ
た
彦
六
が
懇
意
の
水
野
十
郎
左
衛

門
に
相
談
す
る
と
、
水
野
は
彦
六
を
自
分
の
屋
敷
へ
引
き
取
る
。
し
か
し
、
そ
れ

か
ら
一
日
二
日
経
っ
た
時
、
彦
六
は
身
を
震
わ
せ
て
、
藤
に
取
り
憑
か
れ
た
よ
う

に
皿
数
え
を
延
々
と
繰
り
返
す
よ
う
に
な
り
、
最
期
に
は
狂
い
死
に
す
る

4

。

越
智
治
雄
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
主
人
に
あ
た
る
大
久
保
彦
六
は
水
野
十
郎
左

衛
門
と
関
係
の
深
い
旗
本
奴
で
あ
り
、﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
の
青
山
播
磨
も
、
水
野

十
郎
左
衛
門
を
頭
目
と
す
る
旗
本
奴
の
集
団
、
白
柄
組
に
属
す
る
。
こ
の
播
磨
の

設
定
は
、
綺
堂
が
播
磨
と
お
菊
を
相
思
相
愛
の
仲
に
設
定
し
た
こ
と
と
並
ん
で
、

恋
愛
悲
劇
た
る
﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
の
根
幹
を
支
え
る
要
素
で
あ
る
。

﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
は
﹁
明
暦
の
初
年
﹂
と
時
代
設
定
が
な
さ
れ
、
天
下
泰
平
の

世
で
、
武
士
と
し
て
の
存
在
意
義
を
見
出
せ
ず
鬱
屈
し
た
思
い
を
抱
え
る
青
山
播

磨
の
境
遇
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
戦
も
な
く
、
町
奴
と
の
喧
嘩
で

鬱
憤
を
晴
ら
す
播
磨
に
と
っ
て
の
生
き
る
意
味
は
、
お
菊
へ
の
恋
に
他
な
ら
な

い
。
第
二
場
で
、
播
磨
が
お
菊
に
向
か
い
﹁
白
柄
組
の
附
合
に
も
吉
原
へ
は
一
度

も
足
踏
み
せ
ず
、
丹
前
風
呂
で
も
女
子
の
杯
は
手
に
取
ら
ず
。
仇
同
士
の
町
奴
と

三
日
喧
嘩
せ
ぬ
法
も
あ
れ
、
一
夜
で
も
そ
ち
の
傍
を
離
れ
ま
い
と
、
堅
い
義
理
を

守
つ
て
ゐ
る
の
が
、
嘘
や
偽
り
で
な
る
こ
と
か
﹂
と
語
る
。
す
な
わ
ち
、
播
磨
に

と
っ
て
恋
が
最
も
大
切
だ
っ
た
。
そ
の
恋
を
疑
わ
れ
、
つ
い
に
は
お
菊
を
斬
る
こ
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と
で
表
れ
る
播
磨
の
恋
に
対
す
る
執
念
は
、
こ
う
し
た
境
遇
な
く
し
て
は
語
れ
な

い
。
つ
ま
り
、
播
磨
が
白
柄
組
の
一
員
で
あ
る
こ
と
は
、
播
磨
の
鬱
屈
し
た
状
態

を
表
す
恰
好
の
設
定
で
あ
り
、
物
語
を
恋
愛
悲
劇
へ
と
導
く
重
要
な
要
素
と
い

え
る
。

三　

キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
の
「
旗
本
奴
」

こ
の
設
定
を
綺
堂
が
、﹃
久
夢
日
記
﹄
に
よ
っ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、

越
智
治
雄
が
い
う
よ
う
に
綺
堂
自
ら
が
編
み
出
し
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
だ
ろ

う
。﹃
久
夢
日
記
﹄
の
よ
う
に
、
主
人
が
旗
本
奴
と
い
う
設
定
は
、﹃
久
夢
日
記
﹄

の
後
、
一
七
五
八
︵
宝
暦
八
︶
年
に
馬
場
文
耕
が
書
い
た
﹃
皿
屋
舗
辨
疑
録
﹄
も

同
様
で
あ
る
。﹃
久
夢
日
記
﹄
で
は
牛
込
の
皿
屋
敷
譚
だ
っ
た
が
、﹃
皿
屋
舗
辨
疑

録
﹄
で
は
番
町
の
出
来
事
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
人
物
名
は
﹁
青
山
主
膳
﹂
と
﹁
菊
﹂

と
さ
れ
、
皿
屋
敷
譚
で
の
標
準
的
な
名
称
に
な
っ
て
い
る
。

主
膳
は
、
旗
本
奴
の
﹁
大
小
の
神
祇
組
﹂
に
属
す
る
。
補
足
す
る
と
、
本
来
、

水
野
十
郎
左
衛
門
は
大
小
神
祇
組
の
頭
目
と
さ
れ
、
綺
堂
が
使
う
﹁
白
柄
組
﹂
は
、

そ
れ
と
は
別
の
旗
本
奴
集
団
と
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
大
小
神
祇
組
の
俗
称
が
白

柄
組
で
あ
る
と
も
さ
れ
る
。
綺
堂
は
幡
随
院
長
兵
衛
と
水
野
十
郎
左
衛
門
の
逸
話

を
そ
の
後
二
度
に
わ
た
り
戯
曲
化
し
た
。
一
九
二
七
︵
昭
和
二
︶
年
六
月
に
歌
舞

伎
座
初
演
の
﹃
水
野
十
郎
左
衛
門
﹄
と
、
一
九
三
五
年
五
月
、
六
月
、
一
一
月
に

東
京
劇
場
初
演
の
三
部
作
﹃
幡
随
長
兵
衛
﹄
で
あ
る
。﹃
水
野
十
郎
左
衛
門
﹄
で

も
水
野
は
﹁
白
柄
の
大
刀
を
た
づ
さ
へ
﹂
た
﹁
白
柄
組
﹂
の
頭
目
と
表
記
さ
れ

る

5

。
だ
が
﹃
幡
随
長
兵
衛
﹄
の
第
三
部
で
は
、﹁
水
野
十
郎
左
衛
門
、
三
十
三
歳
、

五
千
石
の
旗
本
に
て
神
祇
組
の
頭
領
﹂
と
さ
れ
、
同
じ
旗
本
の
坂
部
三
十
郎
の
台

詞
に
は
﹁
神
祇
組
を
解
散
す
れ
ば
、
そ
の
ほ
か
の
白
柄
組
、
六
法
組
な
ど
も
、
自

然
に
崩
れ
て
し
ま
ふ
に
決
つ
て
ゐ
る
﹂
と
あ
る

6

。
こ
こ
で
は
綺
堂
が
白
柄
組
と
神

祇
組
を
別
集
団
と
し
て
扱
い
、
作
品
に
よ
っ
て
そ
の
設
定
が
揺
れ
て
い
る
。
幡
随

院
長
兵
衛
の
逸
話
を
歌
舞
伎
に
仕
組
ん
だ
代
表
的
作
品
、
河
竹
黙
阿
弥
の
﹃
極
き
わ
め

付つ
き

幡ば
ん

随ず
い

長ち
よ
う

兵べ

え衛
﹄︵
一
八
八
一
年
、
東
京
春
木
座
初
演
︶
で
、
水
野
は
白
柄
組
と
さ

れ
て
い
る
た
め
、﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
は
こ
れ
に
倣
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

