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一
 
は
じ
め
に
 
 

江
戸
中
期
（
一
七
七
六
年
）
に
刊
行
さ
れ
た
上
田
秋
成
の
『
雨
月
物
語
』
の
巻
之
三
「
吉
備
津
の
釜
」
は
、
物
語
の
時
空
間
と
し
て
、
時
間
 
 

的
背
景
は
明
確
に
表
れ
て
い
な
い
が
、
空
間
的
背
景
で
吉
備
津
神
社
の
御
釜
ば
ら
い
と
い
う
独
時
の
背
景
の
中
で
事
件
の
展
開
を
成
立
さ
せ
て
 
 

い
る
。
『
雨
月
物
語
』
の
中
で
、
最
も
怪
奇
の
傑
作
と
し
て
評
価
さ
れ
る
本
作
品
は
、
『
努
灯
新
語
』
の
「
牡
丹
灯
記
」
か
ら
そ
の
モ
チ
ー
フ
 
 

（
以
外
に
も
い
ろ
ん
な
説
は
あ
る
が
）
 
を
取
っ
て
、
構
成
さ
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
 
 
 

す
で
に
多
く
の
先
行
研
究
な
ど
で
は
「
吉
備
津
の
釜
」
の
磯
良
の
造
形
と
典
拠
研
究
そ
れ
に
繋
が
る
怪
奇
性
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ら
れ
て
き
て
 
 

い
る
が
、
し
か
し
、
典
拠
の
影
響
関
係
や
怪
奇
性
が
も
つ
意
味
な
ど
に
あ
ま
り
に
も
焦
点
が
お
か
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
作
品
自
体
の
十
分
な
 
 

構
造
分
析
は
な
さ
れ
て
な
い
と
い
わ
ぎ
る
を
え
な
い
。
 
 
 

こ
こ
で
本
稿
が
注
目
し
た
い
の
は
、
ま
ず
秋
成
の
『
雨
月
物
語
』
の
中
で
も
典
拠
の
関
係
が
も
っ
と
も
複
雑
だ
と
言
わ
れ
る
「
吉
備
津
の
釜
」
 
 

の
興
拠
に
つ
い
て
再
考
察
し
、
そ
の
中
で
も
典
拠
の
影
響
関
係
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
明
ら
か
な
中
国
白
話
小
説
で
あ
る
「
牡
丹
灯
記
」
と
の
 
 

関
係
を
中
心
と
し
て
分
析
し
、
「
吉
備
津
の
釜
」
と
の
構
造
を
述
べ
た
い
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
従
来
の
典
拠
論
が
主
人
公
の
造
形
の
問
題
 
 

は
と
も
か
く
、
全
体
的
に
は
文
体
と
趣
向
の
環
似
（
表
現
）
に
（
典
拠
）
の
問
題
を
限
っ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
お
ぼ
え
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

本
稿
は
む
し
ろ
怪
奇
の
構
造
の
類
似
と
差
異
の
比
較
を
通
し
て
、
日
本
の
物
語
文
学
の
伝
統
と
い
う
も
の
の
意
味
や
、
た
だ
『
雨
月
物
語
』
 
 

の
場
合
、
そ
の
伝
統
が
日
本
の
物
語
文
学
に
あ
る
の
か
、
中
国
の
白
話
小
説
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
ら
を
総
合
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
 
 

「
吉
備
津
の
釜
」
 
の
怪
奇
の
構
造
と
典
拠
論
 
 

朴
 
 

照
 
永
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か
を
、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
い
。
 
 

こ
、
「
吉
備
津
の
釜
」
の
典
拠
と
そ
の
限
界
 
 

こ
の
二
の
と
こ
ろ
（
「
吉
備
津
の
釜
」
の
典
拠
）
に
関
し
て
は
筆
者
が
今
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
い
ろ
ん
な
典
拠
研
究
の
研
究
者
た
ち
の
意
見
 
 

や
論
考
を
お
借
り
し
て
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
り
、
ま
と
め
た
こ
と
で
あ
る
の
を
あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
 
 
 

「
吉
備
津
の
釜
」
は
、
そ
の
研
究
の
始
め
か
ら
、
覇
憶
断
話
』
巻
の
血
の
「
牡
丹
灯
記
」
の
翻
案
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
一
般
的
に
認
め
ら
 
 

れ
て
き
て
い
る
の
が
事
実
で
す
。
戦
後
に
後
藤
丹
治
氏
が
『
本
朝
神
社
考
』
の
吉
備
津
神
社
の
条
と
、
「
吉
備
津
の
釜
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
 
 

「
吉
備
津
の
釜
」
の
出
典
は
『
本
朝
神
社
考
』
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
部
分
的
に
は
東
友
毅
氏
が
最
後
の
場
面
で
あ
る
と
こ
ろ
を
 
 

冒
本
霊
異
記
』
の
「
女
人
悪
鬼
見
点
被
食
峨
縁
」
及
び
琴
背
物
語
集
』
撃
一
十
の
「
耽
財
娘
為
鬼
被
峨
悔
語
」
に
拠
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
 
（
－
．
 
 

た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
そ
の
他
、
後
藤
丹
治
氏
は
覇
憶
断
話
』
巻
の
二
「
翠
々
伝
」
と
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
告
こ
の
よ
う
に
戦
後
 
 

の
『
雨
月
物
語
』
の
出
興
研
究
に
影
響
を
与
え
た
後
藤
氏
の
論
考
を
お
借
り
し
て
「
吉
備
津
の
釜
」
の
出
典
を
も
う
一
度
（
こ
の
あ
と
は
後
藤
 
 

氏
の
論
を
概
観
し
て
ま
と
め
た
浅
野
三
平
氏
の
論
と
森
田
藩
邸
氏
の
論
を
引
用
し
た
も
の
）
確
認
し
て
み
た
い
と
撃
っ
。
 
 

①
覇
燈
新
話
』
「
牡
丹
灯
記
」
、
②
『
伽
碑
子
』
巻
六
「
藤
井
滴
六
遊
女
宮
木
野
を
繁
る
空
、
③
覇
燈
新
話
』
「
翠
々
伝
」
、
④
『
世
間
妾
 
 

形
気
』
巻
四
 
第
一
話
、
⑤
惑
氏
物
語
』
「
葵
」
「
夕
顔
」
、
⑥
『
英
草
紙
』
第
四
話
「
黒
川
源
太
主
山
に
入
っ
て
道
を
得
し
話
」
、
⑦
『
伊
勢
 
 

物
語
』
第
六
段
（
「
芥
川
」
の
条
）
、
⑧
『
今
昔
物
語
整
巻
二
十
の
「
耽
財
娘
為
鬼
被
雌
悔
語
」
、
⑨
『
本
朝
神
社
考
』
第
三
。
こ
の
よ
う
な
出
 
 

典
が
あ
る
と
後
藤
氏
は
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
を
た
し
か
め
て
み
る
と
①
の
覇
憶
断
話
』
の
「
牡
丹
灯
記
」
が
本
作
品
の
翻
案
で
あ
る
 
 

の
は
認
識
で
き
る
。
②
た
ぶ
ん
「
こ
れ
は
『
伽
神
子
』
肇
ハ
「
藤
井
滴
六
遊
女
宮
木
野
を
繁
る
事
」
に
あ
る
。
 
 

其
の
座
に
あ
り
け
る
人
の
中
に
、
藤
井
清
六
と
い
う
者
あ
り
。
先
祖
は
国
司
の
家
人
に
て
京
家
の
者
な
り
し
が
、
此
所
に
住
つ
き
て
地
下
 
 
 

に
く
だ
り
、
田
地
あ
ま
た
持
て
富
栄
え
、
今
そ
の
末
に
及
ぶ
ま
で
、
府
の
間
に
は
富
裕
の
人
と
い
は
れ
、
殊
更
清
六
は
風
流
を
好
み
情
深
 
 

き
」
首
出
し
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の
丈
が
 
「
吉
備
津
の
釜
」
 
の
 
「
井
沢
庄
太
夫
と
い
ふ
も
の
あ
り
∵
祖
父
は
楢
暦
の
赤
松
に
仕
へ
し
が
、
去
ぬ
る
蔵
書
元
隼
の
乱
に
、
か
の
館
を
 
 

去
り
て
こ
こ
に
来
た
り
、
娃
太
夫
に
い
た
る
ま
で
、
三
代
を
総
て
査
耕
し
秋
収
め
て
、
家
愚
に
く
ら
し
け
り
」
に
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
さ
 
 

れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
内
容
的
に
は
や
や
通
ず
る
も
の
の
、
丈
そ
の
も
の
は
殆
ど
似
て
い
な
い
」
 
と
指
摘
し
て
い
る
浅
野
氏
の
意
見
は
当
て
は
 
 

ま
る
と
判
断
さ
れ
る
む
 
こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
㈲
か
ら
㈲
ま
で
の
諸
所
も
、
完
璧
な
典
拠
で
あ
る
と
断
定
で
き
る
も
の
は
あ
ま
り
な
い
が
 
 

あ
る
程
度
ま
で
は
典
拠
と
い
え
る
と
い
う
認
識
が
認
め
ら
れ
て
い
る
∵
≠
の
御
釜
祓
い
と
芸
融
神
社
考
』
㈲
の
正
太
郎
の
愚
後
の
場
面
と
、
『
今
 
 

昔
物
語
集
』
巻
二
十
ヒ
の
話
語
と
関
係
が
あ
る
と
認
定
で
き
る
い
 
そ
の
他
㈲
－
『
源
氏
物
語
』
 
の
丈
箪
に
似
通
っ
て
い
る
と
い
う
の
も
認
め
ら
れ
 
 

て
い
い
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
こ
の
よ
う
に
 
「
吉
備
津
の
繁
」
 
へ
の
影
習
作
品
は
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
r
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
を
参
考
に
し
な
が
ら
そ
の
重
要
な
作
品
を
 
 

と
り
あ
げ
そ
れ
と
の
比
較
に
お
い
て
 
「
吉
備
津
の
釜
」
は
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
か
を
把
握
し
、
そ
の
意
味
を
確
か
め
て
み
よ
う
↓
U
ま
ず
 
 

「
牡
丹
燈
記
」
 
の
あ
ら
す
じ
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
 
へ
次
の
あ
ら
す
じ
の
引
用
は
森
川
裔
廊
氏
の
論
に
よ
る
も
の
）
パ
）
 
 
 

中
国
の
至
生
二
十
平
に
両
生
と
い
う
男
が
住
ん
で
い
た
。
変
を
失
い
、
瀕
し
さ
の
あ
ま
り
、
正
月
十
五
夜
に
行
わ
れ
る
燈
馳
見
物
に
も
い
か
 
 

ず
、
門
に
よ
り
か
か
っ
て
た
た
ず
ん
で
い
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
夜
の
十
二
時
す
ぎ
に
、
双
頭
の
牡
丹
燈
施
を
か
か
げ
た
、
ひ
と
り
の
侍
 
 

女
を
先
に
し
、
年
の
頃
十
七
、
八
美
人
が
通
り
過
ぎ
る
。
そ
れ
を
み
た
喬
生
は
、
女
を
自
分
の
家
へ
連
れ
梱
っ
た
。
女
は
「
字
を
願
卿
と
い
い
、
 
 

も
と
奉
化
州
の
書
記
官
の
娘
で
、
父
は
亡
く
な
り
、
家
は
落
ち
ぶ
れ
、
ひ
と
り
身
で
、
今
は
侍
女
の
金
蓮
と
湖
西
に
住
ん
で
い
る
」
と
語
る
。
 
 

そ
し
て
商
生
と
願
卿
は
歓
饗
を
き
わ
め
た
。
そ
れ
か
ら
女
が
少
掠
れ
に
来
て
、
朝
に
は
帰
る
と
い
う
生
活
が
続
く
ハ
リ
半
年
も
過
ぎ
た
頃
、
不
思
 
 

議
に
思
っ
た
衛
生
の
憐
に
住
む
老
人
が
壁
に
穴
を
あ
け
て
の
ぞ
い
て
み
る
と
、
明
か
り
の
も
と
に
両
生
は
化
粧
し
た
憫
健
と
並
ん
で
座
っ
て
い
 
 

た
。
驚
い
た
老
人
は
翌
朝
さ
っ
そ
く
彼
に
そ
れ
を
問
い
た
た
す
が
、
名
言
を
さ
け
る
。
そ
こ
で
老
人
は
命
が
厄
う
い
弱
を
語
り
、
「
女
の
住
ま
 
