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『 武 道 伝 来 記 』 論 ― 巻 一 の 構 成 ―

佐 々 木 昭 夫

On “Budodenraiki”

Akio SASAKI

Abstract

Ihara Saikaku’s “Budodenraiki” is consisted of thirty-two short stories all concerning the deeds of worriors of the recent age : the
vendetta and others. In regard to theme all stories resemble but they distinctly differ from each other in many respect : the style, the
technique, the viewpoint and others. At first sight even the author’s thoughts seem to be various.

In this paper, I examined the first four stories of volume 1 and found that they are carefully put in this order by the author’s
intention to manipulate the reader’s interest.

In the first story “Shinteiohikubiwanoumi” the astonishing valour of four boys is described clearly. According to its somewhat
legendary and unfounded character readers do not judge its ethical meaning. We find the second story “Dokuyakuwahakoirinoinoti” a
very different tale from the first. It gives us an impression of even a long chronicle. By the roughness and fineness of description those
eleven pages can represent a very long lapse of time. There is painted a cruel act but we readers do not blame it for it was done by a
virtuous and valiant warrior. In the third story “Monomodoretoiuniwakashogatu”, an absurd and traditional deed of warriors is depicted
and its absurdity is shown clearly by contrast with a suicide of a concubine. When we readers recognize in the third story that there is
much absurdity in the warriors’ morals, we immediately look back to the previous two stories and the cruelty of the second story
becomes really inadmissible. We find even the value of valorous act of the first story somehow questionable. But in the fourth story,
the last of volume one, Saikaku shows and convinces us that in the morals and deeds of warriors there are some few undeniable human
virtues.



一

『
武
道
伝
来
記
』
の
三
十
二
話
は
、
一
話
一
話
が
そ
れ
ぞ
れ
か
な
り
違
っ
て
い

る
。
ま
る
で
作
者
西
鶴
の
人
間
観
自
体
が
一
話
一
話
で
異
な
っ
て
い
る
か
に
思

え
、
我
々
読
者
は
最
初
と
ま
ど
い
を
禁
じ
得
な
い
。
し
か
し
丹
念
に
読
み
込
む

と
、
作
品
に
描
か
れ
た
様
々
な
同
時
代
の
武
士
の
姿
に
対
す
る
作
者
の
倫
理
的

態
度
は
、
極
め
て
精
妙
な
が
ら
何
か
確
固
た
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
は
作
者
の

人
間
精
神
の
底
知
れ
ぬ
深
み
に
ま
で
透
徹
す
る
眼
―
す
な
わ
ち
人
間
観
察
の
こ

の
上
な
い
正
確
さ
と
表
裏
一
体
を
な
す
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
よ
り
も
捉
え
に

く
い
の
は
、
三
十
二
篇
の
一
篇
一
篇
の
作
品
自
体
に
対
す
る
作
者
の
態
度
が

様
々
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
み
ず
か
ら
の
描
き
出
す
世
界
に
対
し
あ

く
ま
で
冷
静
で
あ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
作
者
い
や
語
り
手
が
作
中
人
物
へ
の
怒

り
、
賛
美
、
恨
み
等
様
々
な
人
間
的
な
態
度
を
取
り
、
そ
れ
が
あ
か
ら
さ
ま
に

作
品
の
表
面
に
出
て
い
る
場
合
も
た
く
み
に
隠
さ
れ
て
い
る
場
合
も
、
隠
し
き

れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
西
鶴
の
場
合
に
は
作
品
の
表
面
に
言

葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
た
評
価
が
必
ず
し
も
作
者
の
本
心
を
示
す
も
の
で
は
な
い
こ

と
が
多
い
。
例
え
ば
「
天
晴
あ
っ
ぱ
れ

は
た
ら
き
残の
こ

る
所
な
し
。」「
武
勇
ぶ
よ
う

此
時
國
中
こ
く
ち
う

に
其

名な

を
あ
げ
け
る
。」
と
い
っ
た
め
で
た
く
喜
ば
し
い
言
葉
が
書
か
れ
て
い
る
か
ら

と
い
っ
て
作
者
西
鶴
自
身
が
ど
の
程
度
め
で
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
か
、
真
底

か
ら
そ
う
思
っ
て
い
る
の
か
口
先
だ
け
な
の
か
、
そ
れ
は
千
差
万
別
で
あ
る
。

要
す
る
に
作
者
は
主
観
の
表
出
を
極
力
抑
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
淡
々
と

書
い
て
い
る
と
き
も
大
変
な
努
力
の
結
果
で
は
な
い
か
と
感
じ
ざ
る
を
得
な
い

場
合
も
多
い
の
だ
。
読
者
は
勝
手
読
み
の
愚
に
陥
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
は

一
話
ご
と
に
細
心
の
読
み
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
面
倒
は
や
め
、
た
だ

作
品
の
指
示
す
る
通
り
に
受
け
と
れ
ば
よ
い
、
少
な
く
と
も
同
時
代
の
読
者
は

無
頓
着
で
あ
っ
た
一
面
も
っ
と
素
朴
で
素
直
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
す
る

の
は
ど
う
も
西
鶴
の
場
合
に
は
適
当
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
少
数
の
注
意

深
い
読
者
に
だ
け
読
み
取
っ
て
も
ら
え
ば
よ
い
、
そ
う
考
え
た
と
し
か
考
え
ら

れ
な
い
箇
所
が
時
折
目
に
つ
く
。
そ
れ
が
同
時
代
の
現
実
の
読
者
層
の
一
部
に

存
在
し
た
の
か
、
そ
ん
な
あ
て
な
ぞ
全
く
な
く
、
い
わ
ば
後
世
を
た
の
み
と
し

た
の
か
、
そ
れ
は
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
。

一
話
ご
と
の
多
様
性
は
各
話
の
文
芸
的
価
値
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
古
典
作

品
の
優
劣
を
言
う
の
は
は
や
ら
な
い
ら
し
い
が
、
敢
え
て
言
え
ば
『
武
道
伝
来

記
』
は
三
十
二
話
一
つ
一
つ
を
取
り
出
せ
ば
、
そ
の
点
で
も
様
々
で
あ
る
。
そ

し
て
少
な
く
と
も
、
話
の
内
容
に
賛
嘆
か
ら
共
感
、
疑
問
、
冷
笑
、
怒
り
、
そ

の
他
何
で
あ
れ
作
者
自
身
の
情
念
的
主
観
が
強
く
こ
め
ら
れ
表
に
あ
ら
わ
れ
た

り
極
力
か
く
さ
れ
た
り
し
、
表
現
に
工
夫
を
凝
ら
し
、
そ
れ
が
う
ま
く
い
っ
て

い
る
場
合
は
、
そ
の
た
い
て
い
が
一
話
と
し
て
優
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。
こ
の
点
に
は
三
十
二
話
の
多
く
に
触
れ
た
あ
と
で
戻
ろ
う
。

混
乱
し
矛
盾
し
て
さ
え
い
る
か
に
見
え
る
『
武
道
伝
来
記
』
の
構
成
に
つ
い

て
西
島
孜
哉
氏
は
成
立
論
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
（
１
）
。
執
筆
が
同
時
進
行
中
の
二

つ
の
作
品
を
急
遽
一
つ
に
し
た
こ
と
か
ら
生
じ
る
混
乱
、
不
統
一
と
い
う
見
方

に
は
説
得
力
は
あ
る
が
、
た
と
え
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
こ
の
形
に
ま
と
め
た
と

き
、
や
は
り
西
鶴
に
は
そ
う
ま
と
め
る
上
で
そ
れ
な
り
の
創
作
意
識
も
あ
っ
た

よ
う
に
感
じ
ざ
る
を
得
ず
、
特
に
最
初
の
巻
一
に
は
そ
れ
が
は
っ
き
り
う
か
が

わ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
巻
一
が
ど
の
よ
う
な
巻
で
あ
る
か

を
順
次
一
話
づ
つ
見
て
ゆ
く
。

二

巻
一
の
第
一
「
心
底
し
ん
て
い

を
弾ひ
く

琵
琶
び

わ

の
海う
み

」
は
い
か
に
も
全
三
十
二
話
の
成
す
膨

大
な
一
編
の
冒
頭
に
置
か
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。
書
き
出
し
の
一
文

武
士
ぶ

し

は
人
の
鑑
か
ゞ
み

山
く
も
ら
ぬ
御
代
み

よ

は
久
か
た
の
松ま
つ

の
春は
る

。
千
鶴

せ
ん
く
は
く

万ば
ん

亀き

の
す
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め
る
江
州
が
う
し
う

の
時と
き

津つ

海う
み

。
風
絶
か
ぜ
た
へ

て
浪な
み

に
移
う
つ
ろ
ふ
安
土
あ
づ
ち

の
城
下
じ
ゃ
う
か

は
む
か
し
に
な
り
ぬ
。

は
例
に
よ
っ
て
、
松
平
、
つ
ま
り
徳
川
の
治
政
の
繁
栄
を
寿
ぎ
な
が
ら
そ
の
ま

ま
、
波
静
か
な
琵
琶
湖
の
様
子
と
、
こ
の
一
話
が
安
土
城
が
湖
に
姿
を
映
し
て

い
た
過
去
の
時
代
を
舞
台
と
す
る
こ
と
を
告
げ
る
。
諸
国
咄
的
に
多
く
の
話
を

集
め
た
西
鶴
の
浮
世
草
子
で
、
冒
頭
の
一
話
で
こ
の
湖
つ
ま
り
近
江
の
国
が
舞

台
に
な
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
中
央
部
分
に
来
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
こ
で

は
悠
然
と
始
ま
る
書
き
出
し
の
一
文
は
、
こ
の
一
話
の
み
な
ら
ず
、
今
か
ら
一

篇
の
巨
大
な
長
篇
が
開
始
さ
れ
る
事
を
告
げ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
す
ぐ

に
「
其
比
そ
の
こ
ろ

平
尾
ひ
ら
を

修
理
し
ゅ
り

と
い
へ
る
人
」
と
本
話
の
主
人
公
の
紹
介
に
移
る
が
、
こ

れ
も
「
天て
ん

武む

天
皇
て
ん
わ
う

の
末
裔
ば
つ
え
う

に
し
て
高
家
か
う
け

な
れ
ば
。」
と
こ
の
人
物
自
体
が
、
高
家

と
し
て
き
わ
め
て
古
い
過
去
を
背
後
に
持
つ
設
定
だ
か
ら
、
人
物
の
説
明
文
そ

の
も
の
が
こ
の
一
話
の
悠
々
た
る
叙
述
の
歩
み
に
う
ま
く
適
合
し
て
い
る
。
そ

し
て
琵
琶
湖
に
舞
台
を
設
定
し
た
た
め
、
仏
道
の
修
行
に
励
む
人
物
の
心
境
が

現
実
の
湖
の
光
景
に
託
さ
れ
、
仏
教
用
語
を
多
用
し
て
表
現
さ
れ
「
生
死
目
前

し
ゃ
う
じ
も
く
ぜ
ん

の

湖
み
づ
う
み

是こ
れ

則
す
な
は
ち

弘ぐ

誓ぜ
い

の
丸
木
船

ま
る
き
ぶ
ね

。
一
大
事
踏

だ
い
じ
ふ
み

は
づ
し
て
は
有
べ
か
ら
ず
と
。

観
念

く
は
ん
ね
ん
の
南
窓

み
な
み
ま
ど

に
。」、
ま
た
采
女
、
左
京
の
二
人
が
蓑
笠
の
姿
で
小
舟
に
乗
り
琵

琶
、
琴
を
か
き
な
ら
し
な
が
ら
月
の
夜
庵
室
の
う
し
ろ
に
ま
わ
る
と
い
う
行
為

が
、
際
立
っ
た
美
文
調
で
書
か
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。「
旅
鳫
り
ょ
が
ん

心
あ
ら
ば

其
声
そ
の
こ
ゑ

に
し
て
此
歎な
げ

き
つ
げ
よ
　
掛
浪
か
け
な
み

の
玉た
ま

に
は
濡ぬ
れ

ぬ
四
つ
の
袖
。」
美
文
調
の
頂

点
が
眼
夢
が
琴
に
あ
わ
せ
て
歌
っ
た
と
い
う
「
歌
台
暖
響

か
た
い
の
だ
ん
け
い

春し
ゅ
ん

光
く
は
う

融ゆ
う

く
ヽヽた
り

。

舞
殿
冷
袖
風

ぶ
て
ん
の
れ
い
し
う
ふ
う

雨う

凄せ
い

く
ヽヽた
り

。」
の
杜
牧
の
一
節
の
引
用
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
美
文
が
一
話
の
前
半
部
を
占
め
る
の
は
こ
の
一
話
が
こ
の
よ
う

な
舞
台
で
、
こ
の
よ
う
な
筋
立
て
に
よ
っ
て
成
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
必
然
的
に

思
え
る
が
、
三
十
二
話
中
の
第
一
話
と
し
て
も
や
は
り
極
め
て
ふ
さ
わ
し
い
と

も
言
え
る
。
全
体
が
も
っ
と
短
く
、
十
話
か
せ
い
ぜ
い
二
十
話
だ
っ
た
な
ら
ば
、

こ
の
一
話
を
中
央
部
分
に
置
い
た
と
し
て
も
構
わ
な
か
っ
た
ろ
う
。
一
話
一
話

が
い
か
に
多
様
で
区
々
様
々
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
全
体
を
ふ
り
返
る
と
き
の

読
者
の
関
心
に
あ
っ
て
、
単
な
る
そ
の
中
の
一
つ
と
し
て
影
が
薄
く
な
っ
て
し

ま
う
こ
と
も
あ
る
ま
い
。
と
こ
ろ
が
三
十
二
話
と
い
う
数
に
な
る
と
、
そ
の
冒

頭
に
置
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
っ
と
少
な
い
場
合
に
比
べ
、
そ
れ
だ
け
で