﹃
皿
屋
舗
辨
疑
録
﹄
に
話
し
を
戻
す
。﹃
皿
屋
舗
辨
疑
録
﹄
で
も
皿
屋
敷
譚
と
旗

本
奴
が
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
幡
随
院
長
兵
衛
と
水
野
十
郎
左
衛
門
の
逸
話

が
直
接
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
二
人
が
登
場
す
る
こ
と
も
な
い
。
こ
の
中
で
青

山
主
膳
は
、﹁
不
仁
不
義
な
る
人
﹂、﹁
極
重
悪
人
﹂
と
徹
底
的
に
悪
人
と
し
て
描

か
れ
、
そ
の
﹁
殺
伐
の
心
﹂
を
強
調
す
る
た
め
に
、﹁
公
儀
の
威
勢
を
借
り
て
町

人
百
姓
を
苛
め
、
是
れ
を
己
れ
の
楽
み
﹂
と
す
る
旗
本
奴
の
一
人
と
位
置
づ
け

る

7

。
人
物
の
性
質
を
表
す
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、﹁
旗
本
奴
﹂
が
活
用
さ
れ
た
こ

と
を
み
る
と
、﹃
皿
屋
舗
辨
疑
録
﹄
と
綺
堂
の
﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
の
手
法
は
近
似

す
る
。﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
も
、
水
野
十
郎
左
衛
門
は
名
前
が
出
さ
れ
る
の
み
で
あ

る
。﹁
旗
本
奴
﹂
は
、
播
磨
の
荒
れ
た
日
常
、
幕
切
れ
で
生
き
る
意
味
を
見
失
い

町
奴
と
の
喧
嘩
へ
駆
け
出
す
精
神
構
造
の
裏
付
け
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
皿
屋
敷
譚
と
長
兵
衛
の
逸
話
の
融
合
は
、
物
語
へ
の
組
み
込
み
方
の
点
で
、

越
智
が
指
摘
す
る
﹃
久
夢
日
記
﹄
よ
り
も
、﹃
皿
屋
舗
辨
疑
録
﹄
に
類
似
性
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
綺
堂
が
参
考
と
し
た
先
述
の
﹃
風
俗
画
報
﹄
に
は
、﹁
皿

屋
敷マ
マ

辨
疑
と
い
ふ
書
﹂
と
書
名
の
み
だ
が
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
綺
堂
が
そ
の
存
在
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を
知
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
加
え
て
、
同
記
事
中
に
﹃
久
夢
日
記
﹄
が

取
り
上
げ
ら
れ
た
箇
所
は
な
い
。

綺
堂
は
先
に
挙
げ
た
﹁﹃
皿
屋
敷
﹄
の
こ
と
﹂
で
播
磨
に
つ
い
て
、﹁
こ
れ
か
ら

先
は
何
う
な
る
で
せ
う
か
そ
れ
は
観
客
の
想
像
に
任
せ
た
い
と
思
ひ
ま
す
﹂
と
い

う
。
自
暴
自
棄
の
う
え
に
水
野
率
い
る
白
柄
組
で
あ
る
か
ら
、
皿
屋
敷
の
基
本
形

に
則
っ
た
、
そ
の
後
の
青
山
家
の
衰
亡
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
の
ち
に
﹃
番
町

皿
屋
敷
﹄
は
、
一
九
一
八
︵
大
正
七
︶
年
に
新
潮
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
﹃
修
禅
寺

物
語
﹄
で
小
説
化
さ
れ
、
こ
こ
で
綺
堂
は
こ
の
戯
曲
の
続
き
、
つ
ま
り
播
磨
の
そ

の
後
を
描
い
た
。
そ
の
後
の
播
磨
は
、
喧
嘩
に
明
け
暮
れ
て
荒
れ
た
生
活
を
送

る
。
播
磨
の
屋
敷
も
お
菊
の
幽
霊
が
出
る
と
町
の
噂
に
な
る
。
そ
の
う
ち
、
水
野

が
長
兵
衛
を
だ
ま
し
討
ち
に
殺
害
す
る
と
、
町
奴
の
逆
襲
が
始
ま
り
白
柄
組
が
襲

わ
れ
る
事
件
が
起
こ
る
。
そ
れ
が
幕
府
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
水
野
は
切
腹
を

命
じ
ら
れ
、
白
柄
組
は
消
滅
す
る
。
そ
し
て
伯
母
の
眞
弓
が
播
磨
の
も
と
に
や
っ

て
き
て
、﹁
白
柄
組
の
か
し
ら
と
頼
む
水
野
殿
が
亡
び
た
以
上
、
お
身
た
ち
と
て

も
安
穏
で
は
済
む
ま
い
。
何
か
の
お
咎
め
の
な
い
う
ち
に
、
い
っ
そ
見
事
に
腹
を

切
り
ゃ
れ

8

﹂
と
進
言
す
る
。
播
磨
は
伯
母
の
言
葉
に
従
い
、
そ
の
夜
に
切
腹
の
準

備
を
し
て
い
る
と
、
井
戸
か
ら
青
い
炎
が
燃
え
上
が
り
、
お
菊
の
幽
霊
が
現
れ
る
。

お
菊
の
清
ら
か
な
顔
を
見
て
、﹁
お
菊
の
た
ま
し
い
は
自
分
を
怨
ん
で
い
な
い
。

こ
う
思
う
と
、
播
磨
は
俄
か
に
力
強
く
﹂
な
り
、
切
腹
す
る
。

小
説
版
で
は
、
お
菊
の
幽
霊
が
登
場
す
る
が
、
言
葉
を
発
す
る
こ
と
も
な
く
、

た
だ
播
磨
の
こ
と
を
見
つ
め
る
。
播
磨
に
見
え
る
お
菊
の
幽
霊
は
、
播
磨
を
苦
し

ま
せ
る
存
在
で
は
な
い
。
播
磨
の
最
期
は
、
あ
く
ま
で
も
白
柄
組
に
所
属
し
た
武

士
の
分
別
と
い
え
、
白
柄
組
に
所
属
す
る
者
と
し
て
の
予
定
調
和
の
終
わ
り
を
迎

え
る
。
し
か
し
戯
曲
の
幕
切
れ
で
す
で
に
、﹁
一
生
の
恋
を
失
う
て
⋮
⋮
﹂、
そ
れ

以
外
の
何
も
の
に
も
生
き
る
価
値
を
見
出
せ
な
い
﹁
あ
た
ら
男
一
匹
﹂
の
そ
の
後

は
、
身
を
滅
ぼ
し
て
い
く
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

綺
堂
は
﹁﹃
皿
屋
敷
﹄
の
こ
と
﹂
で
、
皿
屋
敷
伝
説
を
ど
う
作
り
替
え
た
か
っ

た
か
を
述
べ
る
。

何
う
か
し
て
殺
す
方
に
も
殺
さ
れ
る
方
に
も
相
当
の
理
屈
が
あ
つ
て
、
何
方

に
も
同
情
を
惹
き
得
る
や
う
に
書
い
て
見
た
い
と
思
ひ
立
つ
た
の
が
、
こ
の

脚
本
を
書
く
最
初
の
動
機
で
し
た
。
で
先
づ
何
か
の
面
倒
を
避
け
る
為
に
、

主
人
の
青
山
播
磨
と
召
仕
の
お
菊
と
を
得
心
づ
く
の
恋
に
陥
し
て
置
き
ま

し
た
。

皿
屋
敷
譚
を
書
き
換
え
る
上
で
綺
堂
が
掲
げ
た
眼
目
は
、
殺
す
側
と
殺
さ
れ
る
側

の
﹁
理
屈
﹂
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、﹃
風
俗
画
報
﹄
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
﹃
積
翠

