
十
五

巻
三
の
第
四
十
五
「
初
茸
狩

は
つ
た
け
か
り

は
恋
草
こ
ひ
く
さ

の
種た
ね

」
の
叙
述
は
、
本
作
品
の
他
の

多
く
の
篇
と
共
通
し
て
悠
然
と
開
始
さ
れ
る
。

作
州
さ
く
し
う

津つ

山や
ま

の
古ふ
る

き
城
じ
や
う
下か

に
沼
菅
藏
人

ぬ
ま
す
げ
く
ら
ん
ど

子し

息そ
く

半は
ん

之の

丞ぜ
う

美び

少せ
う

な
ら
び
な
く
。

冒
頭
ま
ず
主
人
公
な
り
主
要
人
物
な
り
の
紹
介
か
ら
始
め
る
の
は
三
十
二

話
の
う
ち
い
く
ら
も
あ
る
が
、
こ
の
冒
頭
部
は
い
さ
さ
か
平
凡
で
あ
る
。
例

え
ば
巻
五
の
第
二
に
比
べ
て
見
れ
ば
そ
う
言
え
る
。「
古ふ
る

き
城
じ
や
う
下
」
こ
の

「
古
き
」
は
他
の
諸
篇
の
冒
頭
部
に
多
い
「
む
か
し
」
や
「
昔そ
の

日
」
同
様
、
こ

れ
か
ら
語
ら
れ
る
物
語
が
過
去
に
生
起
し
た
こ
と
を
示
す
が
、
同
時
に
「
古ふ
る

き
」
と
「
美び

少せ
う

」
が
軽
く
対
比
さ
れ
、
し
っ
と
り
と
落
着
い
た
城
下
町
に
存

在
す
る
美
少
年
を
印
象
づ
け
る
。

半
之
丞
の
美
少
年
ぶ
り
を
説
く
「
春は
る

は
限か
ぎ

り
み
ち
が
き
櫻
さ
く
ら
を
欺
あ
ざ
む
き
秋あ
き

は
月

の
満み
つ

る
を
闕か
く

る
と
見
た
へ
悩な
づ

ま
ぬ
は
な
し
」
は
一
読
は
な
は
だ
類
型
的
な
凡

句
だ
が
、
何
か
或
る
わ
ざ
と
ら
し
さ
が
あ
り
、
そ
れ
が
貞
享
ご
ろ
の
美
貌
自

慢
の
若
衆
を
描
く
の
に
ふ
さ
わ
し
い
。「
桜
を
欺
あ
ざ
む
き
」
と
か
「
月
の
満み
つ

る
を

闕か
く

る
と
見
」
な
ど
の
誇
張
法

イ
ペ
ル
ボ
ー
ル

、
桜
の
花
の
盛
り
の
短
い
の
を
こ
よ
な
き
長
所

の
よ
う
に
言
う
態
度
な
ど
、
こ
れ
は
美
女
の
描
き
方
と
は
違
う
。
ま
た
こ
の

あ
た
り
「
み
ぢ
か
き
」
と
あ
る
べ
き
所
を
「
み
ち
が
き
」
と
し
、「
見
た
て
」

あ
る
い
は
「
見
る
さ
へ
」
を
「
見
た
へ
」
と
す
る
。
一
見
誤
刻
だ
が
、
こ
の

美
少
年
の
か
ぶ
き
者
的
性
格
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
意
図
さ
れ
た
も
の
か
、

あ
る
い
は
他
に
何
か
一
話
全
体
に
か
か
わ
る
意
味
が
あ
る
の
か
。
後
に
も
う

一
度
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
い
か
に
も
く
せ
の
強
い
言
葉
で
半
之
丞
の
美
貌

を
説
明
し
た
あ
と
、
三
行
ほ
ど
場
所
と
人
々
の
説
明
が
あ
っ
て
か
ら
、
半
之

丞
は
い
わ
ば
思
わ
せ
ぶ
り
た
っ
ぷ
り
に
登
場
す
る
。

此
所
と
こ
ろ
は
海
遠
う
み
と
を

く
久
米
く

め

の
皿
山
さ
ら
や
ま

と
聞
え
し
麓
ふ
も
と
に
初
茸

生

は
つ
た
け
か
ず
を
ひ

て
。
草
分
衣
露

く
さ
わ
け
こ
ろ
も
つ
ゆ

に
そ
ぼ
ち
。
諸し
よ

士し

是こ
れ

に
狩か
り

し
て
勤
つ
と
め
の
暇
い
と
ま
を
慰
な
ぐ
さ
み
折を
り

か
ら
の
つ
れ

く
を

も
な
だ
め
ぬ
。
半
之
丞

は
ん
　
　
ぜ
う

も
け
ふ
は

「
海
遠
く
」
は
そ
の
場
所
に
落
着
い
た
静
か
さ
の
性
格
を
与
え
る
。
波
の

と
ど
ろ
く
音
が
遠
く
聞
こ
え
て
く
る
か
否
か
に
は
関
係
な
い
。
も
っ
と
も
海

か
ら
の
長
い
距
離
は
瞬
間
的
に
感
得
さ
れ
る
。
だ
か
ら
「
海
遠
う
み
と
を

く
久
米
く

め

の

皿
山
さ
ら
や
ま

と
聞
え
し
麓
ふ
も
と
」
は
、「
海
」「
山
」
そ
し
て
「
麓
」
と
巨
視
的
ま
た
鳥
瞰

的
に
地
形
の
映
像
を
読
者
に
感
じ
さ
せ
る
。
そ
し
て
直
後
に
「
初
茸

生

は
つ
た
け
か
ず
を
ひ

て
」

と
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
小
さ
な
も
の
半
ば
隠
さ
れ
た
も
の
に
読
者
の
注
意

を
強
く
引
き
付
け
、「
草
分
衣
露

く
さ
わ
け
こ
ろ
も
つ
ゆ

に
そ
ぼ
ち
」
と
人
の
出
現
を
予
告
し
な
が

ら
も
、
詩
的
性
格
を
保
ち
、
す
が
す
が
し
い
初
秋
の
朝
の
気
分
を
表
現
す
る
。
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久
米
の
皿
山
が
歌
枕
と
い
う
こ
と
も
詩
的
感
覚
の
た
め
に
効
果
的
で
あ
り
、

「
初
茸
」
の
「
初は
つ

」
の
字
も
あ
る
新
鮮
さ
を
生
ん
で
い
る
。「
諸し
よ

士し

是こ
れ

に
狩か
り

し

て
・
・
・
」
と
記
述
が
人
事
に
移
り
、
複
数
の
侍
が
出
て
き
て
世
俗
的
雰
囲

気
が
漂
う
が
、
茸
狩
を
す
る
わ
け
で
も
な
い
半
之
丞
は
そ
れ
と
は
違
う
と
言

う
。

半
之
丞

は
ん
　
　
ぜ
う

も
け
ふ
は
霧
の
絶

き
り
　
　
た
へ

間ま

か
ち
に
尾を

花は
な

吹ふ
く

あ
ら
し
静
し
づ
か
な
る
に
若
黨
纔

わ
か
た
う
わ
つ
か

め
し
つ
れ
潜ひ
そ

然か

に
立
出
編
笠

た
ち
い
で
あ
み
が
さ

を
被か
づ

き
姿
す
が
た
自じ

慢ま
ん

の
色い
ろ

香か

を
ふ
く
み
嶺み
ね

の

紅
葉
も
み
ち

一
枝え
だ

手た

折を
ら

せ

こ
れ
は
一
挙
手
一
投
足
す
べ
て
人
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
動

作
で
あ
り
、
そ
れ
を
完
璧
に
行
っ
て
い
る
と
の
自
信
に
満
ち
て
い
る
。
一
語

一
語
見
て
ゆ
く
。「
霧
の
絶
間
か
ち
に
」
こ
の
「
霧
」
の
語
は
少
し
前
の

「
露
」
と
呼
応
し
、
こ
の
く
だ
り
全
体
に
文
字
通
り
の
み
ず
み
ず
し
さ
を
与

え
て
い
る
。
霧
が
今
朝
は
晴
れ
が
ち
で
あ
る
こ
と
を
言
い
、
次
の
「
尾を

花は
な

吹ふ
く

あ
ら
し
静
し
づ
か
な
る
に
」
と
共
に
天
候
の
説
明
だ
が
、「
半
之
丞
も
け
ふ
は
」
の

語
が
前
に
あ
り
、「
若
黨
纔

わ
か
た
う
わ
つ
か

め
し
つ
れ
」
と
後
も
半
之
丞
の
動
作
だ
か
ら
、

半
之
丞
が
外
出
す
る
に
至
っ
た
事
情
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
「
尾を

花は
な

吹ふ
く

あ
ら
し
静
し
づ
か
な
る
に
」
の
「
あ
ら
し
」
の
語
が
読
者
の
注
意
を
引
く
。
冒
頭
か

ら
静
か
な
初
秋
の
朝
を
ひ
た
す
ら
印
象
づ
け
て
き
た
こ
の
文
中
で
特
に
目
立

つ
。「
あ
ら
し
静
し
づ
か
な
る
に
」
と
嵐
の
存
在
は
す
ぐ
に
否
定
さ
れ
る
が
、
季
節

は
秋
だ
か
ら
間
も
な
く
激
し
い
嵐
に
襲
わ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
の
だ
と
読
者

に
思
わ
せ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
本
篇
は
劇
的
な
事
件
が
不
意
に
起
こ
る
、

そ
れ
を
か
す
か
に
予
徴
し
て
い
る
。
も
し
霧
が
立
ち
こ
め
て
い
た
り
嵐
だ
っ

た
り
し
た
ら
半
之
丞
は
外
出
で
き
な
い
の
か
、
も
ち
論
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。

も
と
も
と
他
人
の
目
は
大
切
だ
か
ら
、
今
日
は
天
気
が
良
い
か
ら
茸
狩
に
出

て
い
る
侍
た
ち
も
多
か
ろ
う
と
期
待
し
た
り
、
霧
が
立
ち
こ
め
て
い
る
よ
り

も
自
分
の
姿
が
人
に
は
っ
き
り
見
え
る
だ
ろ
う
と
計
算
し
た
り
、
と
い
う
よ

う
な
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
よ
り
も
や
は
り
こ
の
天
候
と
こ
の

風
景
を
美
貌
の
お
の
れ
の
背
景
と
し
て
い
か
に
も
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
し
た

か
ら
外
出
し
た
の
だ
。
そ
れ
は
「
若
黨
纔

わ
か
た
う
わ
つ
か
め
し
つ
れ
潜ひ
そ

然か

に
立
出
た
ち
い
で

」
の
動
作
、

特
に
「
纔
わ
つ
か
」
や
「
潜ひ
そ

然か

に
」
の
形
容
語
が
あ
か
ら
さ
ま
に
示
し
て
い
る
。
こ

の
両
語
は
語
り
手
が
半
之
丞
の
姿
を
見
て
形
容
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
半

之
丞
の
方
が
自
分
の
動
作
を
「
纔
わ
つ
か
」「
潜ひ
そ

然か

に
」
と
充
分
な
満
足
感
を
持
ち

な
が
ら
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

編
笠
あ
み
が
さ

を
被か
づ

き
姿
す
が
た
自じ

慢ま
ん

の
色い
ろ

香か

を
ふ
く
み

半
ば
顔
を
隠
す
こ
と
に
よ
っ
て
美
貌
の
効
果
を
高
め
る
と
い
う
動
作
は
、

今
日
で
は
女
性
に
あ
っ
て
も
わ
ざ
と
ら
し
さ
、
不
自
然
さ
ゆ
え
あ
ま
り
ほ
め

ら
れ
た
事
で
は
な
い
が
、
こ
の
時
代
の
か
ぶ
き
者
の
流
れ
を
く
む
流
行
の
先

端
を
ゆ
く
若
者
に
は
、
そ
の
わ
ざ
と
ら
し
さ
不
自
然
さ
が
、
価
値
あ
る
も
の

と
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。「
嶺み
ね

の
紅
葉
も
み
ち

一
枝え
だ

手た

折を
ら

せ
」
も
、
い
か
に
も
美
貌
の

若
衆
に
ぴ
っ
た
り
の
動
作
で
は
あ
る
が
、
自
然
な
行
為
と
見
て
は
な
ら
な
い
。

半
之
丞
の
動
作
行
動
は
現
実
に
今
他
人
の
視
線
が
お
の
れ
に
集
中
し
て
い
る

か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
か
く
あ
る
べ
き
と
自
ら
思
う
通
り
の
動
作
な
の
だ
。

い
わ
ば
人
目
の
全
く
無
い
所
で
も
他
人
の
眼
を
強
く
意
識
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
半
之
丞
の
あ
り
方
は
次
に
登
場
す
る
竹
倉
伴
蔵
と
対
照
的
に
大
き
く
異

な
っ
て
い
る
。

同と
う

家か

中
大
道
孫

ち
う
だ
い
だ
う
ま
ご

之の

進し
ん

に
か
く
ま
は
れ
て
國く
に

の
守か
み

を
望
の
ぞ
み
し
竹
倉
伴
藏

た
け
く
ら
は
ん
ぞ
う

こ
れ

も
茸
狩
た
け
か
り

に
片
山
團

か
た
や
ま
だ
ん

右
衛
門
と
い
ふ
男
を
と
こ
に
さ
そ
は
れ
て
出い
で

し
が

前
よ
り

半は
ん

之の

丞せ
う

を
み
て
恋
沈
こ
ひ
し
づ

み
跡あ
と

を
し
た
ひ
て
同を
な

じ
庵い
ほ

に
た
よ
り
な
が
ら
卒そ
つ

尓じ

に
詞
こ
と
は
を
か
く
べ
き
便
よ
す
が
も
な
く
彳た
ゝ
ず
む

所
に
。
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伴
蔵
の
登
場
も
お
だ
や
か
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
こ
れ
ま
で
の
雰
囲
気
を