強
い
印
象
を
読
者
に
与
え
る
こ
と
に
な
り
、
一
方
逆
に
あ
ま
り
に
も
謎
め
い
て

い
た
り
、
深
刻
、
悲
劇
的
、
そ
の
他
強
い
個
性
を
感
じ
さ
せ
る
一
話
で
あ
っ
て

も
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
一
篇
の
愁
い
を
含
ん
だ
悠
々
た
る
進
行
は
ほ
ぼ
中
央
に
置
か
れ
た
眼
夢

の
怒
声
か
ら
一
変
す
る
。

お
の
れ
ら
爰こ
ゝ

に
来き
た

れ
る
者も
の

に
あ
ら
ず
。
年
月
我
を
そ
む
き
前
後
ぜ
ん
ご

わ
き
ま
へ
ぬ

非
道
ひ
だ
う

。
其
数か
ず

か
さ
な
っ
て
須
弥
山

し
ゅ
み
せ
ん

に
も
あ
ま
れ
り
。
然し
か

れ
ど
も
ゆ
く
す
ゑ

此
姿
す
が
た

の
願ね
が

ひ
あ
れ
ば
。
日
比ご
ろ

の
情
な
さ
け

に
そ
れ
を
と
が
め
ず
。
ま
っ
た
く
対
面
た
い
め
ん

正
八
幡
も
照
覧

ま
ん
　
　
せ
う
ら
ん

あ
れ
。
七
生
し
や
う

ま
で
の
勘
当
か
ん
だ
う

と
あ
ら
け
な
く
仰を
ゝ

せ
け
れ
ば

美
文
調
は
そ
の
あ
と
の
「
帰
る
浪な
み

の
う
ち
ふ
し
て
。」
の
一
句
に
わ
ず
か
に
名

残
り
を
見
せ
る
だ
け
で
一
切
無
く
な
っ
て
し
ま
う
。
湖
畔
の
庵
室
に
変
装
し
た

二
人
が
舟
で
近
づ
く
と
い
う
場
面
が
そ
の
風
景
の
風
流
さ
も
あ
っ
て
、
あ
の
よ

う
な
書
き
方
が
可
能
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
眼
夢
入
道

の
怒
声
は
こ
の
一
話
の
登
場
人
物
全
員
に
通
じ
る
あ
る
性
格
を
は
っ
き
り
と
示

し
て
い
る
。「
心
底
を
弾

し
ん
て
い
　
　
ひ
く

琵
琶
び

わ

の
海う
み

」
で
は
、
登
場
人
物
が
す
べ
て
き
わ
め
て
明

確
に
く
っ
き
り
と
描
か
れ
、
行
動
と
心
理
が
一
致
し
て
い
る
か
ら
、
行
動
か
ら

そ
の
裏
に
あ
る
複
雑
微
妙
な
精
神
の
動
き
が
な
ん
と
か
う
か
が
わ
れ
る
と
い
っ

た
こ
と
は
全
く
な
い
。
き
わ
め
て
わ
か
り
や
す
い
、
人
物
す
べ
て
が
一
見
非
現

実
的
な
ほ
ど
単
純
に
書
か
れ
た
一
篇
で
あ
る
。

眼
夢
は
小
船
で
自
分
の
庵
室
の
前
に
現
れ
た
二
人
が
采
女
、
左
京
だ
と
知
っ

た
と
き
、「
取
み
だ
さ
せ
給
ひ
」
つ
ま
り
心
の
動
揺
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
嘘
も
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方
便
と
「
年
月
我
を
そ
む
き
前
後
ぜ
ん
ご

わ
き
ま
へ
ぬ
非
道
ひ
だ
う

」
な
ど
怒
っ
て
見
せ
た
言

葉
が
こ
の
上
な
く
荒
っ
ぽ
く
な
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
眼

夢
の
言
葉
は
き
び
し
い
。
二
人
に
追
腹
な
ら
ぬ
先
腹
を
切
ら
せ
る
こ
と
に
な
る

だ
け
の
強
さ
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
刺
し
ち
が
え
る
若
者
二
人
の

行
為
も
は
な
は
だ
明
快
で
あ
り
、
疑
念
を
よ
ぶ
点
な
ぞ
全
く
無
い
。
そ
れ
に
対

す
る
眼
夢
の
行
為
は
き
わ
め
て
自
然
だ
が
ど
こ
か
笑
い
を
さ
そ
う
面
が
あ
る
。

そ
れ
を
西
鶴
が
意
図
し
た
の
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

此
事
眼
夢
が
ん
む

に
申
あ
ぐ
れ
ば
御
せ
い
ご
ん
も
わ
す
れ
さ
せ
給
ひ
。
や
う

く

庵
室
あ
ん
じ
つ

を
は
な
れ
さ
せ
給
ふ
に
。
御
足
立
せ
給
は
ぬ
を
人
ヽヽ
肩か
た

に
か
け
屋
か
た

に
う
つ
し
け
れ
ば
。
此
有
さ
ま
に
取
り
み
だ
さ
せ
給
ひ
。

誓
言
を
守
り
き
る
こ
と
を
あ
ん
な
に
強
く
め
ざ
し
て
い
た
の
に
、
と
思
う
必

要
は
な
い
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
当
然
の
結
果
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
眼
夢
の
シ
ョ

ッ
ク
は
そ
れ
ほ
ど
ひ
ど
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
し
か
し
こ
こ
で
、
作
者
の
宗
教
心

の
皆
無
な
こ
と
は
感
じ
ら
れ
、
や
は
り
作
者
西
鶴
の
冷
笑
は
厳
存
す
る
。「
老
足
ら
う
そ
く

な
れ
共
此
道
は
追
付
を
つ
つ
く

べ
し
」
左
京
の
脇
差
を
腹
に
つ
き
立
て
よ
う
と
し
、
世
の

評
判
を
気
に
す
る
家
来
た
ち
に
無
理
矢
理
と
ど
め
ら
れ
る
次
第
。
さ
ら
に
「
是

よ
り
御
心
も
つ
か
れ
さ
せ
給
ひ
三
日
も
立た
ゝ

ぬ
に
御
命
か
ぎ
り
と
な
り
。」
に
も
笑

い
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
采
女
、
左
京
二
人
の
若
者
の
行
動
が
あ
ま
り
に
も
立
派

で
一
点
の
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
な
く
、
い
わ
ば
直
線
的
だ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
と
対

比
さ
れ
て
眼
夢
の
姿
が
、
最
初
の
仏
道
修
行
の
志
以
後
す
べ
て
あ
る
滑
稽
さ
を

帯
び
、
若
者
二
人
に
比
べ
て
一
段
も
二
段
も
劣
っ
た
日
常
的
、
常
識
的
な
も
の

と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
あ
と
で
出
て
く
る
関
屋
為
右
衛
門
も
、
い
つ
の
世
に
も
存
在
す
る
中
年

の
男
で
、
卑
劣
き
わ
ま
り
な
い
俗
物
性
は
は
じ
め
は
左
京
と
、
左
京
の
死
後
は

采
女
弟
求
馬
と
の
対
比
で
こ
れ
も
明
確
に
鮮
や
か
に
描
か
れ
て
い
る
。
眼
夢
へ

の
冷
笑
を
含
ん
だ
眼
差
と
は
違
い
、
は
っ
き
り
し
た
悪
人
の
為
右
衛
門
に
は
語

り
手
の
主
観
が
露
あ
ら
わ

で
あ
る
。
左
京
に
恋
文
を
送
り
、
は
じ
め
は
左
京
も
為
右
衛

門
の
恋
心
を
思
い
や
っ
て
ひ
そ
か
に
「
主
命
し
う
め
い

そ
む
く
事
ぞ
ん
じ
も
よ
ら
ず
」
と

き
っ
ぱ
り
と
言
っ
て
き
か
せ
た
の
に
き
か
な
い
の
で
「
外ほ
か

に
も
聞
人
の
座ざ

に
て
。

為
右
衛
門
一
分
立
ふ
ん
た
ゝ

ぬ
程
に
返
へ
ん
じ
事
申
き
れ
ば
。
中

く
い
き
て
は
堪
忍
か
ん
に
ん

な
ら
ぬ
所

を
日
比
の
大
胆た
ん

と
は
違ち
が

ひ
。
お
め

く
と
其
通と
を

り
に
済す
ま

し
け
る
が
。」
と
い
う
の

は
、
侮
蔑
、
嫌
悪
が
は
っ
き
り
現
れ
た
文
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
人
物
に
は
語
り

手
が
そ
う
し
た
主
観
の
表
に
出
た
書
き
方
を
す
る
の
は
む
し
ろ
当
然
で
自
然
な

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
左
京
死
後
「
此
た
び
左
京
は
命
い
の
ち

を
惜
み
主

を
し
　
　
し
ゅ

人
御
恨う
ら

み
あ
れ
ば

暇
乞

い
と
ま
こ
ひ

す
て
他
国
た
こ
く

と
い
ふ
を
采
女
う
ね
め

引
と
ゞ
め
。
申
か
は
せ
し
通と
を

り
是
非
ぜ

ひ

さ
し
違ち
が

へ

て
二
世せ

の
同ど
う

く道
と
。
義ぎ

理
に
せ
め
ら
れ
い
た
い
腹
を
切

は
ら
　
　
き
り

け
る
と
申
な
し
ぬ
。」
と

つ
く
り
話
を
こ
し
ら
え
、
自
分
が
か
つ
て
執
心
し
て
い
た
左
京
の
名
誉
を
汚
す

と
い
う
卑
劣
さ
に
は
驚
く
が
、「
国こ
く

中
に
此
さ
た
さ
せ
け
る
事
人
倫り
ん

に
は
あ
ら

ず
。」
と
い
う
か
ら
、
そ
れ
を
信
じ
た
人
間
も
ず
い
ぶ
ん
い
た
の
だ
ろ
う
。
む
し

ろ
為
右
衛
門
の
嘘
言
は
、
大
多
数
の
人
々
に
、
い
か
に
も
そ
う
あ
り
そ
う
な
事

と
感
じ
ら
れ
る
点
を
持
っ
て
い
た
の
だ
。
西
鶴
は
大
衆
の
愚
か
さ
を
よ
く
知
っ

て
い
、
こ
の
作
品
の
読
者
の
中
に
も
、
采
女
、
左
京
は
全
く
違
い
な
く
書
か
れ
、

死
に
顔
さ
え
「
二
人
な
が
ら
中
眼が
ん

に
ひ
ら
き
笑わ
ら

へ
る
只か
ほ

ば
せ
」
と
書
か
れ
て
い

た
の
を
忘
れ
為
右
衛
門
の
嘘
言
に
或
る
レ
ア
リ
テ
を
感
じ
る
読
者
が
い
そ
う
だ
、

な
に
し
ろ
全
く
同
一
な
二
人
の
青
年
な
ど
あ
り
得
な
い
と
考
え
る
者
は
多
い
だ

ろ
う
か
ら
と
考
え
た
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
采
女
の
弟
求
馬
の
言
葉
は
「
左さ

京

采
女
う
ね
め

い
づ
れ
か
あ
ひ
お
と
る
べ
き
心
底て
い

に
あ
ら
ず
。」
の
語
に
続
い
て
「
然し
か

も
左

京
は
采
女
に
ま
さ
れ
る
の
所
あ
り
て
。」
と
全
く
矛
盾
し
た
こ
と
を
言
う
。
こ
れ

は
外
面
的
に
は
自
分
の
兄
の
こ
と
を
少
し
へ
り
く
だ
っ
て
言
っ
て
い
る
言
葉
だ

が
、
む
し
ろ
作
者
が
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
左
京
、
采
女
の
対
等
性
等
価

性
を
読
者
の
心
理
の
う
ち
に
確
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
く
り
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返
す
が
、
い
く
ら
と
ん
で
も
な
い
嘘
言
と
知
っ
て
い
て
も
、
い
か
に
も
あ
り
そ

う
な
話
と
一
瞬
感
じ
て
し
ま
っ
た
読
者
は
、
や
は
り
二
人
の
行
為
の
主
導
者
は

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
采
女
で
左
京
は
後
か
ら
つ
い
て
い
く
こ
と
が
多
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
、
と
い
つ
の
間
に
か
信
じ
込
ん
で
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の

場
合
求
馬
の
「
左
京
は
采
女
に
ま
さ
れ
る
の
所
あ
り
て
」
の
語
は
、
読
者
の
無

意
識
の
う
ち
に
左
京
を
采
女
と
対
等
の
高
さ
に
引
き
上
げ
る
。
こ
れ
は
結
構
効

果
的
な
手
法
な
の
だ
。

為
右
衛
門
の
姿
は
、
卑
劣
と
い
う
以
上
に
そ
の
俗
物
性
が
強
く
読
者
を
打
つ
。

有
時
森
坂
采
女

と
き
も
り
さ
か
う
ね
め

が
弟
を
と
ゝ

求
馬
も
と
め

と
い
ふ
人
の
一
座ざ

に
て
為た
め

右
衛
門
左
京
事
を

又
噂
う
は
さ

し
て
若
道

じ
ゃ
く
だ
う

に
も
各
別
か
く
べ
つ

の
違ち
が

ひ
あ
り
と
其
の
座ざ

な
る
に
采
女
う
ね
め

事
を
。

言
葉
こ
と
ば

あ
る
程
つ
く
し
て
ほ
め
け
れ
ば
。

為
右
衛
門
が
こ
こ
に
求
馬
が
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
は
「
其
座ざ

な
る
に
」

の
一
語
で
示
さ
れ
る
。
つ
ま
り
為
右
衛
門
が
声
高
に
采
女
を
褒
め
立
て
て
い
る

の
は
そ
の
弟
の
求
馬
に
聞
か
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
。
求
馬
が
当
然
喜
ぶ
だ
ろ
う

と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
度
し
難
い
愚
劣
な
俗
物
根
性
で
あ
る
。
求
馬
の