閑
話
﹄
が
、
皿
と
人
の
命
を
引
き
換
え
る
こ
と
を
問
題
と
す
る
意
識
と
共
通
す
る

点
で
あ
る
。
米
舂
男
が
主
張
し
た
皿
屋
敷
譚
の
不
合
理
さ
を
、
綺
堂
は
恋
愛
関
係

の
男
女
の
理
屈
に
す
り
替
え
た
と
解
釈
で
き
る
。

そ
の
た
め
に
綺
堂
は
、
播
磨
と
お
菊
を
﹁
得
心
づ
く
の
恋
に
陥
し
﹂
た
。
そ
し

て
登
場
人
物
を
恋
愛
に
生
き
恋
愛
に
死
ぬ
よ
う
な
、
恋
愛
至
上
主
義
的
傾
向
を
持

つ
人
物
へ
と
形
作
っ
て
い
く
。
播
磨
が
恋
愛
を
第
一
に
考
え
て
い
る
こ
と
は
先
述

の
と
お
り
だ
が
、﹃
皿
屋
舗
辨
疑
録
﹄
で
は
悪
人
を
想
起
さ
せ
る
﹁
旗
本
奴
﹂
と

い
う
鍵
を
、
綺
堂
は
恋
愛
を
絶
対
視
す
る
人
物
に
仕
立
て
る
た
め
の
鍵
へ
と
置
き

換
え
た
。
お
菊
は
、
故
意
に
皿
を
割
る
行
為
そ
の
も
の
に
、
恋
愛
に
生
き
る
姿
が
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表
れ
て
い
る
。
播
磨
へ
の
疑
い
は
、
身
分
違
い
の
恋
の
た
め
に
起
こ
る
悲
劇
で
あ

る
。
自
分
は
腰
元
と
い
う
身
で
相
手
は
主
人
、
し
か
も
播
磨
に
は
伯
母
の
眞
弓
か

ら
身
分
に
ふ
さ
わ
し
い
縁
談
を
持
ち
か
け
ら
れ
て
い
る
の
を
知
っ
て
疑
念
を
抱
い

た
。
お
菊
に
と
っ
て
こ
の
恋
は
、
未
だ
主
従
関
係
の
中
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
十
太

夫
か
ら
﹁
万
一
誤
つ
て
其
の
一
枚
で
も
打
砕
い
た
ら
厳
し
い
お
仕
置
、
先
づ
命
は

無
い
も
の
と
覚
悟
せ
い
﹂
と
言
わ
れ
て
も
、
皿
を
割
っ
て
命
を
か
け
て
播
磨
の
心

を
試
す
お
菊
も
や
は
り
恋
愛
に
生
き
る
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、﹁
此
上
は
何
の
や

う
な
御
仕
置
を
受
け
ま
せ
う
と
も
、
思
ひ
残
す
こ
と
は
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
。
女
が
一

生
に
一
度
の
男
。︵
播
磨
の
顔
を
見
る
。︶
恋
に
偽
り
の
無
か
つ
た
こ
と
を
、
確
か
に

そ
れ
を
見
極
め
ま
し
た
ら
、
死
ん
で
も
本
望
で
ご
ざ
り
ま
す
る
﹂
と
播
磨
に
斬
ら

れ
る
姿
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
皿
屋
敷
譚
で
語
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
無
念
な
お
菊
の

姿
は
な
い
。
む
し
ろ
、﹁
一
生
の
恋
も
亡
び
た
﹂
無
念
さ
が
斬
っ
た
播
磨
に
残
さ

れ
た
。
皿
屋
敷
譚
に
通
底
す
る
皿
を
割
っ
た
下
女
に
対
す
る
因
習
的
な
断
罪
が
、

こ
こ
で
は
恋
を
疑
っ
た
男
女
間
の
罪
に
転
換
し
て
い
る
。

双
方
に
と
っ
て
命
を
か
け
た
恋
で
あ
る
。
身
分
違
い
の
恋
だ
か
ら
こ
そ
疑
念
が

生
ま
れ
、
そ
れ
に
苛
ま
れ
罪
を
犯
し
た
お
菊
は
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
。﹁
一
生
の
恋
﹂

に
生
き
る
播
磨
が
、
そ
の
純
愛
を
疑
わ
れ
れ
ば
、
斬
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
綺
堂
が
付

し
た
﹁
理
屈
﹂
と
は
、
皿
を
割
る
と
い
う
行
為
が
、
す
な
わ
ち
真
実
の
恋
を
割
る

こ
と
の
意
味
づ
け
、
ま
た
そ
れ
に
至
る
た
め
の
播
磨
と
お
菊
が
生
き
る
時
代
を
色

濃
く
反
映
さ
せ
た
精
神
の
構
築
と
い
え
る
。

綺
堂
は
、
青
山
播
磨
の
よ
う
な
武
士
と
し
て
の
自
ら
の
価
値
を
見
出
せ
な
い

﹁
武
士
﹂
を
描
き
続
け
た
。
先
に
も
触
れ
た
、
一
九
二
七
年
の
﹃
水
野
十
郎
左
衛

門
﹄
や
三
五
年
の
﹃
幡
随
長
兵
衛
﹄
に
登
場
す
る
水
野
十
郎
左
衛
門
も
播
磨
と
同

じ
く
、
天
下
泰
平
の
世
の
中
で
喧
嘩
に
明
け
暮
れ
る
こ
と
で
、
武
士
と
し
て
の
存

在
意
義
を
見
出
そ
う
と
す
る
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
題
材
を
重
ね
て
書
い
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
綺
堂
が
長
兵
衛
と
水
野
の
逸
話
に
と
く
に
執
着
し
て
い
た
こ

と
が
窺
え
る
。
長
兵
衛
を
殺
し
た
後
、
水
野
が
切
腹
す
る
ま
で
を
描
い
た
﹃
水
野

十
郎
左
衛
門
﹄
は
三
幕
物
、
幡
随
院
長
兵
衛
の
一
代
記
と
い
え
る
﹃
幡
随
長
兵
衛
﹄

は
三
部
構
成
で
、
第
一
部
と
第
二
部
が
三
幕
ず
つ
、
水
野
が
登
場
す
る
第
三
部
に

い
た
っ
て
は
四
幕
あ
り
、
一
つ
の
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
作
品
と
し
て
は
綺
堂
が
書
い