こ
わ
す
よ
う
な
働
き
は
何
も
な
い
。
半
之
丞
の
登
場
の
記
述
と
対
照
的
に
、

平
凡
な
一
人
の
浪
人
に
ふ
さ
わ
し
く
淡
々
た
る
説
明
で
あ
る
。「
半は
ん

之の

丞せ
う

を

み
て
恋
沈
こ
ひ
し
づ

み
」
の
語
が
読
む
者
の
注
意
を
ひ
く
。
他
の
用
例
如
何
は
措
く
と

し
て
少
く
と
も
こ
の
場
合
、
こ
の
語
は
、
伴
蔵
の
半
之
丞
へ
の
片
思
い
は
成

就
の
見
込
み
な
ど
始
め
か
ら
無
く
、
伴
蔵
は
お
の
れ
が
一
介
の
浪
人
に
過
ぎ

ぬ
こ
と
を
充
分
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
伴
蔵
の
恋
は
絶
望
と
共
に
生

ま
れ
た
。
た
だ
あ
と
を
慕
っ
て
つ
い
て
い
く
だ
け
で
あ
る
。「
卒そ
つ

尓じ

に
詞
こ
と
は
を

か
く
べ
き
便
よ
す
が
も
な
く
彳た
ゝ
ず
む

所
に
」
一
挙
手
一
投
足
が
美
の
規
範
に
か
な
っ
て

い
な
け
れ
ば
自
分
で
承
知
で
き
な
い
わ
ざ
と
ら
し
さ
に
満
ち
て
い
る
半
之
丞

に
比
べ
て
、
伴
蔵
の
動
作
は
い
か
に
も
不
器
用
素
朴
で
ま
た
自
然
で
あ
る
。

そ
れ
が
も
う
こ
の
辺
で
充
分
表
現
さ
れ
て
い
る
。

テ
キ
ス
ト
で
は
こ
の
人
物
の
こ
と
を
「
伴
藏
は
ん
ぞ
う

も
兼
て
此
道

か
ね
　
　
　
　
み
ち

を
好す
け

る
や
さ
男
を
と
こ

に
て
」
と
い
う
。
少
し
あ
と
で
は
「
水み
づ

野の

何な
に

が
し
の
流
な
が
れ
れ
を
汲く
む

の
武ぶ

道だ
う

み
が

き
な
り
し
が
」
と
あ
り
、
こ
の
二
句
が
直
接
に
伴
蔵
を
定
義
し
て
い
る
語
で

あ
る
。
こ
れ
は
作
品
を
読
ん
だ
読
者
の
感
じ
取
る
も
の
と
は
違
う
。「
や
さ

男を
と
こ
」「
武ぶ

道だ
う

み
が
き
」
は
一
人
物
に
両
立
し
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
そ
の
場

合
に
は
文
武
両
道
に
通
じ
た
幅
の
広
い
人
格
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
テ
キ
ス

ト
が
明
言
す
る
以
上
否
定
の
し
よ
う
も
な
い
が
、
こ
れ
は
単
な
る
能
力
な
ど

で
な
く
人
柄
や
性
格
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
、
一
段
内
側
の
人
物
像
を

読
者
は
求
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
男
の
別
に
矛
盾
し
て
は

い
な
い
が
、
一
人
の
人
物
の
二
面
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
興
味
を
引
か
れ
ざ

る
を
得
な
い
二
語
が
あ
る
。
こ
こ
ま
で
で
わ
か
っ
た
こ
の
男
の
そ
れ
よ
り
深

い
本
性
は
、
素
朴
さ
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
半
之
丞
が
庵
の
僧
と
「
楓
林
の

月
」
を
題
に
漢
詩
の
や
り
取
り
を
始
め
る
と
、
そ
こ
へ
割
り
込
ん
で
い
く
。

「
加か

様や
う

の
推す
い

量
り
や
う
は
高た
か

き
賤い
や

し
き
隔
へ
だ
て
ぬ
な
ら
ひ
疎そ

忽こ
つ

な
が
ら
と
即そ
く

座ざ

の
對つ
い

句く

に
か
ず

の
思
ひ
を
こ
め
て
綴つ
ゞ

れ
ば
」
と
。「
高た
か

き
賤い
や

し
き
隔
へ
だ
て
ぬ
な
ら
ひ
」
は
浪

人
の
身
で
あ
る
お
の
れ
へ
の
伴
蔵
の
自
覚
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
こ
の
姿
に

厚
か
ま
し
さ
を
感
じ
る
の
は
必
ず
し
も
感
じ
過
ぎ
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ

れ
に
対
す
る
半
之
丞
の
反
応
「
扨さ
て

ゝゝく
か
た
じ
け
な
き
御
心
ざ
し
ど
な
た
は
存ぞ
ん

ぜ
す
と
頂
い
た
ゞ
き
給
ふ
」
に
対
し
て
伴
蔵
は
「
頂
い
た
ゞ
き
給
ふ
を
調て
う

子し

に
竹
椽
た
け
え
ん

に
ね
ぢ

あ
が
り
て
」
と
い
う
態
度
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
庵
の
僧
と

漢
詩
を
唱
和
す
る
と
い
う
半
之
丞
の
行
動
は
、
先
に
述
べ
た
美
貌
の
若
衆
の
、

あ
ら
ゆ
る
動
作
発
言
を
美
の
規
範
で
律
し
て
い
る
わ
ざ
と
ら
し
さ
を
持
っ
て

い
る
。
そ
の
延
長
上
に
見
知
ら
ぬ
男
が
唱
和
に
わ
り
込
ん
で
き
た
と
き
、
邪

魔
者
扱
い
に
な
ど
せ
ず
、
こ
の
よ
う
に
礼
儀
正
し
く
受
け
取
る
と
い
う
行
為

が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
い
い
こ
と
に
し
て
竹
椽
に
ね
じ
上
げ
る
と
は
い

さ
さ
か
厚
か
ま
し
い
。「
頂
い
た
ゞ
き
給
ふ
を
調て
う

子し

に
竹
椽
た
け
え
ん

に
ね
ぢ
あ
が
り
て
」
の

語
調
に
は
こ
の
行
為
を
否
と
す
る
語
り
手
の
気
分
が
現
れ
て
い
る
。

同
じ
こ
と
は
翌
日
の
伴
蔵
に
つ
い
て
も
書
か
れ
「
伴
蔵
付

ば
ん
ぞ
う
つ
き

あ
が
り
し
て
」

と
憎
々
し
げ
な
感
覚
は
強
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
ま
で
の
く
だ
り
を
引
用

す
る
。頂い

た
ゞき
給
ふ
を
調て
う

子し

に
竹
椽
た
け
え
ん

に
ね
ぢ
あ
が
り
て
名な

乗の
り

あ
ひ
け
れ
共
。
あ
ら

は
に
し
て
は
心
の
浅あ
さ

み
く
ま

る
ゝ
も
は
づ
し
く
よ
い
程ほ
ど

に
挨あ
ひ
さ
つ

し
て
帰か
へ

り
。
其
翌
日
よ
く
じ
つ

た
ま
り
兼か
ね

て
半
之
丞
方
ぜ
う
か
た

へ
見み

舞ま
ひ

折
を
う
か
ゞ
ひ
心
底
し
ん
て
い

を
か

た
れ
ば
。
思
し
召
千
万

め
し
せ
ん
は
ん

忝
か
た
じ
け
な

し
。
さ
り
な
が
ら
我
ら
ご
と
き
者も
の

に
さ
へ

か
ま
ひ
申
者も
の

あ
る
と
申
せ
ば
事
お
か
し
く
。
さ
れ
共
そ
れ
程ほ
ど

の
御
深
切
し
ん
せ
つ

あ
ま
り
過
分
く
は
ぶ
ん

に
存ぞ
ん

ず
る
上う
へ

せ
め
て
は
と
玉た
ま

の
巵
さ
か
つ
き

の
底そ
こ

意い

な
く
見
え
し

を
伴
藏
付

ば
ん
ぞ
う
つ
き

あ
が
り
し
て
御
念
比
ね
ん
こ
ろ

の
御
方か
た

は
ど
な
た
と
問と
へ

ば
。

伴
蔵
の
厚
か
ま
し
さ
と
不
器
用
さ
が
全
般
に
感
じ
ら
れ
る
が
、「
あ
ら
は
に

し
て
は
心
の
浅あ
さ

み
く
ま

る
ゝ
も
は
づ
し
く
」
と
妙
な
羞
恥
心
も
持
っ
て
い
る
。

翌
日
半
之
丞
宅
へ
訪
ね
て
心
底
を
語
っ
た
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
わ
け
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か
。
こ
の
時
代
美
貌
の
若
衆
に
念
者
が
い
な
い
は
ず
は
な
い
で
は
な
い
か
。

昨
日
何
句
か
の
対
句
を
半
之
丞
が
「
か
た
じ
け
な
き
御
心
ざ
し
」
な
ど
と
謝

意
を
示
し
て
受
け
取
っ
て
く
れ
た
の
を
最
大
限
自
分
に
有
利
に
解
釈
し
た
の

だ
ろ
う
。
勝
手
な
解
釈
、
勝
手
な
見
込
み
の
当
て
が
外
れ
て
何
か
腑
に
落
ち

な
い
感
じ
が
し
た
の
だ
。
一
句
ま
こ
と
に
巧
み
に
伴
蔵
の
心
的
状
況
を
示
す
。

「
事
お
か
し
く
」
は
、
深
い
落
胆
や
絶
望
は
も
っ
と
後
、
半
之
丞
が
目
の
前

に
い
な
く
な
っ
て
か
ら
の
事
だ
と
い
う
事
実
を
教
え
て
く
れ
る
。
と
く
に

「
さ
れ
共
そ
れ
程ほ
ど

の
御
深
切
し
ん
せ
つ

あ
ま
り
過
分
く
は
ぶ
ん

に
存ぞ
ん

ず
る
上う
へ

せ
め
て
は
」
と
酒
盃

を
出
し
て
も
て
な
す
態
度
に
出
ら
れ
た
場
合
、
衝
撃
的
な
落
胆
に
襲
わ
れ
る

と
い
う
よ
う
な
事
は
な
い
。
だ
か
ら
伴
蔵
は
落
胆
ど
こ
ろ
か
「
付つ
き

あ
が
り
し

て
」
念
友
は
ど
な
た
か
な
ど
尋
ね
た
り
す
る
。
半
之
丞
の
答
え
は
、

是こ
れ

は
い
な
事
御
尋た
づ

ね
に
預
あ
づ
か
り
近
比
迷
惑

ち
か
こ
ろ
め
い
わ
く

い
た
す
。
私
わ
た
く
し

是
程
こ
れ
ほ
ど

の
心
ざ
し

に
其そ
の

御
詞
こ
と
ば
は
御
自じ

分
様
ぶ
ん
さ
ま

に
は
似に

合あ
ひ

ま
せ
ぬ
。
い
か
程ほ
と

仰
を
ゝ
せ

ら
れ
て
も
此
段だ
ん

は
申
さ
ず

と
当
然
の
反
応
と
思
え
る
。
こ
れ
は
言
葉
全
体
と
し
て
親
し
く
も
な
い
客
人

に
対
す
る
礼
儀
を
充
分
に
保
っ
て
い
る
。「
御
尋た
づ

ね
に
預
あ
づ
か
り
」「
御
詞
こ
と
ば
」「
御

自じ

分
様
ぶ
ん
さ
ま

」「
仰
を
ゝ
せ

ら
れ
て
も
」。
同
時
に
相
手
の
非
は
強
い
口
調
で
指
摘
す
る
。

「
い
な
事
」「
近
比
迷
惑

ち
か
こ
ろ
め
い
わ
く

い
た
す
」「
此
段だ
ん

は
申
さ
ず
」。
さ
ら
に
、
せ
っ
か
く

だ
か
ら
酒
盃
を
与
え
て
い
る
で
は
な
い
か
、
そ
の
俺
の
気
持
ち
が
わ
か
ら
ぬ

の
か
の
心
中
を
「
私
わ
た
く
し

是
程
こ
れ
ほ
ど

の
心
ざ
し
に
」
で
明
示
す
る
。
若
衆
の
取
る
べ

き
行
動
発
言
の
規
範
を
一
歩
も
踏
み
外
す
こ
と
の
な
い
発
言
で
あ
り
、
礼
儀

を
崩
す
こ
と
な
く
相
手
に
真
実
を
た
た
き
つ
け
る
、
胸
の
す
く
よ
う
な
言
葉

で
あ
る
。

こ
の
半
之
丞
の
言
葉
を
聞
い
て
伴
蔵
の
胸
に
は
直
ち
に
失
望
、
そ
し
て
絶

望
が
萌
し
た
。
伴
蔵
は
盃
を
頂
載
し
た
く
ら
い
で
有
頂
夫
に
な
る
べ
き
で
は

な
か
っ
た
。「
念
者
ね
ん
じ
や

を
い
た
は
る
の
心
ざ
し
面
を
も
て
に
あ
ら
は
れ
て
つ
よ
く
云
切
い
ひ
き
る

に
力
ち
か
ら
な
く
」、
つ
ま
り
半
之
丞
と
念
者
が
心
が
結
ば
れ
て
い
る
事
実
を
あ
か

ら
さ
ま
に
見
せ
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
。「
御
念
比
ね
ん
こ
ろ

の
御
方か
た

は
ど
な
た
」
と
問

う
た
時
の
伴
蔵
の
つ
も
り
で
は
、
半
之
丞
の
念
者
な
ぞ
今
相
対
し
て
語
っ
て

い
る
半
之
丞
と
自
分
に
と
っ
て
遠
く
に
い
る
第
三
者
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ

を
聞
い
た
半
之
丞
の
言
葉
と
表
情
は
突
如
半
之
丞
と
念
者
が
一
体
で
あ
り
、

伴
蔵
な
ど
何
の
関
係
も
な
い
こ
と
を
い
や
と
い
う
程
思
い
知
ら
す
。
伴
蔵
の

単
な
る
関
心
で
さ
え
無
残
に
は
ね
返
さ
れ
て
し
ま
う
。「
念
者
ね
ん
じ
や

を
い
た
は
る

の
心
ざ
し
面
を
も
て
に
あ
ら
は
れ
て
」
は
伴
蔵
の
目
に
映
じ
た
半
之
丞
の
表
情
で
あ

る
。

・
・
・
力
な
く

承
う
け
た
ま
は

り
か
ゝ
る
か
ら
は

承
う
け
た
ま
は

ら
ね
ば
お
か
ず
。
又
存ぞ
ん

じ

た
る
者も
の

に
聞き
ゝ

ま
せ
ん
と
帰か
へ

り
。
な
ん
な
く
聞
出
き
ゝ
い
だ

し
け
る
。

こ
こ
で
の
伴
蔵
の
言
葉
、
直
前
の
半
之
丞
の
礼
儀
を
保
ち
な
が
ら
も
厳
し

か
っ
た
言
葉
と
同
様
、
完
全
な
い
わ
ゆ
る
直
接
話
法
な
ど
で
は
な
く
、
言
っ

た
こ
と
の
調
子
や
心
理
的
な
意
味
合
い
を
も
逃
さ
ず
、
そ
う
し
た
意
味
を
む

し
ろ
強
め
て
要
約
し
た
言
葉
だ
が
、
力
な
く
ぶ
つ
ぶ
つ
呟
い
た
語
調
を
適
確

に
と
ら
え
て
い
る
。
半
之
丞
へ
の
言
葉
と
し
て
は
ち
ょ
っ
と
無
礼
で
は
な
い

か
と
も
思
わ
れ
る
が
、「

承
う
け
た
ま
は

り
か
ゝ
る
か
ら
は
」
な
ど
、
も
は
や
親
し
く

半
之
丞
に
語
り
か
け
る
言
葉
で
は
な
い
。
ほ
と
ん
ど
独
り
言
で
あ
る
。
シ
ョ

ッ
ク
と
落
胆
と
不
満
は
そ
の
ま
ま
表
現
さ
れ
て
い
る
。
く
ど

く
心
理
を
説

明
す
る
よ
り
も
、
単
な
る
暗
示
さ
れ
た
語
調
で
、
多
く
の
事
を
一
瞬
に
し
て

伝
え
る
と
い
う
手
法
で
あ
る
。
相
手
の
厳
し
い
態
度
に
対
し
て
思
わ
ず
漏
ら

し
た
不
満
と
感
じ
ら
れ
、「
存
じ
た
る
者も
の

に
聞き
ゝ

ま
せ
ん
と
帰か
へ

り
。
な
ん
な
く

聞
出
き
ゝ
い
だ

し
け
る
」
は
、
意
地
を
張
っ
て
半
之
丞
の
念
者
が
誰
で
あ
る
か
を
探
っ

た
わ
け
だ
。
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こ
こ
で
伴
蔵
な
る
人
物
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
る
。
こ
の
男
は
一
言
で
言

っ
て
ご
く
自
然
な
人
物
で
あ
る
。「
半は
ん

之の

丞せ
う

を
み
て
恋
沈
こ
ひ
し
づ

み
」
か
ら
そ
れ
は

感
じ
ら
れ
る
。
自
分
の
思
う
通
り
に
行
動
し
発
言
す
る
。
も
ち
論
あ
る
程
度

の
自
然
な
恥
ら
い
の
感
覚
も
持
つ
。「
あ
ら
は
に
し
て
は
心
の
浅あ
さ

み
く
ま

る
ゝ

も
は
づ
し
く
」
し
か
し
こ
れ
は
か
え
っ
て
こ
の
男
の
「
竹
椽
た
け
え
ん

に
ね
ぢ
あ
が
」

っ
た
行
動
を
際
立
た
せ
る
。
自
他
に
対
し
て
正
直
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
語

り
手
は
そ
れ
を
決
し
て
好
意
的
に
語
っ
て
は
い
な
い
。
や
は
り
ど
う
し
て
も

適
切
な
遠
慮
に
欠
け
る
こ
と
が
多
い
。
半
之
丞
が
知
り
合
い
の
僧
と
連
詩
を

吟
唱
す
る
の
に
強
引
に
わ
り
込
み
、
相
手
が
こ
ち
ら
の
唱
句
を
受
け
入
れ
る

と
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
「
竹
椽
た
け
え
ん

に
ね
ぢ
あ
が
り
」
と
、
や
は
り
な
ん

と
も
厚
か
ま
し
さ
は
否
定
で
き
な
い
。

ま
た
こ
う
し
た
伴
蔵
の
人
間
像
は
沼
菅
半
之
丞
と
対
照
を
な
し
て
い
る
。

半
之
丞
は
行
動
や
言
葉
の
す
べ
て
が
自
ら
意
識
さ
れ
、
美
事
に
規
範
に
か
な

っ
た
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
場
合
わ
ざ
と
ら
し
さ
さ
え
否
定
で
き
な
い
ほ
ど

で
あ
る
。
伴
蔵
は
正
反
対
だ
っ
た
。
両
者
の
食
い
違
い
は
は
っ
き
り
し
て
い

る
。
最
も
重
要
な
の
は
半
之
丞
が
美
貌
の
若
衆
ら
し
く
、
相
手
の
厚
か
ま
し

い
要
求
や
行
動
を
、
如
何
に
も
好
意
を
持
っ
て
い
る
か
に
受
取
る
と
い
う
態

度
に
出
た
場
合
、
伴
蔵
は
そ
れ
を
本
気
に
、
最
大
限
自
分
に
有
利
に
解
釈
し

て
し
ま
う
点
だ
ろ
う
。

扨さ
て

ゝゝく
か
た
じ
け
な
き
御
心
ざ
し
ど
な
た
は
存ぞ
ん

ぜ
ず
と
頂
い
た
ゞ
き
給
ふ

さ
れ
共
そ
れ
程ほ
ど

の
御
深
切
し
ん
せ
つ

あ
ま
り
過
分
く
は
ぶ
ん

に
存ぞ
ん

ず
る
上う
へ

せ
め
て
は
と
玉た
ま

の

巵
さ
か
つ
き
の
底そ
こ

意い

な
く
見
え
し

こ
れ
ら
の
半
之
丞
の
行
動
は
、
美
貌
の
若
衆
の
取
る
べ
き
態
度
と
し
て
ま

こ
と
に
ふ
さ
わ
し
く
、
時
宜
に
か
な
っ
て
い
た
が
、
伴
蔵
は
そ
れ
を
理
解
で

き
ず
、
相
手
の
好
意
の
表
れ
と
都
合
良
く
解
釈
し
て
つ
け
上
る
。
半
之
丞
は

こ
の
よ
う
な
男
に
は
も
っ
と
も
冷
淡
に
す
べ
き
だ
っ
た
。
生
国
、
加
州
の
人

と
す
る
の
は
決
し
て
野
暮
な
田
舎
侍
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う

な
勝
手
な
男
は
ど
こ
に
で
も
い
る
。
そ
こ
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

こ
の
よ
う
な
人
物
に
伴
蔵
を
設
定
し
た
理
由
、
そ
れ
は
能
登
屋
藤
内
を
伴

蔵
が
叱
り
つ
け
圧
伏
し
て
し
ま
う
と
い
う
驚
く
べ
き
事
件
を
作
品
に
実
現
さ

せ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
普
通
に
は
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
不

思
議
な
事
件
だ
っ
た
。「
町
六
方は
う

の
か
く
れ
な
」
い
「
男
達

を
と
こ
だ
て
」
の
藤
内
が
一

介
の
浪
人
で
あ
る
伴
蔵
に
叱
り
つ
け
ら
れ
て
震
え
上
が
り
、
泣
き
な
が
ら
命

乞
い
し
た
と
い
う
の
だ
か
ら
。
な
ぜ
そ
ん
な
事
が
可
能
だ
っ
た
の
か
。
西
鶴

は
こ
の
作
品
で
そ
れ
が
現
実
に
あ
り
得
る
も
の
と
し
て
描
き
だ
し
た
。
そ
れ

は
何
よ
り
も
伴
蔵
・
藤
内
両
者
の
心
理
が
辿
る
一
分
の
隙
も
無
い
必
然
の
道

筋
の
結
果
と
し
て
で
あ
る
。

伴
蔵
の
人
柄
が
如
何
な
る
も
の
か
、
以
上
の
よ
う
に
読
者
は
充
分
納
得
し

て
い
る
。
こ
う
い
う
人
物
で
な
か
っ
た
ら
、
一
人
で
の
こ
の
こ
出
か
け
て
行

っ
て
藤
内
を
高
飛
車
に
怒
鳴
り
つ
け
る
よ
う
な
行
為
に
出
る
こ
と
な
ど
無
か

っ
た
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
「
武ぶ

道だ
う

み
が
き
」
と
し
て
の
自
信
は
、
ま
ず
基
本
的

条
件
と
し
て
必
要
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
よ
り
も
普
通
人
の
常
識
と
は
別
の
次
元

で
行
動
す
る
自
然
児
と
い
う
性
格
が
重
要
だ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
伴
蔵
は

怖
く
な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
場
合
伴
蔵
に
は
激
し
い
怒
り
が
あ
る
。
恐
怖
心

を
消
し
去
る
ほ
ど
の
怒
り
は
彼
を
半
ば
盲
目
に
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
と
こ

ろ
で
、
す
ご
す
ご
と
半
之
丞
宅
を
辞
し
た
後
の
伴
蔵
が
い
か
に
怒
り
を
募
ら

せ
て
い
っ
た
か
は
ひ
と
言
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
読
者
は
テ
ク
ス
ト
か
ら
そ

う
想
像
さ
せ
ら
れ
る
だ
け
だ
。

な
ん
な
く
聞
出
き
ゝ
い
だ

し
け
る
。
其
男
を
と
こ
は
本ほ
ん

町
二
町て
う

目
能
登
屋

め

の

と

や

藤
内
と
う
な
い

と
て
名な

を

得え

し
町ま
ち

六
方は
う

の
か
く
れ
な
く
。
心
達だ
て

の
結
構
け
つ
か
う

な
る
御
侍
さ
ふ
ら
ひ

は
是こ
れ

が
籏
下
は
た
し
た
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に
御
機き

嫌
取
程

け
ん
と
る
ほ
ど

の
器
量
き
り
や
う

勿
論
も
ち
ろ
ん

身
袋
し
ん
だ
い

よ
ろ
し
き
に
は
か
ま
は
ず
。
心
底
し
ん
て
い

の

い
さ
ぎ
よ
き
男
町

を
と
こ
ま
ち
人
に
は
し
ほ
ら
し
き
と
思
ふ
折を
り

か
ら
御
姿
す
が
た
を
見み

初そ
め

一

命め
い

を
御
返へ
ん

事じ

な
き
先
に
参

さ
き
　
　
ま
い

ら
せ
た
る
よ
り
か
は
ゆ
が
ら
せ
ら
れ
此
三
年ね
ん

の
念
比
ね
ん
ご
ろ

ぞ
か
し
。

こ
の
藤
内
に
つ
い
て
の
記
述
は
伴
蔵
が
聞
出
し
得
た
事
実
で
は
あ
る
が
、

伴
蔵
に
伝
え
ら
れ
た
形
で
で
は
な
く
、
つ
ま
り
伴
蔵
に
語
っ
た
町
の
人
達
の

言
葉
の
要
約
な
ど
で
は
な
く
、
こ
の
機
会
を
利
用
し
て
語
り
手
が
読
者
に
向

け
て
説
明
し
直
し
て
い
る
形
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
こ
に
記
さ
れ
た
藤

内
の
姿
は
堂
々
た
る
威
容
を
誇
っ
て
い
る
。
本
町
二
町
目
と
住
む
町
名
を
言

う
の
は
町
奴
だ
か
ら
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
さ
え
何
か
重
要
な
肩
書
で
も
あ
る
か