言
葉
は
当
然
で
あ
る
。

求
馬
も
と
め

よ
く

く
聞
届
き
ゝ
と
ゞ

け
。
是
は
為た
め

右
衛
門
殿ど
の

に
は
無
用
む
よ
う

の
御
褒
美
ほ
う
び

。
左
京

采
女
う
ね
め

い
づ
れ
か
あ
ひ
お
と
る
べ
き
心
底て
い

に
あ
ら
ず
。
然し
か

も
左
京
は
采
女
に
ま

さ
れ
る
の
所
あ
り
て
。
す
こ
し
も
人
に
お
く
る
ゝ
若
衆
わ
か
し
ゅ

に
あ
ら
ず
。
其
上う
へ

そ

な
た
に
も
傍
輩
は
う
ば
い

の
事
今
に
な
っ
て
よ
し
な
き
流
布
る

ふ

せ
ら
る
ゝ
事
天
命め
い

し
ら
ず

な
り
。
大
勢ぜ
い

の
中
に
し
て
露ろ

顕け
ん

の
う
へ
な
れ
ば
か
さ
ね
て
申
さ
ぬ
と
は
い
は

せ
じ
。
此
事
左
京
弟
左
膳

さ
き
ゃ
う
を
と
ゝ
さ
ぜ
ん

に
し
ら
せ
て
正
八
幡ま
ん

も
御
じ
げ
ん
あ
れ
。
其
身
の

が
さ
じ
と
い
へ
ば
。

こ
れ
ま
た
き
わ
め
て
注
意
深
く
子
供
が
大
人
を
打
ち
取
る
と
い
う
異
常
事
態

が
納
得
い
く
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
最
初
か
ら
相
手
を
許
す
ま
じ
と
の
決
意

を
秘
め
た
恐
ろ
し
い
言
葉
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
決
し
て
一
直
線
に
高
ま
る
の

で
は
な
く
、「
然し
か

も
左
京
は
采
女
に
ま
さ
れ
る
の
所
あ
り
て
」
云
々
の
あ
た
り
で

は
一
旦
舌
鋒
が
や
や
ゆ
る
み
、
す
ぐ
そ
の
後
の
「
其
上う
へ

そ
な
た
に
も
」
か
ら
ま

た
急
激
に
高
ま
っ
て
「
申
さ
ぬ
と
は
い
は
せ
じ
。
・
・
・
・
・
其
身
の
が
さ
じ
」

と
二
段
に
構
え
て
速
度
と
勢
い
を
増
し
最
高
潮
に
達
す
る
。
こ
の
よ
う
に
相
手

を
追
い
つ
め
断
罪
す
る
言
葉
が
絶
頂
に
達
し
た
瞬
間
に
「
求
馬
も
と
め

天
理り

を
も
っ
て

う
つ
太
刀
た

ち

は
や
く
車
く
る
ま

に
切き
り

は
な
ち
。」
と
白
刃
が
一
旋
す
る
と
い
う
書
き
方
は
、

直
後
の
「
静
し
づ
か
に
鞘さ
や

に
お
さ
め
て
立
出い
づ

る
を
」
と
共
に
、
文
の
勢
い
、
そ
の
緩
急

の
運
動
が
一
分
の
隙
も
な
い
剣
士
の
技
に
一
致
す
る
か
に
感
じ
さ
せ
る
手
法
で

あ
る
。
こ
れ
が
う
ま
く
い
く
た
め
に
は
相
手
を
追
い
詰
め
て
ゆ
く
長
広
舌
が
そ

の
過
不
足
な
い
長
さ
も
含
め
て
、
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
書
か
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
西
鶴
の
文
の
力
を
認
識
す
べ
き
だ
ろ
う
。

采
女
に
求
馬
と
い
う
弟
が
い
た
こ
と
は
こ
こ
で
初
め
て
知
ら
さ
れ
る
「
有
時と
き

森
坂
も
り
さ
か

采
女
う
ね
め

が
弟
を
と
ゝ

求
馬
も
と
め

と
い
ふ
人
の
一
座ざ

に
て
。」。
左
膳
に
到
っ
て
は
求
馬
の
為

右
衛
門
弾
劾
の
せ
り
ふ
の
最
後
で
初
め
て
出
て
く
る
。
し
か
し
求
馬
、
左
膳
は

兄
の
采
女
、
左
京
に
比
べ
て
こ
の
一
話
中
で
そ
の
重
要
性
が
劣
る
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
求
馬
、
左
膳
は
采
女
、
左
京
の
直
線
的
で
過
激
な
武
士
道
的
性
格
を
、

一
段
と
過
激
に
明
確
に
示
し
て
い
る
。
采
女
、
左
京
は
主
人
眼
夢
へ
の
ひ
た
む

き
な
忠
誠
心
を
最
後
ま
で
貫
こ
う
と
（
往
年
の
男
色
者
の
心
情
に
は
理
解
し
に

く
い
点
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
や
は
り
そ
れ
よ
り
も
忠
誠
心
を
重
視
す
べ
き
だ

ろ
う
。
西
鶴
も
わ
ざ
わ
ざ
「
色い
ろ

ば
か
り
に
は
非あ
ら

ず
。」
と
書
い
て
い
る
）、
先
腹

切
る
と
い
う
激
越
な
行
為
に
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
眼
夢
の
命
を
奪
う
結
果
と
な

り
、
求
馬
は
為
右
衛
門
を
一
瞬
に
し
て
切
り
倒
し
、
左
膳
は
次
郎
九
郎
を
切
り

伏
せ
る
。
少
年
四
人
の
行
為
は
い
か
に
も
過
激
、
か
つ
弟
ど
も
の
行
為
に
は

「
求
馬
も
と
め

は
鬢
鏡

び
ん
か
ゞ
み
取
出
し
姿
す
が
た

を
移う
つ

し
て
。
黒
髪
撫
付

く
ろ
か
み
な
で
つ
け

て
ゐ
な
が
ら
見
物
け
ん
ぶ
つ

を
し
け
る
。」
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や
「
二
人
一
家け

を
つ
れ
て
成
程
い
そ
が
ず
丹
波
た
ん
ば

路ぢ

に
入
け
る
。」
の
よ
う
に
、
わ

ざ
と
ら
し
い
大
胆
不
敵
さ
が
あ
る
。
眼
夢
、
為
右
衛
門
を
代
表
と
す
る
大
人
た

ち
と
は
ま
る
で
違
い
、
大
人
の
世
代
を
完
全
に
圧
倒
し
て
い
る
。
眼
夢
、
為
右

衛
門
は
い
か
に
も
情
け
な
い
姿
を
示
し
、
そ
の
他
の
大
人
も
求
馬
が
為
右
衛
門

を
斬
り
倒
し
た
時
の
よ
う
に
「
い
づ
れ
も
廃
妄
は
い
ま
う

し
て
是
を
と
ゞ
む
る
人
な
し
。」

で
あ
っ
た
り
、
次
郎
九
郎
の
家
来
の
よ
う
に
「
此
勢
い
き
ほ

ひ
に
下し
た

ぐ

あ゙
さ
ま
し
く
に

げ
か
へ
り
ぬ
。」
の
い
く
じ
な
い
様
子
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

末
尾
に
到
っ
て
、
そ
れ
ま
で
為
右
衛
門
と
い
う
卑
劣
漢
に
よ
っ
て
不
快
な
気

分
が
立
ち
こ
め
て
い
た
の
を
若
者
が
一
刀
の
も
と
に
解
決
す
る
。
左
膳
は
求
馬

の
か
げ
に
隠
れ
て
し
ま
い
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
采
女
、
左
京
か
ら
の

類
推
が
あ
る
か
ら
読
者
は
常
に
弟
連
中
も
二
人
一
体
と
感
じ
て
い
る
。
こ
の
一

話
の
真
の
ヒ
ー
ロ
ー
は
こ
の
弟
二
人
と
さ
え
言
え
る
。
序
で
為
朝
や
弁
慶
、
朝

比
奈
、
景
清
な
ど
の
名
が
出
て
く
る
。「
こ
れ
ら
は
見
ぬ
世
の
事
」
と
言
っ
て
い

る
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
豪
傑
談
を
期
待
し
た
読
者
を
裏
切
る
こ
と
に
な
る
た
め
、

冒
頭
の
一
話
に
は
ほ
と
ん
ど
伝
説
的
と
も
言
え
る
豪
胆
ぶ
り
を
示
し
た
求
馬
、

左
膳
を
置
き
、
締
め
く
く
っ
た
の
だ
ろ
う
。
十
代
の
半
ば
に
も
達
し
な
い
少
年

に
は
、
恐
怖
心
な
ぞ
存
在
せ
ず
、
平
気
で
恐
る
べ
き
行
為
に
出
る
こ
と
も
よ
く

あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
一
話
の
若
者
、
と
く
に
よ
り
年
少
の
二
人
は
非

現
実
的
の
感
さ
え
否
定
で
き
な
い
。
西
鶴
は
巻
一
の
第
一
で
は
大
人
と
若
者
の

あ
り
方
を
截
然
と
分
け
人
物
を
極
め
て
骨
太
に
明
確
に
描
き
き
り
、
ま
た
読
者

に
強
く
し
つ
こ
い
読
後
感
の
な
に
も
残
ら
ぬ
一
話
を
置
い
た
の
だ
。
そ
れ
が
冒

頭
に
あ
る
べ
き
必
然
性
は
第
二
第
三
を
見
た
上
で
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

三

巻
一
の
第
二
「
毒
薬
ど
く
や
く

は
箱
入
は
こ
い
り

の
命
い
の
ち

」
で
ま
ず
驚
く
の
は
こ
の
僅
か
数
丁
の
一

話
が
ま
こ
と
に
長
大
な
ま
る
で
年
代
記
的
と
言
え
る
ほ
ど
の
時
間
の
重
さ
を
持

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
市
丸
成
長
後
に
ま
で
筆
が
及
ん
で
い
る
上
に
、
最
後

に
置
か
れ
た
森
之
丞
、
市
丸
両
名
に
よ
る
敵
討
成
功
談
は
、
い
か
に
簡
潔
に
書

か
れ
て
い
よ
う
と
、
こ
の
一
話
に
長
い
時
間
の
重
さ
を
与
え
る
た
め
に
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
れ
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
こ
の
挿
話
は
諸
国
敵

討
の
副
題
に
ふ
さ
わ
し
く
こ
の
一
話
を
敵
討
話
に
仕
立
て
る
た
め
に
の
み
付
加

さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
し
か
も
敵
討
の
成
功
で
一
篇
が
終
結
す
る
の
で
は
な
く
、

末
尾
が
「
な
を
筑つ
く

波
根
ば

ね

の
は
た
ら
き
の
後の
ち

い
よ
く
恋こ
ひ

ぞ
つ
も
り
け
る
。」
と
以

後
に
続
く
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
の
も
そ
の
効
果
を
強
め
て
い
る
。
第
一

「
心
底
し
ん
て
い

を
弾ひ
く

琵
琶
び

は

の
海う
み

」
が
あ
の
よ
う
に
完
全
に
終
結
し
て
い
る
形
だ
か
ら
、
第

二
話
は
話
と
し
て
も
十
数
年
を
閲
し
、
話
が
終
っ
た
あ
と
も
時
間
は
依
然
と
し

て
続
い
て
い
く
印
象
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
一
、
二
話
と
も
に
き
れ
い
に

終
結
す
る
書
き
方
だ
っ
た
ら
、
両
話
と
も
以
後
に
長
く
続
く
三
十
二
話
の
全
体

か
ら
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ろ
う
。

叙
述
の
密
度
の
極
端
な
差
、
精
し
く
描
写
す
べ
き
場
面
の
選
び
方
、
叙
述
に

当
た
っ
て
何
を
取
り
何
を
捨
て
る
か
、
そ
れ
が
こ
れ
だ
け
の
短
い
一
話
が
出
来

事
を
こ
れ
だ
け
の
時
間
の
重
み
を
持
っ
た
ま
ま
表
現
す
る
と
い
う
奇
蹟
を
成
し

遂
げ
た
。
こ
の
一
話
で
は
描
か
れ
て
い
る
事
件
そ
の
も
の
の
進
行
と
、
読
者
が

そ
れ
を
読
む
の
に
要
す
る
時
間
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
箇
所
は
二
度
あ
る
。
豕
い
の
こ

の
夜

の
、
野
沢
の
姿
に
形
部
が
ふ
と
心
を
ひ
か
れ
る
場
面
と
、
二
月
の
末
の
花
畠
で

小
梅
の
弟
九
蔵
が
形
部
を
ね
ら
っ
て
失
敗
し
、
赤
児
市
丸
を
さ
ら
っ
て
米
蔵
の

う
ち
に
か
け
込
む
突
発
事
件
の
二
箇
所
で
あ
る
。
両
者
と
も
狭
い
意
味
で
の
描

写
に
お
け
る
西
鶴
の
筆
力
を
示
す
。
描
写
自
体
が
伝
来
記
三
十
二
話
中
そ
う
何

十
箇
所
も
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
そ
の
特
質
は
そ
れ
だ
け
が
一

話
の
価
値
を
高
め
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
前
に
見
た
巻
一
の
第
一
で
は
采
女

左
京
の
二
人
が
小
舟
に
乗
っ
て
眼
夢
の
庵
の
裏
に
ま
わ
る
箇
所
と
、
求
馬
が
為

右
衛
門
を
問
い
つ
め
斬
り
倒
す
箇
所
の
二
箇
所
で
、
い
ず
れ
も
人
物
の
性
格
が

骨
太
に
こ
の
上
な
く
的
確
に
捉
え
ら
れ
て
は
い
た
が
、
あ
ま
り
に
詩
的
な
美
文
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調
だ
っ
た
り
、
形
式
が
整
い
過
ぎ
た
り
し
、
そ
の
た
め
現
実
味
が
や
や
希
薄
だ

っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
て
こ
の
「
毒
薬
ど
く
や
く

は
箱
入
は
こ
い
り

の
命
い
の
ち
」
で
は
ほ
と
ん
ど
天
上
的
で

さ
え
あ
っ
た
前
話
の
世
界
に
比
べ
、
極
め
て
現
実
的
で
あ
り
、
最
初
の
豕
の
夜

の
場
面
は
日
常
的
で
さ
え
あ
り
、
菊
畠
の
場
面
は
、
現
実
に
は
稀
な
異
常
事
態

で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
が
突
発
し
た
背
景
は
あ
り
ふ
れ
た
早
春
の
の
ど
か
な
夕