た
戯
曲
の
中
で
も
破
格
に
長
い
。

こ
れ
ら
で
描
か
れ
る
水
野
も
町
奴
と
の
喧
嘩
に
明
け
暮
れ
る
。﹃
幡
随
長
兵
衛
﹄

第
三
部
で
、
水
野
は
そ
の
心
情
を
語
る
。

元
和
の
大
阪
御
陣
以
来
、
天
下
は
太
平
、
弓
は
袋
に
、
太
刀
は
鞘
に
、
ま
こ

と
に
目
出
た
い
世
の
中
と
は
、
誰
も
彼
も
が
云
ふ
こ
と
で
あ
る
が
、
目
出
た

く
な
い
の
は
我
々
武
士
の
身
の
上
だ
。
世
が
お
だ
や
か
に
な
る
に
連
れ
て
、

な
ん
と
な
く
邪
魔
物
あ
つ
か
ひ
に
さ
れ
る
。︵
中
略
︶
ま
た
一
方
に
は
、
町

人
が
め
ざ
ま
し
く
繁
昌
す
る
。
そ
の
大
名
と
町
人
の
あ
ひ
だ
に
挟
ま
つ
て
、

一
番
み
ぢ
め
な
の
は
御
直
参
の
旗
本
だ
。
右
を
見
て
も
左
を
見
て
も
景
気
の

い
ゝ
世
の
中
に
、
不
景
気
な
の
は
旗
本
ば
か
り
だ
。
御
直
参
と
い
ふ
名
前
ば

か
り
は
立
派
で
も
、
借
金
は
殖
え
る
、
世
間
か
ら
は
邪
魔
に
さ
れ
る
。
大
き

い
声
で
は
云
は
れ
ぬ
が
、
公
儀
で
す
ら
も
此
頃
は
、
大
勢
の
旗
本
を
厄
介
物

の
や
う
に
思
つ
て
ゐ
ら
れ
る
ら
し
い
。

旗
本
武
士
の
身
の
上
を
こ
の
よ
う
に
語
り
、﹁
つ
ま
り
は
自
棄
半
分
に
あ
ば
れ
て
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ゐ
る
の
だ
。
生
れ
付
き
お
と
な
し
い
奴
や
意
気
地
の
な
い
奴
等
は
、
唯
ぼ
ん
や
り

0

0

0

0

と
生
き
て
ゐ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
血
の
気
の
多
い
侍
は
、
か
う
で
も
し
な

け
れ
ば
、
生
き
て
ゐ
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
﹂
と
付
け
加
え
る
。
で
は
、

播
磨
を
含
め
、
こ
う
し
た
境
遇
の
旗
本
奴
に
綺
堂
が
こ
だ
わ
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

そ
れ
は
綺
堂
自
身
の
境
遇
と
も
重
な
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
岡
本
家
は
武
士
の
家

柄
で
、
綺
堂
の
父
は
佐
幕
派
と
し
て
彰
義
隊
に
も
参
加
し
、
明
治
維
新
後
は
改
名

し
英
国
公
使
館
に
勤
め
た
。
綺
堂
の
﹃
明
治
劇
壇　

ラ
ン
プ
の
下
に
て
﹄︵
岡
倉

書
房
、
一
九
三
五
︶
に
よ
れ
ば
、
綺
堂
が
就
職
を
考
え
た
と
き
、﹁
時
は
恰
も
藩

閥
政
府
の
全
盛
時
代
で
、
い
は
ゆ
る
賊
軍
の
名
を
負
つ
て
滅
亡
し
た
佐
幕
派
の
子

弟
は
、
た
と
ひ
官
途
を
こ
ゝ
ろ
ざ
し
て
も
容
易
に
立
身
の
見
込
み
が
無
さ
さ
う
﹂

な
境
遇
の
中
で
、
歌
舞
伎
の
狂
言
作
者
を
志
し
た
。
綺
堂
の
父
も
﹁
こ
ん
な
事
に

で
も
し
な
け
れ
ば
我
子
を
社
会
へ
送
り
出
す
の
道
が
な
い
と
考
へ
た
﹂
か
ら
、
狂

言
作
者
の
道
を
了
承
し
た
の
だ
と
い
う
。
綺
堂
が
歩
ん
で
き
た
の
も
ま
た
、
士
族

の
家
柄
で
あ
る
こ
と
に
誇
り
を
見
出
せ
な
い
時
代
で
あ
っ
た
。
綺
堂
が
水
野
十
郎

左
衛
門
や
青
山
播
磨
の
よ
う
な
旗
本
奴
に
こ
だ
わ
っ
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
の
で

は
な
い
か
。﹃
幡
随
長
兵
衛
﹄
の
長
兵
衛
と
て
も
同
じ
と
捉
え
て
よ
い
。
長
兵
衛

は
、
士
分
で
あ
り
な
が
ら
父
が
浪
人
の
た
め
武
家
に
奉
公
し
、
そ
こ
で
主
人
を
守

る
た
め
武
士
を
殺
し
て
、
の
ち
に
町
人
と
な
っ
た
。
町
人
に
な
る
と
旗
本
奴
の
横

暴
が
目
に
余
り
町
奴
を
組
織
し
て
、
旗
本
奴
と
や
り
合
う
事
に
な
る
。
そ
こ
に
は
、

武
士
に
逆
ら
え
な
い
町
人
の
鬱
屈
し
た
思
い
が
あ
る
。
水
野
に
し
て
も
長
兵
衛
に

し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
社
会
の
日
陰
に
い
る
。
そ
し
て
長
兵
衛
は
武
士
に
な
れ
な

か
っ
た
士
族
で
も
あ
る
。
綺
堂
は
、
水
野
や
長
兵
衛
、
そ
し
て
播
磨
の
よ
う
な
人

物
を
描
き
な
が
ら
、
自
ら
の
境
遇
を
投
影
し
た
の
だ
ろ
う
。

四　
『
番
町
皿
屋
敷
』
と
『
二
つ
の
心
』
の
関
係

﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
が
初
演
時
に
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
か
。
一
九
一
六

︵
大
正
五
︶
年
二
月
に
初
め
て
上
演
さ
れ
た
と
き
、
同
時
代
の
劇
評
家
た
ち
は
、

こ
の
作
品
が
持
つ
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
以
下
に
そ
れ
ら
を
並
べ
る
。

・
中
内
蝶
二
﹁
二
月
の
本
郷
座
﹂︵﹃
萬
朝
報
﹄
二
月
一
一
日
夕
刊
︶

男
が
女
を
飽
く
ま
で
愛
し
な
が
ら
も
、
強
い
武
士
気
質
の
為
に
女
を
斬
る
処

は
﹃
二
つ
の
心
﹄
に
似
て
ゐ
た
。

・
朗
﹁
本
郷
座
の
二
番
目
﹂︵﹃
時
事
新
報
﹄
二
月
一
二
日
︶

武
士
の
意
地
で
女
を
斬
り
棄
て
る
と
い
ふ
筋
、
ど
う
や
ら
先
頃
の
﹃
二
つ
の

心
﹄
に
似
た
と
こ
も
あ
る

・
凡
鳥
﹁
本
郷
座
―
左
團
次
、
延
若
、
芝
雀
―
﹂︵﹃
國
民
新
聞
﹄
二
月
一
四
日
︶

﹃
二
つ
の
心
﹄
め
く
の
が
チ
ヨ
ツ
ト
気
に
な
り
ま
し
た

︵
傍
線
は
引
用
者
︶

現
代
の
我
々
の
な
か
で
﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
を
観
て
、
も
し
く
は
読
ん
で
、﹃
二
つ