 

い
を
訪
ね
る
な
ら
、
そ
の
衷
相
が
わ
か
る
」
と
い
う
の
で
再
生
は
湖
酉
へ
行
っ
て
尋
ね
る
が
「
そ
ん
な
女
は
い
な
い
」
と
答
え
る
ば
か
り
だ
っ
 
 

た
。
夕
方
に
な
っ
た
の
で
休
み
な
が
ら
、
寺
中
を
回
っ
て
み
る
と
、
廊
下
の
実
き
当
た
り
に
部
屋
が
あ
り
、
中
に
棺
が
あ
っ
て
そ
れ
に
 
「
も
と
 
 

奉
化
州
書
記
官
の
娘
脛
卿
の
棺
」
と
書
い
て
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
棺
の
前
に
双
頭
の
牡
丹
燈
龍
が
か
け
て
お
り
、
そ
の
下
に
侍
女
の
人
形
が
 
 

あ
っ
て
、
背
中
に
「
金
遵
」
と
番
い
て
あ
っ
た
。
喬
生
は
恐
ろ
し
さ
に
番
え
な
が
ら
、
二
日
取
に
逃
げ
帰
る
n
そ
の
夜
は
隣
の
老
人
の
家
に
泊
 
 

め
て
も
ら
う
。
老
人
は
「
玄
妙
観
の
法
師
の
讃
符
の
効
能
は
当
代
捕
〓
で
あ
る
か
ら
、
急
い
で
求
め
る
が
よ
い
」
と
進
め
る
の
で
、
翌
朝
、
法
 
 

師
を
訪
ね
る
。
法
師
は
遠
く
か
ら
み
た
だ
け
で
、
妖
気
の
は
な
ば
な
し
い
こ
と
を
見
抜
き
、
二
校
の
朱
符
を
与
え
、
一
枚
は
門
に
、
一
校
は
寝
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台
に
は
る
よ
う
に
い
い
、
そ
し
て
、
湖
心
寺
に
再
び
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
戒
め
た
。
両
生
は
家
に
梱
り
、
ひ
ど
く
酔
い
、
法
師
の
成
め
を
 
 

す
っ
か
り
忘
れ
て
、
湖
心
寺
の
道
を
帰
っ
て
き
た
。
寺
の
門
前
に
近
づ
く
と
、
金
蓮
が
出
て
、
喬
生
を
部
屋
へ
連
れ
込
む
。
そ
こ
に
は
腱
卿
が
 
 

い
て
、
喬
生
に
「
道
士
の
こ
と
ば
を
信
じ
て
疑
い
を
お
こ
し
、
わ
た
し
を
す
て
た
恨
み
は
ふ
か
い
ぞ
」
と
い
っ
て
、
商
生
の
手
を
と
ら
え
、
一
 
 

緒
に
棺
へ
入
っ
た
の
で
、
彼
は
そ
の
な
か
で
死
ん
で
し
ま
う
じ
隣
の
老
人
が
商
生
が
帰
ら
な
い
こ
と
に
不
審
を
い
だ
き
、
尋
ね
あ
ぐ
ね
た
末
、
 
 

そ
の
棺
の
前
に
来
て
み
る
と
、
商
生
の
着
物
の
裾
が
わ
ず
か
に
相
の
外
に
出
て
い
た
の
で
、
寺
僧
を
よ
ん
で
あ
け
て
み
た
と
こ
ろ
、
女
の
屍
と
 
 

抱
き
合
っ
て
い
た
が
、
女
の
容
姿
は
生
き
て
い
る
ご
と
く
で
あ
っ
た
じ
寺
僧
は
、
「
女
は
奉
化
州
の
沓
記
宵
の
娘
で
、
十
七
歳
で
な
く
な
り
、
 
 

と
り
あ
え
ず
こ
こ
に
棺
を
頂
か
っ
て
お
い
た
が
、
一
家
が
北
へ
行
き
、
音
信
が
絶
え
た
ま
ま
、
も
う
十
二
平
に
な
る
。
よ
も
や
こ
ん
な
こ
と
を
 
 

し
よ
う
と
は
」
と
噴
い
て
、
二
人
を
そ
と
へ
葬
る
。
そ
の
後
、
凝
り
の
怪
や
月
の
出
な
い
夜
に
、
双
頭
の
牡
丹
燈
龍
を
か
か
げ
た
侍
女
を
先
に
 
 

し
、
喬
生
と
魔
卿
が
手
を
と
り
あ
っ
て
歩
く
の
が
よ
く
み
ら
れ
た
い
そ
し
て
、
そ
れ
に
出
会
っ
た
人
は
乾
い
熱
病
に
か
か
っ
た
り
す
る
の
で
、
 
 

人
々
は
そ
の
こ
と
を
法
師
へ
訴
え
る
。
法
師
は
四
明
山
頂
に
住
む
鋏
冠
迫
人
に
願
う
こ
と
を
勧
め
る
。
そ
こ
で
日
々
は
道
人
へ
行
っ
て
梅
む
が
、
 
 

な
か
な
か
承
知
し
な
か
っ
た
。
人
々
の
た
っ
て
の
願
い
で
山
を
下
り
、
護
符
を
番
い
て
焼
く
と
、
た
ち
ま
ち
数
人
の
符
吏
が
現
れ
、
通
人
は
そ
 
 

れ
に
命
じ
て
、
脛
卿
・
両
生
・
金
遵
、
三
人
を
鞭
打
ち
、
罪
を
自
供
さ
せ
、
判
決
を
下
し
て
、
地
獄
へ
滞
と
し
た
。
」
 
 
 

こ
の
あ
ら
す
じ
を
み
て
、
物
語
の
構
成
要
素
を
抽
出
す
る
と
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
に
、
い
ろ
ん
な
意
味
で
「
吉
備
津
の
釜
」
は
「
牡
丹
燈
記
」
 
 

の
配
管
を
う
け
て
い
る
。
し
か
し
趣
向
と
い
う
レ
ベ
ル
で
比
較
す
る
と
、
両
作
品
の
差
異
が
む
し
ろ
多
い
こ
と
に
気
付
く
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
 
 

う
か
。
森
川
葛
鄭
氏
の
論
に
よ
る
と
「
「
牡
丹
燈
記
」
で
は
男
が
複
願
を
う
け
る
き
っ
か
け
が
法
師
の
収
め
を
す
っ
か
り
忘
れ
た
こ
と
に
対
し
 
 

て
、
「
吉
備
津
の
釜
」
で
は
戒
め
を
守
ろ
う
と
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
「
牡
丹
燈
記
」
で
は
番
物
の
裾
が
棺
の
外
に
出
て
い
た
こ
 
 

と
か
ら
、
女
の
屍
は
生
き
生
き
と
し
て
い
た
描
写
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
吉
備
沖
の
釜
」
で
は
男
の
も
と
ど
り
だ
け
の
お
そ
ろ
し
い
描
写
で
あ
っ
 
 

た
。
ま
た
「
吉
備
津
の
釜
」
で
は
「
今
日
よ
り
四
十
二
日
が
問
」
と
そ
の
期
間
を
明
確
に
定
め
て
お
も
い
物
忌
み
を
命
ず
る
な
ど
」
の
森
凹
氏
 
 

の
指
摘
が
み
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
血
見
構
造
と
し
て
は
類
似
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
も
、
趣
向
に
観
点
を
し
ぼ
る
と
、
相
通
点
は
 
 

意
外
に
お
お
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
こ
で
両
作
品
の
適
い
は
作
品
の
力
点
の
置
き
方
、
つ
ま
り
主
題
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
「
牡
丹
燈
記
」
 
の
主
題
は
怪
奇
描
写
に
よ
っ
て
読
 
 

者
に
恐
怖
を
お
ぼ
え
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
お
そ
ろ
し
い
怪
宙
を
い
か
に
し
て
取
り
抑
え
、
そ
の
力
は
 
 

い
か
に
す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ
る
か
と
い
っ
た
道
士
の
呪
力
称
讃
を
述
べ
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
吉
備
津
の
釜
」
は
磯
良
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の
怨
霊
が
正
太
郎
へ
の
怨
み
ゆ
え
に
死
霊
と
な
っ
て
復
懲
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
い
わ
ば
女
の
怨
み
、
そ
の
怨
み
の
激
し
さ
、
そ
し
て
そ
れ
は
 
 

死
後
に
お
い
て
も
祭
り
と
し
て
怨
む
相
手
を
と
り
殺
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
怨
恨
と
復
啓
の
恐
怖
に
あ
る
ひ
こ
の
適
い
が
「
吉
備
津
の
釜
」
を
 
 

異
な
っ
た
作
品
に
し
て
い
る
重
要
な
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
り
 
 
 

こ
の
よ
う
に
「
吉
備
津
の
釜
」
は
「
牡
丹
燈
記
」
の
影
響
を
つ
け
な
が
ら
も
、
そ
の
影
響
を
怪
奇
描
写
ひ
と
つ
に
農
点
を
し
ぼ
っ
て
い
る
。
 
 

「
そ
れ
と
い
う
の
も
、
「
牡
丹
燈
記
」
の
女
の
登
場
人
物
は
無
性
格
で
あ
り
、
男
女
の
関
係
も
偶
然
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
通
 
 

り
す
が
り
で
、
男
と
無
関
係
で
あ
っ
た
霊
魂
が
、
妻
を
亡
く
し
て
さ
び
し
が
っ
て
い
る
男
の
隙
に
つ
け
込
み
、
そ
れ
と
確
認
し
て
緑
を
切
っ
た
 
 

橋
生
に
な
お
も
復
啓
し
、
関
係
を
綿
け
る
と
い
う
異
常
さ
を
描
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
吉
備
津
の
釜
」
で
は
正
太
郎
を
「
お
の
が
ま
ま
の
た
 
 

は
け
た
る
性
」
、
磯
良
を
「
信
の
か
ぎ
り
を
つ
く
し
け
る
」
と
い
う
誠
嚢
な
女
、
彦
六
を
「
用
意
な
き
異
」
と
構
え
、
夫
で
あ
る
正
太
郎
が
妻
の
 
 

磯
良
の
裏
切
り
方
に
は
、
夫
婦
関
係
の
背
信
ゆ
え
に
あ
の
よ
う
に
無
情
な
復
懲
を
う
け
て
も
や
む
を
え
な
い
も
の
と
し
て
自
然
に
描
き
、
読
者
を
 
 

納
得
さ
せ
、
感
銘
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
森
田
氏
の
指
摘
も
あ
る
が
た
し
か
に
認
め
ら
れ
る
方
向
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
「
こ
れ
ま
で
従
来
の
研
究
を
検
討
し
た
も
の
の
、
ど
れ
が
本
当
の
「
吉
備
津
の
釜
」
の
出
典
で
あ
る
か
と
な
る
と
、
容
易
に
決
め
 
 

が
た
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
典
拠
は
い
ず
れ
も
物
語
の
部
分
的
表
現
（
文
串
）
や
趣
向
の
レ
ベ
ル
で
典
拠
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
 
 

て
、
『
努
燈
新
語
』
「
愛
卿
伝
」
が
「
浅
茅
が
宿
」
の
典
拠
と
な
っ
た
り
、
『
古
今
小
説
』
の
「
氾
巨
卿
鵜
黍
死
生
交
」
が
「
菊
花
の
約
」
の
典
 
 

拠
と
な
っ
て
い
る
と
評
価
す
る
場
合
と
は
あ
る
程
度
、
意
味
が
適
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
典
拠
の
よ
う
に
二
磁
の
構
造
の
レ
 
 

ベ
ル
に
お
け
る
類
似
と
差
異
を
比
較
し
て
興
拠
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
と
い
っ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。
も
ち
 
 

ろ
ん
前
掲
し
た
諸
興
拠
が
典
拠
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
こ
と
ば
事
実
で
あ
る
．
U
し
か
し
そ
れ
ら
は
作
品
が
形
成
さ
れ
る
過
程
で
取
り
入
れ
 
 

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
何
が
一
体
本
論
の
発
想
を
も
た
ら
し
た
の
か
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
明
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
雨
月
 
 

物
語
』
の
あ
り
方
か
ら
考
え
て
も
、
何
か
こ
の
物
語
の
構
想
に
暗
示
を
与
え
て
い
る
固
有
な
モ
チ
ー
フ
あ
る
い
は
怪
脊
の
構
造
を
含
ん
だ
基
本
 
 

的
な
典
拠
が
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
中
村
博
保
氏
の
論
は
ふ
た
た
び
た
し
か
め
る
意
味
が
あ
る
じ
 