べ
だ
っ
た
。
両
者
を
見
て
ゆ
く
。

素
人
芸

し
ろ
と
げ
い

の
物も
の

ま
ね
引
語
ひ
き
が
た

り
の
浄
じ
や
う

る
り
何な
に

の
面
白
お
も
し
ろ

き
事
も
な
か
り
け
り
。
義ぎ

理り

誉ほ
め

に
夜よ

を
ふ
か
し
ひ
と
り

く
座
敷
ざ
し
き

を
立
。
男
を
と
こ

は
旦
那
だ
ん
な

ば
か
り
に
し
て
女ぢ
ょ

中ち
う

は
耳み
ゝ

の
役
目
や
く
め

に
聞き
ゝ

ぬ
れ
ば
。
道
行
の
中な
か

程
よ
り
し
ら
け
て
三
味
線

さ
み
せ
ん

す
て
ゝ
や

め
け
る
。
其
跡あ
と

は
俄
に
は
か

に
淋さ
び

し
く
成
て
東
ひ
か
し

の
か
た
の
書
院
し
ょ
ゐ
ん

に
出い
で

給
へ
ば
宵よ
ひ

は

月つ
き

を
見
し
に
空
定
そ
ら
さ
だ

め
な
く
時
雨
し
ぐ
れ

て
軒の
き

の
松
無
用

ま
つ
む
よ
う

の
嵐
あ
ら
し

を
お
と
づ
れ
瑠
璃
る

り

灯と
う

の

ゆ
ら
ぐ
を
。
誰た
れ

か
は
は
づ
せ
と
あ
り
し
に
。
野の

沢ざ
は

と
い
へ
る
女
か
い
ど
り
ま

へ
し
て
。
御ぎ
ょ

意い

に
し
た
が
ひ
こ
の
灯
と
も
し
び

を
お
ろ
し
立
帰
た
ち
か
へ

る
面
影
を
も
か
げ

何
と
も
な
く
し

め
や
か
に
悪に
く

か
ら
ぬ
身
振
み
ぶ
り

。
東
あ
づ
ま

そ
だ
ち
の
女
に
は
稀ま
れ

な
る
や
う
に
御
心
う
つ

り
て
。
後
帯

う
し
ろ
を
び

の
は
し
を
と
ら
へ
て
我わ
れ

に
い
ふ
事
あ
り
と
口く
ち

ば
や
に
仰
せ
ら
れ

し
を
聞
捨す
て

て
に
に
げ
行ゆ
き

け
る
が
。

「
何な
に

の
面
白
お
も
し
ろ

き
事
も
な
か
り
け
り
。」
と
い
う
の
は
主
人
の
形
部
が
妻
を
亡
く

し
て
幾
月
も
た
つ
と
い
う
の
に
未
だ
に
忘
れ
か
ね
て
沈
み
が
ち
だ
か
ら
で
、「
三さ

味
線
み
せ
ん

す
て
ゝ
や
め
け
る
。」
と
、
も
は
や
一
家
中
ひ
た
す
ら
悲
嘆
に
く
れ
て
い
る

と
い
う
わ
け
で
も
な
い
が
、
彼
ら
が
囲
む
心
中
に
大
き
な
空
虚
を
か
か
え
た
人

物
と
し
て
の
形
部
の
姿
が
読
む
者
に
伝
わ
っ
て
く
る
。「
其
跡あ
と

は
俄
に
は
か

に
淋さ
び

し
く

成
て
」
と
音
曲
が
停
止
し
た
と
き
の
な
ん
と
も
微
妙
な
し
ら
じ
ら
し
さ
が
こ
の

上
な
く
巧
み
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
夜
野
沢
に
代
っ
て
小
梅
が
形
部
の
座

敷
に
行
っ
た
と
き
、「
折
ふ
し
よ
く
此
女
も
う
つ
く
し
げ
に
見
え
て
。」
が
何
の

不
自
然
さ
も
感
じ
さ
せ
な
い
の
も
読
者
が
形
部
の
言
う
に
言
わ
れ
ぬ
精
神
状
態

を
ち
ゃ
ん
と
納
得
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
菊
畠
で
の
事
件

は
緊
迫
し
て
い
る
だ
け
に
描
き
出
し
や
す
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

明
る
年と
し

の
二
月
の
す
ゑ
に
。
花
畠

は
な
ば
た
け

の
菊き
く

植う
へ

か
へ
ら
る
ゝ
と
て
。
中
間
壱
人
つ

れ
ら
れ
萩
垣
は
ぎ
が
き

の
外ほ
か

に
出
ら
れ
し
を
見
届と
ゞ

け
。
此
の
と
き
う
た
ず
は
又
の
時
節
じ
せ
つ

も
あ
ら
じ
と
手
ば
し
か
く
く
だ
ん
の
刀
か
た
な

を
取
出
し
。
し
の
び
て
う
し
ろ
に
立

ま
は
り
。
名
乗
な
の
り

も
か
け
ず
打
太
刀
た

ち

夕
日
に
う
つ
り
て
か
ゝ
や
く
影か
げ

に
お
ど
ろ

き
よ
げ
た
ま
へ
ば
。
す
ま
た
へ
切き
り

付
し
間ま

に
脇
指
わ
き
ざ
し

ぬ
き
あ
は
せ
打
つ
け
ら
れ

し
に
。
鬢
先
び
ん
さ
き

切
れ
な
が
ら
か
な
は
じ
と
や
に
げ
て
出
し
が
。
折
ふ
し
市
丸
い
ち
ま
る

殿

御
乳
お

ち

の
人
抱い
だ

き
参
ら
せ
広
庭
ひ
ろ
に
は

に
出
し
を
う
ば
ひ
取
。
ひ
っ
さ
げ
て
米
蔵
こ
め
ぐ
ら

の
う

ち
に
か
け
込こ
み

。
・
・
・
・
・

後
か
ら
無
言
で
い
き
な
り
切
り
つ
け
ら
れ
た
の
に
、
夕
日
が
太
刀
に
映
っ
た

の
が
見
え
た
の
で
さ
っ
と
身
を
引
い
て
助
か
っ
た
と
い
う
。
背
後
で
ひ
ら
め
い

た
刀
は
目
で
見
る
わ
け
に
も
い
く
ま
い
。
殺
気
を
感
じ
て
瞬
間
的
に
よ
け
た
と

い
う
こ
と
か
。
そ
の
よ
う
な
極
め
て
微
妙
で
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
、
瞬
時
に

強
く
感
じ
ら
れ
る
だ
け
の
も
の
が
こ
こ
で
は
極
度
の
緊
張
を
高
め
る
も
の
と
し

て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
豕
い
の
こ

の
夜
の
し
ら
け
て
俄
に
淋
し
い
様
子
と
は
ま
る
で
違

っ
た
感
覚
だ
が
、
と
ら
え
ど
こ
ろ
が
無
い
の
に
鮮
烈
に
訴
え
る
感
覚
を
的
確
に

と
ら
え
て
表
現
し
て
い
る
点
、
一
脈
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
そ
の

場
に
い
な
け
れ
ば
感
じ
ら
れ
な
い
筈
の
感
覚
で
あ
り
、
そ
れ
が
表
出
さ
れ
た
と

き
テ
ク
ス
ト
に
は
こ
れ
以
上
な
い
実
感
が
産
み
出
さ
れ
る
。「
三
味
線

さ
み
せ
ん

す
て
ゝ
や

め
け
る
。
其
跡あ
と

は
俄
に
は
か

に
淋さ
び

し
く
成
て
」「
名
乗
な
の
り

も
か
け
ず
打
太
刀
た

ち

夕
日
に
う
つ

り
て
か
ゝ
や
く
影か
げ

に
お
ど
ろ
き
よ
げ
た
ま
へ
ば
。」
の
二
句
、
豕
の
夜
の
場
面
で

は
聴
覚
、
菊
畠
で
は
視
覚
と
言
え
る
が
、
前
者
は
音
曲
と
い
う
価
値
と
意
味
の

あ
る
感
覚
が
止
ん
だ
あ
と
の
、
沈
黙
静
寂
に
も
劣
る
た
だ
風
が
出
た
り
し
て
ざ

わ
ざ
わ
し
た
散
文
的
な
あ
た
り
の
雰
囲
気
の
与
え
る
空
し
さ
に
近
い
淋
し
さ
。
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も
う
悲
痛
で
高
揚
し
た
悲
し
み
は
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
後
の
空
虚
さ
と
い
う
微
妙

な
心
的
状
況
が
共
感
さ
れ
、
後
者
は
視
覚
と
言
っ
て
も
現
実
に
目
に
し
た
の
か

も
定
か
で
は
な
い
、
あ
ま
り
に
も
短
い
時
間
に
感
じ
ら
れ
た
映
像
に
よ
っ
て
瞬

時
に
高
め
ら
れ
た
極
度
の
緊
張
が
伝
え
ら
れ
る
。
心
情
と
結
び
つ
い
た
聴
覚
視

覚
が
実
感
さ
れ
る
と
き
印
象
は
極
め
て
強
い
。

ま
た
こ
れ
ら
の
二
つ
の
句
は
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
の
は
じ
め
の
方
に
置
か
れ
て

い
る
が
読
者
に
否
応
な
く
実
感
を
持
た
せ
る
力
は
二
場
面
の
最
後
ま
で
持
続
す

る
。「
此
帯
縁
を
び
え
ん

の
む
す
び
と
な
っ
て
ち
よ
ろ
り
と
人
の
恋こ
ひ

を
ぬ
す
み
け
る
。」「
跡あ
と

に
て
九
蔵
は
切
く
だ
か
れ
形
か
た
ち

は
当
座
た
う
ざ

に
な
か
り
き
」
ま
で
で
あ
る
。
そ
の
持
続

は
あ
ま
り
に
も
強
い
吸
引
力
の
句
で
読
者
の
意
識
が
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
し
っ

く
り
と
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
二
句
は
そ
れ
ぞ

れ
の
場
面
の
季
節
や
天
候
な
ど
を
「
夕
日
に
う
つ
り
て
」
の
よ
う
に
内
に
含
ん

だ
り
、「
俄
に
は
か

に
淋さ
び

し
く
成
て
東
ひ
が
し

の
か
た
の
書
院
し
ょ
ゐ
ん

に
出い
で

給
へ
ば
宵よ
ひ

は
月つ
き

を
見
し
に

空
定
そ
ら
さ
だ

め
な
く
時
雨
し
ぐ
れ

て
」
の
よ
う
に
そ
れ
を
現
わ
す
言
葉
を
す
ぐ
引
き
出
し
た
り

し
て
い
る
。
こ
れ
も
こ
の
よ
う
に
事
件
に
適
合
し
て
い
る
場
合
は
実
感
、
そ
し

て
記
憶
の
働
き
に
効
果
的
で
あ
る
。

西
鶴
は
こ
の
よ
う
な
お
の
れ
の
描
写
の
筆
力
を
所
か
ま
わ
ず
く
り
広
げ
て
見

せ
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ぜ
ひ
必
要
と
判
断
し
た
場
合
に
の
み
、
と
考
え

る
べ
き
で
あ
る
。「
毒
薬
ど
く
や
く

は
箱
入
は
こ
い
り

の
命
い
の
ち

」
で
は
こ
の
二
度
だ
け
で
、
あ
と
は
最

初
の
形
部
の
妻
を
亡
く
し
た
悲
し
み
も
、
小
梅
の
嗔
恚
も
、
大
量
殺
人
も
、
九

蔵
の
苦
労
も
、
成
長
し
た
市
丸
と
森
之
丞
の
い
き
さ
つ
も
、
敵
討
も
み
な
も
っ

と
粗
く
書
か
れ
て
い
る
。
粗
密
の
度
は
何
段
階
に
も
分
か
れ
、
そ
の
結
果
と
し

て
こ
の
よ
う
な
わ
ず
か
な
丁
数
、
語
数
で
描
か
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い

る
。
も
し
、
ど
こ
で
も
い
い
が
あ
れ
ほ
ど
の
実
感
を
も
っ
て
書
か
れ
た
場
面
が

も
う
一
箇
所
で
も
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
一
話
は
統
一
感
を
す
っ
か
り
失
っ
て

し
ま
い
、
他
に
も
多
く
の
場
面
を
つ
け
加
え
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
ろ
う
。
果

て
は
何
十
巻
も
の
長
さ
に
仕
上
げ
、
読
者
が
読
む
に
費
や
す
時
間
と
疲
労
を
利

用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
ろ
う
。
作
者
の
禁
欲
が
話
に
統
一
を
も
た
ら

し
統
一
が
あ
る
か
ら
こ
そ
こ
の
短
い
一
話
で
年
代
記
的
長
さ
と
重
さ
が
、
表
現

さ
れ
る
の
だ
。

こ
こ
で
角
度
を
変
え
て
登
場
人
物
か
ら
見
て
い
く
と
主
人
公
は
非
の
打
ち
ど

こ
ろ
の
な
い
立
派
な
侍
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

む
か
し
の
人
の
家
の
紋も
ん

橘
た
ち
ば
な

山
形
ぎ
や
う
ぶ部
と
て
。
奥
州
福
島

を
う
し
う
ふ
く
し
ま

に
て
出
頭

し
ゅ
っ
と
う

此
ひ
と
り

殿と
の

の
御
心
底
我
て
い
わ
が

物
に
し
て
。
御
機
嫌
き
げ
ん

よ
ろ
し
け
れ
ば
栄
花
ゑ
い
ぐ
は

の
時
を
え
て
。
武ぶ

士し

の
冥
み
や
う

加
に
か
な
ひ
一
家か

中
此
人
に
思
ひ
付つ
く

事
御
威
光
ゐ
く
は
う

ば
か
り
に
あ
ら
ず
。

其
身
更さ
ら

に
悪
心
あ
く
し
ん

な
く
智ち

仁
勇
じ
ん
よ
う

の
か
ね
そ
な
は
り
し
人
。
今こ
ん

年
廿
五
に
し
て
な

を
行
末
頼
母
子

す
へ
た
の
も
し

。

藩
主
に
気
に
入
ら
れ
て
出
頭
を
重
ね
る
と
い
う
の
は
『
武
道
伝
来
記
』
三
十
二

話
中
大
勢
登
場
す
る
が
、
い
く
ら
有
能
だ
っ
た
と
し
て
も
、
程
度
の
差
こ
そ
あ

れ
皆
殿
の
威
光
を
か
さ
に
着
て
我
侭
を
振
舞
う
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
一
家
中
に
深
く
信
頼
さ
れ
て
い
る
人
物
は
い
ず
、
き
わ
め
て
特
異
で
あ
る
。