の
心
﹄
と
い
う
作
品
を
思
い
浮
か
べ
る
人
が
ど
れ
ほ
ど
い
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、

同
時
代
人
だ
か
ら
こ
そ
の
指
摘
と
い
っ
て
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
後
に
、

﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
と
﹃
二
つ
の
心
﹄
と
の
類
似
性
に
言
及
す
る
も
の
は
見
当
た

ら
な
い
。﹃
二
つ
の
心
﹄
は
武
者
小
路
実
篤
の
戯
曲
で
あ
る
。
一
九
一
二
︵
大
正

元
︶
年
一
一
月
に
﹃
白
樺
﹄
に
発
表
さ
れ
、
初
演
は
﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
に
近
く
、

一
九
一
五
年
一
一
月
の
こ
と
で
あ
る
。
喜
多
村
緑
郎
、
川
上
貞
奴
ら
に
よ
っ
て
新
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富
座
で
一
一
月
二
九
日
か
ら
上
演
さ
れ
た

9

。﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
初
演
と
二
个
月
ほ

ど
し
か
隔
た
り
が
な
く
、
劇
評
家
た
ち
の
記
憶
に
新
し
い
わ
け
だ
。

こ
の
﹃
二
つ
の
心
﹄
の
中
心
人
物
は
、﹁
殿
様
﹂
と
﹁
腰
元
﹂
で
、
名
前
は
な

い
。
殿
様
は
先
頃
妻
を
亡
く
し
て
い
る
。
妻
が
病
気
で
苦
し
ん
で
い
る
と
き
、
殿

様
は
腰
元
に
言
い
寄
っ
た
。
腰
元
は
殿
様
を
蔑
み
、
そ
の
当
て
つ
け
に
﹁
近
習
﹂

と
よ
い
仲
に
な
っ
て
い
る
。
屋
敷
の
空
き
地
に
用
意
さ
れ
た
磔は
り
つ
け刑
台
の
上
で
腰
元

は
語
る
。
殿
様
に
殺
さ
れ
る
の
を
覚
悟
で
近
習
に
近
づ
い
た
こ
と
、
そ
し
て
早
く

自
分
を
殺
せ
と
。
し
か
し
殿
様
は
、
お
前
が
私
を
愛
し
て
い
る
の
を
知
っ
て
い
る

と
述
べ
、
自
分
と
生
き
て
く
れ
と
頼
む
。
ま
た
、
真
心
を
見
せ
て
く
れ
れ
ば
、
お

前
が
望
む
よ
う
に
殺
し
て
や
る
と
言
う
。
腰
元
は
そ
れ
を
聞
き
、
殿
様
を
一
目
見

た
と
き
か
ら
慕
っ
て
い
た
と
打
ち
明
け
、
奥
様
が
病
気
に
な
る
と
、
奥
様
の
死
を

望
ん
だ
と
吐
露
す
る
。
だ
が
奥
様
が
病
気
で
苦
し
む
姿
を
見
て
、
神
様
に
心
を
入

れ
替
え
る
と
誓
っ
た
。
そ
ん
な
折
、
殿
様
が
言
い
寄
っ
て
き
た
。
死
ん
だ
奥
様
へ

の
お
詫
び
に
、
せ
め
て
殿
様
に
憎
ま
れ
て
死
の
う
と
決
心
し
た
。
腰
元
は
そ
う
語

り
、
改
め
て
殺
し
て
く
れ
と
頼
む
。
躊
躇
す
る
殿
様
に
腰
元
は
元
の
傲
慢
な
態
度

で
罵
る
と
、
殿
様
は
﹁
お
前
の
思
ひ
は
叶
へ
て
や
る
﹂
と
首
を
切
り
落
と
す
。
最

後
に
殿
様
は
﹁
あ
は
ゝ
お
前
の
望
み
は
叶
へ
て
や
つ
た
。
俺
は
お
前
の
こ
と
を
思

ひ
だ
す
度
に
強
く
な
る
だ
ら
う
。
そ
れ
に
し
て
も
お
前
は
あ
ま
り
弱
か
つ
た
。︵
首

を
手
に
と
り
見
つ
め
な
が
ら
︶
美
し
い
顔
だ
、
又
と
な
い
清
い
顔
だ
﹂
と
つ
ぶ
や
く
。

武
者
小
路
は
、﹃
武
者
小
路
実
篤
全
集
﹄
第
一
四
巻
︵
新
潮
社
、
一
九
五
五
︶

の
﹁
後
書
き
﹂
で
、﹁
か
い
た
時
は
一
寸
得
意
だ
つ
た
が
、
今
時
の
人
に
は
同
感

さ
れ
に
く
い
も
の
と
思
ふ
。
乃
木
大
将
の
殉
死
に
あ
る
強
い
感
じ
を
受
け
た
の

が
、
之
を
か
く
一
つ
の
ヒ
ン
ト
に
な
つ
た
と
自
分
で
は
思
つ
て
ゐ
る
が
、
乃
木
大

将
の
死
に
自
分
は
厚
意
を
持
つ
て
居
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
生
き
る
よ
り
も
死
を

撰
び
た
い
人
の
気
持
を
感
じ
た
の
だ
﹂
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
芝
居
で
奥
様

へ
の
義
理
を
立
て
て
死
ぬ
腰
元
は
、
乃
木
希
典
の
殉
死
に
着
想
を
得
た
。
筋
を
追

う
と
、
殿
様
が
意
地
で
腰
元
を
殺
す
最
後
は
﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
と
共
通
す
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
表
層
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。

紅
野
敏
郎
は
、﹁﹁
白
樺
﹂
論
争
―
﹁
二
つ
の
心
﹂
上
演
を
め
ぐ
っ
て
―
﹂︵﹃
國

文
學　

解
釈
と
鑑
賞
﹄
一
九
七
〇
・
六
︶
に
お
い
て
、﹁
従
来
、
ま
つ
た
く
ふ
れ
ら

れ
て
い
な
か
つ
た
秋
田
雨
雀
と
武
者
小
路
実
篤
と
の
﹁
二
つ
の
心
﹂
上
演
に
関
す

る
応
酬
に
の
み
限
つ
て
﹂、
新
聞
記
事
や
雨
雀
の
日
記
を
整
理
し
た
。
本
論
で
は
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
、
新
た
に
﹃
二
つ
の
心
﹄
論
争
と
﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
と
の
関
連

に
踏
み
込
ん
で
論
じ
て
み
た
い
。

こ
の
論
争
は
、
雨
雀
が
﹃
時
事
新
報
﹄
に
﹁
武
者
小
路
氏
作
﹃
二
つ
の
心
﹄
の

上
演
﹂
と
い
う
批
評
文
を
発
表
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
紅
野
は
、﹁
秋
田
雨