 

三
、
「
吉
備
津
の
釜
」
と
「
牡
丹
灯
記
」
の
構
造
 
 

さ
て
こ
こ
か
ら
は
「
吉
備
津
の
釜
」
と
「
牡
丹
灯
記
」
の
構
造
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
え
て
み
た
い
と
思
う
（
こ
の
三
の
と
こ
ろ
は
「
吉
備
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津
の
釜
」
と
「
牡
丹
灯
記
」
の
構
造
分
析
に
関
し
て
評
価
が
高
い
太
刀
川
酒
W
蒜
牡
丹
灯
記
の
萄
腰
〓
勉
誠
社
、
平
成
十
空
七
七
～
八
六
頁
）
 
 

の
論
と
論
の
流
れ
を
稽
極
的
に
取
り
入
れ
て
、
彼
の
論
を
引
用
し
、
そ
れ
を
分
析
・
整
理
し
、
筆
者
な
り
に
ま
と
め
た
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
前
 
 

も
っ
て
い
っ
て
お
き
た
い
）
。
 
 
 

こ
こ
か
ら
は
太
刀
川
氏
の
論
を
引
い
て
み
た
。
「
近
世
の
読
本
で
は
上
田
秋
成
に
さ
き
が
け
て
都
饗
庭
鍵
の
活
躍
が
始
ま
る
が
、
そ
の
庭
鐘
 
 

の
諸
作
に
は
、
と
く
に
「
牡
丹
灯
記
」
に
よ
っ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
は
な
い
。
敬
い
て
い
う
な
ら
『
英
革
紙
』
の
「
紀
任
重
陰
司
に
至
り
滞
獄
 
 

を
断
く
る
請
」
冥
府
の
場
面
が
そ
れ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
す
で
に
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
明
代
の
 
『
喩
世
明
 
 

言
』
 
の
 
「
閑
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
と
い
う
粉
本
が
あ
っ
て
、
翻
案
の
ど
こ
に
も
「
牡
丹
灯
記
」
 
の
直
接
の
影
響
を
見
つ
け
る
こ
と
ば
困
難
で
あ
 
 

る
。
山
口
剛
氏
が
「
軽
い
暗
示
に
も
敏
く
、
そ
こ
か
ら
い
ろ
い
ろ
の
忠
泰
に
出
づ
る
も
の
を
作
り
出
す
の
が
庭
鍵
翻
案
の
常
で
あ
る
」
と
い
う
 
 

指
摘
に
従
え
ば
、
こ
の
翻
案
が
「
牡
丹
灯
記
」
の
冥
府
の
趣
向
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
こ
こ
に
到
っ
た
も
の
と
な
ろ
う
か
持
そ
れ
に
し
て
も
「
軽
 
 

い
暗
示
」
を
得
た
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

号
つ
い
え
ば
秋
成
と
「
牡
丹
灯
記
」
の
関
係
も
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
や
は
り
そ
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
『
雨
月
物
語
』
の
「
吉
 
 

備
津
の
釜
」
が
「
牡
丹
灯
記
」
 
の
直
接
の
翻
案
と
言
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
是
認
さ
れ
る
ぺ
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し
 
 

ろ
全
く
別
の
構
想
の
上
に
「
牡
丹
灯
記
」
の
趣
向
の
幾
分
な
り
か
が
重
ね
ら
れ
た
と
諾
っ
た
方
が
正
し
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
構
想
の
も
と
に
 
 

な
っ
た
の
は
、
女
の
激
し
い
愛
執
が
寄
り
に
寄
っ
て
怨
恨
と
な
り
、
そ
れ
が
や
が
て
女
が
死
ぬ
と
、
浮
か
ば
れ
ぬ
霊
魂
と
な
り
、
つ
い
に
は
思
 
 

う
男
を
と
り
殺
す
ま
で
に
到
る
執
念
の
激
し
さ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
構
想
は
性
合
で
は
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
近
世
の
怪
異
小
説
 
 

を
描
け
ば
随
所
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
女
人
愛
執
の
系
謂
と
も
い
う
べ
き
二
進
の
怪
談
を
形
成
し
て
い
て
、
そ
の
系
諦
を
た
ど
る
こ
と
も
強
 
 

ち
雉
し
く
は
な
い
。
し
か
し
女
人
愛
執
の
構
造
か
ら
愛
執
妬
婦
の
悪
念
へ
と
ず
ら
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
む
そ
れ
が
「
吉
備
津
の
釜
」
 
の
モ
 
 

チ
ー
フ
と
認
め
て
そ
こ
に
構
造
を
得
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
先
例
を
鵜
月
洋
氏
は
、
は
る
か
元
禄
感
の
 
『
善
悪
 
 

報
は
な
し
』
 
の
 
「
女
の
一
念
来
て
夫
の
身
を
引
そ
ひ
て
取
て
か
へ
る
事
」
に
も
と
め
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
遡
っ
て
嫉
妬
の
た
め
に
生
惑
と
な
る
 
 

女
の
例
を
『
今
昔
物
串
整
 
の
 
「
人
の
要
悪
霊
ト
ナ
リ
シ
ラ
拭
ノ
暑
ヲ
除
キ
タ
ル
陰
陽
師
ノ
語
」
や
「
近
江
国
ノ
生
霊
京
ニ
キ
タ
リ
テ
人
ヲ
殺
 
 

セ
ル
語
」
に
求
め
た
の
が
鈴
木
敏
也
氏
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
こ
の
二
話
を
叫
つ
の
構
想
に
ま
と
め
た
の
が
『
尊
悪
報
は
な
し
』
 
の
場
合
で
 
 

あ
っ
た
。
 
 
 

夫
に
捨
て
ら
れ
た
賓
の
州
念
ゆ
え
に
死
後
悪
鬼
に
な
っ
て
末
を
襲
う
の
だ
が
、
経
惟
子
の
加
護
で
救
わ
れ
た
か
に
見
え
た
が
、
ふ
と
し
た
油
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断
か
ら
一
命
を
失
う
 
『
善
悪
報
は
な
し
』
 
の
プ
ロ
ッ
ト
は
 
「
吉
備
津
の
釜
」
 
に
類
似
す
る
。
そ
の
プ
ロ
ッ
ト
の
な
か
で
経
帽
子
の
た
め
に
思
い
 
 

を
遂
げ
ら
れ
ず
、
「
あ
ら
に
く
や
と
い
ふ
声
耳
に
つ
き
と
を
り
」
と
い
う
の
は
「
吉
備
津
の
釜
」
 
の
未
段
の
表
現
に
も
通
じ
る
。
し
か
し
表
現
 
 

や
趣
向
の
類
似
は
さ
て
お
き
 
『
尊
意
報
は
な
し
』
が
、
そ
の
酋
名
通
り
啓
悪
に
よ
る
因
果
応
報
の
モ
チ
ー
フ
を
前
景
化
し
た
こ
と
は
確
か
で
、
 
 

そ
う
し
た
モ
チ
ー
フ
を
増
幅
し
て
む
し
ろ
女
の
嫉
妬
の
怨
念
の
激
し
さ
に
変
え
た
と
こ
ろ
に
 
「
吉
備
津
の
釜
」
 
の
文
学
と
し
て
の
新
し
い
創
造
 
 

が
あ
っ
た
と
一
亭
っ
ペ
き
で
あ
る
。
 
 
 

因
果
応
報
と
い
う
仏
教
的
な
法
則
性
に
重
心
を
置
く
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
法
則
を
も
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
人
間
の
愛
憎
の
深
刻
さ
、
そ
の
 
 

深
刻
さ
に
照
応
す
る
栄
の
報
い
 
（
復
讐
）
 
の
残
酷
さ
に
 
（
人
間
の
菜
）
、
そ
れ
も
歪
み
の
強
烈
さ
へ
と
関
心
が
移
っ
た
と
す
べ
き
だ
じ
 
そ
こ
に
 
 

中
世
の
 
（
法
）
 
の
時
代
か
ら
近
世
の
 
（
人
間
性
）
 
の
時
代
を
み
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
一
じ
 
 
 

そ
し
て
、
そ
の
関
心
の
移
行
を
可
能
に
し
た
の
が
 
「
牡
丹
灯
記
」
 
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
一
。
し
か
し
、
そ
の
関
わ
り
方
に
し
て
も
、
直
接
関
係
 
 

し
た
の
が
 
「
牡
丹
灯
記
」
 
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
翻
案
の
 
「
牡
丹
灯
籠
」
 
で
あ
っ
た
の
か
確
か
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
秋
成
に
 
 

す
れ
ば
、
こ
こ
は
女
の
嫉
妬
の
念
の
激
し
さ
を
問
題
に
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
冒
頭
の
設
定
も
「
牡
丹
灯
記
」
 
の
元
夕
張
 
 

灯
で
も
な
け
れ
ば
「
牡
丹
灯
籠
」
 
の
孟
欄
盆
の
夜
で
も
な
く
、
女
性
の
本
性
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
む
き
出
し
に
し
た
 
「
妬
婦
論
」
か
ら
始
め
る
 
 

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

妬
婦
の
葦
ひ
が
た
き
も
、
老
て
の
後
其
功
を
知
る
と
、
沓
こ
れ
何
人
の
語
ぞ
や
。
賓
ひ
の
甚
し
か
ら
ぬ
も
商
工
を
妨
げ
物
を
破
り
て
、
恒
 
 

の
隣
の
口
を
ふ
せ
ぎ
が
た
く
、
嘗
の
大
な
る
に
お
よ
び
て
は
、
家
を
失
ひ
国
を
ほ
ろ
ぼ
し
て
、
天
が
下
に
笑
を
伝
ふ
。
い
に
し
え
よ
り
こ
 
 

の
毒
に
あ
た
る
人
、
幾
許
と
い
ふ
事
を
し
ら
ず
。
死
て
蝉
と
な
り
 
或
は
霹
靂
を
靂
ふ
て
怨
を
報
ふ
類
は
、
其
肉
を
酪
に
す
る
と
も
飽
べ
 
 

か
ら
ず
。
（
三
四
二
頁
）
 
 

こ
の
激
し
い
口
調
の
妬
婦
論
に
も
、
決
し
て
妬
婦
を
否
定
的
に
扱
う
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
は
、
つ
づ
け
て
、
 
 

さ
る
た
め
し
は
希
な
り
。
大
の
お
の
れ
を
よ
く
修
め
て
教
へ
な
ら
ば
、
此
患
お
の
ず
か
ら
避
く
べ
き
も
の
を
、
只
か
り
そ
め
な
る
往
こ
と
 
 

に
、
女
の
博
し
き
性
を
寄
ら
し
め
て
、
其
身
の
番
を
も
と
む
る
に
ぞ
あ
り
け
る
。
禽
を
糾
す
る
は
気
に
あ
り
、
婦
を
刺
す
る
は
其
夫
の
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雄
々
し
き
に
あ
り
と
い
ふ
は
、
現
に
さ
る
こ
と
ぞ
か
し
。
三
四
二
頁
）
 
 

と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
み
て
と
れ
よ
う
。
 
 
 

冨
維
狙
』
巻
八
「
妬
婦
論
」
に
拠
っ
て
秋
成
が
再
構
成
し
た
こ
の
表
現
は
、
文
脈
上
で
は
、
は
じ
め
の
「
膏
こ
れ
何
人
の
語
ぞ
や
」
は
「
さ
 
 

る
た
め
し
は
希
な
り
」
に
連
な
り
、
以
下
を
「
現
に
さ
る
こ
と
ぞ
か
し
」
と
冒
定
し
て
い
る
の
で
、
ど
う
し
て
も
妬
婦
擁
護
論
に
も
な
り
か
ね
 
 

な
い
が
、
肝
腎
な
こ
と
は
、
秋
成
が
「
牡
丹
灯
記
」
の
符
女
や
「
牡
丹
灯
籠
」
の
弥
子
を
妬
婦
に
変
え
よ
う
と
し
て
も
変
え
ら
れ
る
も
の
で
な
 
 

か
っ
た
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
吉
備
津
の
釜
」
に
は
「
牡
丹
灯
記
」
や
「
牡
丹
灯
離
」
艶
脛
な
幽
惑
物
語
を
し
た
の
で
は
 
 

な
く
、
（
人
間
の
業
）
を
み
つ
め
る
こ
と
で
、
「
怪
し
き
性
」
を
ま
る
出
し
に
し
、
や
が
て
凄
惨
な
怨
霊
の
出
現
が
予
測
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
 