有
能
こ
の
上
な
い
男
だ
が
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
「
其
身
更さ
ら

に
悪
心
あ
く
し
ん

な
く
智ち

仁じ
ん

勇よ
う

の
か
ね
そ
な
は
り
し
人
。」
で
あ
り
、
し
か
も
重
大
な
こ
と
は
皆
に
そ
の
事
が

知
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
若
く
し
て
高
い
人
格
の
力
が
表
に
も
現
わ

れ
、
同
僚
の
侍
た
ち
も
皆
形
部
を
信
頼
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
存
在
で

あ
る
。
主
人
公
形
部
は
徳
高
く
人
望
の
厚
い
人
物
と
設
定
さ
れ
「
人
は
あ
り
て

人
な
し
形
部
諸
事

ぎ
や
う
ぶ
し
ょ
じ

の
取と
り

ま
は
し
ま
ね
も
な
ら
ざ
る
侍
さ
ふ
ら
ひ

な
り
。」
と
く
り
返
し
強

調
さ
れ
て
は
い
る
が
、
読
者
に
は
き
わ
め
て
人
間
味
あ
ふ
れ
る
青
年
の
姿
を
見

せ
る
。
妻
を
失
っ
て
ひ
た
す
ら
嘆
き
悲
し
む
姿
、
あ
の
豕
の
夜
に
せ
っ
か
く
野

沢
に
心
魅
か
れ
な
が
ら
、
遠
慮
も
な
く
近
づ
い
て
き
た
小
梅
と
出
来
て
し
ま
い
、

小
梅
の
根
性
の
悪
い
こ
と
が
分
か
る
と
ま
た
野
沢
に
移
り
、
そ
し
て
野
沢
の
命

を
ね
ら
っ
た
小
梅
の
毒
菓
子
で
七
人
の
女
房
た
ち
が
一
斉
に
殺
さ
れ
た
と
き
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「
此
科と
が

の
果は
た

す
所
と
こ
ろ

牛
割
う
し
ざ
き

に
し
て
も
あ
き
た
ら
ず
と
。」
と
考
え
ら
れ
る
限
り
の
残

酷
な
方
法
で
処
刑
す
る
。
そ
の
折
々
の
形
部
は
す
べ
て
作
者
に
よ
っ
て
完
全
に

肯
定
さ
れ
て
い
る
。

小
梅
は
悪
女
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
『
武
道
伝
来
記
』
一
番

の
悪
女
だ
ろ
う
。
は
っ
き
り
憎
む
べ
き
悪
女
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
は
小
梅

だ
け
か
。
巻
五
の
第
二
「
吟
味
ぎ
ん
み

は
奥
嶋
を
く
じ
ま

の
袴
は
か
ま

」
の
女
中
頭
野
沢
は
あ
ま
り
に
端

役
だ
し
、
巻
四
の
第
四
「
踊
を
ど
り

の
中な
か

の
似
世
に

せ

姿
す
が
た

」
の
女
は
、
小
間
物
売
小
兵
衛
と

密
通
し
て
い
た
と
す
れ
ば
悪
女
だ
が
そ
れ
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
巻
六
の
第
一

「
女
を
ん
な

の
作つ
く

れ
る
男
を
と
こ

文
字
も

じ

」
の
薄
雲
の
に
せ
手
紙
は
一
橋
受
難
の
動
機
に
な
っ
た

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
真
の
原
因
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
大
い
に
疑
問
で
あ

る
。
小
梅
を
し
の
ぐ
悪
女
は
い
な
い
と
言
え
る
。
何
人
も
の
同
僚
を
巻
添
え
に

し
た
の
は
軽
率
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
野
沢
へ
の
殺
意
は
何
と
も
否
定
で

き
な
い
。
ま
た
、
七
人
の
女
性
は
散
々
苦
し
ん
で
死
ん
で
い
っ
た
。
西
鶴
の
時

代
に
は
七
人
と
い
う
数
、
そ
れ
だ
け
の
死
の
苦
し
み
が
あ
れ
ば
出
来
る
だ
け
殺

人
者
を
苦
し
め
て
殺
す
の
が
正
義
だ
っ
た
と
い
う
事
も
あ
る
だ
ろ
う
。
十
一
日

間
も
か
か
っ
て
少
し
ず
つ
苦
し
め
て
殺
す
と
い
う
処
刑
法
の
残
酷
さ
は
我
々
を

驚
か
す
が
、
作
者
に
は
こ
の
一
話
の
表
題
と
も
な
っ
た
こ
の
処
刑
法
へ
の
疑
問

は
全
く
書
か
れ
て
い
な
い
。「
人
の
命
も
つ
よ
し
」
と
絶
命
ま
で
長
い
日
数
を
要

し
た
こ
と
に
感
嘆
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
小
梅
そ
の
弟
の
九
蔵
に
対
し
て

は
語
り
手
の
憎
し
み
、
い
や
む
し
ろ
嫌
悪
感
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
小
梅
こ
む
め

と
い
へ

る
女
お
座
敷
ざ
し
き

に
行
て
野
沢
の
ざ
は

ど
の
ゝ
帯
を
御
か
へ
し
あ
そ
ば
さ
れ
ま
せ
い
と
。
ひ

ろ
き
口
を
す
ぼ
め
て
遠
慮
え
ん
り
ょ

も
な
く
ち
か
く
よ
れ
ば
。」
と
最
初
か
ら
偏
見
を
持
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
書
き
方
で
あ
る
。
し
か
し
形
部
が
不
意
に

野
沢
に
関
心
を
持
っ
た
こ
と
か
ら
、
男
心
の
機
微
を
読
み
取
り
そ
の
心
中
に
あ

る
空
虚
さ
を
利
用
し
、
愚
図
々
々
し
て
い
る
野
沢
に
代
わ
ろ
う
と
し
、
首
尾
よ

く
成
功
し
た
「
ち
ょ
ろ
り
と
人
の
恋こ
ひ

を
ぬ
す
み
け
る
。」。
だ
か
ら
初
め
か
ら
腹

黒
い
行
為
と
も
言
え
る
。

姉
の
こ
と
を
耳
に
し
て
形
部
を
討
と
う
と
決
心
す
る
九
蔵
の
内
面
に
つ
い
て

は
何
も
書
か
れ
な
い
。「
此
事
聞
て
姉あ
ね

が
科と
が

の
程
は
外
に
な
し
てb

角
と
か
く

か
た
き

は
主
人
形
部
ぎ
や
う
ぶ

と
思
ひ
定さ
だ

め
」
だ
け
で
あ
る
。「
心
を
く
だ
き
ね
ら
ひ
ぬ
れ
共
た
よ

る
べ
き
首
尾
し
ゅ
び

な
く
て
程ほ
ど

ふ
り
け
る
こ
そ
口
お
し
け
れ
。」
は
一
瞬
九
蔵
の
心
情
に

共
感
さ
せ
る
が
、
行
動
の
大
義
を
承
認
さ
せ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
赤
児
の

市
丸
を
人
質
に
米
蔵
に
た
て
こ
も
っ
た
と
き
、「
其
断
こ
と
は

り
も
聞き
ゝ

わ
か
ば
こ
そ
又

其
ま
ゝ
に
こ
ろ
し
も
せ
ず
。
お
の
れ
の
が
る
べ
き
所
に
あ
ら
ず
。
天
命
て
ん
め
い

つ
き
て

待ま
ち

け
る
所
に
」
と
あ
る
。
そ
の
「
お
の
れ
の
が
る
べ
き
所
に
あ
ら
ず
」
の
一
句

は
語
り
手
の
九
蔵
へ
の
憎
悪
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
形
部

は
最
後
ま
で
非
の
う
ち
所
の
な
い
立
派
な
侍
と
し
て
書
か
れ
、
一
方
小
梅
九
蔵

姉
弟
へ
の
語
り
手
の
同
情
は
全
く
な
い
。
小
梅
九
蔵
は
悪
人
ゆ
え
そ
れ
以
外
の

書
か
れ
方
は
全
く
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
す
べ
て
が
自
明
の
こ
と

と
し
て
明
確
な
書
か
れ
方
を
し
て
い
る
。
読
む
者
は
こ
れ
で
い
い
の
か
と
省
み

る
事
も
し
な
い
。
少
く
と
も
初
め
て
第
一
話
、
第
二
話
と
読
ん
で
き
た
読
者
は

そ
う
で
あ
る
。
僅
か
に
こ
の
一
話
は
当
時
の
庶
民
の
読
者
に
対
し
て
、
武
士
の

正
し
さ
、
義
し
さ
は
あ
る
意
味
で
空
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
も
の
だ
と
教
え
る
効
果

が
あ
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
し
か
し
読
者
は
、
当
時
と
し
て

は
小
梅
姉
弟
の
よ
う
な
悪
人
に
は
情
状
酌
量
の
余
地
な
ぞ
全
く
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
と
考
え
直
す
。
長
大
な
時
間
の
重
み
を
感
じ
さ
せ
る
一
篇
で
、
時
の
流
れ

の
う
ち
に
堂
々
と
進
ん
で
ゆ
く
橘
山
形
部
と
そ
の
一
族
の
歴
史
は
、
こ
の
よ
う

な
立
派
な
侍
を
た
ぶ
ら
か
そ
う
と
か
背
後
か
ら
討
と
う
と
か
す
る
卑
小
な
小
梅

九
蔵
姉
弟
の
動
き
な
ど
蹴
散
ら
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
痛
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

形
部
に
つ
い
て
の
疑
念
と
小
梅
九
蔵
へ
の
同
情
は
、
間
違
っ
て
も
読
者
に
生
じ

る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
周
到
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。

形
部
が
完
全
に
立
派
な
侍
と
言
え
る
の
か
と
こ
こ
で
問
う
者
は
い
な
い
だ
ろ

う
。
彼
は
あ
く
ま
で
野
沢
に
固
執
す
べ
き
で
あ
っ
た
、
小
梅
ご
と
き
に
「
ち
ょ

ろ
り
」
と
騙
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
が
す
べ
て
の
悲
劇
の
も
と
で
は
な
い
か
、
形
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部
の
責
任
を
考
え
れ
ば
大
量
殺
人
犯
の
小
梅
の
処
刑
は
苛
酷
の
度
が
過
ぎ
は
し

な
い
か
、
事
柄
は
確
か
に
そ
の
通
り
だ
が
こ
の
一
話
で
は
辛
う
じ
て
そ
の
よ
う

な
疑
念
が
沸
く
こ
と
が
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
、
そ
う
し
た
書
き
方
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
そ
う
し
た
一
話
が
な
ぜ
巻
一
の
第
二
に
置
か
れ
る
の
か
。
少
な
く
と
も

巻
一
全
巻
を
読
み
終
わ
ら
な
け
れ
ば
答
え
ら
れ
ま
い
。

四

第
三
の
「'

z

も
の
も
う
ど
れ

と
い
ふ
俄
に
は
か

正
月
」
で
は
、
後
半
に
出
て
く
る
京
の
太
夫
み

よ
し
野
の
花は
な

の
え
ん
の
宮
越
十
太
郎
へ
の
恋
を
読
者
が
ど
う
受
け
取
る
か
で
、

一
話
の
意
味
が
す
っ
か
り
違
っ
て
く
る
。
こ
の
挿
話
は
主
と
し
て
十
太
郎
、
最

後
に
は
弟
亀
松
の
運
命
を
語
る
主
筋
と
は
全
く
何
の
関
係
も
な
い
。
十
太
郎
は

こ
の
女
と
出
逢
っ
た
こ
と
で
精
神
に
何
の
影
響
も
受
け
て
い
ず
、
ま
し
て
そ
れ

が
行
動
に
影
響
す
る
な
ぞ
と
い
う
事
は
全
く
な
い
。
し
か
し
こ
れ
を
十
太
郎
の

短
い
生
涯
の
終
わ
り
に
生
じ
た
興
味
深
い
挿
話
と
軽
く
見
る
こ
と
は
や
は
り
で

き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
作
者
の
意
図
が
そ
う
望
ん
で
い
な
い
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。

こ
の
女
の
恋
を
考
え
て
み
よ
う
。
女
は
一
目
惚
れ
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
激

し
い
恋
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
は
と
く
に
遊
女
な
ど
に
は
非
現

実
的
で
あ
る
と
片
付
け
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
最
高
位
の
遊
女
だ

か
ら
こ
そ
あ
り
得
て
、
い
く
ら
稀
に
で
は
あ
ろ
う
と
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
が
整
っ

た
場
合
に
は
現
実
に
出
現
し
う
る
の
だ
と
、
西
鶴
は
信
じ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

当
の
女
性
が
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
ら
な
い
女
だ
っ

た
ら
全
く
だ
め
だ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
以
外
の
点
で
は
ど
ん
な
女
か
。
西
鶴
が
女