雀
が
﹁
時
事
新
報
﹂︵
大
正
四
年
十
二
月
七
日
、
十
一
日
︶
誌
上
に
お
い
て
、﹁
武

者
小
路
氏
のマ
マ

﹃
二
つ
の
心
﹄
の
上
演
﹂
と
い
う
一
文
を
書
い
た
﹂
と
し
て
い
る

が
こ
れ
は
誤
り
で
、
雨
雀
は
一
九
一
五
︵
大
正
四
︶
年
一
二
月
七
日
、
一
一
日
、

一
三
日
の
三
回
に
わ
た
り
書
い
た
。
た
だ
し
、
同
じ
﹃
時
事
新
報
﹄
の
一
二
月

一
七
日
に
掲
載
さ
れ
た
武
者
小
路
の
返
答
、﹁
秋
田
雨
雀
君
に
﹂
の
末
尾
に
は

﹁︵
十
一
日
︶﹂
と
日
付
が
入
っ
て
お
り
、
武
者
小
路
が
冒
頭
で
﹁
君
の
﹃
二
つ
の
心
﹄

に
つ
い
て
の
批
評
は
ま
だ
終
つ
て
ゐ
ま
せ
ん
が
﹂
と
言
う
よ
う
に
、
雨
雀
の
一
三

日
掲
載
の
文
章
を
読
む
前
に
反
論
を
試
み
た
。
な
お
、
雨
雀
の
一
三
日
の
記
事
は
、
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こ
の
戯
曲
に
対
し
て
と
い
う
よ
り
も
、
舞
台
装
置
や
役
者
へ
の
批
判
を
主
に
書
い

て
い
る

0

。
そ
の
後
、
一
二
月
二
六
日
の
﹃
読
売
新
聞
﹄
で
雨
雀
が
﹁
武
者
小
路
君

に
︵﹃
二
つ
の
心
﹄
に
就
い
て
︶﹂
で
武
者
小
路
の
文
章
へ
返
答
し
て
い
る
。

雨
雀
は
﹁
武
者
小
路
氏
作
﹃
二
つ
の
心
﹄
の
上
演
﹂
で
、
次
の
よ
う
に
語
る
。

侍
女
の
心
に
は
﹃
生
活
﹄
に
対
す
る
心
が
少
し
も
目
醒
め
て
ゐ
な
い
。
若
い

﹃
愛
﹄
と
﹃
生
活
﹄
に
対
す
る
執
着
の
心
が
芽
を
持
ち
な
が
ら
、
全
く
生
活

に
不
用
な
感
情
の
た
め
に
壓
せ
ら
れ
て
﹃
死
﹄
を
願
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
戯
曲

が
舞
台
の
上
に
展
開
さ
れ
て
行
く
間
に
最
も
強
く
感
じ
た
こ
と
は
こ
の
事
で

あ
つ
た
。︵
中
略
︶﹃
二
つ
の
心
﹄
の
侍
女
の
心
に
は
所
謂
﹃
す
ね
者
﹄
の
心

し
か
入
つ
て
ゐ
な
い
。︵
中
略
︶
た
ゞ
口
癖
の
や
う
に
、

　
﹃
私
は
死
に
た
う
ご
ざ
い
ま
す
！
早
く
殺
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
！
﹄

と
叫
ん
で
ゐ
る
。﹃
何
の
た
め
に
？
﹄﹃
何
う
い
ふ
必
要
が
あ
つ
て
？
﹄
女
は

何
等
の
理
由
な
し
に
た
ゞ
﹃
死
﹄
を
求
め
て
ゐ
る
や
う
に
も
思
は
れ
る
。
ま

た
も
う
一
つ
の
疑
問
は
男
の
女
を
真
実
に
殺
す
時
の
心
理
状
態
が
不
明
で
あ

る
こ
と
だ
。︵
中
略
︶
こ
の
芝
居
で
は
主
人
公
の
意
思
は
全
く
不
明
の
ま
ゝ

で
カ
ー
テ
ン
が
下
さ
れ
て
し
ま
ふ
。

︵
一
二
月
一
一
日
︶

雨
雀
が
批
判
す
る
の
は
、
殿
様
と
腰
元
の
そ
れ
ぞ
れ
の
動
機
が
明
確
で
な
い
点
で

あ
る
。
な
ぜ
腰
元
は
死
を
選
び
、
な
ぜ
殿
様
は
腰
元
を
斬
っ
た
の
か
が
解
ら
な
い

と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
武
者
小
路
は
﹁
秋
田
雨
雀
君
に
﹂
で
返
答
す
る
。

腰
元
が
死
ぬ
の
は
た
ゞ
奥
様
の
亡
霊
に
た
い
す
る
責
任
で
す
。
腰
元
が
生
き

や
う
か
と
思
つ
た
瞬
間
に
腰
元
の
心
に
は
奥
様
の
影
が
浮
ん
だ
の
で
す
。
昔

だ
と
幽
霊
で
も
出
す
処
で
す
。
今
時
の
人
は
幽
霊
を
出
す
必
要
を
感
じ
な
い

と
思
つ
た
の
は
私
の
買
ひ
か
ぶ
り
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。︵
中
略
︶

私
は
あ
の
脚
本
で
何
を
か
ゝ
う
と
し
た
か
と
云
へ
ば
簡
単
で
す
。
自
由
な
殿

様
が
不
自
由
な
腰
元
を
助
け
や
う
と
し
て
助
け
る
こ
と
の
出
来
な
か
つ
た
悲

し
み
淋
し
さ
を
か
ゝ
う
と
し
た
の
で
す
。

武
者
小
路
は
﹁
亡
霊
﹂
に
苛
ま
れ
る
﹁
不
自
由
な
腰
元
﹂
を
、
殿
様
が
自
ら
と
と

も
に
生
き
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
不
自
由
か
ら
解
放
し
よ
う
と
し
叶
わ
な
か
っ
た

物
語
を
書
い
た
。﹁
亡
霊
﹂
と
は
奥
様
へ
の
義
理
で
あ
り
、﹃
二
つ
の
心
﹄
は
義
理

の
た
め
に
死
ぬ
者
を
描
い
た
作
品
と
い
え
る
。

綺
堂
は
、
こ
の
応
酬
を
認
識
し
て
い
た
と
み
て
差
し
支
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、

綺
堂
は
同
じ
﹃
時
事
新
報
﹄
で
、﹃
鳥
籠
﹄
と
い
う
長
編
小
説
を
こ
の
時
に
連
載

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
演
劇
に
携
わ
る
綺
堂
が
、
こ
れ
ら
の
文
章
を
見
過
ご
す

と
は
考
え
に
く
い
。
そ
し
て
綺
堂
が
﹁﹃
皿
屋
敷
﹄
の
こ
と
﹂
で
、﹁
何
う
か
し
て

殺
す
方
に
も
殺
さ
れ
る
方
に
も
相
当
の
理
屈
が
あ
つ
て
、
何
方
に
も
同
情
を
惹
き

得
る
や
う
に
書
い
て
見
た
い
と
思
ひ
立
つ
た
﹂
こ
と
は
、
ま
さ
に
雨
雀
が
指
摘
し

た
登
場
人
物
た
ち
の
﹁
意
思
﹂
の
明
確
化
を
意
識
し
た
も
の
と
い
え
る
。
な
ぜ
腰

元
は
殺
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
、
殿
様
は
腰
元
を
斬
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
。
雨
雀

は
こ
の
点
が
観
客
に
伝
わ
ら
な
い
こ
と
が
問
題
だ
と
語
っ
た
。
綺
堂
が
そ
れ
に
こ

だ
わ
っ
て
執
筆
し
た
の
は
、﹃
二
つ
の
心
﹄
論
争
に
影
響
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、﹃
二
つ
の
心
﹄
は
﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
と
異
質
な
主
題
を
持
っ
た
戯
曲