 
 

周
知
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
物
語
の
筋
を
た
ど
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。
吉
備
の
郷
の
井
沢
庄
太
夫
の
一
子
正
太
郎
は
、
家
 
 

業
の
農
業
を
嫌
い
、
酒
色
に
耽
っ
て
父
の
亭
っ
こ
と
を
き
か
な
い
。
そ
の
正
太
郎
に
妻
を
迎
え
た
な
ら
ば
身
持
ち
も
お
さ
ま
ろ
う
か
と
、
吉
備
 
 

津
神
社
の
神
主
で
あ
る
杏
央
の
娘
磯
良
を
む
か
え
る
こ
と
に
な
っ
た
い
結
納
も
お
わ
り
、
結
婚
に
先
立
っ
て
神
に
辛
い
を
祈
る
た
め
に
、
吉
備
 
 

津
神
社
ゆ
か
り
の
御
釜
祓
い
の
神
事
を
と
り
行
っ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
相
談
は
神
の
意
に
繚
わ
な
い
も
の
だ
っ
た
の
か
、
秋
の
虫
の
弟
に
す
だ
く
 
 

声
す
ら
な
か
っ
た
口
御
釜
祓
い
と
は
、
林
羅
山
の
貰
朝
神
社
考
』
に
「
吉
備
国
 
吉
備
津
ノ
宵
ノ
塞
こ
釜
ア
リ
市
略
）
神
二
詣
テ
ル
者
、
 
事
ヲ
試
ミ
ン
ト
飲
シ
テ
棄
盛
ヲ
釜
前
二
桑
ル
 
裸
咽
シ
畢
リ
テ
柴
燃
り
 
則
チ
釜
嶋
ル
コ
ト
牛
力
声
ノ
如
キ
ト
キ
ハ
則
チ
古
 
君
シ
登
場
ラ
ザ
 
h
■
】
 
 

レ
バ
則
チ
凶
シ
ト
云
フ
」
と
伝
え
て
い
る
」
と
の
べ
て
い
る
太
刀
川
氏
の
論
を
こ
こ
ま
で
そ
の
ま
ま
引
用
し
、
そ
の
意
味
を
た
し
か
め
て
み
た
。
 
 
 

こ
こ
で
萱
喝
し
た
御
釜
ば
ら
い
と
い
う
独
特
の
素
材
の
意
味
は
事
件
展
開
に
お
い
て
、
重
要
な
役
目
を
果
た
し
て
い
る
。
 
 
 

婚
礼
の
時
、
神
社
で
御
釜
ば
ら
い
を
す
る
風
習
を
利
用
し
、
本
作
品
で
は
不
吉
な
予
兆
を
見
せ
て
く
れ
る
こ
と
で
、
二
人
の
人
物
の
夫
婦
関
 
 

係
が
順
調
に
運
ば
な
い
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
鵬
つ
の
伏
線
の
役
目
を
果
た
し
て
い
る
。
定
め
ら
れ
た
運
命
を
乗
り
越
え
て
行
こ
う
と
す
る
意
 
 

志
が
不
足
し
て
い
る
彼
ら
に
は
、
結
局
、
決
ま
っ
た
彼
ら
の
運
命
に
し
た
が
っ
て
破
局
を
迎
え
る
よ
う
に
な
る
。
 
 

そ
も
そ
も
当
社
に
い
の
り
す
る
人
は
数
の
は
ら
へ
つ
も
の
を
供
へ
て
御
渇
を
奉
り
吉
祥
凶
祥
を
占
ふ
。
巫
子
祝
詞
を
は
り
渇
の
沸
き
上
が
 
 
 

る
に
お
よ
び
て
吉
祥
に
は
釜
の
鳴
声
牛
の
ほ
ゆ
る
が
如
し
。
凶
き
は
釜
に
音
な
し
。
定
を
吉
備
津
の
御
釜
ば
ら
い
と
い
ふ
。
さ
る
に
香
央
 
 
 

が
家
の
事
は
神
の
う
け
さ
せ
給
は
ぬ
に
や
只
秋
の
虫
の
く
さ
む
ら
に
す
だ
く
ぼ
か
り
の
声
も
な
し
。
こ
こ
に
疑
ひ
を
お
こ
し
て
此
の
祥
を
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妻
に
か
た
ら
ふ
。
（
三
四
四
頁
）
 
 

さ
れ
ば
陰
陽
師
が
占
の
い
ち
じ
る
き
御
釜
の
凶
祥
も
は
た
た
が
は
ぎ
り
け
る
ぞ
い
と
も
た
ふ
と
か
り
け
る
と
か
た
り
伝
へ
け
り
。
（
三
五
 
 

六
頁
）
 
 

二
つ
の
引
用
文
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
釜
で
出
る
小
さ
な
昏
は
凶
兆
を
す
で
に
暗
示
し
、
お
そ
ら
く
、
吉
備
津
神
社
の
神
官
で
あ
る
磯
良
の
 
 

父
親
は
、
誰
よ
り
も
こ
れ
が
未
来
の
予
兆
で
あ
る
こ
と
を
悟
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
り
 
し
か
し
、
神
官
と
し
て
の
役
目
と
責
任
は
、
人
間
と
し
 
 

て
の
欲
心
と
う
ぬ
ぽ
れ
の
中
で
、
忘
却
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
な
る
〝
∪
す
な
わ
ち
、
内
心
、
こ
の
婚
礼
は
自
身
が
願
っ
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
か
 
 

ら
、
そ
れ
な
り
の
口
実
を
つ
け
る
こ
と
で
、
自
己
の
判
断
を
正
当
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
神
の
啓
示
を
重
ん
ず
る
の
が
 
 

中
世
の
人
の
心
性
だ
と
す
れ
ば
、
女
の
父
の
神
官
は
も
は
や
巾
世
の
人
で
は
な
い
。
自
己
の
正
当
化
に
（
知
）
を
尽
す
。
そ
れ
は
人
間
の
欲
望
 
 

を
箪
血
義
に
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
醜
悪
な
欲
望
を
剥
き
だ
し
に
さ
せ
る
（
人
間
の
菜
）
 
に
こ
そ
こ
の
作
品
の
主
題
が
す
で
に
ひ
そ
ん
で
い
る
 
 

と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
 
 
 

二
人
の
中
心
人
物
で
あ
る
正
太
郎
と
磯
良
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
悲
劇
的
な
結
末
を
迎
え
る
人
間
た
ち
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
悲
劇
 
 

的
な
結
末
の
背
景
に
は
、
作
品
の
中
に
表
れ
る
正
太
郎
の
好
色
家
的
な
気
質
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
変
貌
す
る
磯
良
の
性
格
が
あ
る
。
そ
う
し
た
（
人
 
 

間
の
業
）
ゆ
え
に
、
相
手
の
女
磯
良
は
、
兼
に
対
す
る
ひ
た
す
ら
な
信
頼
が
、
裏
切
ら
れ
る
。
そ
れ
へ
の
深
い
怒
り
が
死
後
に
な
っ
て
も
消
え
 
 

る
こ
と
な
く
、
背
信
の
夫
に
向
か
う
。
こ
れ
が
女
の
側
に
う
か
が
え
る
（
人
間
の
菜
）
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
男
女
そ
れ
ぞ
れ
 
 

の
 
（
人
間
の
業
〉
と
い
う
要
素
が
、
作
品
の
中
に
明
確
に
表
れ
、
事
件
の
中
心
軸
を
成
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
根
本
に
は
、
釜
を
通
し
て
 
 

伝
え
ら
れ
た
神
の
啓
示
に
逆
ら
っ
て
、
自
分
た
ち
の
運
命
を
開
拓
し
て
見
よ
う
と
し
た
が
し
か
し
（
人
間
の
業
）
が
背
徳
・
醜
悪
と
い
っ
た
歪
 
 

ん
だ
深
奥
を
見
せ
つ
け
る
と
き
、
そ
う
い
う
不
幸
な
事
態
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
が
見
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
 
 
 

た
だ
秋
成
の
怪
奇
の
物
語
に
ひ
そ
む
（
人
間
の
業
）
は
、
た
ん
に
現
世
で
の
み
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
正
太
郎
に
ひ
 
 

そ
む
（
人
間
の
業
）
は
現
世
に
お
け
る
欲
望
と
い
っ
た
道
徳
・
倫
理
の
面
に
限
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
磯
良
に
ひ
そ
ん
で
い
た
（
人
間
の
業
）
 
 

は
現
世
に
お
い
て
は
ひ
た
す
ら
抑
圧
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
一
挙
に
解
放
さ
れ
る
の
は
死
後
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
秋
成
の
怪
奇
が
死
後
の
世
 
 

界
を
表
象
し
て
、
そ
こ
に
死
霊
・
怨
霊
・
生
霊
の
念
を
実
体
的
に
と
ら
え
か
え
す
の
は
、
現
世
に
お
い
て
抑
圧
さ
れ
て
い
た
女
人
の
 
（
人
間
の
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菜
）
を
解
放
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
秋
成
に
と
っ
て
の
神
仏
の
軍
界
へ
の
信
仰
、
す
な
わ
ち
、
異
体
認
識
は
こ
の
物
語
の
主
題
に
 
 

規
制
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
仏
教
的
教
理
の
文
脈
の
中
に
し
か
な
か
っ
た
 
（
人
間
の
菜
）
 
と
は
輿
な
る
秋
成
に
と
っ
て
の
 
（
人
間
の
業
）
 
の
近
 
 

世
的
位
相
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

当
時
、
社
会
の
中
に
は
数
々
の
信
仰
が
混
在
し
て
い
た
い
 
そ
の
中
で
、
人
間
た
ち
は
そ
の
規
制
を
受
け
ぎ
る
を
得
な
か
っ
た
ユ
秋
成
は
社
会
 
 

的
、
倫
理
的
、
信
仰
的
な
制
度
の
中
で
、
（
人
間
の
菜
）
を
見
つ
め
て
い
た
。
そ
の
醜
感
性
・
怪
奇
性
・
背
徳
性
・
狂
気
性
で
あ
り
、
近
世
の
 
 

儒
教
社
会
か
ら
す
る
と
、
反
社
会
的
・
反
人
間
的
な
あ
り
よ
う
で
あ
る
り
 
そ
し
て
そ
の
解
放
が
も
た
ら
す
結
果
を
間
接
的
に
で
も
作
品
の
中
で
 
 

と
ら
え
る
よ
う
に
な
る
。
結
局
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
愚
か
さ
が
ど
れ
だ
け
悲
惨
な
結
果
を
も
た
ら
す
の
か
、
そ
れ
を
明
白
に
見
せ
、
そ
れ
に
 
 

対
す
る
瞥
戒
を
作
品
の
中
で
表
し
て
る
。
本
作
品
に
は
冥
界
の
怪
奇
と
結
び
つ
い
た
 
（
人
間
の
菜
）
 
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
人
間
の
破
壊
、
 
 

あ
る
い
は
人
間
関
係
の
破
局
を
乗
り
越
え
て
行
こ
う
と
す
る
慮
志
が
、
作
者
に
よ
っ
て
、
作
ら
れ
た
い
わ
ば
制
度
的
対
抗
装
置
が
見
え
る
。
陰
 
 

陽
師
を
萱
均
さ
せ
て
磯
良
の
呪
い
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
正
太
郎
の
姿
を
描
き
出
し
て
い
る
と
言
え
る
∵
結
局
、
こ
れ
は
血
つ
の
周
辺
的
手
段
 
 

に
す
ぎ
な
く
、
破
局
を
迎
え
る
の
に
、
こ
の
よ
う
な
対
捕
手
段
は
作
品
の
緊
張
感
を
い
っ
そ
う
高
め
、
反
転
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
そ
の
役
目
 
 

を
架
た
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
 
 
 

あ
ら
た
め
て
物
語
の
筋
立
に
も
ど
ろ
う
〝
U
 
こ
こ
か
ら
は
ふ
た
た
び
太
刀
川
氏
の
論
を
引
用
し
て
み
た
。
「
か
か
る
神
慮
に
反
し
て
ま
で
、
正
 
 

太
郎
に
嫁
い
だ
磯
良
は
舅
姑
に
よ
く
仕
え
て
、
嫁
と
し
て
こ
の
上
な
く
立
派
な
も
の
で
あ
っ
た
u
 
し
か
し
、
正
太
郎
の
生
来
の
浮
気
心
は
、
仕
 
 