自
身
に
告
白
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。

我わ
れ

な
が
れ
を
立
初
た
て
そ
め

六
年ね
ん

の
日
数か
ず

ふ
る
う
ち
に
。
そ
れ
に
こ
し
ら
へ
置
銀
を
く
か
ね

が

敵
か
た
き

の
身
な
れ
ば
。
貴き

賤せ
ん

の
か
ぎ
り
も
な
く
逢あ
ひ

見
し
中
に
。
馴
染
な
じ
み

を
恋こ
ひ

の
種た
ね

と
な

し
正ま
さ

し
く
其
御
か
た
の
心
の
か
よ
ひ
。
懐
妊

く
は
い
に
ん

せ
し
程
の
男
を
と
こ

も
今こ

宵よ
ひ

は
じ
め

て
の
君
に
く
ら
べ
て
。
冨
士
ふ

じ

の
け
ふ
り
と
長
柄
な
が
ら

の
水
底
み
な
そ
こ

程
の
思
は
く
違ち
が

ひ
。

い
か
な
るx

え
ん

に
や
是
程
い
と
ほ
し
ら
し
き
御
か
た
に
。
あ
ひ
參
ら
す
る
も
ふ

し
ぎ
の
ひ
と
つ
。
・
・
・
・
・

遊
女
に
な
っ
て
か
ら
六
年
経
っ
て
い
る
と
い
う
経
歴
が
重
要
だ
ろ
う
。
あ
ま

り
年
若
く
て
は
だ
め
な
の
だ
。
な
み
な
み
な
ら
ぬ
苦
労
の
半
生
だ
っ
た
わ
け
だ

が
、
こ
の
女
は
そ
の
事
の
た
め
に
す
れ
て
し
ま
っ
た
事
も
遂
に
な
か
っ
た
ら
し

い
。
こ
れ
ま
で
自
分
で
も
本
当
に
惚
れ
た
と
思
っ
て
い
た
客
も
い
た
と
い
う
。

男
女
の
仲
な
ど
知
り
尽
く
し
た
こ
の
女
に
し
て
も
十
太
郎
に
出
遭
っ
て
雷
に
う

た
れ
た
よ
う
に
激
し
く
深
い
恋
心
に
つ
き
落
さ
れ
る
ま
で
、
世
に
こ
ん
な
事
が

あ
り
う
る
も
の
と
思
っ
た
こ
と
も
な
っ
た
、
全
く
新
鮮
な
体
験
で
、
自
分
で
も

不
思
議
な
の
だ
。
遊
女
の
最
高
位
の
太
夫
だ
っ
た
と
い
う
設
定
は
一
見
十
太
郎

の
相
手
と
し
て
は
不
自
然
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
善
太
夫
を
討
っ
て
す
ぐ
に

国
を
逐
電
す
る
と
決
意
し
た
と
き
、
母
親
は
「
壱
歩ぶ

五
十
肌は
だ

着ぎ

の
衣
裏
ゑ

り

に
縫ぬ
い

こ

み
」
と
あ
る
。
た
と
え
京
の
叔
母
の
嫁
ぎ
先
「
東
本
願
寺

ひ
が
し
ほ
ん
ぐ
は
ん
じ
の
す
ゑ
の
道
場

だ
う
ぢ
や
う
」
が

豊
か
だ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
た
こ
の
世
の
見
お
さ
め
の
女
郎
買
だ
っ
た
に
し
て

も
ち
ょ
っ
と
贅
沢
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
西
鶴
と
し
て
は
こ
の
よ

う
な
ほ
ん
も
の
の
激
し
く
無
私
な
恋
愛
感
情
が
発
生
す
る
の
は
、
何
か
精
神
的

な
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
を
持
つ
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
は
ど
う
し
て
も
太
夫
で
な

け
れ
ば
あ
り
得
な
い
と
信
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

相
手
の
十
太
郎
が
間
も
な
く
国
へ
帰
っ
て
切
腹
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
物

だ
と
い
う
事
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
い
う
運
命
に
な
く
、
少
く
と
も
こ

の
よ
う
な
女
の
目
に
は
　
悲
劇
的
生
涯
を
背
に
負
っ
て
い
る
人
物
、
悲
愴
の
影

が
否
定
し
よ
う
も
な
く
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る
男
で
な
か
っ
た
ら
、
こ
れ
程
ま

で
に
こ
の
太
夫
の
心
を
動
か
す
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
女
は
一
見
し
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て
何
か
そ
の
よ
う
な
問
題
を
持
っ
た
男
は
直
観
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
そ
う
し

た
女
だ
っ
た
。
だ
か
ら
十
太
郎
が
、「
我
ら
事
お
ぼ
し
め
し
の
外ほ
か

な
る
身
に

て
都
み
や
こ

を
見
し
も
今
晩
こ
ん
ば
ん

ば
か
り
。
鶏
鳴
と
り
な
か

ば
東
あ
づ
ま

に
行
て
。
八
月
十
四
日
に
相
果
あ
ひ
は
つ

る
至し

極ご
く

」
と
う
ち
明
け
て
泣
き
崩
れ
た
と
き
、「
太
夫
聞き
く

に
な
を
哀あ
は

れ
の
ま
さ
り
。
死し
な

せ
給
ひ
て
済す
む

事
な
ら
ば
所
と
こ
ろ

に
か
ま
ひ
は
候
ま
じ
。
い
ざ

自
み
づ
か
ら

と
同を
な

じ
道
に
と
思

ひ
切き
つ

た
る
気け

色し
き

」
と
と
く
に
驚
い
た
様
子
も
見
せ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
恋
愛
は

死
と
直
結
す
る
か
ら
、
相
手
が
そ
う
定
め
ら
れ
て
い
る
と
知
っ
た
時
、
す
ぐ
に

自
分
も
と
も
に
死
ぬ
事
を
考
え
、
現
実
に
同
じ
日
に
女
の
追
腹
を
実
行
す
る
。

太
夫
の
激
情
が
十
太
郎
に
通
じ
る
こ
と
は
遂
に
な
か
っ
た
。「
人
の
詠な
が

め
を
無む

理り

共
に
も
ら
ひ
。
酒さ
け

お
も
し
ろ
く
か
は
し
て
初
會

し
よ
く
は
い

と
は
思
は
れ
ず
。」
と
十
太

郎
も
最
初
は
楽
し
み
、
太
夫
の
好
意
を
嬉
し
く
思
う
も
の
の
、
自
分
が
間
も
な

く
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
身
を
思
う
と
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
自
分
の
負
っ
て
い
る
宿
命
を
語
り
聞
か
せ
る
と
、
太
夫
が
驚
く
こ
と
も

な
く
一
緒
に
死
ぬ
事
を
決
意
し
た
と
き
、
十
太
郎
は
遂
に
女
の
心
を
理
解
す
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
女
に
と
っ
て
恋
は
容
易
に
生
命
と
取
り
替
え
る

事
の
可
能
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
、
じ
き
に
死
ぬ
事
に
な
っ
て
い
る
そ
の
男
に

は
分
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
明
日
も
う
一
度
逢
う
つ
も
り
と
約
束
し
て
相
手

を
辛
う
じ
て
だ
ま
し
「
お
そ
ろ
し
や
と
立
帰
た
ち
か
へ

り
。」
と
あ
る
。
こ
の
「
お
そ
ろ
し

や
」
の
一
語
は
最
終
的
な
無
理
解
を
残
酷
に
示
す
。
十
太
郎
の
「
お
そ
ろ
し
や
」

の
心
中
語
に
よ
り
同
日
同
時
刻
の
二
つ
の
死
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
ま
た
太

夫
は
「
十
太
郎
を
思
ひ
に
こ
が
れ
」
と
、
恋
人
へ
の
殉
死
の
意
味
を
持
っ
た
死

で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
完
全
に
二
つ
に
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。
十
太
郎
が
知

ら
ず
に
無
く
し
て
し
ま
っ
た
も
の
は
大
き
い
。
そ
れ
故
読
者
は
こ
の
二
つ
の
死

を
比
較
し
て
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

太
夫
の
死
を
武
士
の
大
義
に
殉
じ
た
十
太
郎
の
壮
烈
な
死
に
比
べ
て
、
可
憐

で
は
あ
る
が
私
的
で
な
に
か
不
要
の
死
と
受
け
取
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
だ
け
だ
。

だ
が
太
夫
の
死
も
同
じ
死
で
あ
る
か
ら
に
は
十
太
郎
の
死
と
実
は
大
差
な
い
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
し
ま
っ
た
が
最
後
、
こ
の
死
は
我
々
読
者
の
目
に
ど
ん

ど
ん
大
き
く
な
っ
て
い
き
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
こ
れ
こ
そ
本
物
の
死
で
は
な
い
か

と
感
じ
ら
れ
、
十
太
郎
の
死
は
そ
の
基
本
に
あ
る
武
士
の
倫
理
と
も
ど
も
、
次

第
に
相
対
化
さ
れ
、
遂
に
は
偽
り
を
多
く
含
む
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
も
そ
も
の
十
太
郎
が
善
太
夫
を
討
つ
と
い
う
事
件
は
、
善
太
夫
の
家
来
が

十
太
郎
の
弟
亀
松
を
侮
辱
し
暴
行
を
加
え
た
と
い
う
取
る
に
足
り
な
い
事
件
を
、

善
太
夫
が
す
ぐ
に
謝
り
の
使
を
よ
こ
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
善
太

夫
自
身
は
三
千
石
の
大
身
ぶ
り
を
意
識
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
百

五
十
石
の
侍
た
ち
が
、
石
高
の
差
を
相
手
が
意
識
し
て
こ
ち
ら
を
侮
る
態
度
を

取
る
の
で
は
な
い
か
と
敏
感
に
な
っ
て
い
る
事
実
に
、
あ
ま
り
注
意
を
払
わ
な

か
っ
た
と
い
う
事
は
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
間
違
い
だ
っ
た
。
そ
の
場
面
は
十

太
郎
が
覚
悟
を
決
め
て
善
太
夫
を
待
ち
伏
せ
し
て
い
る
と
、「
善ぜ
ん

太
夫
乗ぜ
う

馬め

ひ
か

せ
人
あ
ま
た
め
し
つ
れ
き
た
り
。
十
太
郎
を
見
か
け
て
近
寄
ち
か
よ
り

き
の
ふ
は
小
者
が

何
と
や
ら
と
い
ひ
も
果は
て

ぬ
に
。
其
断
こ
と
は

り
お
そ
し
と
ぬ
き
う
ち
に
し
て
早
業
は
や
わ
ざ

の

首
尾
し
ゅ
び

残
る
所
も
な
し
。」
と
明
確
に
書
か
れ
て
い
る
。
善
太
夫
が
昨
日
の
事
件
を

謝
ろ
う
と
し
て
い
る
の
を
知
り
な
が
ら
抜
打
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
だ
。

「
其
断
こ
と
は

り
お
そ
し
」
と
は
恐
ろ
し
い
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
悲
劇
の
要
因
が
す
べ

て
こ
め
ら
れ
て
い
る
か
に
思
え
る
。
十
太
郎
は
善
太
夫
の
方
か
ら
近
寄
っ
て
き

て
、
言
い
わ
け
か
謝
罪
の
言
葉
を
述
べ
る
の
を
し
ま
い
ま
で
ち
ゃ
ん
と
聞
く
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
。
花
山
院

く
は
さ
ん
ゐ
ん

春
し
ゅ
ん

林り
ん

寺じ

の
住
職
の
よ
う
に
こ
の
行
為
を

「
扨
も
手て

柄が
ら

」
と
賞
讃
す
る
こ
と
は
ち
ょ
っ
と
出
来
な
い
。
こ
の
書
き
方
は
、
作

者
自
身
読
者
が
十
太
郎
の
行
為
に
大
き
な
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に

工
夫
を
こ
ら
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
こ
の
一
話
を
読
み
終

え
た
あ
と
で
、
少
く
と
も
太
夫
の
見
事
な
自
害
の
さ
ま
を
読
み
、
十
太
郎
の
切

腹
に
あ
る
疑
念
を
抱
い
た
あ
と
で
否
応
な
く
読
者
に
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。

力
は
弱
い
に
し
て
も
、
そ
の
種
の
疑
念
は
他
に
も
あ
る
。
善
太
夫
の
一
家
が

宮
腰
の
屋
敷
に
押
し
寄
せ
る
と
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表を
も
て

の
門
を
も
閉と
ぢ

ず
。
母は
ゝ

の
親を
や

壱
人
藤
縄
ふ
じ
な
は

目め

の
鎧
よ
ろ
ひ

を
着き

て
。
く
れ
な
ひ
の
天は
ち

巻
長
刀

ま
き
な
ぎ
な
た

の
鞘さ
や

は
づ
し
て
鞍
掛
く
ら
か
け

に
腰こ
し

を
置を
き

て
。
一
命め
い

を
し
ま
ぬ
眼が
ん

色
し
ょ
く

い
に
し
へ

の
巴
と
も
へ

山
吹
や
ま
ぶ
き

も
か
く
あ
ら
ん
と
。
見
し
人
い
さ
ぎ
よ
く
ほ
め
て
女
を
ん
な
な
れ
ば
か
ま

は
ず
。

と
い
う
個
所
の
女
親
の
姿
も
そ
う
で
あ
る
。
決
死
の
覚
悟
を
決
め
て
い
る
母
親

の
真
剣
さ
を
疑
う
読
者
は
い
な
い
。
し
か
し
読
者
は
そ
れ
を
充
分
に
認
め
た
上

で
、
そ
こ
に
一
抹
の
芝
居
が
か
っ
た
も
の
が
混
入
し
て
い
る
の
を
感
じ
る
事
も

出
来
な
く
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

十
太
郎
が
善
太
夫
を
討
ち
に
行
く
と
き
九
才
の
亀
松
が
袖
に
す
が
っ
て
自
分

も
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
と
願
い
涙
を
流
す
姿
や
、
宮
越
の
一
族
い
よ
い
よ
滅
亡

か
と
い
う
際
に
な
っ
て
、
こ
れ
は
私
の
上
に
起
こ
っ
た
事
が
発
端
で
あ
る
、
兄

十
太
郎
の
代
り
に
私
が
切
腹
す
る
事
で
済
む
よ
う
に
取
り
は
か
ら
っ
て
頂
き
た

い
と
申
し
出
る
な
ど
は
感
銘
深
い
が
、
そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
、
侍
の
一
家
に