と
い
え
る
。
た
だ
し
ど
ち
ら
も
義
理
を
問
題
と
す
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
綺

堂
の
そ
れ
は
、
播
磨
の
義
理
を
お
菊
が
疑
う
こ
と
で
起
こ
る
悲
劇
で
あ
る
。
し
か
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し
、﹃
二
つ
の
心
﹄
で
殿
様
が
腰
元
を
斬
る
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
﹁
不
自
由

な
腰
元
﹂
と
い
う
位
置
づ
け
は
、
お
菊
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
播
磨
は
、
お
菊

の
不
自
由
さ
を
助
け
よ
う
と
し
て
失
敗
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
家
宝
の
皿
を
割
っ

て
ま
で
心
を
試
さ
れ
る
播
磨
に
と
っ
て
、
お
菊
を
斬
る
こ
と
は
、
自
分
へ
の
不
義

理
を
犯
し
た
こ
と
を
無
念
に
思
い
、
そ
の
罪
を
裁
く
こ
と
だ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
は
、

播
磨
が
﹁
若
し
偽
り
の
恋
で
あ
つ
た
ら
、
播
磨
も
そ
ち
を
殺
し
は
せ
ぬ
﹂
と
語
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
恋
が
真
実
だ
っ
た
こ
と
の
証
し
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、﹃
二

つ
の
心
﹄
で
は
、
腰
元
は
自
ら
の
願
望
を
捨
て
て
、
奥
様
へ
の
義
理
の
た
め
に
死

を
望
み
殺
さ
れ
る
。
し
か
し
、
お
菊
は
命
を
賭
し
て
播
磨
を
試
し
、
そ
の
恋
を
貫

徹
し
て
死
ん
で
い
く
。
お
菊
は
本
懐
を
偽
っ
て
死
ぬ
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
武

者
小
路
は
義
理
の
た
め
に
死
を
選
ぶ
者
を
、
綺
堂
は
義
理
に
対
す
る
猜
疑
心
に

よ
っ
て
死
ぬ
者
を
描
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
義
理
を
扱
い
な
が
ら
も
主
題
は

異
な
る
。
そ
し
て
、
主
題
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
結
末
は
、
両
作
品
を
決
定
的
に
分

か
つ
。﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
の
播
磨
は
、﹁
一
生
の
恋
﹂
を
失
い
、
自
暴
自
棄
の
う
ち

に
喧
嘩
に
身
を
投
じ
、
破
滅
的
な
未
来
を
示
唆
し
て
終
わ
る
。
一
方
で
﹃
二
つ
の

心
﹄
の
殿
様
は
、﹁
俺
は
お
前
の
こ
と
を
思
ひ
だ
す
度
に
強
く
な
る
だ
ら
う
﹂
と
、

腰
元
の
死
を
自
ら
の
糧
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
を
示
す
。
両
者
は
、
人
生
に
お

け
る
恋
の
比
重
が
あ
ま
り
に
も
違
う
。
播
磨
の
恋
は
人
生
そ
の
も
の
と
い
っ
て
よ

い
が
、
殿
様
の
恋
は
飽
く
ま
で
人
生
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
違
い
は
、﹃
番

町
皿
屋
敷
﹄
と
﹃
二
つ
の
心
﹄
の
類
似
性
を
考
え
る
上
で
、
決
し
て
小
さ
く
な
い
。

劇
評
家
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、﹃
二
つ
の
心
﹄
と
﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
に
は
そ
の

設
定
で
似
通
っ
た
も
の
が
あ
る
の
は
確
か
だ
。
殿
様
と
腰
元
と
い
う
関
係
、
腰
元

が
裁
か
れ
る
場
所
は
屋
敷
の
中
、
二
人
は
相
思
相
愛
で
あ
り
、
最
後
は
殿
様
が
腰

元
を
斬
り
殺
す
。﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
と
の
類
似
点
を
挙
げ
る
と
、﹃
二
つ
の
心
﹄
へ

の
新
た
な
見
方
が
可
能
と
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
が
﹃
二
つ

の
心
﹄
に
似
て
い
る
と
捉
え
る
よ
り
も
、
こ
れ
は
﹃
二
つ
の
心
﹄
と
皿
屋
敷
譚
と

の
類
似
性
を
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
身
分
や
場
所
な
ど
が
皿
屋
敷
譚
と
共
通

で
、﹃
二
つ
の
心
﹄
で
は
後
半
の
腰
元
の
吐
露
で
相
思
相
愛
と
わ
か
る
が
、
そ
れ

ま
で
は
殿
様
が
一
方
的
に
腰
元
に
言
い
寄
っ
た
よ
う
に
見
せ
る
。
こ
う
し
た
一
方

的
な
好
意
は
、
皿
屋
敷
譚
で
も
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
の
共
通
点
は

﹃
二
つ
の
心
﹄
と
皿
屋
敷
譚
の
間
に
あ
る
類
似
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
論

争
で
、
武
者
小
路
は
﹁
奥
様
の
亡
霊
﹂
や
﹁
幽
霊
﹂
と
い
う
語
を
使
う
。
つ
ま
り

武
者
小
路
は
、
皿
屋
敷
の
世
界
に
仮
託
し
て
﹃
二
つ
の
心
﹄
を
執
筆
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
綺
堂
も
そ
う
感
じ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
論
争
に
影
響
さ

れ
、﹃
二
つ
の
心
﹄
と
同
じ
皿
屋
敷
譚
を
脚
色
し
、﹁
理
屈
﹂
に
こ
だ
わ
っ
て
﹃
番

町
皿
屋
敷
﹄
を
書
い
た
。﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
の
執
筆
に
、﹃
二
つ
の
心
﹄
お
よ
び
武

者
小
路
と
雨
雀
の
論
争
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
と
見
な
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

五　

お
わ
り
に

こ
の
論
争
か
ら
、
先
述
の
紅
野
敏
郎
は
﹃
二
つ
の
心
﹄
を
次
の
よ
う
に
評
す
る
。

﹁
二
つ
の
心
﹂
が
名
実
と
も
に
み
ご
と
な
一
幕
も
の
と
は
い
さ
さ
か
い
い

か
ね
る
。﹁
殿
様
﹂
や
﹁
腰
元
﹂
の
出
て
く
る
一
種
の
歴
史
も
の
で
は
あ
る
が
、

い
わ
ゆ
る
歴
史
意
識
な
る
も
の
が
あ
つ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

一
定
の
き
び
し
い
歴
史
的
条
件
の
な
か
で
人
物
が
生
き
死
に
す
る
の
で
は
な



二
四

岡
本
綺
堂
『
番
町
皿
屋
敷
』
論
（
坂
下
）

い
。﹁
殿
様
﹂
で
あ
る
必
然
性
も
﹁
腰
元
﹂
で
あ
る
必
然
性
も
な
い
。
た
だ

武
者
小
路
そ
の
人
の
な
ま
身
の
思
想
が
﹁
殿
様
﹂
の
か
た
ち
を
借
り
、﹁
腰

元
﹂
の
か
た
ち
を
借
り
て
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
写
実
の
ド
ラ