方
が
な
く
、
袖
と
い
う
遊
女
と
親
密
に
な
り
、
こ
れ
を
身
誹
け
し
て
近
く
に
住
ま
せ
、
そ
こ
に
留
ま
っ
て
、
家
に
梱
ら
な
い
日
々
で
あ
っ
た
亡
 
 

こ
の
様
を
見
た
父
は
正
太
郎
を
責
め
て
二
軍
に
閉
じ
こ
め
て
し
ま
っ
た
が
、
．
貫
蔑
巧
み
に
磯
良
を
欺
き
、
触
を
つ
れ
て
逃
げ
出
し
て
し
ま
う
 

乗
切
ら
れ
た
磯
良
は
柄
気
に
臥
し
、
恨
み
な
が
ら
死
ん
で
い
く
り
 
や
が
て
こ
の
磯
良
の
怨
念
が
も
の
の
け
と
な
っ
て
再
び
正
太
郎
の
前
に
婆
を
 
 

あ
ら
わ
す
あ
た
り
か
ら
「
牡
丹
灯
記
」
と
の
関
係
が
は
じ
ま
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
前
に
怨
念
は
ま
ず
、
女
人
の
袖
を
と
り
殺
す
生
霊
と
 
 

な
っ
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

駆
落
ち
し
た
二
人
は
、
触
の
従
弟
で
あ
る
彦
六
の
と
こ
ろ
に
留
ま
る
よ
う
に
な
る
が
、
糾
は
も
の
の
け
が
憑
い
た
よ
う
に
讃
し
み
な
が
ら
死
 
 

ん
で
し
ま
う
。
秋
成
は
こ
れ
を
「
窮
鬼
」
 
（
い
き
す
だ
ま
）
と
言
い
、
「
古
郷
に
捨
て
し
人
の
も
し
や
」
と
の
ぺ
て
、
袖
を
殺
し
た
の
が
磯
良
の
 
 

生
霊
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。
こ
の
あ
た
り
は
「
牡
丹
灯
記
」
 
で
は
な
く
『
源
氏
物
語
』
葵
巻
に
見
る
六
条
御
息
所
の
も
の
の
け
の
た
め
 
 

に
空
し
く
な
る
葵
の
上
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
磯
良
を
妬
婦
と
し
た
秋
成
は
、
こ
う
し
て
怨
み
の
輿
の
対
象
た
る
夫
で
は
な
 
 

121   



147  

く
、
大
の
愛
情
を
奪
っ
た
抽
の
殺
害
と
い
う
設
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
日
本
の
物
語
で
は
、
妬
婦
の
嫉
妬
発
現
の
仕
方
が
 
 

夫
（
竪
の
非
は
さ
て
お
き
、
自
分
の
男
を
奪
っ
た
女
に
向
け
ら
れ
る
と
い
う
、
池
田
弥
三
郎
氏
の
い
う
と
こ
ろ
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
池
 
 

四
民
は
そ
の
一
方
で
、
日
本
の
幽
霊
の
伝
統
と
し
て
女
の
幽
認
が
も
と
愛
し
た
男
に
ま
で
災
禍
が
及
ん
で
正
太
郎
ま
で
と
り
殺
す
な
ど
は
伝
統
 
 

か
ら
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
「
吉
備
沖
の
釜
」
で
袖
が
殺
さ
れ
る
な
ど
で
は
な
く
、
夫
の
正
太
郎
ま
で
 
 

が
殺
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
モ
ノ
ノ
ケ
に
よ
る
怪
奇
文
学
と
し
て
は
ま
っ
た
く
異
な
る
系
譜
を
ふ
ま
え
て
い
て
山
続
き
の
も
の
で
は
な
い
 
 

と
い
う
。
た
だ
そ
れ
が
ど
う
し
て
な
の
か
、
池
田
は
語
ら
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
は
な
ぜ
日
本
と
中
国
の
物
語
に
系
譜
す
る
二
つ
の
プ
ロ
ッ
ト
が
 
 

接
続
す
る
の
か
を
考
察
し
よ
う
と
思
う
。
 
 
 

こ
の
別
種
の
系
譜
に
立
つ
プ
ロ
ッ
ト
を
結
び
つ
け
て
、
山
つ
の
話
と
し
て
展
開
さ
せ
る
に
役
に
立
っ
た
の
が
『
諸
国
百
物
語
』
の
「
牡
丹
堂
 
 

女
し
ふ
し
ん
の
事
」
 
で
あ
っ
た
。
 
 
 

妻
に
先
立
た
れ
た
男
が
夜
毎
牡
丹
堂
に
行
っ
て
念
仏
し
て
い
る
と
、
こ
れ
も
夫
に
死
別
し
た
若
い
女
が
同
じ
く
念
仏
し
て
い
る
。
二
人
は
互
 
 

い
に
悲
し
い
身
の
上
を
語
り
合
い
、
一
緒
に
墓
所
を
念
仏
し
て
廻
っ
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
し
か
男
は
女
を
暗
に
連
れ
て
来
て
契
り
を
結
ぶ
こ
 
 

と
に
な
る
。
こ
れ
は
「
吉
備
津
の
釜
」
で
正
太
郎
が
袖
を
失
い
、
夜
毎
に
そ
の
墓
に
詣
で
て
悲
し
ん
で
い
る
と
、
隣
に
新
し
い
竜
が
あ
っ
て
こ
 
 

こ
に
も
夜
毎
に
詣
で
る
女
が
い
た
と
い
う
後
半
の
物
語
の
端
緒
と
類
似
し
て
い
る
の
だ
が
、
い
ず
れ
も
実
は
「
牡
丹
灯
記
」
の
物
語
導
入
部
を
 
 

継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
吉
備
津
の
釜
」
後
半
の
物
語
の
始
め
を
み
て
み
よ
う
り
 
 

二
丁
あ
ま
り
を
来
て
ほ
そ
き
径
あ
り
。
こ
こ
よ
り
も
嗣
丁
ば
か
り
を
あ
ゆ
み
て
、
を
ぐ
ら
き
林
の
襲
に
ち
ひ
さ
き
草
屋
あ
り
。
竹
の
扉
の
 
 
 

わ
び
し
き
に
、
七
日
あ
ま
り
の
月
の
あ
か
く
さ
し
入
り
て
、
は
ど
き
魔
の
荒
た
る
さ
へ
見
ゆ
。
ほ
そ
き
燈
火
の
光
窓
の
紙
を
も
り
て
う
ら
 
 
 

さ
び
し
。
「
こ
こ
に
待
た
せ
拾
へ
」
と
て
内
に
入
り
ぬ
。
苔
む
し
た
る
古
井
の
も
と
に
立
ち
て
見
入
る
に
、
唐
紙
す
こ
し
明
け
た
る
間
よ
 
 
 

り
、
火
影
吹
き
あ
ふ
ち
て
、
異
相
の
き
ら
め
き
た
る
も
ゆ
か
し
く
償
ゆ
。
（
三
五
〇
～
三
五
一
員
）
 
 

こ
の
「
草
屋
」
の
主
は
美
し
い
未
亡
人
だ
と
い
う
の
で
、
正
太
郎
は
心
意
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
実
は
磯
良
の
怨
念
の
な
す
業
で
あ
っ
た
。
 
 

物
語
は
リ
ア
リ
ズ
ム
を
超
え
て
怪
奇
の
巽
界
へ
と
主
人
公
を
さ
そ
い
込
む
。
次
第
に
緊
張
感
の
高
ま
っ
て
行
く
一
段
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
の
 
 

秋
成
の
描
写
の
非
凡
さ
は
、
仮
に
『
恒
根
草
』
に
お
け
る
軍
営
散
人
の
類
似
す
る
描
写
と
比
べ
る
と
よ
い
。
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そ
れ
は
「
伊
藤
帯
刀
中
将
垂
衡
の
姫
と
冥
婚
の
事
」
で
、
帯
刀
が
日
暮
れ
に
琴
引
山
の
薦
を
行
く
と
、
年
ご
ろ
十
重
ハ
の
女
の
竜
に
あ
う
、
 
 

こ
れ
と
つ
れ
た
っ
て
、
そ
の
住
居
を
た
ず
ね
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
 

童
い
な
む
色
な
く
、
さ
ま
ぎ
ま
物
語
し
も
て
行
く
う
ち
、
松
柏
の
山
村
し
げ
れ
る
ほ
と
り
に
、
あ
や
し
の
締
戸
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
た
る
許
に
 
 
 

て
、
こ
れ
こ
そ
童
が
宮
仕
参
ら
す
る
方
な
り
。
遣
の
つ
か
れ
を
も
は
ら
し
給
ひ
て
ん
や
と
、
い
ひ
す
て
て
内
に
入
る
。
帯
刀
も
主
は
い
か
 
 
 

な
る
人
や
ら
ん
と
み
い
れ
た
る
に
、
よ
し
あ
る
人
の
隠
家
と
魔
え
て
、
庭
の
け
し
き
も
お
の
ず
か
ら
な
る
風
情
に
て
、
尾
花
く
ず
花
蕗
ち
 
 
 

り
、
や
り
水
に
紅
撃
っ
づ
も
れ
、
霜
に
う
つ
ろ
ひ
た
る
葡
の
離
一
重
を
へ
だ
て
て
、
あ
れ
た
る
軒
な
が
ら
に
廉
な
か
ば
た
れ
て
、
灯
か
す
 
 
 

か
に
き
ら
め
き
、
琴
の
青
ば
の
か
に
も
る
る
に
ぞ
、
い
と
ど
異
名
ゆ
か
し
く
、
た
ち
や
す
ら
ひ
た
る
に
、
先
の
女
の
竜
出
で
て
云
く
、
あ
 
 
 

丁
あ
ま
り
と
何
者
か
に
誘
わ
れ
て
行
く
。
そ
れ
は
『
垣
根
串
』
の
東
と
「
さ
ま
ぎ
ま
物
語
し
て
行
く
」
滞
刀
と
は
事
情
が
適
う
。
そ
し
て
七
日
 
 

る
じ
の
御
方
に
き
こ
え
参
ら
せ
た
れ
ば
、
何
か
は
苦
し
か
る
べ
き
こ
な
た
へ
い
ら
せ
給
へ
と
侍
る
。
と
く
と
く
云
ふ
に
 
帯
刀
よ
ろ
こ
び
 
 

内
に
入
る
。
 
 

「
吉
備
津
の
釜
」
の
描
写
に
は
、
読
者
を
た
だ
な
ら
ぬ
雰
囲
気
に
誘
う
も
の
が
あ
っ
た
。
「
二
丁
あ
ま
り
来
て
」
そ
し
て
ま
た
ほ
そ
き
径
を
一
 
 
 

余
り
の
灰
か
な
月
に
照
し
出
さ
れ
た
荒
廃
し
た
庭
は
、
『
恒
椒
箪
』
で
は
由
緒
あ
る
人
の
隠
家
の
風
情
あ
る
庭
と
は
ま
る
で
追
っ
て
い
る
。
磯
 
 

良
が
怨
念
ゆ
え
に
死
霊
と
な
っ
て
ま
で
正
太
郎
に
ま
つ
わ
り
つ
く
の
は
、
1
E
太
郎
の
「
好
け
た
る
惟
」
に
よ
っ
て
悩
ま
さ
れ
虐
げ
ら
れ
た
結
果
 
 

で
あ
る
ロ
そ
の
正
太
郎
の
性
を
今
は
逆
手
に
と
っ
て
、
磯
良
の
怨
澄
は
今
度
は
正
太
郎
の
も
つ
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
∧
人
間
の
菜
）
に
つ
け
 
 

こ
ん
で
彼
を
破
滅
へ
と
追
い
込
ん
で
行
く
。
い
よ
い
よ
「
牡
丹
灯
記
」
の
湖
心
寺
の
段
が
プ
レ
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
て
異
界
へ
と
入
り
込
む
プ
 
 

ロ
ッ
ト
が
展
開
さ
れ
る
。
人
の
入
る
ば
か
り
に
開
け
た
官
厳
の
中
に
は
、
古
い
褒
が
わ
ず
か
に
見
え
て
い
た
。
 
 

主
の
女
、
屏
風
す
こ
し
引
あ
け
て
、
め
づ
ら
し
く
も
あ
ひ
見
奉
る
も
の
か
な
。
つ
ら
き
報
ひ
の
程
し
ら
せ
ま
ゐ
ら
せ
ん
と
い
ふ
に
、
驚
き
 
 
 