出
来
し
た
こ
の
事
件
、
や
は
り
ど
こ
か
に
一
抹
の
不
合
理
な
も
の
、
偽
り
か
も

知
れ
ぬ
も
の
の
残
る
の
を
否
定
で
き
な
い
。

最
後
の
、
十
七
才
十
五
才
に
成
長
し
た
亀
松
善
太
郎
が
遂
に
野
中
の
一
本
道

で
出
遭
い
、
一
騎
打
ち
の
戦
い
は
な
や
か
に
相
打
ち
に
両
名
が
果
て
る
の
も
、

「
花は
な

紅
葉
も
み
ぢ

の
色い
ろ

み
だ
れ
て
。
さ
な
が
ら
化
粧
け
し
ゃ
う

軍
い
く
さ

か
と
お
も
は
れ
」「
冬ふ
ゆ

野の

の
薄
す
ゝ
き

真
紅
し
ん
く

の
糸い
と

を
み
だ
し
。」
と
あ
り
、
本
当
は
鮮
血
の
飛
び
か
う
真
剣
勝
負
な
の
に

化
粧
軍
、
外
見
だ
け
は
な
や
か
な
嘘
の
戦
い
と
見
え
た
と
い
う
の
は
、
若
衆
盛

り
の
少
年
同
志
の
戦
い
だ
か
ら
そ
う
見
え
た
の
だ
ろ
う
が
、「
大
振
袖
ふ
り
そ
で

の
ひ
る
が

へ
る
は
」
と
こ
の
事
件
そ
の
も
の
が
発
端
か
ら
ほ
ん
の
小
者
の
乱
暴
を
き
っ
か

け
と
し
て
大
事
に
到
っ
て
し
ま
っ
た
、
い
わ
ば
化
粧
軍
的
な
事
件
で
は
な
い
か

と
言
う
の
だ
ろ
う
。

こ
の
箇
所
に
つ
い
て
西
島
孜
哉
氏
は
、
第
一
の
左
膳
求
馬
の
敵
討
談
、
第
二

の
森
之
丞
市
丸
の
敵
討
談
と
共
に
、『
武
道
伝
来
記
』
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な

す
べ
く
、
加
筆
さ
れ
、
つ
け
足
さ
れ
た
も
の
と
す
る
（
２
）
。
恐
ら
く
そ
れ
は
正
し
い
。

し
か
し
そ
う
す
る
と
、
前
述
（
六
ペ
ー
ジ
）
の
よ
う
に
重
要
な
機
能
を
果
た
し

て
い
た
第
一
第
二
に
も
増
し
て
、
こ
の
相
討
ち
に
終
わ
る
斬
り
合
い
が
、
一
話

に
ま
こ
と
に
し
っ
く
り
適
合
し
、
と
て
も
つ
け
足
し

●

●

●

●

な
ど
と
感
じ
ら
れ
な
い
ほ

ど
重
要
な
一
部
を
な
し
て
い
る
の
に
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
は
美
し
く
も

無
残
で
空
し
い
二
つ
の
死
で
あ
る
。
八
年
後
の
こ
の
後
日
談
で
、
一
話
は
不
思

議
に
懐
か
し
く
だ
が
荒
寥
と
し
た
深
い
陰
影
を
帯
び
る
。
こ
の
部
分
の
欠
け
た

第
三
は
想
像
も
で
き
な
い
。
こ
の
一
話
に
は
、
武
家
倫
理
へ
の
無
言
の
批
判
と

共
に
、
恐
ら
く
西
鶴
に
、
そ
れ
に
翻
弄
さ
れ
る
登
場
人
物
た
ち
へ
の
無
言
の
同

情
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
第
三
で
初
め
て
出
て
き
た
も
の
で
あ
る
（
３
）
。

と
こ
ろ
で
、
読
者
の
う
ち
に
は
―
西
鶴
の
考
え
た
読
者
の
う
ち
に
も
―
京

の
太
夫
み
よ
し
野
の
花
の
え
ん
が
十
太
郎
に
一
目
で
抱
い
た
宿
命
的
で
深
刻
な

恋
を
、
遂
に
理
解
で
き
な
い
者
も
多
い
だ
ろ
う
。
滅
多
に
あ
る
現
象
で
は
な
い

か
ら
だ
。
西
鶴
は
特
に
ま
だ
世
の
中
を
知
ら
ぬ
ほ
ん
の
少
女
の
初
恋
な
ど
と
誤

っ
て
同
一
視
さ
れ
る
事
の
な
い
よ
う
懸
命
に
書
い
て
い
る
が
、
致
し
方
な
い
だ

ろ
う
。
そ
う
し
た
読
者
は
こ
の
太
夫
の
恋
と
死
も
、
驚
異
的
で
は
あ
る
が
、
あ

ま
り
に
も
奇
嬌
と
感
じ
、
そ
れ
だ
け
に
一
抹
の
嘘
を
感
じ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
十

太
郎
の
悲
愴
な
死
に
も
同
様
に
嘘
を
見
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
か
ら
、
両
者

を
等
価
の
も
の
と
見
な
す
だ
ろ
う
が
、
そ
の
場
合
に
も
太
夫
の
恋
と
死
を
描
く

い
わ
ば
こ
の
一
話
の
副
主
題
が
本
主
題
の
侍
の
倫
理
を
相
対
化
し
て
い
る
の
に

変
わ
り
は
な
い
。
作
者
西
鶴
自
身
が
こ
の
よ
う
に
何
段
構
え
も
の
姿
勢
で
い
る

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
た
だ
し
正
反
対
に
太
夫
の
方
が
嘘
で
、
十
太
郎
を
中
心

と
す
る
武
家
の
倫
理
と
行
動
が
真
実
だ
と
す
る
見
方
は
、
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て

作
品
を
読
む
か
ぎ
り
出
て
来
る
解
釈
で
は
な
い
。

こ
の
一
話
の
真
意
を
お
お
よ
そ
右
の
よ
う
に
取
る
と
、
題
名
に
も
な
っ
た
俄

正
月
と
い
う
こ
と
も
内
容
を
そ
れ
と
な
く
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
社
会
現
象
は
き
わ
め
て
低
俗
だ
か
ら
、
武
士
の
倫
理
が
い
わ
ば
俄
正
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月
の
よ
う
な
も
の
と
す
る
の
は
余
り
に
大
胆
で
も
あ
り
、
作
品
の
テ
ク
ス
ト
も

武
家
倫
理
、
武
士
の
行
動
が
完
全
に
イ
ン
チ
キ
だ
な
ど
と
ど
こ
に
も
言
っ
て
い

な
い
が
、
意
味
を
示
す
の
で
は
な
く
、
読
者
に
何
か
そ
う
し
た
気
分
の
よ
う
な

も
の
を
漠
然
と
伝
え
て
い
る
事
は
否
定
で
き
な
い
。

五

太
夫
の
恋
と
殉
死
が
書
か
れ
た
た
め
、
十
太
郎
の
行
動
と
悲
劇
的
運
命
が
代

表
す
る
武
士
の
倫
理
は
決
定
的
に
相
対
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
十
太
郎
の
切
腹

に
し
て
も
「
流
石
さ
す
が

弓
馬
き
う
ば

の
家い
へ

の
ほ
ま
れ
を
残
し
ぬ
。」
な
ど
と
い
く
ら
讃
め
て
あ

っ
て
も
、
そ
れ
は
事
の
半
面
に
過
ぎ
な
い
、
半
面
は
不
合
理
で
愚
劣
な
の
だ
と

こ
こ
で
の
大
半
の
読
者
は
諒
解
す
る
。
問
題
は
こ
う
し
た
武
家
倫
理
へ
の
疑
念

が
こ
の
一
話
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。
読
者
は
第
一
第
二
の

二
話
を
ふ
り
返
り
、
第
一
の
空
恐
ろ
し
い
程
見
事
な
少
年
達
の
姿
も
何
か
割
引

き
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
と
考
え
始
め
る
。
だ
が
そ
れ
よ
り
も
、
第
二

の
記
憶
さ
れ
て
い
る
印
象
が
受
け
る
影
響
の
方
が
決
定
的
で
あ
る
。「
毒
薬
ど
く
や
く

は

箱
入
は
こ
い
り

の
命
い
の
ち

」
を
読
ん
で
い
る
間
に
は
決
し
て
読
者
の
脳
裏
に
浮
か
ぶ
事
の
な
か

っ
た
主
人
公
橘
山
形
部
の
行
動
へ
の
疑
念
が
生
じ
る
の
だ
。
小
梅
の
処
刑
の
残

酷
さ
は
、
完
全
に
正
し
い
処
置
だ
っ
た
と
し
て
も
、
形
部
自
身
の
誤
ち
が
小
梅

の
極
悪
の
犯
罪
を
招
来
し
た
点
を
考
え
れ
ば
果
た
し
て
ど
う
だ
っ
た
か
と
の
思

い
が
萌
す
。
語
り
手
は
理
想
的
な
ほ
ど
立
派
な
侍
と
し
て
形
部
を
賞
賛
し
続
け

橘
山
の
家
の
繁
栄
を
口
を
き
わ
め
て
慶
び
な
が
ら
も
、
作
者
と
し
て
は
小
梅
の

あ
の
よ
う
な
処
刑
を
ち
ゃ
ん
と
設
定
し
て
い
る
。
読
者
は
語
り
手
の
言
葉
通
り

に
、
書
か
れ
た
出
来
事
を
素
直
に
承
認
し
武
士
の
倫
理
を
肯
定
し
な
が
ら
も
、

何
か
些
細
な
暗
示
が
あ
っ
た
だ
け
で
も
直
ち
に
事
柄
は
別
の
相
貌
を
帯
び
て
見

え
て
く
る
。
第
三
を
読
ん
だ
あ
と
で
は
第
一
第
二
の
武
士
の
倫
理
の
価
値
自
体

が
ぐ
ら
つ
き
、
根
本
的
に
偽
り
に
満
ち
た
も
の
と
思
え
る
。

と
こ
ろ
が
西
鶴
は
次
の
第
四
「
内な
い

儀ぎ

の
利り

発は
つ

は
替
か
は
つ

た
姿
す
が
た

」
で
は
、
一
転
し

て
い
く
ら
懐
疑
的
に
眺
め
よ
う
と
し
て
も
否
定
す
る
こ
と
が
全
く
不
可
能
な
確

固
た
る
武
士
の
倫
理
を
示
す
。
こ
れ
は
作
者
と
し
て
す
こ
ぶ
る
困
難
な
作
業
だ

ろ
う
。
す
っ
か
り
懐
疑
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
読
者
に
今
一
度
真
実
の
美
徳
の

姿
を
見
せ
、
感
動
を
さ
え
呼
び
起
こ
す
と
は
並
大
抵
の
こ
と
で
は
出
来
な
い
は

ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
と
な
っ
た
か
。

こ
の
一
話
は
冒
頭
に
舞
台
と
な
っ
た
国
を
明
示
し
な
い
。
三
十
二
話
中
こ
れ

だ
け
で
あ
る
。
姫
路
と
い
う
事
が
分
か
る
の
は
か
な
り
後
に
な
っ
て
か
ら
で
あ

る
。
金
塚
数
馬
、
照
徳
寺
外
記
が
申
し
渡
し
た
恒
例
の
新
年
謡
う
た
ひ

初ぞ
め

に
関
す
る
指

令
の
文
言
か
ら
始
ま
る
。
読
者
を
初
め
か
ら
じ
か
に
そ
の
現
場
に
立
た
せ
、
緊

迫
感
を
も
っ
て
開
始
さ
れ
、
そ
れ
は
ど
ん
ど
ん
高
ま
り
、
権
之
進
が
数
馬
を
斬

る
事
件
に
達
す
る
が
、
権
之
進
、
細
井
金
太
夫
の
両
主
人
公
は
ち
ょ
っ
と
し
た

拍
子
に
破
滅
と
い
う
危
機
が
続
く
か
ら
、
読
者
は
場
所
が
ど
こ
か
な
ぞ
余
分
な

詮
索
を
さ
し
は
さ
む
余
裕
は
な
い
。
臨
場
感
は
話
が
こ
れ
こ
そ
本
物
の
事
件
と

読
む
者
に
痛
感
さ
せ
る
の
に
ま
ず
必
要
だ
っ
た
。

数
馬
を
斬
っ
た
権
之
進
が
城
中
か
ら
足
袋
は
だ
し
で
駆
け
出
し
、
屋
形
町
の

野
は
づ
れ
で
や
っ
と
追
い
付
い
た
家
来
の
草
履
を
借
り
て
履
く
、
と
い
う
姿
は

こ
の
一
話
に
お
け
る
作
者
の
態
度
を
示
す
。
こ
の
い
さ
さ
か
み
っ
と
も
な
い
格

好
は
第
一
で
、
為
右
衛
門
父
子
を
討
っ
た
求
馬
、
左
膳
が
家
来
一
同
を
連
れ
て

で
き
る
だ
け
急
が
ず

●

●

●

●

●

●

●

●

に
丹
波
路
に
入
っ
た
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
い
く
ら
正
義

の
行
動
で
あ
ろ
う
と
あ
ま
り
見
事
で
鮮
や
か
な
行
為
に
は
嘘
が
あ
る
、
第
四
の

権
之
進
、
金
太
夫
は
虚
飾
の
余
裕
な
ど
な
い
切
羽
つ
ま
っ
た
危
機
に
あ
り
、
そ

う
い
う
場
面
に
こ
そ
真
実
の
美
徳
が
姿
を
現
わ
す
の
だ
と
作
者
は
信
じ
て
い
る
。

藩
主
の
寵
臣
数
馬
を
斬
っ
た
権
之
進
の
行
為
と
、
権
之
進
と
そ
の
妻
子
を
生

命
を
賭
し
て
守
り
抜
こ
う
と
す
る
金
太
夫
の
行
為
は
、
藩
主
の
意
志
に
真
向
か

ら
対
立
す
る
。
そ
れ
だ
け
を
見
れ
ば
不
忠
で
あ
り
武
家
倫
理
に
背
く
。
た
だ
藩

主
に
抵
抗
す
る
家
臣
を
正
義
と
す
る
の
は
こ
の
時
代
で
も
決
し
て
珍
ら
し
く
は
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な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
こ
の
一
話
の
冒
頭
に
姿
を
現
わ
す
金
塚
数
馬
は
、