の
よ
う
に
聞
こ
え
る
。「
心
底
し
ん
て
い

の
い
さ
ぎ
よ
き
男
を
と
こ
」
な
ど
は
讃
美
の
気
分
に

溢
れ
る
。
伴
蔵
に
語
っ
た
町
の
人
の
話
の
調
子
と
も
取
れ
る
。
こ
の
語
は
そ

の
ま
ま
「
町
人
ま
ち
に
ん

に
は
し
ほ
ら
し
き
と
思
ふ
折を
り

か
ら
」
と
半
之
丞
の
心
理
へ
と

移
り
、
も
は
や
伴
蔵
は
聞
き
手
と
し
て
も
姿
を
消
す
。「
御
姿
す
が
た
を
見み

初そ
め

一
命め
い

を
御
返へ
ん

事じ

な
き
先
に
参

さ
き
　
　
ま
い

ら
せ
た
る
よ
り
か
は
ゆ
が
ら
せ
ら
れ
此
三
年ね
ん

の
念
比
ね
ん
ご
ろ

ぞ
か
し
」
若
衆
半
之
丞
の
方
で
押
し
か
け
て
い
っ
て
弟
分
と
な
っ
た
こ
と
を

告
げ
る
こ
の
く
だ
り
は
衆
道
の
甘
さ
さ
え
匂
わ
せ
る
。
し
か
も
三
年
間
続
い

て
い
る
と
い
う
か
ら
、
昨
日
始
ま
っ
た
伴
蔵
の
片
思
い
な
ぞ
何
の
意
味
も
な

い
。
伴
蔵
が
耳
に
し
た
こ
れ
ら
の
事
柄
は
彼
を
た
た
き
の
め
し
た
に
違
い
な

い
。
彼
は
諦
め
な
か
っ
た
の
か
。
諦
め
て
半
之
丞
・
藤
内
の
前
か
ら
そ
の
ま

ま
消
え
て
し
ま
わ
な
か
っ
た
の
は
何
故
か
。
そ
れ
は
彼
が
藤
内
に
面
会
に
行

き
、
頭
ご
な
し
に
叱
り
つ
け
る
言
葉
の
う
ち
に
明
瞭
に
示
さ
れ
る
。「
な
ん

な
く
聞
出
き
ゝ
い
だ

し
け
る
」
以
下
の
数
行
は
伴
蔵
に
と
っ
て
い
か
に
も
手
ひ
ど
い
打

撃
だ
っ
た
が
、
に
も
拘
ら
ず
彼
が
藤
内
に
逢
い
に
行
っ
た
な
ら
、
そ
れ
は
そ

れ
だ
け
激
し
い
形
を
取
る
筈
で
あ
る
。
伴
蔵
は
鬱
憤
を
爆
発
さ
せ
る
だ
ろ
う
。

そ
の
事
を
読
者
は
知
っ
て
い
る
。
意
外
で
は
な
い
。
期
待
通
り
だ
っ
た
が
、

そ
れ
は
期
待
を
は
る
か
に
上
ま
わ
る
激
し
さ
で
あ
る
。

尋た
つ

ね
行ゆ
き

て
藤
内
と
う
な
い

を
門
外

も
ん
ぐ
は
い
に
呼よ
び

出
し
頭
あ
た
ま
か
ら
刀
か
た
な
の
反そ
り

を
返
し
町
人

か
へ
　
　
て
う
に
ん

に
は
腰こ
し

が
高
し
下

た
か
　
　
し
た

に
お
れ
と
只た
ゞ

一
の
み
に
眼
ま
な
こ
を
見
出い
だ

し
ね
め
付
た
る
氣け

色し
き

。
藤と
う

内な
い

ま
づ
ぎ
よ
つ
と
し
て
我
に
是
程

わ
れ
　
　
こ
れ
ほ
ど

に
物
い
ふ
者も
の

な
し
。
い
か
様
公
さ
ま
こ
う

儀ぎ

の

權け
ん

威ゐ

も
あ
り
や
と
三
指ゆ
び

に
な
っ
て
う
か
ゞ
ひ
ぬ
る
に
。
半
藏
刀

は
ん
ぞ
う
か
た
な
に
手て

を

懸か
け

な
が
ら
聞き
け

ば
お
の
れ
め
は
か
た
じ
け
な
く
も
沼
菅
殿

ぬ
ま
す
げ
ど
の

の
御
惣
領
そ
う
れ
う

を
勿も
つ

躰た
い

な
く
も
兄
弟
分

き
や
う
だ
い
ぶ
ん

と
す
る
事
是こ
れ

を
摩
利
支

ま

り

し

丹た
ん

も
憎に
く

し
と
思
し
め
さ
ん
。

な
れ
共
彼か
れ

は
形
か
た
ち
を
見
せ
給
は
ず
我
今
弓

わ
れ
い
ま
ゆ
み

矢や

八
幡ま
ん

大
ぼ
さ
つ
の
神
勅

し
ん
ち
よ
く

に
任
ま
か
せ
て

こ
ゝ
に
来
る
殊

き
た
　
　
こ
と

に
け
ふ
半は
ん

之の

丞
様
ぜ
う
さ
ま

の
御
姿
す
が
た
を
拝を
が

み
奉
り
御
流
な
が
れ
を
い
た
ゞ

き
向
き
や
う

後か
う

よ
り
お
そ
ら
く
桓
く
は
ん
武む

帝て
い

の
末
孫
竹
倉
半
藏

は
つ
そ
ん
た
け
く
ら
は
ん
そ
う

平
た
い
ら
の

正
澄
ま
さ
ず
み

御
後
う
し
ろ
見み

を

仕
る
。
只
今
た
ゝ
い
ま

八
月
廿
八
日
よ
り
其
方
彼
は
う
か
の

御
門
外

も
ん
ぐ
は
い
に
も
か
ら
す
ね
を
運は
こ

ぶ

事
を
堅か
た

く
停て
う

止じ

す
。
推
参
す
い
さ
ん

千
万
言ご
ん

語ご

道
断
だ
う
だ
ん

び
く
共
せ
ば
首
と
胴

く
び
　
　
ど
う

と
の
き

ぬ

く
さ
あ
只
今
返

た
ゝ
い
ま
へ
ん

事じ

は

く
と
大
道
を
ゝ
み
ち

に
両
剣

り
や
う
け
ん
を
横よ
こ

た
へ
白
昼
は
く
ち
う

の
往
来
わ
う
ら
い

と
ゞ
ま
つ
て
見
物
け
ん
ぶ
つ

す

凄
ま
じ
い
伴
蔵
の
見
幕
だ
が
、
こ
の
伴
蔵
と
藤
内
の
対
決
の
模
様
、
い
や

藤
内
に
浴
び
せ
る
伴
蔵
の
言
葉
に
藤
内
屈
服
の
次
第
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
第
一
に
伴
蔵
と
藤
内
の
立
場
の
違
い
で
あ
る
。
上
で
見
た
よ
う
に
伴

蔵
は
怒
り
に
よ
っ
て
恐
怖
に
打
ち
勝
ち
、
そ
の
怒
り
を
爆
発
さ
せ
た
。
昂
奮

と
緊
張
の
極
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
一
方
藤
内
は
そ
の
よ
う
な
心
の
準
備
は

何
ひ
と
つ
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
完
全
な
不
意
打
ち
で
あ
る
。
大
体
普
段
か

ら
高
飛
車
に
怒
鳴
り
つ
け
ら
れ
る
経
験
が
ま
る
で
な
い
と
い
う
の
が
間
違
い

の
も
と
で
あ
る
。「
ま
づ
ぎ
よ
つ
と
し
て
我
に
是
程

わ
れ
　
　
こ
れ
ほ
ど

に
物
い
ふ
者も
の

な
し
。
い

か
様
公
さ
ま
こ
う

儀ぎ

の
権け
ん

威ゐ

も
あ
り
や
」
は
合
理
的
な
判
断
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
う
し
た

男
伊
達
ど
も
は
「
公
儀
の
権
威
」
に
は
す
こ
ぶ
る
弱
か
っ
た
よ
う
だ
。
町
奴

は
旗
本
奴
と
は
抗
争
を
く
り
返
す
が
、
幕
府
や
奉
行
所
、
藩
庁
の
公
式
命
令
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に
は
唯
々
諾
々
と
従
っ
た
ら
し
い
。
だ
が
こ
の
場
合
公
義
な
ど
で
な
い
事
は

す
ぐ
わ
か
る
。
そ
れ
よ
り
も
こ
こ
で
重
大
な
の
は
「
い
か
様
公
さ
ま
こ
う

儀ぎ

の
権け
ん

威ゐ

も

あ
り
や
と
三
指ゆ
び

に
な
っ
て
う
か
ゞ
ひ
ぬ
る
に
。」
こ
の
姿
勢
を
取
っ
た
こ
と

が
ま
ず
敗
北
を
決
定
的
に
し
た
と
も
言
え
る
。
今
日
で
も
や
く
ざ
や
政
治
家

な
ど
喧
嘩
を
商
売
に
し
て
い
る
連
中
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
。
は
じ
め
か
ら

覚
悟
の
上
で
じ
っ
と
相
手
の
弱
点
を
ね
ら
い
な
が
ら
低
い
姿
勢
を
保
つ
と
い

う
の
は
全
く
別
だ
。
こ
こ
の
藤
内
の
よ
う
に
「
ま
づ
ぎ
よ
つ
と
し
て
」「
公こ
う

儀ぎ

の
権け
ん

威ゐ

も
あ
り
や
」
と
慌
て
て
三
指
の
姿
勢
に
な
っ
た
の
は
最
悪
な
の
だ
。

伴
蔵
の
言
葉
で
ま
ず
気
が
つ
く
の
は
冒
頭
の
「
聞
ば

●

●

お
の
れ
め
は
」
の
一
句

で
あ
る
。
藤
内
に
関
す
る
情
報
、
半
之
丞
と
藤
内
の
間
柄
に
つ
い
て
の
知
識
、

い
ず
れ
も
伴
蔵
に
と
っ
て
は
何
と
も
聞
き
づ
ら
い
も
の
だ
っ
た
ろ
う
が
、
語

り
手
が
読
者
に
知
ら
せ
た
だ
け
で
な
く
、
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
を
伴
蔵
も
聞
い
て

来
た
の
だ
と
分
か
る
。
次
に
伴
蔵
の
言
葉
か
ら
強
く
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
彼

の
怒
り
に
は
身
分
主
義
的
偏
見
が
大
き
く
関
与
し
て
い
る
と
い
う
事
で
あ

る
。
藤
内
な
ど
た
か
が
町
人
で
は
な
い
か
、
俺
は
侍
な
の
だ
。
そ
れ
な
の
に

浪
人
で
貧
し
く
、
一
方
藤
内
は
町
人
の
分
際
で
派
手
に
景
気
よ
く
、
侍
を
子

分
に
し
た
り
半
之
丞
の
よ
う
な
美
少
年
を
侍
童
と
し
た
り
し
て
勝
手
に
振
舞

っ
て
い
る
。
言
語
道
断
の
不
公
平
で
は
な
い
か
。「
聞き
け

ば
お
の
れ
め
は
か
た

じ
け
な
く
も
沼
菅
殿
の
御
惣
領

ぬ
ま
す
げ
ど
の
　
　
　
　
そ
う
れ
う

を
勿
躰
も
つ
た
い

な
く
も
兄
弟
分

き
ゃ
う
だ
い
ぶ
ん

と
す
る
事
是こ
れ

を

摩
利
支

ま

り

し

丹た
ん

も
憎に
く

し
と
思
し
め
さ
ん
」、
大
声
に
、
し
か
も
「
か
た
じ
け
な
く

も
」「
勿
躰
な
く
も
」
が
い
さ
さ
か
妙
な
具
合
に
重
な
り
、
せ
き
込
む
よ
う

な
激
し
さ
で
言
わ
れ
た
語
調
を
巧
み
に
伝
え
て
い
る
が
、
こ
の
二
語
は
実
際

に
伴
蔵
の
実
感
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
自
己
の
階
級
的
優
越
感
を
最
大
限
度
燃

え
上
が
ら
せ
て
い
る
。
武
家
の
守
護
神
、
摩
利
支
天
や
八
幡
大
菩
薩
の
名
を

引
き
、
お
の
れ
を
「
桓
武
帝
の
末
孫
竹
倉
半
蔵
平
正
澄
」
と
名
乗
る
。
平
正

澄
な
ど
恐
れ
入
る
が
、
こ
の
時
代
平
家
の
末
裔
を
自
称
す
る
者
ほ
と
ん
ど
の

家
系
が
虚
構
の
系
図
で
あ
り
、
虚
実
に
拘
ら
ず
―
と
い
う
よ
り
誰
も
真
偽

を
気
に
す
る
者
な
ぞ
は
い
ず
―
い
わ
ゆ
る
「
歴
々
」
の
侍
の
大
部
分
は
皆

立
派
な
家
系
で
あ
る
。「
桓
く
は
ん
武む

帝て
い

の
末
孫
竹
倉
半
蔵

は
つ
そ
ん
た
け
く
ら
は
ん
そ
う

平
た
い
ら
の

正
澄
ま
さ
ず
み

御
後
う
し
ろ
見み

を
仕
る
」

こ
の
伴
蔵
の
言
葉
は
あ
ら
ん
限
り
の
力
を
込
め
て
、
俺
は
武
士
だ
ぞ
、
お
前

は
町
人
で
は
な
い
か
と
必
死
に
相
手
を
圧
倒
し
よ
う
と
す
る
意
思
が
込
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
藤
内
は
完
全
に
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。
貞
享
ご
ろ
の
町
奴
の
意
識
を
探
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
町
人
と
し
て

厳
し
い
身
分
制
社
会
が
確
立
し
、
昔
の
よ
う
に
上
の
階
層
へ
登
っ
て
ゆ
く
な

ど
も
う
全
く
考
え
ら
れ
ず
、
諦
め
る
以
外
に
な
い
。
何
と
か
日
常
の
種
々
の

瑣
事
の
う
ち
に
現
実
を
ご
ま
か
し
て
一
時
の
錯
覚
を
得
る
く
ら
い
の
も
の

だ
。
藤
内
の
「
心
達だ
て

の
結け
つ

構か
う

な
る
御
侍
さ
ふ
ら
ひ

は
是
が
籏
下

こ
れ
　
　
は
た
し
た

に
御
機き

嫌
取
程

け
ん
と
る
ほ
ど

の
器き

量り
や
う」
と
い
う
事
情
、
ま
た
何
よ
り
も
侍
の
子
息
の
美
少
年
半
之
丞
を
弟
分
と

し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
藤
内
に
と
っ
て
は
そ
う
い
う
意
味
が
あ
る
。
上
の
階

層
で
も
「
心
達だ
て

の
結け
つ

構か
う

な
る
」
者
は
、
藤
内
的
立
場
の
人
物
に
対
し
て
階
級

の
差
を
強
く
感
じ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
う
し
た
か
っ
て
の
か
ぶ
き
者

の
末
流
た
ち
は
、
む
し
ろ
社
会
一
般
の
藤
内
的
人
物
に
対
す
る
偏
見
か
ら
、

お
の
れ
は
離
脱
し
て
自
由
で
あ
る
こ
と
に
大
き
な
価
値
を
置
い
て
い
、
そ
れ

が
得
意
で
さ
え
あ
る
の
だ
ろ
う
。
半
之
丞
な
ど
は
そ
の
典
型
だ
。
し
か
し
そ

う
し
た
連
中
は
少
数
で
、
侍
の
ほ
と
ん
ど
は
伴
蔵
の
よ
う
に
身
分
主
義
的
偏

見
に
染
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
保
守
的
侍
た
ち
と
、
上
昇
志
向
の

藤
内
的
町
人
の
間
に
こ
そ
階
級
的
摩
擦
が
最
も
露
骨
に
表
れ
る
。
伴
蔵
が
藤

内
を
怒
鳴
り
つ
け
た
と
い
う
の
は
そ
う
し
た
ド
ラ
マ
の
一
例
で
あ
る
。
そ
れ

に
し
て
も
、
こ
う
し
た
階
級
意
識
な
ぞ
と
は
全
く
無
関
係
で
一
種
精
神
的
自

由
さ
え
持
つ
半
之
丞
的
美
意
識
と
、
伴
蔵
の
偏
見
と
憤
懣
に
満
ち
た
世
界
観
、

こ
れ
程
互
に
相
容
れ
に
く
い
も
の
も
無
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
前
者
が
後
者

に
よ
っ
て
無
遠
慮
に
崩
さ
れ
る
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
わ
け
だ
。
伴
蔵
は
半

之
丞
の
行
動
が
全
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。
こ
の
場
合
、

「
只
今い
ま

八
月
廿
八
日
よ
り
其
方
彼
は
う
か
の

御
門
外

も
ん
ぐ
は
い
に
も
か
ら
す
ね
を
運
ぶ
事
を
堅
く
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停て
う