て
見
れ
ば
古
郷
に
残
せ
し
磯
良
な
り
。
顔
の
色
い
と
宥
ぎ
め
て
、
た
ゆ
き
眼
す
さ
ま
じ
く
、
我
を
指
し
た
る
手
の
青
く
ほ
そ
り
た
る
恐
し
 
 

さ
に
、
あ
な
や
と
叫
ん
で
た
を
れ
死
す
。
（
三
五
二
頁
）
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こ
の
場
面
は
「
牡
丹
灯
記
」
の
プ
ロ
ッ
ト
を
巧
み
に
日
本
化
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
商
生
が
湖
心
寺
に
入
る
と
、
符
女
の
枢
を
あ
る
。
そ
れ
 
 

が
こ
の
場
面
で
は
「
古
い
粂
」
と
「
屏
風
」
の
へ
だ
て
の
装
置
と
な
っ
て
い
る
。
喬
生
は
枢
の
中
の
週
休
を
見
て
恐
れ
て
逃
げ
出
そ
う
と
す
る
 
 

の
だ
が
、
枢
の
中
に
引
き
込
ま
れ
て
し
事
つ
。
こ
の
場
面
で
も
死
霊
と
な
っ
た
磯
良
は
生
前
と
は
ま
っ
た
く
異
形
と
な
っ
た
怪
奇
の
醜
悪
さ
で
 
 

止
太
郎
を
手
招
き
し
驚
き
死
な
せ
る
。
 
 
 

磯
良
が
正
太
郎
に
言
い
か
け
る
「
め
づ
ら
し
く
も
あ
ひ
見
奉
る
も
の
か
な
。
つ
ら
き
報
ひ
の
程
し
ら
せ
ま
ゐ
ら
せ
ん
」
と
は
「
妾
君
ヲ
恨
ム
 
 

ル
コ
ト
深
シ
 
今
幸
二
見
ル
コ
ト
ラ
得
タ
リ
 
豊
二
能
ク
相
拾
テ
ン
ヤ
」
と
言
わ
れ
る
恨
み
言
に
対
応
す
る
。
符
女
が
「
恨
ム
」
と
い
っ
て
も
 
 

決
し
て
怨
念
の
こ
も
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
「
愛
恨
」
と
も
い
う
べ
き
感
情
表
現
で
あ
っ
て
、
相
手
に
な
つ
か
し
さ
を
こ
め
た
物
言
い
で
あ
っ
 
 

た
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
「
愛
恨
」
の
惜
は
秋
成
が
『
雨
月
物
語
』
の
他
の
物
語
「
浅
茅
が
宿
」
で
亡
霊
と
な
っ
て
夫
に
再
会
す
る
 
 

宮
木
に
「
今
は
長
き
恨
み
も
は
れ
ば
れ
と
な
り
ぬ
る
串
の
増
し
く
侍
り
 
連
を
待
つ
間
に
恋
ひ
死
な
ん
は
人
し
ら
ぬ
恨
み
な
る
べ
し
」
と
、
宮
 
 

木
に
い
わ
せ
る
そ
の
心
情
に
類
似
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
磯
良
の
そ
れ
は
「
さ
き
に
女
の
命
を
う
ば
ひ
恨
み
猶
尺
、
ず
」
と
表
現
さ
れ
、
ま
た
 
 

「
或
は
霹
靂
を
賓
ふ
て
怨
を
報
ふ
」
と
い
っ
て
、
そ
こ
に
は
愛
惜
の
か
け
ら
も
見
せ
な
い
憎
悪
と
結
び
つ
い
た
恨
み
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
 
 

う
し
て
「
吉
備
津
の
釜
」
は
プ
ロ
ッ
ト
の
上
で
は
「
牡
丹
灯
記
」
に
対
応
し
て
は
い
て
も
、
そ
の
怪
沓
の
内
容
は
「
牡
丹
灯
記
」
で
も
「
牡
丹
 
 

灯
籠
」
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
「
我
を
指
し
た
」
そ
の
肯
く
痩
せ
細
っ
た
指
先
に
、
言
い
知
れ
な
い
戦
慄
を
、
正
太
郎
な
ら
 
∵
り
∵
 
 

ぬ
読
者
ま
で
が
覚
え
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
も
は
や
救
い
難
い
「
怨
念
」
の
所
為
な
れ
ば
こ
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
 
 

る
太
刀
川
氏
の
論
は
あ
て
は
ま
る
と
思
う
。
 
 
 

そ
れ
で
は
、
ど
う
し
て
秋
成
は
「
吉
備
津
の
釜
」
で
怨
霊
で
あ
る
磯
良
を
登
場
さ
せ
た
の
か
、
そ
の
意
味
を
ま
と
め
て
み
た
い
。
ま
ず
生
前
 
 

の
磯
良
の
造
形
を
み
る
と
 
「
吉
備
津
の
神
主
杏
央
造
酒
が
女
子
は
、
う
ま
れ
だ
ち
秀
厳
に
て
父
母
に
も
よ
く
仕
へ
、
か
つ
歌
を
よ
み
琴
に
工
 
 

み
な
り
」
と
ま
で
い
わ
れ
る
ほ
ど
孝
発
と
教
養
に
厚
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
香
央
の
女
子
磯
良
か
し
こ
に
往
て
よ
り
、
つ
と
に
超
、
お
そ
く
 
 

臥
て
、
常
に
輿
姑
の
傍
を
去
ら
ず
、
夫
が
性
を
は
か
り
て
、
心
を
尺
、
し
て
仕
へ
」
た
の
で
あ
る
。
正
太
郎
を
迎
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
苦
 
 

痛
に
思
い
な
が
ら
も
、
大
の
嘘
を
信
じ
、
欺
か
れ
な
が
ら
も
、
袖
の
面
倒
を
見
る
な
ど
外
面
と
内
面
に
女
人
の
美
徳
を
た
た
え
た
女
と
し
て
登
 
 

場
す
る
。
 
 
 

し
か
し
、
夫
正
太
郎
の
不
実
は
つ
の
る
ば
か
り
で
「
か
く
ま
で
た
ば
か
ら
れ
し
ば
、
今
は
ひ
た
す
ら
に
う
ら
み
な
げ
き
て
、
遂
に
重
き
病
に
 
 

臥
に
け
り
」
と
あ
る
と
き
、
抑
え
に
抑
え
て
い
た
情
念
が
出
さ
れ
、
夫
に
対
す
る
恨
み
ゆ
え
に
体
調
ま
で
朋
し
て
し
ま
う
。
結
局
、
最
後
ま
で
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信
じ
た
夫
の
裏
切
り
に
よ
っ
て
、
病
で
死
に
、
作
品
の
後
半
で
は
怨
霊
と
し
て
自
分
の
夫
に
血
な
ま
ぐ
さ
い
復
懲
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
美
徳
 
 

ゆ
え
に
内
面
の
情
念
を
抑
圧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
磯
良
は
、
死
後
に
抑
圧
さ
れ
て
い
た
情
念
を
解
放
し
た
。
そ
れ
は
激
し
い
憎
悪
と
し
 
 

て
で
あ
る
ロ
そ
こ
に
秋
成
は
女
人
に
お
け
る
（
人
間
の
業
）
を
見
つ
め
た
の
で
あ
る
。
磯
良
に
設
定
さ
れ
た
状
況
は
、
爵
心
を
つ
く
せ
ば
つ
く
 
 

す
ほ
ど
踏
み
に
じ
ら
れ
る
苛
酷
な
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

秋
成
は
こ
の
世
で
女
人
に
お
け
る
（
人
間
の
菜
）
が
発
露
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
思
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
女
人
に
（
人
 
 

間
の
業
）
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ど
こ
か
で
爆
発
す
る
、
そ
の
物
語
的
説
明
が
こ
の
場
面
だ
っ
た
。
極
度
の
怪
奇
的
雰
囲
気
を
も
た
 
 

ら
す
よ
う
に
描
き
、
当
時
の
読
者
た
ち
に
作
家
が
伝
え
よ
う
と
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
最
も
、
強
烈
で
放
果
的
に
提
示
し
た
と
思
わ
れ
る
。
緊
張
 
 

感
を
通
し
て
 
『
雨
月
物
語
』
 
の
他
の
作
品
に
登
場
す
る
い
か
な
る
怪
奇
よ
り
も
、
次
の
よ
う
に
 
 

と
も
し
火
を
か
か
げ
て
こ
こ
か
し
こ
を
見
め
ぐ
る
に
明
け
た
る
戸
腑
の
壁
に
な
ま
な
ま
し
き
血
液
ぎ
流
て
地
に
つ
た
ふ
。
さ
れ
ど
屍
も
骨
 
 
 

も
見
え
ず
。
月
あ
か
り
に
見
れ
ば
軒
の
端
に
も
の
あ
り
。
と
も
し
火
を
搾
げ
て
照
ら
し
見
る
に
男
の
登
の
撃
ば
か
り
か
か
り
て
外
に
は
霹
 
 
 

ば
か
り
の
も
の
も
な
し
。
浅
ま
し
く
も
お
そ
ろ
し
さ
は
筆
に
つ
く
す
べ
う
も
あ
ら
ず
な
ん
u
 
（
三
瓦
五
貫
）
 
 

こ
の
場
面
が
血
な
ま
ぐ
さ
い
怪
奇
性
を
増
せ
ば
増
す
ほ
ど
磯
良
の
（
人
間
の
発
）
激
し
さ
・
深
さ
が
訴
え
か
け
ら
れ
る
。
 
 

「
吉
備
津
の
釜
」
の
展
開
は
、
ま
る
で
復
懇
談
に
中
心
が
あ
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
焦
点
は
男
女
の
餐
慾
の
姿
と
、
そ
の
結
果
を
描
く
の
 
 

に
焦
点
が
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
怪
奇
は
因
果
応
報
的
な
主
題
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
磯
良
の
 
（
人
間
の
菜
）
の
発
濱
の
た
 
 

め
の
手
段
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
そ
ん
な
磯
良
を
、
な
ぜ
死
な
せ
、
そ
し
て
怨
惑
と
し
て
登
場
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
そ
こ
に
こ
 
 

の
作
品
を
怪
奇
文
学
と
し
て
仕
立
て
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
が
あ
ろ
う
∵
怪
奇
文
学
の
概
念
は
と
も
か
く
、
近
世
に
あ
っ
て
磯
良
の
よ
う
な
 
 

女
性
は
作
品
と
地
続
き
の
現
実
空
間
に
生
き
る
女
性
と
し
て
は
（
人
間
の
莱
〉
は
抑
圧
さ
せ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
 
 

現
実
空
間
か
ら
断
絶
し
た
異
空
間
に
入
り
込
む
と
同
時
に
、
そ
の
∧
人
間
の
菜
）
は
怪
奇
な
形
で
登
場
さ
せ
る
し
か
な
か
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
 
 

う
。
こ
う
し
た
意
味
か
ら
、
「
吉
備
津
の
釜
」
の
主
題
は
、
ま
さ
に
怪
奇
の
構
造
と
密
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
 
 
 

こ
こ
で
ま
た
物
語
の
崩
立
を
た
ど
る
と
、
「
や
が
て
正
太
郎
が
気
が
つ
い
て
み
る
と
、
女
の
屋
敷
と
思
っ
た
の
は
荒
野
の
三
昧
堂
で
、
そ
こ
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に
は
黒
ず
ん
だ
仏
像
が
立
っ
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
。
正
太
郎
が
車
の
次
第
を
彦
六
に
話
す
。
そ
れ
で
、
彦
六
は
刀
里
の
陰
陽
師
を
紹
介
す
る
。
 
 

こ
う
し
て
正
太
郎
に
は
釆
符
が
授
け
ら
れ
て
、
物
忌
み
に
籠
も
る
こ
と
に
な
る
。
「
牡
丹
灯
記
」
か
ら
す
る
と
、
彦
六
は
隣
翁
で
、
陰
陽
師
は
 
 

塊
法
師
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

物
語
の
展
開
は
プ
レ
テ
ク
ス
ト
と
変
わ
ら
な
い
が
、
た
だ
ひ
と
つ
秋
成
は
「
さ
き
に
女
の
命
を
う
ば
ひ
、
怨
み
猶
つ
き
ず
 
足
下
の
命
も
旦
 
 

夕
に
せ
ま
る
 
此
の
鬼
、
世
を
去
り
ぬ
る
は
七
日
さ
き
な
れ
ば
」
と
袖
の
死
が
実
は
磯
良
の
生
霊
の
な
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
怨
念
 
 

【
川
）
 
 