マ
で
は
な
く
て
、
観
念
の
ド
ラ
マ
な
の
で
あ
る
。

こ
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
に
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、﹃
番
町
皿
屋

敷
﹄
も
、
階
級
闘
争
を
伴
う
よ
う
な
﹁
い
わ
ゆ
る
歴
史
意
識
﹂
を
問
題
と
す
る
も

の
で
は
な
い
。
綺
堂
は
、
播
磨
と
お
菊
の
主
従
を
越
え
よ
う
と
す
る
恋
愛
関
係
か

ら
、﹁
必
然
性
﹂
を
含
ん
で
生
ま
れ
る
私
的
な
悲
劇
を
展
開
さ
せ
た
。
そ
し
て
﹃
番

町
皿
屋
敷
﹄
も
、
綺
堂
の
鬱
屈
し
た
思
い
を
投
影
し
た
﹁
観
念
の
ド
ラ
マ
﹂
で
あ

る
こ
と
は
先
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
観
念
に
、
太
平
の
世
に
生
き
る

旗
本
奴
と
い
う
、
周
到
な
﹁
歴
史
的
条
件
﹂
を
付
し
た
こ
と
で
、﹁
必
然
性
﹂
に

乏
し
い
﹃
二
つ
の
心
﹄
と
は
明
ら
か
な
違
い
を
見
出
せ
る
。﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
に

は
、﹁
殺
す
方
に
も
殺
さ
れ
る
方
に
も
相
当
の
理
屈
﹂
が
あ
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、

そ
の
﹁
理
屈
﹂
が
武
家
社
会
の
因
習
的
で
不
合
理
な
理
屈
で
は
な
く
、
人
間
本
来

の
感
情
に
由
来
す
る
理
屈
だ
か
ら
こ
そ
、﹃
番
町
皿
屋
敷
﹄
は
多
く
の
皿
屋
敷
譚

の
中
で
も
、
今
日
も
な
お
十
分
に
鑑
賞
に
堪
え
う
る
の
で
あ
る
。

注1

　

 

伊
藤
篤
の
﹃
日
本
の
皿
屋
敷
伝
説
﹄
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

孕
石
家
の
当
主
政
之
進
は
、
奉
公
人
の
お
菊
と
相
思
相
愛
の
仲
だ
っ
た
が
、
政
之

進
に
は
許
嫁
が
い
た
。
お
菊
は
政
之
進
の
愛
を
疑
い
、
孕
石
家
家
宝
の
皿
を
一
枚

割
っ
て
そ
の
心
を
試
す
。
疑
わ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
政
之
進
は
激
怒
し
、
残
り
の

皿
を
割
っ
て
お
菊
も
斬
り
殺
し
た
と
伝
わ
る
。
伊
藤
は
綺
堂
の
﹁﹁
番
町
皿
屋
敷
﹂

の
プ
ロ
ッ
ト
に
共
通
す
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
。

　

2

　

 ﹃
日
本
人
名
大
辞
典
﹄︵
講
談
社
、
二
〇
〇
一
︶
に
よ
る
と
、
旗
本
奴
の
頭
目
と

さ
れ
る
水
野
十
郎
左
衛
門
が
、
対
立
す
る
町
奴
の
頭
目
で
あ
っ
た
幡
随
院
長
兵
衛

を
明
暦
三
年
に
殺
害
し
た
と
さ
れ
る
。
の
ち
に
、
水
野
十
郎
左
衛
門
は
不
行
跡
に

よ
り
評
定
所
へ
呼
び
出
さ
れ
る
が
、
そ
の
と
き
の
態
度
が
不
敬
の
罪
と
さ
れ
切
腹
。

二
人
の
対
立
は
歌
舞
伎
、
講
談
、
実
録
本
な
ど
で
伝
え
ら
れ
、
長
兵
衛
は
男
伊
達

の
典
型
と
し
て
人
気
を
博
し
た
。

　

3

　

 

越
智
は
、﹃
久
夢
日
記
﹄
に
﹁
幡
随
院
長
兵
衛
が
水
野
十
郎
左
衛
門
に
殺
害
さ
れ

る
直
接
の
契
機
と
な
っ
た
芝
居
小
屋
の
事
件
の
お
り
、
上
演
さ
れ
て
い
た
芝
居
に

つ
い
て
次
の
記
述
が
あ
る
﹂
と
し
て
、
皿
屋
敷
伝
説
で
い
う
と
こ
ろ
の
青
山
某
と

お
菊
に
対
応
す
る
、
大
久
保
彦
六
が
下
女
の
藤
と
い
う
娘
に
恋
慕
す
る
部
分
を
引

用
し
て
い
る
。
し
か
し
厳
密
に
い
え
ば
、﹃
久
夢
日
記
﹄
で
は
、
芝
居
小
屋
の
場
面

以
前
に
、
水
野
十
郎
左
衛
門
と
懇
意
の
大
久
保
彦
六
と
下
女
藤
の
皿
屋
敷
譚
が
描

か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
越
智
が
い
う
よ
う
な
幡
随
院
長
兵
衛
の
話
に
皿
屋
敷
伝

説
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
独
立
し
た
皿
屋
敷
伝
説
と
長
兵
衛
の
話
を
、

水
野
十
郎
左
衛
門
を
媒
介
に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
形
式
と
な
っ
て
い
る
。

　

4

　

 ﹃
近
世
風
俗
見
聞
集　

第
一
﹄
国
書
刊
行
会
、
一
九
一
二
年

　

5

　

 ﹁
水
野
十
郎
左
衛
門
﹂︵﹃
歌
舞
伎
﹄
宝
文
館
、
一
九
二
七
年
六
月
︶

　

6

　

 ﹁
第
三
部　

幡
随
長
兵
衛
﹂︵﹃
舞
臺
﹄
舞
臺
社
、
一
九
三
五
年
一
二
月
︶

　

7

　

 ﹃
近
世
實
録
全
書
﹄
第
一
巻
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
二
九
年

　

8

　

 ﹃
岡
本
綺
堂
読
物
選
集　

2
﹄
青
蛙
房
、
一
九
六
九
年

　

9

　

 

上
演
時
の
題
名
は
﹁
二
の
心
﹂
で
あ
る
。
演
劇
界
の
慣
習
に
倣
っ
て
、
題
名
の
字

数
を
陽
数
に
改
め
た
と
思
わ
れ
る
。

　

0

　

 

一
九
一
六
年
一
月
の
﹃
演
藝
画
報
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
川
尻
清
潭
の
﹁
楽
屋
風
呂
﹂

に
よ
れ
ば
、﹃
二
つ
の
心
﹄
は
﹁
有
島
生
馬
氏
舞
台
意
匠
、
山
本
有
三
氏
舞
台
監
督
﹂

と
さ
れ
る
。
雨
雀
は
﹁
意
匠
を
し
た
人
の
考
へ
が
色
々
に
変
形
さ
れ
た
と
は
聞
い

て
ゐ
た
が
、
あ
の
舞
台
装
置
は
決
し
て
﹃
二
つ
の
心
﹄
を
飾
る
べ
き
も
の
で
は
な

か
つ
た
﹂
と
批
判
し
て
い
る
。

※
引
用
に
際
し
て
、
ル
ビ
は
原
則
省
略
し
、
適
宜
旧
字
は
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。