止じ

す
」
と
命
じ
、
こ
れ
か
ら
は
俺
が
半
之
丞
の
「
御
後
う
し
ろ
見み

を
仕
る
」
な
ど

と
言
っ
て
い
る
が
そ
れ
が
可
能
だ
な
ど
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
だ

が
そ
れ
に
し
て
も
ま
こ
と
に
勝
手
な
言
い
分
で
あ
る
。
面
白
い
の
は
「
御
流
な
が
れ

を
い
た
ゞ
き
」
と
ま
た
こ
こ
で
も
あ
の
盃
を
給
わ
っ
た
こ
と
を
半
之
丞
が
自

分
に
好
意
を
持
っ
た
あ
か
し
と
し
て
、
最
大
限
都
合
よ
く
解
釈
し
て
い
る
点

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
半
之
丞
に
と
っ
て
は
何
の
意
味
も
な
い
こ
と
は
、
伴

蔵
が
あ
の
と
き
「
付つ
き

あ
が
り
し
て
」
手
ひ
ど
く
叱
ら
れ
た
か
ら
よ
く
分
か
っ

て
い
る
筈
な
の
に
、
こ
の
こ
と
に
し
が
み
つ
く
以
外
に
伴
蔵
に
は
何
も
な
い

の
だ
。
自
分
に
執
心
の
男
の
衆
道
の
申
し
出
を
断
る
と
き
、
意
地
悪
く
つ
っ

け
ん
ど
ん
に
断
る
な
ど
美
貌
の
若
衆
の
取
る
べ
き
態
度
で
は
あ
る
ま
い
。
酒

を
出
す
の
が
こ
う
し
た
場
合
の
衆
道
の
掟
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う

が
、
半
之
丞
の
振
る
舞
い
決
し
て
間
違
っ
て
い
ず
見
事
と
さ
え
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
伴
蔵
が
己
が
由
緒
あ
る
侍
で
あ
る
こ
と
を
あ
れ
程
強
調
し
た
の
は

ま
こ
と
に
自
然
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
だ
が
、
こ
れ
は

ほ
と
ん
ど
伴
蔵
の
意
図
を
は
る
か
に
越
え
て
藤
内
の
心
理
的
弱
点
を
正
確
に

撃
っ
た
。
藤
内
は
い
く
ら
あ
る
種
の
侍
た
ち
―
か
ぶ
き
者
的
意
識
が
ま
だ

残
っ
て
い
て
社
会
の
掟
や
因
習
か
ら
あ
る
程
度
は
自
由
な
「
心
達だ
て

の
結け
つ

構か
う

な

る
御
侍
さ
ふ
ら
ひ

」
―
を
子
分
に
し
た
り
、
半
之
丞
と
衆
道
関
係
に
あ
っ
た
り
し
て

も
、
い
や
そ
れ
だ
け
一
層
自
分
が
町
人
の
身
分
で
あ
る
こ
と
を
内
心
―
と

い
う
よ
り
意
識
下
で
気
に
し
て
い
た
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
の
喧
嘩
で
伴
蔵
が
藤
内
を
圧
倒
し
去
る

の
は
当
然
の
成
り
行
き
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
事
は
奇
蹟
的
と
言

っ
て
い
い
く
ら
い
珍
し
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
こ
の
よ
う
に

し
っ
か
り
書
き
上
げ
た
の
だ
。
人
物
の
性
格
や
そ
の
時
の
偶
然
的
事
情
も
す

べ
て
そ
れ
を
可
能
に
す
る
べ
く
準
備
し
た
。

石
流
さ
し
も

の
藤
内
と
う
な
い

此
勢
い
き
ほ
ひ

に
胸
轟

む
ね
と
ゞ
ろ
き
雷
い
か
づ
ち

の
落を
ち

か
ゝ
る
心
ち
し
て
ふ
る
ひ

く

い
か
や
う
共
御
存
分
ぞ
ん
ぶ
ん

に
あ
そ
は
し
私
わ
た
く
し

一
命め
い

お
た
す
け

頼
た
の
み
た
て

奉ま
つ

り
ま
す

る
と
涙
な
み
だ
を
う
か
べ
け
る
に
不ふ

便び
ん

ま
さ
り
て
半
藏
は
宿

は
ん
ぞ
う
　
　
や
ど

に
帰
り
ぬ
。
是
程
こ
れ
ほ
ど

に
名な

を
得
し
男
達

を
と
こ
だ
て
も
さ
す
が
長
袖
な
が
そ
で

の
わ
り
な
く
胸む
ね

の
ほ
む
ら
は
塩
釜
し
ほ
が
ま

の

浦う
ら

見
は
半は
ん

之の

丞ぜ
う

か
の
男
を
と
こ
と
盃
さ
か
づ
き

迄ま
で

せ
し
事
思
へ
ば
堪
忍
か
ん
に
ん

な
ら
ぬ
所
。
世よ

の
思
は
く
人
の
嘲
あ
さ
け
り

生い
き

て
か
ひ
な
く
直ぢ
き

に
屋や

敷し
き

に
か
け
込こ
み

て

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
藤
内
屈
服
の
理
由
は
、
ま
ず
不
意
を
打
た
れ
た
こ

と
で
あ
る
。
伴
蔵
は
昂
奮
の
極
に
あ
り
、
自
分
の
怒
り
を
い
や
が
上
に
も
燃

え
立
た
せ
て
い
る
と
い
う
の
に
、
藤
内
は
心
の
準
備
な
ど
ま
る
で
出
来
て
い

な
か
っ
た
。
次
に
藤
内
が
三
つ
指
の
姿
勢
に
な
っ
た
こ
と
。
姿
勢
が
心
理
や

人
格
に
さ
え
影
響
す
る
の
は
普
通
で
あ
る
。
第
三
に
、
伴
蔵
に
浴
せ
ら
れ
た

言
葉
の
中
に
、
藤
内
の
階
級
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
鋭
く
衝
く
言
葉
が
何
度
も

繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
伴
蔵
は
相
手
の
心
理
を
深
く
読
み

計
算
づ
く
で
あ
あ
い
う
態
度
に
出
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
い
く
ら
自
然

児
と
言
う
べ
き
伴
蔵
と
い
え
ど
も
、
怒
り
を
い
や
が
上
に
も
燃
え
立
た
せ
て
、

恐
れ
の
思
い
を
消
し
去
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
場
合
彼
の
怒
り
に
は
身
分

意
識
が
充
分
に
現
れ
て
く
る
の
は
当
然
だ
。
そ
れ
に
し
て
も
藤
内
、
も
っ
と

外
の
対
応
の
仕
方
が
な
か
っ
た
の
か
。
泣
い
て
命
乞
い
を
す
る
な
ど
と
い
う

こ
と
は
男
伊
達
の
絶
対
に
取
っ
て
は
な
ら
ぬ
態
度
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
さ
に

自
分
の
存
在
自
体
を
無
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
築
き
上
げ
て
き
た
男
伊
達
の

評
判
、
そ
れ
は
他
人
の
目
に
お
の
れ
が
ど
う
映
る
か
に
か
か
っ
て
い
た
が
、

西
鶴
は
無
残
に
も
そ
の
肝
心
な
点
を
一
語
に
示
す
。「
白
昼
は
く
ち
う

の
往
来
わ
う
ら
い

と
ゞ
ま

っ
て
見
物
け
ん
ぶ
つ

す
」
と
。
だ
が
藤
内
が
ほ
か
の
態
度
を
取
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た

の
か
も
知
れ
な
い
。
虚
を
突
か
れ
る
こ
と
の
恐
ろ
し
さ
で
あ
る
。

一
方
伴
蔵
の
方
は
「
不ふ

便び
ん

ま
さ
り
て
半
蔵
は
ん
ぞ
う

は
宿や
ど

に
帰
り
ぬ
。」
と
あ
る
。

「
不
便
ま
さ
り
て
」
は
心
理
を
記
す
が
、
心
理
を
じ
か
に
記
す
言
葉
を
こ
の

一
句
に
と
ど
め
た
た
め
、
一
句
が
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
を
豊
か
に
語
る
こ
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と
に
な
っ
た
。
己
の
完
全
な
勝
利
を
見
と
ど
け
た
途
端
す
っ
と
緊
張
が
解
け
、

敗
者
へ
の
憐
れ
み
の
念
が
胸
に
拡
が
る
。
そ
れ
が
実
感
と
し
て
読
者
に
感
じ

と
ら
れ
る
の
だ
。
た
め
ら
う
こ
と
な
く
藤
内
の
門
前
へ
来
た
の
だ
ろ
う
が
、

そ
の
時
彼
の
心
理
的
緊
張
が
い
か
程
の
も
の
だ
っ
た
か
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ

に
伴
蔵
が
敗
れ
た
相
手
に
対
し
て
こ
れ
見
よ
が
し
に
勝
ち
誇
る
よ
う
な
卑
し

い
心
性
の
持
ち
主
で
は
な
い
こ
と
も
分
か
る
。
ま
た
、
今
後
は
こ
の
俺
が
半

之
丞
様
の
「
御
後
う
し
ろ
見み

を
仕
る
」
と
宣
言
し
た
の
だ
っ
た
が
、
そ
ん
な
事
が
実

現
し
よ
う
な
ど
と
本
気
で
考
え
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
事
さ
え
は
っ
き

り
す
る
。

藤
内
の
凄
惨
な
敗
北
の
恨
み
が
如
何
な
る
も
の
だ
っ
た
か
も
明
確
に
書
か

れ
て
い
る
。
こ
の
敗
北
は
自
分
自
身
に
対
し
て
も
何
の
言
い
訳
も
効
か
な
い

救
い
よ
う
の
な
い
敗
け
で
あ
る
。「
さ
す
が
長
袖
な
が
そ
で

の
わ
り
な
く
」
と
簡
単
に

書
く
が
、
普
段
は
自
分
自
身
に
も
他
人
に
も
隠
し
切
っ
て
い
る
町
人
根
性
を

さ
ら
け
出
し
て
し
ま
っ
た
。
自
分
で
も
意
外
だ
っ
た
ろ
う
。
男
伊
達
と
し
て

名
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
克
服
し
た
筈
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
露
呈
し
た

の
だ
。
半
狂
乱
に
陥
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
怒
り
は
当
然
自
分
自
身
に
向
け

ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
。
だ
が
人
間
た
る
も
の
こ
う
い
う
場
合
、
誰
か
無
理
や

り
罪
を
帰
す
べ
き
第
三
者
を
探
し
出
し
、
そ
れ
に
怒
り
を
ぶ
つ
け
る
。
こ
こ

で
は
半
之
丞
し
か
い
な
い
。「
か
の
男
を
と
こ
と
盃
さ
か
づ
き

迄ま
で

せ
し
事
思
へ
ば
堪
忍
か
ん
に
ん

な
ら
ぬ

所
」。
伴
蔵
が
お
の
れ
に
は
こ
う
い
う
事
を
言
う
資
格
が
あ
る
と
主
張
す
る

そ
の
根
拠
と
し
て
辛
う
じ
て
引
っ
張
り
出
し
て
き
た
、
盃
を
給
わ
っ
た
経
験
、

そ
れ
を
今
度
は
な
ん
と
藤
内
が
事
の
原
因
を
何
と
か
半
之
丞
に
結
び
つ
け
よ

う
と
し
て
、
伴
蔵
の
怒
号
の
う
ち
か
ら
拾
い
上
げ
、
半
之
丞
へ
の
不
当
な
怒

り
の
種
に
し
よ
う
と
し
た
。
伴
蔵
だ
っ
て
自
分
が
「
付つ
き

あ
が
り
し
て
」
厳
し

く
半
之
丞
に
咎
め
ら
れ
た
の
だ
か
ら
盃
を
給
わ
っ
た
こ
と
に
何
の
意
味
も
無

い
こ
と
は
知
っ
て
い
る
。
藤
内
は
自
分
を
威
圧
す
る
伴
蔵
の
言
葉
の
う
ち
に

聞
き
取
っ
た
言
葉
だ
か
ら
、
つ
い
過
大
評
価
し
て
し
ま
っ
た
の
か
。
い
や
そ

れ
よ
り
も
や
は
り
何
と
か
半
之
丞
に
怒
り
を
爆
発
さ
せ
る
べ
き
き
っ
か
け
を

見
つ
け
た
い
の
で
、
何
の
意
味
も
な
い
盃
を
も
ら
っ
た
だ
け
の
こ
と
を
無
理

や
り
重
大
な
こ
と
に
し
て
し
ま
っ
た
だ
け
だ
ろ
う
。
何
故
な
ら
身
分
意
識
を

衝
か
れ
た
瞬
間
の
藤
内
に
は
、
半
之
丞
も
武
士
階
級
の
人
間
で
あ
り
伴
蔵
と

同
類
だ
と
い
う
事
実
が
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ら
れ
た
筈
だ
。
そ
の
二
人
が
盃
の

や
り
取
り
を
す
る
。
藤
内
が
半
之
丞
に
恨
み
の
対
象
を
転
嫁
す
る
こ
と
は
、

呼
び
さ
ま
さ
れ
た
身
分
意
識
に
よ
っ
て
容
易
だ
っ
た
。

半
狂
乱
の
体
で
沼
菅
の
屋
敷
に
か
け
込
ん
だ
藤
内
の
精
神
状
態
は
こ
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
。
テ
ク
ス
ト
に
忠
実
に
読
め
ば
そ
れ
以
外
に
は
あ
り
得
な