が
正
太
郎
に
む
け
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
」
磯
良
が
自
己
の
（
人
間
の
業
）
を
党
務
さ
せ
る
相
手
が
正
太
郎
で
あ
る
以
 
 

上
、
日
本
の
物
語
伝
統
の
プ
ロ
ッ
ト
で
は
な
く
、
ど
う
し
て
も
中
国
の
怪
奇
小
説
を
ふ
亭
え
ぎ
る
を
え
な
か
っ
た
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
と
い
え
 
 

よ
う
。
 
 

四
、
日
本
の
物
語
伝
統
と
秋
成
 
 

秋
成
は
享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
、
享
保
の
改
革
が
不
完
全
な
成
果
を
お
さ
め
て
終
わ
る
頃
、
大
阪
で
生
ま
れ
た
。
政
治
の
中
心
が
江
戸
 
 

に
移
り
、
徳
川
幕
府
の
財
政
が
緊
迫
す
る
と
と
も
に
、
緊
縮
政
策
は
事
保
の
改
革
を
は
じ
め
と
し
て
、
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

幕
府
存
立
の
基
礎
が
危
う
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
取
り
締
ま
り
は
厳
し
く
な
り
、
庶
民
は
不
安
に
包
ま
れ
な
が
ら
、
人
間
性
の
抑
圧
を
感
じ
る
 
 

■
〓
一
 
よ
う
に
な
っ
た
。
秋
成
の
『
雨
月
物
語
』
が
時
代
を
は
る
か
昔
に
と
り
、
し
か
も
現
実
空
間
よ
り
異
世
界
に
題
材
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
 
 

同
時
代
の
庶
民
の
生
活
、
人
間
性
の
抑
圧
と
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
「
吉
備
津
の
釜
」
も
そ
の
一
態
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
が
磯
良
 
 

の
 
（
人
間
の
菜
）
が
異
界
で
し
か
解
放
さ
れ
な
い
プ
ロ
ッ
ト
の
背
景
で
あ
る
。
 
 
 

秋
成
の
目
的
は
、
時
代
の
為
政
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
る
こ
と
で
、
歪
ま
ぎ
る
を
え
な
い
人
間
性
を
（
人
間
の
業
）
と
捉
え
、
そ
の
発
現
の
す
 
 

〈
l
ご
）
 
さ
ま
じ
さ
を
昔
の
時
代
に
お
け
る
怪
奇
の
物
語
に
題
材
を
と
っ
て
描
こ
う
と
し
て
き
た
。
通
説
は
ノ
ー
マ
ル
な
（
人
間
性
）
と
し
て
秋
成
文
学
 
 

を
読
も
う
と
す
る
が
、
本
稿
は
む
し
ろ
人
間
性
の
深
層
に
ひ
そ
む
（
業
）
の
う
ご
め
き
に
秋
成
の
眼
が
注
が
れ
て
い
る
と
認
識
す
る
。
「
吉
備
 
 

津
の
釜
」
は
、
読
者
に
恐
怖
を
お
ぼ
え
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
恐
怖
が
（
人
間
の
菜
）
の
抑
圧
が
い
か
に
醜
悪
な
姿
を
も
た
ら
す
の
か
を
、
秋
成
 
 

は
見
つ
め
る
。
そ
の
た
め
に
、
怪
奇
の
構
造
を
借
り
て
、
当
時
の
社
会
（
世
界
）
に
は
と
て
も
存
在
し
な
い
、
つ
ま
り
抑
圧
さ
れ
た
（
人
間
の
 
 

業
）
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
意
図
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
主
題
と
の
か
か
わ
り
か
ら
す
る
と
、
秋
成
が
な
ぜ
怪
奇
の
構
造
に
こ
だ
わ
っ
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た
の
か
は
、
抑
圧
さ
れ
て
歪
ん
だ
当
時
の
人
間
性
と
い
う
現
実
へ
の
鋭
い
洞
察
（
批
判
）
 
が
も
た
ら
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

そ
の
背
景
に
は
秋
成
自
身
の
個
人
的
な
事
情
が
あ
る
。
私
生
児
と
し
て
生
ま
れ
た
と
い
う
出
生
、
二
つ
の
指
が
不
具
だ
っ
た
と
い
う
身
体
的
 
 

な
欠
陥
、
そ
し
て
養
子
で
過
ご
し
た
幼
少
年
期
の
不
遇
と
い
っ
た
特
殊
な
環
境
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 
 

こ
の
見
解
に
は
う
な
ず
け
る
も
の
が
あ
る
。
た
ん
に
政
治
的
社
会
的
条
件
ば
か
り
で
な
く
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
歪
ま
ぎ
る
を
え
な
か
っ
た
 
 

自
己
の
人
間
性
へ
の
洞
察
が
、
抑
圧
に
よ
る
歪
み
の
深
層
に
完
璧
で
美
し
い
も
の
を
見
つ
め
よ
う
と
し
た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
 
 
 

作
中
世
界
の
怪
奇
あ
る
い
は
幻
想
の
存
在
は
、
そ
れ
自
体
に
目
的
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
非
日
常
的
存
在
を
通
じ
て
、
抑
圧
さ
れ
 
 

て
歪
ん
だ
人
間
性
、
ま
た
は
こ
の
世
に
は
存
在
し
な
い
人
間
性
を
表
し
、
人
生
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
か
、
そ
の
轟
実
を
追
い
求
め
 
 

よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
も
、
『
雨
月
物
語
』
の
非
現
嚢
世
界
の
中
の
性
合
は
、
物
語
文
学
の
伝
統
構
造
を
ふ
ま
え
る
こ
と
で
、
現
実
 
 

社
会
と
地
続
き
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
非
現
実
的
な
萱
喝
人
物
が
、
現
実
の
人
間
の
さ
ま
ぎ
ま
な
理
念
の
表
現
と
し
て
物
語
が
展
開
さ
れ
 
 

ー
〓
－
 
 

る
よ
う
に
な
る
。
 
 
 

近
世
の
上
田
秋
成
の
時
代
の
表
現
／
享
受
の
機
構
に
（
語
り
の
喝
）
が
生
き
て
い
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
酋
物
の
出
版
状
況
が
大
い
 
 

に
関
係
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
秋
成
の
作
品
は
表
現
／
寧
受
は
個
人
の
黙
読
で
お
こ
な
わ
れ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
物
語
に
本
 
 

来
求
め
ら
れ
る
（
語
り
の
喝
）
と
い
う
概
念
は
も
は
や
成
立
し
な
い
い
む
し
ろ
そ
の
形
式
性
が
物
語
空
間
を
読
者
の
現
実
空
間
と
連
続
さ
せ
て
 
 

い
る
。
上
田
秋
成
の
物
語
文
学
と
い
え
ど
も
、
（
語
り
の
均
）
 
の
現
嚢
性
か
ら
出
発
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
現
実
性
か
ら
ど
れ
く
ら
 
 

い
飛
躍
が
あ
る
の
か
は
、
読
者
 
（
聞
き
手
）
 
が
計
測
で
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

物
語
文
学
と
い
う
も
の
が
こ
の
よ
う
に
語
り
の
均
と
い
う
虚
構
化
さ
れ
た
現
実
性
と
不
可
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
『
雨
月
 
 

物
語
』
も
過
去
に
あ
っ
た
事
実
を
適
し
て
読
者
（
聞
き
手
）
 
の
現
実
を
ゆ
さ
ぶ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
作
品
が
単
な
る
怪
奇
と
 
 

し
て
、
読
者
（
聞
き
手
）
 
の
恐
怖
心
を
ゆ
さ
ぶ
る
も
の
で
あ
る
以
上
に
、
幻
想
の
異
空
間
を
創
造
し
、
そ
こ
に
現
実
で
は
得
ら
れ
な
い
美
あ
る
 
 

い
は
理
想
を
求
め
る
と
き
、
作
品
と
読
者
（
聞
き
手
）
 
が
共
有
す
る
（
語
り
域
）
を
介
す
る
こ
と
で
、
そ
の
怪
奇
（
非
現
賓
）
 
の
美
あ
る
い
は
 
 

理
想
は
現
実
へ
と
接
続
し
て
い
く
。
そ
こ
に
こ
そ
語
り
手
の
意
図
も
と
ら
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

た
し
か
に
、
物
語
と
い
う
も
の
は
語
り
手
が
か
つ
て
別
の
人
か
ら
聞
い
た
事
実
を
今
の
読
者
（
聞
き
手
）
 
に
向
か
っ
て
語
る
形
式
が
再
生
産
 
 

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
こ
で
は
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
読
者
 
（
聞
き
手
）
 
の
現
実
と
地
続
き
の
事
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
 
 

が
物
語
に
と
っ
て
は
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
過
去
に
起
こ
っ
た
ど
ん
な
に
珍
し
い
出
来
事
で
も
、
現
在
の
 
（
語
り
の
場
）
の
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、
‖
－
 
 

周
囲
に
広
が
る
現
実
の
空
間
に
も
起
こ
り
得
る
と
い
う
こ
と
が
物
語
の
約
束
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
物
語
文
学
の
伝
統
と
み
な
す
わ
け
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
秋
成
の
作
品
が
物
語
文
学
の
伝
統
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
つ
ま
り
伝
統
へ
の
こ
だ
わ
り
に
よ
っ
て
 
『
雨
月
 
 

物
語
』
も
や
は
り
亡
霊
 
（
幽
霊
）
 
が
う
ご
め
く
怪
奇
の
空
間
が
出
現
す
る
た
め
に
は
現
実
の
日
常
空
間
と
地
続
き
の
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ね
ば
な
 
 

ら
な
い
と
い
う
建
前
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
雨
月
物
語
』
 
の
創
造
さ
れ
た
時
空
間
は
語
り
手
と
読
者
 
（
聞
き
手
）
 
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
 
 

る
（
語
り
の
場
）
と
連
続
す
る
と
い
う
構
造
を
と
る
こ
と
か
ら
、
作
品
内
部
の
現
実
の
中
に
怪
奇
の
異
空
間
が
ど
の
よ
う
に
表
出
さ
れ
る
の
か
、
 
 

怪
奇
は
い
か
な
る
形
を
と
っ
て
人
間
が
生
き
て
、
そ
し
て
働
い
て
い
る
現
実
の
空
間
に
出
現
し
て
 
『
雨
月
物
語
』
を
怪
奇
物
語
に
仕
立
て
て
い
 
 

る
の
か
、
そ
の
時
空
間
の
仕
掛
け
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
よ
う
。
 

前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
正
太
郎
と
磯
良
の
物
語
で
あ
る
が
、
こ
の
主
題
を
達
成
す
る
た
め
の
プ
ロ
ッ
ト
と
し
て
現
実
に
生
き
て
い
 
 

た
存
在
で
あ
っ
た
磯
良
が
、
正
太
郎
が
袖
と
い
う
遊
女
と
駆
け
落
ち
し
て
い
る
間
に
死
ん
で
、
夫
で
あ
る
正
太
郎
を
懲
ら
し
め
る
霊
魂
と
し
て
 
 

登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
正
太
郎
と
磯
良
と
の
接
点
を
再
び
作
る
た
め
に
は
、
正
太
郎
が
異
空
間
へ
と
入
り
込
む
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
が
 
 

必
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
ま
ず
「
吉
備
津
の
釜
」
に
設
定
さ
れ
て
い
る
空
間
に
つ
い
て
確
か
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
「
吉
備
津
の
釜
」
 
 

で
は
物
語
空
間
と
し
て
二
つ
の
空
間
が
設
定
さ
れ
て
い
る
ひ
一
つ
は
正
太
郎
が
凄
で
あ
る
磯
良
を
捨
て
て
家
か
ら
駆
け
落
ち
す
る
ま
で
の
空
間
 
 

で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
あ
と
に
残
さ
れ
た
磯
良
が
死
ん
で
怨
霊
と
な
っ
て
う
ご
め
く
空
間
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
一
見
す
る
と
、
た
ん
に
地
理
 
 

を
異
に
す
る
だ
け
の
、
二
つ
の
現
実
空
間
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
、
空
間
を
と
ら
え
る
視
線
と
の
関
係
に
注
意
を
お
く
と
、
巽
な
っ
た
空
間
の
位
相
が
現
れ
て
く
る
。
こ
の
作
品
は
、
主
人
公
と
も
 
 

い
う
べ
き
正
太
郎
の
視
線
を
適
し
て
物
語
の
筋
立
が
成
立
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
空
間
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
彼
が
存
在
し
、
活
 
 

躍
す
る
空
間
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
人
間
が
う
ご
め
く
現
実
空
間
で
あ
る
。
 
 
 

そ
れ
で
は
次
に
、
死
ん
だ
磯
良
の
霊
魂
が
出
て
く
る
異
空
間
に
正
太
郎
が
入
り
込
む
際
に
仕
組
ま
れ
た
物
語
文
学
の
伝
統
の
仕
掛
け
に
つ
い
 
 

て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
 
 
 

怪
奇
物
語
で
あ
る
「
吉
備
津
の
釜
」
 
で
正
太
郎
が
異
質
の
空
間
へ
入
っ
て
い
く
背
景
の
叙
述
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
 
 

二
丁
あ
ま
り
を
来
て
ほ
そ
き
径
あ
り
。
こ
こ
よ
り
も
ー
丁
ば
か
り
を
あ
ゆ
み
て
、
を
ぐ
ら
き
杯
の
裏
に
ち
ひ
さ
き
草
屋
あ
り
。
竹
の
扉
の
 
 

わ
び
し
き
に
、
七
日
あ
ま
り
の
月
の
あ
か
く
さ
し
入
り
て
、
ほ
ど
き
庭
の
発
た
る
さ
へ
見
ゆ
。
ほ
そ
き
燈
火
の
光
窓
の
紙
を
も
り
て
う
ら
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さ
び
し
。
「
こ
こ
に
待
た
せ
給
へ
」
と
て
内
に
入
り
ぬ
。
苔
む
し
た
る
古
井
の
も
と
に
立
ち
て
見
入
る
に
、
唐
紙
す
こ
し
明
け
た
る
間
よ
 
 

り
、
火
影
吹
き
あ
ふ
ち
て
、
黒
仰
の
き
ら
め
き
た
る
も
ゆ
か
し
く
覚
ゆ
【
。
（
三
五
∩
加
～
三
五
二
番
霊
 
 

時
う
つ
り
て
生
山
づ
。
眼
を
ほ
そ
く
ひ
ら
き
見
る
に
、
家
と
兄
し
は
も
と
あ
り
し
龍
野
の
三
味
健
に
て
、
異
き
仏
の
み
ぞ
立
た
せ
ま
し
ま
 
 

す
。
（
三
五
二
貫
）
 
 

松
ふ
く
風
物
を
た
ふ
す
が
こ
と
く
、
雨
さ
え
ふ
り
て
常
な
ら
ぬ
夜
の
さ
ま
に
、
壁
を
隔
て
声
を
か
け
あ
ひ
、
既
に
四
更
に
い
た
る
．
‥
〆
 
（
三
 
 

五
四
貫
）
 
 

こ
は
正
太
郎
が
身
の
う
へ
に
こ
そ
と
、
斧
引
擢
て
大
路
に
出
づ
れ
ば
、
明
け
た
る
と
い
ひ
し
接
は
い
ま
だ
く
ら
く
、
月
は
中
空
な
が
ら
影
 
 

腕
々
と
し
て
、
風
冷
や
か
に
、
さ
て
正
太
郎
が
戸
は
明
け
は
な
し
て
粍
の
人
は
見
え
ず
・
（
三
太
五
真
）
 
 

「
吉
備
津
の
釜
」
は
こ
の
よ
う
な
物
語
文
学
の
伝
統
を
ふ
ま
え
て
 
「
龍
野
の
一
二
味
覚
」
 
「
円
」
と
の
間
に
「
接
」
と
「
雨
」
と
い
う
表
象
を
 
 

配
置
し
た
の
で
あ
る
り
 
そ
れ
に
よ
っ
て
二
つ
の
空
間
は
互
い
に
異
贋
な
も
の
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
掛
け
に
よ
っ
て
正
太
郎
が
そ
の
ま
ま
巽
 
 

空
間
で
あ
る
霊
魂
の
棲
む
土
地
へ
と
入
り
込
む
こ
と
だ
と
解
釈
さ
わ
る
こ
と
に
な
る
い
 
も
ち
ろ
ん
そ
の
解
釈
と
は
繭
濱
の
そ
れ
で
、
作
者
と
詭
 
 

宵
は
物
語
文
学
の
伝
統
を
共
有
す
る
こ
と
で
 
「
吉
備
津
の
怒
」
 
の
物
語
の
時
空
間
の
差
異
が
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
〝
－
 
 
 

こ
う
し
て
異
空
間
へ
入
っ
た
正
太
郎
は
磯
良
と
再
会
す
る
こ
と
に
な
る
＝
思
い
も
よ
ら
ず
に
磯
良
と
再
会
し
た
の
で
あ
っ
た
じ
 
こ
れ
ま
で
の
 
 

仕
掛
け
を
適
し
て
怪
奇
の
存
在
と
な
っ
た
磯
良
の
姿
は
や
渕
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
磯
良
の
死
を
予
想
し
て
い
た
の
は
正
太
郎
ば
 
 

か
り
で
な
く
、
読
者
に
と
っ
て
も
日
を
疑
わ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
い
 
し
か
し
、
読
者
は
こ
れ
が
怪
奇
物
語
の
興
型
的
な
手
法
で
あ
る
こ
と
に
気
 
 

付
く
の
に
は
時
間
は
か
か
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

秋
成
が
物
語
文
学
の
伝
統
を
ふ
ま
え
る
と
い
う
こ
と
は
読
者
の
 
（
知
）
 
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
を
作
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
う
か
が
 
 

わ
せ
る
。
こ
こ
で
も
そ
の
よ
う
な
伝
統
に
の
っ
と
っ
て
、
磯
良
が
霊
魂
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
仕
掛
け
を
施
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
ま
で
、
「
吉
備
津
の
釜
」
 
に
仕
掛
け
ら
れ
た
異
空
間
の
設
定
を
、
日
本
の
物
語
文
学
の
伝
統
と
い
う
側
面
か
ら
考
察
し
て
み
た
。
そ
こ
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で
、
現
実
空
間
か
ら
異
空
間
へ
入
る
た
め
に
は
、
い
く
つ
か
の
仕
掛
け
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
伝
統
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
れ
 
 

で
は
、
秋
成
は
ど
う
し
て
「
吉
備
津
の
釜
」
に
わ
ぎ
わ
ぎ
異
世
界
を
設
定
し
、
磯
良
を
死
な
せ
て
霊
魂
の
姿
で
正
太
郎
に
再
会
さ
せ
ね
ば
な
ら
 
 

な
か
っ
た
の
か
。
そ
こ
に
主
題
と
の
関
係
が
大
い
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
 
 

五
、
む
す
び
 
 

本
稿
で
は
、
物
語
文
学
の
伝
統
を
う
け
た
「
吉
備
津
の
釜
」
の
典
拠
と
そ
の
構
造
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
み
た
。
ま
ず
「
吉
備
津
の
釜
」
 
 

と
「
牡
丹
灯
記
」
の
構
造
分
析
を
と
お
し
て
、
「
牡
丹
灯
記
」
か
ら
影
響
を
う
け
た
「
吉
備
津
の
釜
」
の
典
拠
が
な
さ
れ
て
き
た
経
緯
と
そ
の
 
 

過
程
を
い
ろ
ん
な
諸
研
究
者
か
ら
の
研
究
を
も
と
に
確
認
し
、
物
語
文
学
と
典
拠
上
の
問
題
と
限
界
を
認
識
し
て
み
た
。
そ
し
て
、
そ
の
怪
奇
 
 

構
造
に
関
し
て
空
間
の
概
念
を
い
れ
、
そ
の
特
質
を
確
認
し
て
み
た
∵
怪
奇
物
語
で
あ
る
「
吉
備
津
の
釜
」
の
二
つ
の
空
間
は
等
質
的
で
あ
る
 
 

よ
う
に
み
え
て
 
（
た
ん
に
距
離
的
に
離
れ
た
空
間
の
よ
う
に
み
え
る
）
、
実
は
位
相
を
異
に
す
る
空
間
だ
っ
た
。
秋
成
は
登
場
人
物
を
こ
の
よ
 
 

う
な
現
実
空
間
か
ら
異
空
間
へ
入
り
込
ま
せ
る
た
め
に
さ
ま
ぎ
ま
な
物
語
文
学
の
伝
統
に
よ
る
仕
掛
け
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
こ
と
を
わ
か
る
よ
 
 

（
1
n
〕
 
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
四
節
の
と
こ
ろ
の
物
語
文
学
の
伝
統
に
関
し
て
は
ま
だ
研
究
中
で
あ
っ
て
充
分
な
形
で
説
明
さ
れ
て
い
る
と
は
思
 
 

わ
な
い
。
今
後
、
こ
れ
を
課
題
と
し
て
、
足
り
な
い
論
を
補
い
た
い
と
思
う
。
 
 

【
注
】
 
 
 

本
稿
に
引
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
中
村
幸
彦
、
高
田
衛
、
中
村
博
保
覇
綱
目
本
古
典
文
学
全
喚
七
八
 
薬
草
紙
 
西
山
物
語
 
雨
月
物
語
 
春
雨
物
語
広
〔
小
学
藤
「
 
 

九
九
五
年
）
 
に
よ
る
。
 
 

T
ユ
浅
野
三
平
『
上
田
秋
成
の
研
究
』
 
（
桜
楓
社
、
昭
和
六
一
年
）
 
二
九
五
～
二
九
六
白
ま
と
め
。
 
 
 

（
2
）
桟
野
三
平
、
前
掲
番
、
二
九
七
貫
ま
と
め
。
 
 

（
3
）
浅
野
三
平
、
前
掲
酋
、
二
九
八
東
ま
と
め
。
 
 
 

（
4
）
森
田
音
郎
『
上
田
秋
成
の
研
究
』
 
（
笠
間
叢
讃
、
昭
和
五
四
年
）
 
山
二
三
～
山
二
嵐
貫
。
こ
こ
か
ら
あ
ら
す
じ
を
引
用
し
た
。
 
 
 

（
5
）
森
田
蕃
郎
、
前
掲
酋
、
小
二
五
～
一
二
六
頁
引
用
。
 
 
 

（
6
）
森
田
啓
郎
、
前
掲
酋
、
二
一
六
頁
引
用
。
 
 

112   



156  

（
7
）
 
 

（
8
）
 
 

（
9
）
 
 

（
川
）
 
 

（
‖
）
 
 

（
1
2
）
 
 

（
〓
）
 
 

へ
〓
）
 
 

（
1
5
）
 
 

朴
勲
永
「
「
浅
茅
が
宿
」
の
怪
奇
の
構
造
と
主
題
」
 
（
文
学
研
究
論
塊
、
第
∴
二
埠
、
筑
波
大
学
比
較
・
理
論
史
学
会
】
二
↓
∵
‥
l
～
二
 
三
貝
 
 

朴
酎
永
、
前
掲
避
、
↓
二
六
～
二
十
八
買
春
叩
州
 
 

朴
麒
永
、
前
掲
潜
、
」
∵
、
∴
・
一
～
∴
‥
四
頁
参
照
 
 
 

中
村
博
保
 
 

太
刀
川
滴
 
 

て
み
た
）
。
 
 

太
刀
川
滴
、
 
 

太
刀
川
酒
、
 
 

中
村
車
座
、
 
 

大
輪
硝
宏
 
 

『
上
田
秋
成
の
研
究
』
 
完
り
か
ん
社
、
平
成
十
↓
隼
）
一
五
∴
員
参
照
・
引
用
n
 
 

『
牡
丹
灯
紀
の
系
譜
』
 
（
勉
誠
社
、
平
成
十
年
）
 
七
七
～
八
十
員
（
彼
の
論
の
流
れ
を
取
っ
て
、
そ
れ
を
も
と
に
そ
の
ま
ま
引
用
・
整
理
し
、
再
解
釈
し
 
 

前
掲
酋
、
八
十
～
八
四
貫
（
彼
の
論
の
流
れ
を
取
っ
て
、
そ
か
を
も
と
に
そ
の
ま
ま
引
用
・
整
理
し
、
再
解
釈
し
て
み
た
「
 
 

前
掲
裔
、
八
四
責
参
照
・
引
用
。
 
 

高
田
衛
、
中
村
博
保
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
魔
王
八
 
基
準
紙
 
西
山
物
語
 
雨
H
物
語
 
春
雨
物
語
』
 
（
小
学
館
、
一
九
九
丘
年
）
 
五
七
八
頁
 
 

『
上
田
秋
成
文
学
の
研
究
』
 
（
笠
間
番
お
、
昭
和
丘
．
牛
）
 
 
．
托
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