い
。
駄
言
を
弄
し
た
の
は
藤
内
の
行
為
の
原
因
を
嫉
妬
と
す
る
見
解
が
散
見

す
る
か
ら
で
あ
る
。（
注
）

「
是
程
こ
れ
ほ
ど

に
名な

を
得
し
男
達

を
と
こ
だ
て
も
さ
す
が
長
袖
な
が
そ
で

の
わ
り
な
く
」
は
生
ま
れ
は
争

え
な
い
も
の
で
、
底
に
残
っ
て
い
る
町
人
根
性
ゆ
え
に
藤
内
は
屈
服
し
て
し

ま
っ
た
の
だ
と
語
り
手
が
説
明
し
、「
胸む
ね

の
ほ
む
ら
は
塩
釜
し
ほ
が
ま

の
浦う
ら

見
は
半は
ん

之の

丞ぜ
う

」
と
歌
語
を
用
い
な
が
ら
心
中
怒
り
が
む
ら
む
ら
と
こ
み
上
げ
る
様
を
描

き
、
そ
の
怒
り
は
自
分
自
身
で
は
な
く
す
ぐ
さ
ま
第
三
者
の
半
之
丞
へ
と
向

か
い
、「
か
の
男
を
と
こ
と
盃
さ
か
づ
き

迄ま
で

せ
し
事
思
へ
ば
堪
忍
か
ん
に
ん

な
ら
ぬ
所
」
と
そ
の
怒
り
の

一
見
正
当
な
根
拠
を
直
ち
に
見
出
す
。「
世
の
思
は
く
人
の
嘲
生

あ
さ
け
り
い
き

て
か
ひ
な

く
」
大
勢
の
目
の
前
で
あ
の
よ
う
な
意
気
地
な
い
姿
を
さ
ら
し
た
の
は
、
恥

と
い
う
だ
け
で
は
な
い
、
男
伊
達
の
存
在
価
値
を
ゼ
ロ
に
し
て
し
ま
っ
た
こ

と
だ
が
、
藤
内
自
身
に
は
何
よ
り
も
「
世
」「
人
」
の
目
と
し
て
意
識
さ
れ
、

そ
れ
は
も
う
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。「
生い
き

て
か
ひ
な
く
」
は
読
者
も
共
感
で

き
る
自
然
さ
を
持
っ
て
い
る
。「
直ぢ
き

に
屋や

敷し
き

に
か
け
込こ
み

て
」
ま
で
、
極
め
て

簡
潔
な
が
ら
藤
内
の
心
の
動
き
に
ぴ
っ
た
り
即
し
た
叙
述
、
い
や
む
し
ろ
描

写
で
あ
る
。「
半は
ん

之の

丞ぜ
う

に
逢あ
ひ

て
」
だ
け
が
単
な
る
説
明
だ
が
、
す
ぐ
「
段だ
ん

ゝゝく

い
ひ
も
は
て
ず
」
と
描
写
に
戻
る
。
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段だ
ん

ゝゝく
い
ひ
も
は
て
ず
藤
内
脇
指
切
付

と
う
な
い
わ
き
ざ
し
き
り
つ
け

る
を
ひ
ら
り
と
の
き
さ
り
と
て
は

そ
れ
に
は
様や
う

子す

あ
り
。
先
心

ま
つ
こ
ゝ
ろ
を
鎭
し
づ
め
て
物も
の

を
聞き
ゝ

給
へ
と
と
ゝ
む
る
を
も
聞き
ゝ

入い
れ

ず
。
ひ
た
打う
ち

に
う
つ
太
刀
た

ち

に

藤
内
半
狂
乱
の
姿
で
あ
る
。
あ
の
男
と
盃
ま
で
し
た
と
は
堪
忍
な
ら
ぬ
な

ど
と
、
半
ば
支
離
滅
裂
な
言
葉
を
叩
き
つ
け
い
き
な
り
斬
り
か
か
っ
た
。

「
ひ
ら
り
と
の
き
」
は
若
衆
ら
し
い
動
作
で
あ
る
。
相
手
を
押
し
と
ど
め
て

説
明
し
よ
う
と
し
た
が
、
当
然
な
が
ら
い
つ
も
の
藤
内
と
は
違
い
、
聞
入
れ

る
様
子
も
な
く
無
闇
矢
鱈
に
斬
り
か
か
っ
て
く
る
。

ひ
た
打う
ち

に
う
つ
太
刀
た

ち

に
半は
ん

之の

丞ぜ
う

右
の
肩
先
か
た
さ
き

を
あ
や
ま
り
此
さ
は
ぎ
に
家か

老
家
ら
う
い
へ

の
子こ

共
は
し
り
出
か
け
隔へ
だ

た
り
藤
内
と
う
な
い

を
微み

塵ぢ
ん

に
斬
砕
き
り
く
だ

き
半は
ん

之の

丞ぜ
う

深ふ
か

手で

に
見
へ
さ
せ
給
ふ
と
各を
の

く
肩か
た

に
か
け
内
に
入

う
ち
　
　
い
り

。

寸
分
の
隙
な
く
一
語
の
無
駄
も
な
い
描
写
で
危
機
的
場
面
を
描
く
。
半
之

丞
が
背
負
わ
れ
て
中
へ
入
る
よ
り
藤
内
が
斬
殺
さ
れ
る
方
が
記
述
が
先
に
な

っ
て
い
る
の
も
、
瞬
間
的
な
あ
わ
た
だ
し
い
動
き
を
自
然
に
表
現
す
る
が
、

半
之
丞
が
藤
内
の
弟
分
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
面
白
く
思
わ
な
い
者
が
家
来

た
ち
に
も
大
勢
い
た
こ
と
も
は
っ
き
り
分
か
る
。「
微み

塵ぢ
ん

に
」「
斬
砕
き
り
く
だ

き
」
の

二
語
が
家
来
た
ち
の
気
持
を
雄
弁
に
語
る
。
ま
こ
と
に
簡
潔
き
わ
ま
る
文
章

だ
が
、
こ
の
簡
潔
さ
は
次
に
書
か
れ
た
恢
復
途
上
の
半
之
丞
の
、
秋
の
夜
長

の
悶
々
た
る
思
い
の
く
ど
い
と
も
言
え
る
叙
述
と
対
照
的
で
あ
る
。
こ
の
あ

た
り
、
伴
蔵
が
帰
っ
て
行
っ
て
か
ら
藤
内
の
死
ま
で

―
は
や
は
り
経
過

部
と
も
言
う
べ
き
箇
所
だ
っ
た
。

半は
ん

之
丞せ
う

さ
ま
で
の
手て

と
も
思
は
ざ
り
し
難な
ん

ぎ
九
月
十
二
三
日
の
比こ
ろ

よ
り

驗げ
ん

氣き

を
え
て
倩つ
ら

く
藤
内
と
う
な
い

仕し

か
た
あ
ま
り
に
短た
ん

氣き

に
て
仕し

損そ
ん

じ
給
ふ
時
。

我わ
れ

此
手て

を
屓を
は

ず
は
家け

来ら
い

の
手
に
か
け
て
や
み

く
と
殺こ
ろ

さ
せ
は
せ
ま
じ

も
の
。
悔
く
や
み
て
か
ひ
な
き
事
な
が
ら
去
年
こ

ぞ

の
明
日
あ

す

の
夜よ

は
竊
ひ
そ
か
に
お
ぬ
し
の

部
屋
へ

や

に
と
も
な
は
れ
。
み
づ
か
ら
東
ひ
が
し
の
窓ま
ど

を
明
南
面

あ
け
な
ん
め
ん

の
簾
す
だ
れ
を
巻ま
き

て
し
め

や
か
に
話か
た

り
な
ぐ
さ
み
弐ふ
た

人り

が
中
に
か
は
す
枕
ま
く
ら
は
傾
か
た
ふ
く
月
の
桂
か
つ
ら
な
ら
で

は
し
る
も
の
な
く
籬
ま
か
き
の
菊き
く

の
滴
し
た
ゞ
り
を
受う
け

て
は
不ふ

老ら
う

ぶ
死し

の
仙
薬
せ
ん
や
く

を
求
も
と
め
て

も
契ち
ぎ
り

久ひ
さ

し
か
ら
ん
事
を
誓ち
か

ひ
し
に
。
思
ひ
の
外ほ
か

の
う
き
別わ
か

れ
其
詞

そ
の
こ
と
ば
も
は

や
夢ゆ
め

に
な
り
た
る
よ
な
。
此
懐
な
つ
か
し
き
心
の
中
を
ば
露つ
ゆ

も
し
り
給
は
ず
は

か
な
く
消
給
ふ
時

き
へ
　
　
　
　
と
き

さ
そ
そ
れ
が
し
を
恨う
ら

み
と
思
し
け
ん
。
そ
ふ
で
は
な

い
心
底
し
ん
て
い

を
。
と
て
も
か
な
は
ぬ
う
き
世よ

に
竹
倉
伴
藏

た
け
く
ら
ば
ん
そ
う

が
に
く
き
仕し

業わ
ざ

ゆ

へ
ま
ざ

く
か
う
し
な
し
。
死し
な

ば
倶と
も

に
と
い
へ
る
人
を
先
に
立

さ
き
　
　
た
て

た
る
始し

末ま
つ

こ
れ
は
い
か
な
る
因
果
ゐ
ん
ぐ
は

め
ぐ
り
来き

て
今い
ま

の
か
な
し
み
。
思
へ
ば
兄あ
に

ぶ

ん
藤
内
殿

と
う
な
い
と
の

の
敵
か
た
き
は
伴
藏
ば
ん
ざ
う

な
る
も
の
南
無
な

む

三
寶ほ
う

を
く
れ
た
り
。
の
が
さ
ぬ

く
と
い
ま
だ
疵き
づ

の
半
な
か
ば
も
平へ
い

愈ゆ

せ
ざ
る
に
欠
出
か
け
い
で

て
は
絶
入
狂

た
へ
い
り
く
る

ひ
出
て
は

ふ
し
ま
ろ
び
。

半
之
丞
の
述
懐
は
、
途
中
「
去
年
の
明
日

こ

ぞ

　

あ

す

の
夜よ

は
」
と
書
か
れ
明
確
に
日

に
ち
が
決
ま
っ
て
い
る
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
読
ん
だ
印
象
で
は
幾
夜
も

続
い
た
も
の
と
の
感
覚
も
得
る
。「
九
月
十
二
三
日
の
比こ
ろ

よ
り
」
と
冒
頭
に

あ
る
の
も
一
因
だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
述
懐
の
内
容
、
更
に
夢
中
で
駆
け
出
し

て
は
失
神
し
て
倒
れ
る
と
い
う
動
作
に
至
る
ま
で
、
こ
こ
で
は
敵
か
た
き
は
伴
蔵
と

初
め
て
気
づ
い
た
瞬
間
が
書
か
れ
て
い
る
の
は
確
か
だ
が
、
恐
ら
く
秋
の
夜

の
夜
毎
に
長
い
時
間
に
亘
り
、
幾
夜
と
な
く
ま
た
毎
夜
大
差
な
く
繰
り
返
さ

れ
た
の
だ
ろ
う
と
感
じ
さ
せ
る
。

藤
内
を
「
あ
ま
り
に
短
気
」
と
言
う
が
こ
れ
は
ま
さ
に
半
之
丞
の
実
感
だ

っ
た
。
あ
れ
ほ
ど
短
気
な
藤
内
の
姿
を
見
た
こ
と
は
無
か
っ
た
ろ
う
。
だ
が

こ
の
「
短
氣
」
一
語
で
半
之
丞
に
は
藤
内
の
心
情
が
何
ひ
と
つ
分
か
っ
て
い

な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
俺
の
説
明
を
よ
く
聴
い
た
ら
納
得
し
て
怒
り
を
鎮
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め
た
だ
ろ
う
と
い
う
の
だ
か
ら
。
藤
内
は
短
気
ど
こ
ろ
で
は
な
く
自
暴
自
棄

の
状
態
だ
っ
た
。「
仕し

損そ
ん

じ
給
ふ
時
」
藤
内
に
よ
っ
て
こ
の
俺
が
斬
ら
れ
れ

ば
よ
か
っ
た
と
い
う
思
い
が
裏
に
あ
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
う
強
く
は

な
い
が
、
そ
れ
は
自
分
が
斬
ら
れ
ず
藤
内
も
無
事
で
あ
っ
た
ら
一
番
良
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。「
我わ
れ

此
手て

を
屓を
は

ず
は
家け

来ら
い

の
手
に
か
け
て
」
こ
れ
は
強
い

後
悔
の
思
い
で
あ
る
。
だ
が
「
家け

来ら
い

の
手
に
か
け
て
や
み

く
と
殺こ
ろ

さ
せ
は

せ
ま
じ
も
の
」
は
は
な
は
だ
非
現
実
的
な
仮
定
で
あ
る
。
藤
内
が
や
み
く
も

に
振
り
回
す
刀
か
ら
無
事
で
あ
る
半
之
丞
な
ぞ
想
定
不
可
能
だ
。
と
は
言
え
、

こ
の
悔
恨
の
思
い
は
藤
内
の
死
を
描
く
く
だ
り
を
知
っ
て
い
る
読
者
に
は
痛

切
に
迫
る
。
た
と
え
半
ば
気
を
失
い
、
声
を
出
す
こ
と
も
立
ち
上
る
こ
と
も

出
来
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
眼
前
で
瞬
時
に
経
過
し
た
惨
劇
で
あ
る
。「
俺
が

こ
の
傷
を
負
い
さ
え
し
な
け
れ
ば
」
は
繰
り
返
し
腹
の
底
か
ら
絞
り
出
さ
れ

た
声
で
あ
り
比
類
な
い
実
感
を
伴
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
心
が
や
ゝ
落
着

い
た
時
に
は
死
ん
だ
藤
内
の
思
い
出
が
あ
る
甘
さ
と
共
に
甦
る
。「
悔
く
や
み
て
か

ひ
な
き
事
な
が
ら
」
と
「
思
ひ
の
外ほ
か

の
う
き
別わ
か

れ
」
と
い
う
、
音
が
八
五
、

七
五
と
同
じ
形
で
情
緒
的
意
味
も
よ
く
似
た
二
句
に
は
さ
ま
れ
た
四
行
半

は
、「
去
年
こ

ぞ

の
明
日
の
夜

あ

す

　

よ

」
と
特
定
さ
れ
た
一
夜
の
思
い
出
を
語
る
。
こ
の

四
行
半
に
は
悔
恨
悲
哀
怨
恨
等
を
直
接
に
示
す
語
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。「
月

の
桂
」「
籬
ま
が
き
の
菊
の
滴
し
た
ゝ
り
」
等
歌
語
や
そ
れ
に
類
す
る
言
葉
を
配
し
な
が
ら

も
、
回
想
と
し
て
人
物
ニ
人
の
動
作
を
具
体
的
に
順
次
示
し
て
い
き
、「
東
ひ
が
し

の
窓ま
ど

を
明
南
面

あ
け
な
ん
め
ん

の
簾
す
だ
れ
を
巻ま
き

て
」
な
ど
あ
ま
り
深
い
意
味
の
な
い
些
細
な
動
作

を
書
く
こ
と
で
、
回
想
さ
れ
た
世
界
の
平
和
と
静
け
さ
し
め
や
か
さ
を
巧
み

に
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
竊
ひ
そ
か
に
お
ぬ
し
の
部
屋
へ

や

に
と
も
な
は
れ
」「
し

め
や
か
に
話か
た

り
」「
弐ふ
た

人り

が
中
に
か
は
す
枕
ま
く
ら
」
な
ど
内
密
で
私
的
な
う
ち
解

け
た
気
分
を
表
す
句
は
、
同
時
に
露
骨
な
ほ
ど
は
っ
き
り
と
男
色
の
記
憶
を

語
る
。
二
人
称
代
名
詞
「
お
ぬ
し
」
は
半
之
丞
が
亡
き
念
友
と
の
男
色
の
経

験
を
思
い
出
し
た
と
き
、
そ
こ
に
或
る
楽
し
さ
を
感
じ
て
い
る
ら
し
い
こ
と

を
示
す
。
そ
の
感
覚
と
、「
月
の
桂
」
は
と
も
角
「
不ふ

老ら
う

ぶ
死し

の
仙
薬
せ
ん
や
く

」
な

ど
の
語
と
が
い
さ
さ
か
相
容
れ
ず
調
和
を
欠
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
現
代

的
感
覚
の
な
す
と
こ
ろ
か
。
し
か
し
元
禄
以
前
の
男
色
家
の
感
覚
な
ど
も
っ

と
わ
け
の
分
か
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
は
分
か
り
易
く

書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
く
。
こ
の
四
行
半
は
一
時
的
に
静
か
で
落
着
い
た

気
分
が
支
配
す
る
が
、
も
ち
ろ
ん
直
前
の
一
句
も
あ
り
悲
哀
の
感
は
当
然
通

奏
低
音
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
。
回
想
に
或
る
甘
さ
が
あ
っ
た
と
し
て
も

「
契
久

ち
ぎ
り
ひ
さ
し
か
ら
ん
事
を
誓ち
か

ひ
し
に
」
と
ひ
と
度
未
来
へ
の
誓
い
を
思
い
出
す

と
、
相
手
の
決
定
的
不
在
が
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ら
れ
、
寒
々
と
し
た
現
実
へ

意
識
が
引
き
戻
さ
れ
る
。「
其そ
の

詞
こ
と
ば

も
は
や
夢ゆ
め

に
な
り
た
る
よ
な
」
と
。
こ
の

「
よ
な
」
の
語
尾
は
半
之
丞
の
肉
声
を
聞
く
よ
う
な
な
ま
な
ま
し
さ
を
持
つ
。

「
此
懐
な
つ
か
し
き
心
の
中
を
ば
露つ
ゆ

も
し
り
給
は
ず
は
か
な
く
消き
へ

給
ふ
時
さ
そ
そ
れ

が
し
を
恨う
ら

み
と
思
し
け
ん
。」
死
ん
で
い
っ
た
愛
す
る
者
が
全
く
の
誤
解
か

ら
死
の
瞬
間
自
分
を
恨
ん
で
い
た
だ
ろ
う
と
信
じ
ら
れ
た
と
き
、
生
者
に
は

救
い
が
な
い
。
い
つ
の
世
に
も
変
ら
ぬ
真
実
で
あ
る
。
こ
の
文
、
半
之
丞
の

藤
内
へ
の
無
限
の
い
と
し
さ
も
現
れ
て
い
る
。「
懐
な
つ
か
し
き
心
」
や
「
は
か
な

く
消き
へ

給
ふ
時と
き

」
の
よ
う
な
凡
句
が
、
こ
れ
程
の
豊
か
な
表
現
力
を
持
つ
の
は

不
思
議
な
ほ
ど
だ
が
、
直
前
に
半
之
丞
が
あ
の
よ
う
な
回
想
に
ふ
け
り
、
こ

の
上
な
い
懐
し
さ
を
持
っ
て
い
た
事
を
我
々
も
実
感
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

「
そ
ふ
で
は
な
い
心
底
し
ん
て
い

を
」
俺
を
恨
む
べ
き
理
由
な
ど
ま
る
で
な
い
の
は
す

ぐ
に
で
も
分
か
ら
せ
る
事
が
で
き
た
の
に
相
手
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
誤
解

だ
誤
解
だ
と
い
く
ら
心
中
に
叫
ん
だ
と
こ
と
で
も
う
何
に
も
な
ら
な
い
。
絶

望
は
完
璧
で
あ
る
。
し
か
し
く
り
返
し
こ
の
思
い
は
襲
っ
て
く
る
。
こ
の
言

葉
は
そ
う
し
た
不
条
理
に
の
た
う
つ
者
の
う
め
き
声
を
そ
の
ま
ま
声
に
聞
く

か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
働
き
は
先
に
見
た
「
夢ゆ
め

に
な
り
た
る
よ
な
」
の
語

尾
に
似
る
が
、
こ
ゝ
で
の
方
が
半
之
丞
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い
絶
望
に
読
む

者
が
よ
り
深
く
感
情
移
入
し
て
い
る
。
う
ね
り
、
く
ね
り
、
上
下
す
る
感
情
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の
推
移
を
そ
の
ま
ま
伝
え
る
。
テ
ク
ス
ト
全
体
の
動
き
に
読
者
の
意
識
が
乗

せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
と
て
も
か
な
は
ぬ
う
き
世よ

」
は
よ
く
考
え

て
み
る
と
い
さ
さ
か
意
味
曖
昧
だ
が
特
に
気
に
は
な
ら
な
い
。
町
奴
を
念
友

に
す
る
こ
と
な
ど
反
対
や
妨
害
が
多
か
っ
た
ろ
う
し
、
男
色
関
係
自
体
が

「
不ふ

老ら
う

ぶ
死し

の
仙
薬
せ
ん
や
く

を
求
も
と
め
て
も
契
久

ち
ぎ
り
ひ
さ
し
か
ら
ん
事
」
を
望
む
な
ど
と
い
う
こ

と
と
は
矛
盾
し
た
性
格
の
も
の
な
の
に
、
伴
蔵
の
せ
い
で
そ
れ
も
突
如
断
ち

切
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
が
、
直
前
の
「
そ
ふ
で
は
な
い
心
底
し
ん
て
い

を
。」

が
あ
る
た
め
そ
の
意
味
が
続
い
て
い
て
、
俺
の
真
情
は
そ
う
で
は
な
い
と
い

く
ら
念
じ
て
も
相
手
に
は
届
か
な
い
と
い
う
絶
望
を
表
し
て
い
る
と
も
解
し

得
る
。
後
者
の
意
味
も
か
す
か
に
あ
る
陰
影
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
。「
と
て
も
か
な
は
ぬ
う
き
世よ

に
竹た
け

倉
伴
蔵

く
ら
ば
ん
そ
う

が
に
く
き
仕し

業わ
ざ

ゆ
へ
ま

ざ

く
か
う
し
な
し
。」
こ
こ
で
や
っ
と
伴
蔵
の
名
が
出
て
く
る
。
藤
内
の

死
を
悔
み
、
悩
み
続
け
て
い
る
と
き
伴
蔵
の
如
き
は
意
識
に
上
ら
な
か
っ
た
。

「
に
く
き
仕し

業わ
ざ

ゆ
へ
」
と
伴
蔵
の
行
為
を
意
識
し
て
い
る
が
、
直
ち
に
敵
か
た
き
は

伴
蔵
と
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
。
遅
れ
は
三
行
に
も
亘
っ
て
い
る
。「
竹た
け

倉
伴
蔵

く
ら
ば
ん
そ
う

が
に
く
き
仕し

業わ
ざ

ゆ
へ
ま
ざ

く
か
う
し
な
し
。
死
ば
倶

し
な
　
　
と
も

に
と
い
へ
る

人
を
先
に
立

さ
き
　
　
た
て

た
る
始し

末ま
つ

こ
れ
は
い
か
な
る
因
果
ゐ
ん
ぐ
は

め
ぐ
り
来き

て
今い
ま

の
か
な
し

み
。
思
へ
ば
兄あ
に

ぶ
ん
藤
内
殿

と
う
な
い
と
の

の
敵
か
た
き
は
伴
蔵
ば
ん
ざ
う

な
る
も
の
」。「
い
か
な
る
因
果
ゐ
ん
ぐ
は

め

ぐ
り
来き

て
」
と
答
を
探
し
「
思
へ
ば
」
と
今
一
度
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
た
揚

句
、
や
っ
と
伴
蔵
が
敵
か
た
き
だ
っ
た
と
気
が
つ
く
。
気
が
つ
い
た
途
端
「
南
無
な

む

三

寶ほ
う

を
く
れ
た
り
。
の
が
さ
ぬ

く
」
と
「
欠
出
か
け
い
で

て
は
絶
入
狂

た
へ
い
り
く
る

ひ
出
て
は
ふ
し

ま
ろ
び
。」
と
い
う
状
態
に
な
る
。
半
之
丞
が
す
ぐ
に
伴
蔵
を
敵
か
た
き
と
し
て
思

い
つ
か
な
か
っ
た
の
は
何
故
か
。
伴
蔵
な
ど
と
い
う
存
在
は
藤
内
の
死
の
直

接
原
因
な
ど
と
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
半
之
丞
の
世
界
観
か
ら
す

れ
ば
藤
内
と
伴
蔵
は
次
元
が
違
う
の
だ
。
か
け
込
ん
で
き
た
藤
内
の
気
狂
い

じ
み
た
怒
号
の
中
に
は
伴
蔵
の
名
も
し
き
り
に
出
て
き
た
だ
ろ
う
し
、
自
分

が
そ
の
伴
蔵
と
盃
を
し
た
こ
と
を
許
し
難
し
と
言
っ
て
い
た
こ
と
は
良
く
知

っ
て
い
る
が
、
今
一
つ
よ
く
腑
に
落
ち
て
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
当

然
で
あ
る
。
藤
内
の
怒
り
は
も
と
も
と
支
離
滅
裂
な
の
だ
か
ら
。
半
之
丞
は

何
を
知
り
一
体
ど
う
判
断
し
て
い
た
の
か
。
伴
蔵
が
藤
内
の
屋
敷
に
押
し
か

け
自
分
が
盃
を
与
え
て
や
っ
た
こ
と
を
奇
貨
と
し
て
あ
た
か
も
自
分
が
伴
蔵

と
心
を
通
わ
せ
た
か
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
藤
内
は
そ
れ
を
真
に
受
け
お
そ

ら
く
は
嫉
妬
に
か
ら
れ
て
沼
菅
邸
へ
怒
鳴
り
込
み
、
短
気
に
も
刀
を
振
り
回

し
て
家
来
た
ち
に
斬
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
い
う
判
断
で
は
、
ま
ず
藤
内

の
あ
ま
り
の
短
気
さ
が
全
て
の
元
と
し
て
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
こ

れ
も
先
述
し
た
が
、
自
分
が
不
用
意
に
も
負
傷
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
そ
の

こ
と
の
不
運
、
そ
う
し
た
こ
と
が
大
き
く
考
え
ら
れ
、
伴
蔵
は
目
に
入
ら
な

い
。
述
懐
の
終
り
の
あ
た
り
で
竹
倉
伴
蔵
の
憎
い
行
為
に
よ
っ
て
こ
う
な
っ

て
し
ま
っ
た
と
は
っ
き
り
理
解
し
な
が
ら
、
そ
れ
故
今
の
悲
し
み
が
あ
る
わ

け
だ
が
、
そ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
「
因
果
」
が
巡
っ
て
そ
う
な
っ
た
の
か
と

考
え
、
い
ろ
い
ろ
思
い
を
巡
ら
し
事
の
道
筋
を
た
ど
っ
た
あ
げ
く
、
や
っ
と

伴
蔵
が
す
べ
て
の
原
因
と
気
付
く
。
だ
が
半
之
丞
は
伴
蔵
に
完
全
に
屈
服
し

た
と
き
の
藤
内
の
心
中
を
知
ら
な
い
。
男
伊
達
が
侍
に
お
ど
さ
れ
て
命
乞
い

を
す
る
と
い
う
事
の
意
味
も
完
全
に
分
か
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
藤
内

の
心
中
い
や
意
識
下
深
く
隠
さ
れ
た
い
や
し
い
町
人
根
性
な
ど
半
之
丞
が
知

る
筈
も
な
い
。
だ
か
ら
首
尾
よ
く
敵
を
討
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
い
わ
ば
偶

然
に
正
し
い
敵
を
選
ん
だ
の
だ
と
言
え
る
。「
は
か
な
く
消
給
ふ
時
さ
ぞ
そ

れ
が
し
を
恨
み
と
思
し
け
ん
。」
と
い
う
悲
痛
な
真
情
の
こ
も
っ
た
句
も
、

そ
の
推
定
は
間
違
っ
て
い
た
。
い
や
大
い
に
恨
ん
で
い
た
か
も
知
れ
な
い
が
、

半
之
丞
が
考
え
て
い
た
よ
う
に
他
の
男
と
心
を
通
わ
せ
た
か
ら
と
い
う
嫉
妬

め
い
た
感
情
な
ど
で
な
く
、
下
の
階
層
が
上
の
階
層
に
対
し
て
抱
く
憎
悪
と

い
う
、
何
と
も
散
文
的
し
か
し
深
刻
な
身
分
意
識
だ
っ
た
。
半
之
丞
の
思
い

違
い
は
こ
の
十
六
行
ほ
ど
の
く
だ
り
に
如
何
と
も
し
難
い
虚
し
さ
を
も
た
ら

す
が
、
そ
れ
は
全
体
に
漂
う
ま
こ
と
に
沈
痛
な
感
覚
と
調
和
し
、
互
い
を
強
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め
て
い
る
。
こ
こ
で
は
主
人
公
の
心
理
を
一
見
自
然
な
動
き
の
ま
ゝ
に
表
現

し
て
い
き
な
が
ら
、
語
順
や
言
葉
の
数
さ
え
計
算
し
、
読
む
者
の
意
識
を

悶
々
の
思
い
に
苦
し
む
若
者
の
心
の
動
き
に
同
化
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け

の
短
さ
で
そ
れ
が
実
現
さ
れ
て
い
る
の
に
驚
く
が
、
特
定
の
一
夜
の
出
来
事

で
あ
り
な
が
ら
、
同
じ
よ
う
な
夜
が
幾
夜
も
く
り
返
さ
れ
た
か
に
感
じ
さ
せ

る
の
は
、
文
章
の
短
か
さ
も
大
き
く
役
立
っ
て
い
る
。

以
下
は
簡
略
に
記
す
。
力
の
入
っ
た
表
現
は
も
う
見
ら
れ
な
い
。
寝
て
い

た
半
之
丞
が
い
き
な
り
駆
け
出
し
て
父
や
家
来
に
静
止
さ
れ
た
と
き
、「
此

下
心
し
た
こ
ゝ
ろ
を
し
れ
る
程
の
者

ほ
ど
　
　
も
の

は
殊
更
哀

こ
と
さ
ら
あ
は
れ

に
袖そ
で

を
絞し
ぼ

り
け
る
」
と
あ
る
。「
興
覚
け
う
さ
め

」

た
人
達
と
対
照
さ
れ
た
少
数
者
、
こ
れ
は
単
に
衆
道
の
理
解
者
と
言
う
よ
り

「
心
達だ
て

の
結
構
け
つ
か
う

な
る
御
侍
さ
ふ
ら
ひ

は
是こ
れ

が
籏
下
は
た
し
た

に
御
機き

嫌
取
程

け
ん
と
る
ほ
ど

の
器
量
き
り
や
う

」
と
さ
れ
た

侍
た
ち
と
通
ず
る
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
少
数
派
で
元
禄
以
後
は
激
減

す
る
の
だ
ろ
う
が
。
西
鶴
が
こ
こ
で
彼
ら
に
つ
い
て
ひ
と
言
書
い
た
の
は
半

之
丞
と
伴
蔵
の
社
会
的
性
格
の
差
を
よ
り
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
で
あ
ろ

う
。「

藤
内
弟
藤

と
う
な
い
お
と
ゝ
と
う

八
」
な
る
人
物
が
出
て
き
て
「
兄あ
に

や
み

く
と
討
れ
た
る
を

無む

念ね
ん

に
思
ひ
。
詰つ
め

。
所
詮
敵

し
よ
せ
ん
か
た
き
は
半は
ん

之の

丞ぜ
う

年
来
ね
ん
ら
い

の
心
底
し
ん
て
い

飜
ひ
る
が
へ

し
た
る
侍
さ
ふ
ら
ひ

畜
生

ち
く
し
や
う
」

と
半
之
丞
を
兄
の
敵
と
つ
け
ね
ら
う
。
こ
こ
に
も
一
人
思
い
違
い
を
し
て
い

る
男
が
い
る
わ
け
だ
。
半
之
丞
が
伴
蔵
を
敵
か
た
き
と
判
断
し
た
の
は
結
果
的
に
正

し
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
思
い
違
い
に
気
付
か
な
い
、
あ
る
い
は
無
視
す
る
読

者
は
多
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
読
者
に
、
考
え
て
み
れ
ば
半
之
丞
だ
っ
て
藤

八
と
同
じ
こ
と
、
と
思
わ
せ
る
機
能
を
持
つ
。

半
之
丞
が
伴
蔵
を
討
っ
た
場
面
は
書
か
れ
な
か
っ
た
。
当
然
だ
ろ
う
。
本

話
は
す
で
に
藤
内
邸
玄
関
前
で
の
伴
蔵
の
怒
声
と
、
秋
の
夜
の
半
之
丞
の
思

い
と
い
う
性
格
の
対
照
的
に
異
な
っ
た
二
つ
の
場
面
を
書
い
て
い
る
。
共
に

西
鶴
が
筆
に
精
根
込
め
た
と
き
の
空
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
文
章
だ
っ
た
。
そ
れ

に
加
え
て
主
人
公
二
人
の
決
闘
場
面
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
。
前
の
二
場
面
を

無
力
化
し
、
作
品
を
崩
壊
さ
せ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
伴
蔵
が
ど
の
よ
う
に
半

之
丞
に
討
た
れ
た
か
は
、
書
か
れ
た
こ
と
だ
け
で
大
凡
は
想
像
で
き
る
。
半

之
丞
が
藤
八
を
訪
ね
た
の
は
「
十
月
十
九
日
の
夜や

半は
ん

」
と
さ
れ
て
い
る
。
負

傷
は
八
月
廿
八
日
で
あ
の
述
懐
は
九
月
十
二
三
日
頃
だ
っ
た
。
と
て
も
ま
だ

も
と
通
り
に
恢
復
し
て
い
ま
い
。「
武ぶ

道だ
う

み
が
き
」
の
伴
蔵
が
手
も
な
く
討

た
れ
た
と
い
う
だ
け
で
、
伴
蔵
の
心
の
あ
り
か
た
を
教
え
ら
れ
る
。
伴
蔵
は

藤
内
の
最
後
に
つ
い
て
そ
の
心
理
的
背
景
は
と
も
か
く
、
何
か
聞
い
て
い
た

で
あ
ろ
う
か
ら
、
半
之
丞
が
敵
討
に
来
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
た
か
も
知
れ

な
い
。
自
然
児
で
あ
る
伴
蔵
が
傷
み
衰
え
た
半
之
丞
に
ま
と
も
に
太
刀
打
ち

で
き
よ
う
か
。
男
色
家
が
自
分
の
惚
れ
て
い
る
若
衆
に
刀
を
向
け
る
こ
と
が

あ
る
の
か
、
こ
れ
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
伴
蔵
は
抵
抗

の
姿
勢
を
保
ち
な
が
ら
内
心
従
容
と
し
て
死
ん
で
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
不
思

議
な
こ
と
は
何
も
な
い
。
当
然
至
極
の
成
り
行
き
で
あ
る
。
伴
蔵
の
死
を
描

い
た
な
ら
読
者
の
同
情
を
引
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
避
け
る
べ
き
だ

っ
た
。

伴
蔵
の
首
を
よ
く
洗
っ
た
上
、
下
着
の
片
袖
を
引
き
ち
ぎ
っ
て
そ
の
首
を

つ
つ
み
、
そ
れ
を
藤
八
の
前
に
投
げ
出
し
そ
の
ま
ま
前
に
倒
れ
鎧
通
し
で
心

臓
を
さ
し
て
自
害
と
い
う
半
之
丞
の
姿
に
は
、
最
初
の
頃
に
強
調
さ
れ
た
美

貌
の
若
衆
と
し
て
の
他
人
の
目
を
意
識
し
た
美
事
な
行
動
が
完
全
に
戻
っ
て

い
る
。
そ
れ
に
接
し
た
藤
八
は
「
あ
き
れ
果は
て

何
事
も
前ぜ
ん

世ぜ

の
業が
う

な
る
べ
き
を

是
程
こ
れ
ほ
ど

い
さ
ぎ
よ
き
心
底
し
ん
て
い

し
ら
ず
し
て
今
迄ま
で

半は
ん

之の

丞ぜ
う

を
恨う
ら

み
た
る
よ
し
な

や
・
・
・
」
と
書
か
れ
る
。
半
之
丞
が
属
す
る
世
の
少
数
派
、
か
ぶ
き
者
の

流
れ
を
引
く
自
由
な
精
神
の
持
ち
主
の
美
学
が
藤
八
に
感
銘
を
与
え
た
。
そ

れ
こ
そ
が
い
つ
ま
で
も
続
く
敵
討
の
堂
々
め
ぐ
り
を
停
止
さ
せ
た
と
言
え

る
。
そ
れ
は
本
篇
の
唯
一
の
救
い
で
あ
る
。
本
話
の
語
り
手
は
終
始
半
之
丞

的
美
学
と
倫
理
に
同
情
と
共
感
を
惜
し
ま
な
い
。

本
篇
で
も
歌
枕
久
米
の
皿
山
を
最
初
の
舞
台
に
選
ん
で
い
る
こ
と
以
外
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に
、
劇
的
な
場
面
で
歌
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
は
何
か
。「
塩
釜
し
ほ
が
ま

の

浦う
ら

見
は
半は
ん

之の

丞ぜ
う

」「
傾
か
た
ふ
く
月
の
桂
か
つ
ら
・
・
・
籬
ま
か
き
の
菊き
く

の
滴
し
た
ゞ
り
・
・
・
不ふ

老ら
う

ぶ
死し

の
仙
薬
せ
ん
や
く

」
こ
れ
ら
は
表
現
に
制
約
を
与
え
た
り
、
表
現
す
べ
き
も
の
を
ゆ
が

め
た
り
す
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
表
現
上
適
切
な
用

法
と
さ
え
云
え
る
こ
と
は
、
他
の
諸
篇
で
も
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
立
ち

入
っ
て
考
え
る
こ
と
を
し
な
い
が
、
殺
伐
き
わ
ま
る
話
に
あ
る
余
裕
を
与
え

て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

こ
の
一
話
は
誤
解
、
意
地
、
意
識
下
の
偏
見
な
ど
、
人
物
の
心
理
の
複
雑

微
妙
な
綾
が
な
ま
な
ま
し
く
表
現
さ
れ
た
一
篇
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど

簡
潔
き
わ
ま
る
文
章
で
、
不
思
議
な
ほ
ど
豊
か
な
内
容
を
盛
っ
た
作
品
は
西

鶴
に
も
少
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
い
か
に
苛
烈
と
い
え
ど
も
、
結
局
た
だ
の

あ
り
ふ
れ
た
喧
嘩
話
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
、
読
む
者
に
な
ん
と
も
う
つ
ろ
で

虚
し
い
感
を
与
え
る
。
末
尾
の
簡
略
で
し
ら
じ
ら
し
い
終
り
方
は
い
か
に
も

本
話
に
ふ
さ
わ
し
い
。

注

注

「（
敵
討
の
原
因
で
）
悪
口
に
次
い
で
多
い
の
は
嫉
妬
で
あ
る
。
こ
れ
も
同
じ
く
十

例
あ
る
。（
中
略
）
沼
菅
半
之
丞
、
町
人
の
能
登
屋
藤
内
と
男
色
の
関
係
が
あ
っ
た

が
、
竹
倉
伴
蔵
と
の
仲
を
疑
っ
た
藤
内
が
押
し
か
け
て
来
た
の
で
こ
れ
を
斬
る
。
藤

内
の
弟
藤
八
が
仇
討
に
来
た
が
伴
蔵
の
首
を
差
し
出
し
て
自
害
す
る
。」
野
田
壽
雄

『
日
本
近
世
小
説
史
　
井
原
西
鶴
篇
』（
393
ペ
ー
ジ
）

「
伴
蔵
と
の
仲
を
疑
っ
た
藤
内
」
と
云
う
の
は
言
葉
が
足
り
な
い
。
正
確
に
は
仲

を
疑
っ
て
な
ど
い
な
い
。
嫉
妬
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
行
動
し
て
い
る
だ
け
だ
。
本

気
で
自
分
を
欺
い
て
、今
お
の
れ
は
嫉
妬
に
狂
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
に
し
て
も
、

実
態
は
盲
目
的
な
怒
り
で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
文
も
あ
る
。

「
藤
内
は
直
に
屋
敷
に
か
け
込
ん
で
、
半
之
丞
に
逢
っ
て
詳
し
く
話
し
も
し
な
い

う
ち
に
脇
差
を
抜
い
て
斬
り
つ
け
た
。
藤
内
は
思
慮
な
く
感
情
的
に
い
か
り
狂
う
の

は
、
自
分
が
愛
し
て
い
る
半
之
丞
が
相
手
に
盃
を
与
え
、
嫉
妬
の
感
情
に
悩
ま
さ
れ

る
が
そ
れ
に
対
し
て
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。強
い
愛
は
あ
る
が
、

町
人
で
あ
る
限
り
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
愛
が
強
い
故
に
悩
み
乱
れ
遂
に
相

手
を
殺
そ
う
と
す
る
。藤
内
に
と
っ
て
半
之
丞
へ
の
愛
が
人
生
の
す
べ
て
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
半
之
丞
を
と
ら
れ
る
こ
と
は
己
の
人
生
の
破
滅
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
愛
に
お

け
る
許
し
に
よ
っ
て
回
避
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。」
白
倉
一
由
『
西
鶴
文
芸

の
研
究
』（
400
ペ
ー
ジ
）

筆
者
に
は
藤
内
の
半
之
丞
へ
の
「
強
い
愛
」
な
ど
、
作
品
の
ど
こ
か
ら
も
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
が
こ
の
解
が
今
日
支
配
的
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
冨
士
昭

雄
氏
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
64
（
二
〇
〇
〇
年
八
月
刊
）
で
も
、「
町
人
に
は

し
ほ
ら
し
き
と
思
ふ
折
か
ら
御
姿
を
見
初
一
命
を
御
返
事
な
き
先
に
参
ら
せ
た
る
よ

り
か
は
ゆ
が
ら
せ
ら
れ
・
・
・
」
を
「
藤
内
の
方
か
ら
半
之
丞
の
お
姿
を
見
初

め
・
・
・
」
と
現
代
語
訳
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。（
同
氏
に
よ
る
明
治
書
院
版
対

訳
西
鶴
全
集
も
同
じ
）。
誤
り
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
兄
分
の
方
が
手
紙
を
よ
こ
し

た
り
、
積
極
的
求
愛
を
行
う
の
は
普
通
だ
が
、
こ
こ
で
は
町
人
の
藤
内
が
歴
と
し
た

侍
の
子
息
半
之
丞
に
対
し
て
そ
う
い
う
行
為
に
出
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。し
か
し
、

い
ず
れ
と
も
取
れ
る
よ
う
に
書
い
た
の
は
西
鶴
の
意
図
な
の
だ
。
侍
の
息
子
が
町
奴

に
恋
い
焦
が
れ
る
な
ど
、
公
に
問
題
に
な
っ
た
時
の
用
意
に
、
こ
と
さ
ら
曖
昧
に
書

い
た
の
だ
。

（
未
　
完
）

平
成
十
三
年
十
一
月
稿
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