僅
か
な
語
句
し
か
費
し
て
い
な
い
の
に
ま
こ
と
に
憎
む
べ
き
人
物
と
し
て
活
写

さ
れ
、
い
か
に
小
身
と
は
言
え
同
じ
武
家
で
あ
る
茶
道
休
林
を
打
擲
し
、
小
脇

差
に
手
を
か
け
た
休
林
を
切
り
捨
て
る
と
い
う
悪
辣
さ
で
あ
る
。
権
之
進
が
数

馬
を
斬
る
行
為
に
は
私
欲
も
私
怨
も
な
い
、「
ま
っ
た
く
命
を
し
む
に
あ
ら
ず
。

存
ず
る
子
細
あ
り
と
聲
を
か
け
て
立
の
く
」
と
い
う
権
之
進
の
言
葉
は
深
慮
の

末
の
行
動
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
れ
よ
り
も
こ
こ
で
は
藩
主
の
意
志
へ
の
対
立

は
、
そ
の
こ
と
が
当
事
者
に
当
然
も
た
ら
す
異
常
な
危
機
と
い
う
点
で
重
要
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
正
義
の
士
を
危
機
に
追
い
つ
め
る
事
が
、
事
の
真
実
性
を

保
証
す
る
。
西
鶴
は
そ
れ
を
筆
力
の
限
り
を
尽
く
し
て
描
く
。

き
び
し
く
人
を
あ
ら
た
め
て
往
還

わ
う
く
は
ん

を
ゆ
る
さ
ず
権
之
進
親
し
ん
し
ん

類
の
輩
と
も
が
ら

に
は
の

こ
ら
ず
屋
さ
が
し
を
す
べ
し
。
若も
し

行
方
し
れ
ず
は
土つ
ち

を
か
へ
し
て
僉せ
ん

儀ぎ

を
と

ぐ
べ
し
。
年
立
帰か
へ

る
祝い
は

ひ
の
先さ
き

よ
り
曲く
せ

事
を
な
し
け
り
と
。
上
よ
り
御

立
腹
浅

り
っ
ぷ
く
あ
さ

か
ら
ざ
る
も
理
こ
と
は

り
な
り
。

絶
対
的
権
力
者
の
怒
り
ほ
ど
恐
ろ
し
い
も
の
は
な
い
。
右
の
一
文
、
最
初
は

き
び
し
い
公
け
の
処
置
を
言
い
、
次
第
に
直
接
話
法
的
性
格
を
強
め
る
と
い
う

西
鶴
得
意
の
叙
法
だ
が
、
こ
こ
で
は
藩
主
の
憤
激
の
口
調
さ
え
じ
か
に
伝
わ
る
。

権
之
進
が
逃
走
し
残
さ
れ
た
妻
子
が
金
太
夫
の
も
と
へ
ひ
そ
か
に
隠
れ
た
あ
と
、

数
馬
の
一
族
郎
党
が
大
勢
権
之
進
の
屋
敷
を
捜
索
す
る
時
の
様
子
は

中
間げ
ん

供
部べ

屋
に
は
い
ま
だ
此
事
し
ら
ざ
り
け
る
に
や
。
木
枕
ま
く
ら

に
あ
て
莨c た
ば
こ

を

き
ざ
み
或
あ
る
ひ

は
塩し
ほ

を
な
め
て
酒
を
呑
。
下
台だ
い

所
に
は
。
朝
飯
あ
さ
め
し

を
焼た
き

上
台
所
に
は

女
あ
ま
た
の
慰
業

な
ぐ
さ
み
わ
ざに
や
。
は
や
乾
餅
け
ん
ぺ
い

を
取
散ち
ら

し
掻
餅
か
き
も
ち

霰
餅
あ
ら
れ

を
き
ざ
み
ゐ
し
が
。

奥を
く

御
前
屋
敷し
き

出
を
夢ゆ
め

に
も
し
ら
ざ
り
き
。
お
ど
ろ
き
騒
さ
は
ぎ

て
泣な
き

出
す
。
姨
介
掴

う
ば
か
い
し
ゃ
く

の
人
も
こ
は
何い
づ

方
へ
と
身
を
も
み
て
一
ど
に
泣
出
す
。

と
血
相
を
か
え
て
権
之
進
屋
敷
に
踏
み
込
ん
だ
数
馬
の
家
来
た
ち
の
目
か
ら
見

た
屋
敷
内
の
様
子
で
あ
る
。
下
々
の
習
俗
の
卑
近
な
日
常
性
が
細
か
く
描
か
れ
、

正
月
と
い
う
の
で
至
極
の
ん
び
り
し
た
雰
囲
気
の
屋
敷
の
中
に
突
然
ふ
っ
て
湧

い
た
大
事
、
と
は
描
か
れ
た
場
合
背
景
が
そ
の
大
事
の
真
実
味
を
強
め
る
。
金

太
夫
が
妻
に
事
情
を
語
る
と
妻
も
「
人
に
情
な
さ
け

を
し
ら
る
ゝ
事
か
ゝ
る
時
な
る
べ

し
。
お
ろ
そ
か
に
な
ら
じ
」
と
権
之
進
の
妻
を
「
懇
情
ね
ん
ご
ろ

に
」
い
た
わ
り
、
権
之

進
妻
は
「
嬉
し
さ
限か
ぎ

り
な
く
」
涙
を
流
し
「
互
た
が
ひ

の
礼れ
い

義
石
流
さ
す
が

や
さ
し
く
源ふ
か

か
り

け
り
」
と
い
う
美
し
い
情
景
も
、
極
め
て
人
間
的
で
あ
る
。
捜
索
の
手
が
い
よ

い
よ
の
び
て
き
た
と
き
、
金
太
夫
の
妻
が
、
自
分
が
奉
公
人
の
女
に
変
装
し
、

権
之
進
妻
を
こ
の
家
の
奥
方
の
よ
う
に
装
っ
て
難
を
逃
れ
る
の
が
良
か
ろ
う
と

気
付
き
、
夫
と
相
談
の
上
変
装
し
て
里
に
帰
っ
た
と
い
う
計
略
は
、
成
功
し
て

何
と
か
危
機
を
逃
れ
る
事
が
で
き
た
。
妻
の
協
力
が
無
か
っ
た
ら
破
滅
は
間
違

い
な
い
所
で
あ
る
。
し
か
し
金
太
夫
の
妻
は
長
刀
な
ぎ
な
た

を
振
る
っ
て
敵
を
倒
し
た
な

ど
と
い
う
事
で
は
な
く
、
こ
の
計
略
自
体
は
い
か
に
も
つ
つ
ま
し
い
、
要
す
る

に
日
常
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
重
要
性
は
無
類
で
あ
る
。
だ
か

ら
「
風
俗
ふ
う
ぞ
く

を
使
つ
か
ひ

や
く
の
女
に
作つ
く

り
。
真し
ん

紅く

の
網
袋

あ
み
ぶ
く
ろ

に
葉は

付つ
き

の
密
柑
み
つ
か
ん

を
入
。
長
文

筥ば
こ

を
持も
ち

そ
へ
奇き

特ど
く

頭ず

巾き
ん

を
か
ぶ
り
。
小
者
も
つ
れ
ず
只た
ゞ

壱
人
屋
敷し
き

を
出
。
は
じ

め
て
玉
鉾
た
ま
ぼ
こ

の
陸ろ
く

地ぢ

を
ふ
み
。」
と
や
ゝ
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。
権
之
進
の
幼
い

息
女
に
金
太
夫
を
父
と
す
る
よ
う
に
教
え
た
と
き
「
此
娘
む
す
め

い
と
か
し
こ
く
も
今

ひ
と
り
の
。
髭ひ
げ

の
あ
る
と
ゝ
様さ
ま

は
ど
こ
へ
ゆ
か
せ
給
ふ
と
尋た
づ

ね
ら
れ
し
に
。
そ

れ
は
伯
父
を

ぢ

様さ
ま

な
る
ぞ
我
と
ゝ
様

わ
が
　
　
　
　
さ
ま

は
是こ
れ

ぞ
と
。
金き
ん

太
夫
殿ど
の

の
御
ひ
ざ
の
上
へ
渡わ
た

す

時
。」
云
々
に
も
、
幼
女
の
可
憐
な
声
、
そ
の
い
か
に
も
ほ
ゝ
笑
ま
し
い
日
常
的

次
元
の
も
の
が
、
恐
ろ
し
い
危
機
と
表
裏
一
体
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
す
べ

て
が
、
危
機
と
そ
れ
の
も
た
ら
す
緊
張
感
を
、
そ
こ
に
実
在
す
る
か
の
よ
う
に

作
品
中
に
生
み
出
す
。
偽
り
で
は
な
く
こ
の
第
四
で
は
真
実
を
書
か
ね
ば
な
ら

な
い
と
決
め
た
と
き
、
西
鶴
は
空
虚
な
勇
猛
さ
な
ど
で
は
な
く
、
も
っ
と
し
っ

か
り
足
が
地
に
つ
い
た
人
間
感
あ
ふ
れ
る
危
機
を
も
っ
て
真
な
る
事
実
を
表
現
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し
よ
う
と
し
た
。

危
機
に
際
し
て
権
之
進
が
普
段
は
決
し
て
仲
よ
い
わ
け
で
も
な
い
金
太
夫
を

当
然
の
よ
う
に
頼
り
と
し
た
事
、
誰
に
と
っ
て
も
不
思
議
な
こ
の
選
択
を
当
の

金
太
夫
自
身
は
驚
い
た
様
子
も
な
く
「
金
太
夫
少
し
も
さ
は
ぐ
気け

色し
き

な
く
。」
当

然
の
事
と
し
て
受
け
入
れ
た
こ
と
、
こ
れ
は
一
話
の
根
幹
を
成
す
点
だ
が
こ
の

点
は
ど
う
か
。
金
太
夫
の
も
と
へ
忍
ん
で
来
た
弟
金
右
衛
門
で
さ
え
権
之
進
の

妻
子
を
ひ
そ
か
に
保
護
す
る
な
ど
「
ひ
と
つ
は
上
を
か
ろ
し
む
る
の
恐を
そ

れ
」
が

あ
り
、
ま
た
普
段
仲
の
悪
い
人
の
妻
子
を
か
く
ま
う
理
由
は
な
い
と
兄
を
い
さ

め
る
で
は
な
い
か
。
し
か
し
読
者
は
一
見
理
に
反
す
る
か
に
見
え
る
金
太
夫
の

行
為
を
そ
れ
故
に
こ
そ
承
認
す
る
。
金
太
夫
が
弟
金
右
衛
門
に
語
る
言
葉
に

「
武
士
ぶ

し

の
意
気
い

き

道だ
う

理り

を
た
つ
る
者
は
世せ

間
の
見
る
目め

と
格
別
か
く
べ
つ

な
り
。」
の
一
句
が

あ
る
。
凡
俗
の
良
識
な
ど
と
は
別
次
元
の
行
動
規
範
を
二
人
の
侍
の
精
神
の
高

潔
さ
で
納
得
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
作
者
西
鶴
の
意
図
だ
っ
た
。
そ
し
て
「
彼か
れ

此
節
我
せ
つ
わ
が

心
底て
い

を
見
定さ
だ

め
。
是
非
ぜ

ひ

隠か
く

し
と
ぐ
べ
き
者
と
頼た
の

み
掛か
け

。
我わ
れ

に
預
あ
づ
け

し
女
子
に
ょ
し

。

た
と
ひ
一
命
に
か
へ
て
も
爰こ
ゝ

は
出
さ
ぬ
至
極
し
ご
く

な
り
。」
と
い
う
、
こ
の
覚
悟
が
も

た
ら
す
も
の
が
あ
の
息
づ
ま
る
よ
う
な
緊
張
、
金
太
夫
妻
の
機
転
が
な
け
れ
ば

あ
り
得
な
か
っ
た
間
一
髪
奇
蹟
的
に
回
避
さ
れ
た
危
機
だ
っ
た
。
絵
空
事
で
は

な
い
危
機
、
そ
れ
が
西
鶴
の
筆
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
と
き
、
こ
の
金
太
夫
の

決
心
に
権
之
進
の
判
断
、
そ
し
て
二
人
の
友
情
は
真
実
の
も
の
と
な
る
。

数
馬
を
討
っ
て
逃
走
し
た
権
之
進
、
権
之
進
を
助
け
た
金
太
夫
、
彼
ら
の
行

為
は
「
名
」
の
た
め
に
取
っ
た
行
動
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
金
太
夫

の
行
為
は
正
反
対
に
誰
に
も
知
ら
れ
て
は
な
ら
ぬ
ひ
た
か
く
し
に
隠
さ
ね
ば
な

ら
ぬ
行
為
だ
っ
た
。
最
後
に
は
二
人
と
も
名
を
揚
げ
る
が
そ
れ
は
決
し
て
予
定

さ
れ
て
い
た
事
で
は
な
い
。
西
鶴
の
時
代
の
読
者
に
と
っ
て
よ
り
も
、
現
代
の

読
者
の
方
が
こ
の
点
を
高
く
評
価
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
西
鶴
は
こ
の
点
で
当

時
の
読
者
と
は
違
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
真
実
と
い
う
事
を
き
わ
め
て
厳
し
く
規

定
し
て
い
る
。『
武
道
伝
来
記
』
三
十
二
話
を
精
密
に
読
ん
だ
あ
と
で
結
論
を
下

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

大
変
な
危
機
が
一
応
去
っ
た
後
の
叙
述
も
示
唆
的
で
あ
る
。

そ
れ
よ
り
廿
日
ば
か
り
も
過す
ぎ

て
様や
う

子す

を
見
あ
は
せ
わ
ざ
と
雨
風
あ
め
か
ぜ

さ
は
が
し
き

夜
半
よ

は

に
し
の
ば
せ
。
第
を
と
ゝ

金き
ん

右
衛
門
を
付つ
け

て
権ご
ん

之の

進し
ん

隠
家
か
く
れ
が

吉
野
よ
し
の

の
下
市
と
聞
え

け
れ
ば
お
く
り
と
ゞ
け
る
武
士
も
の
ゝ
ふ

の
や
た
け
心
ぞ
た
の
も
し
き
。
妻さ
い

子し

の
対
面
た
い
め
ん

其
悦
よ
ろ
こ

び
い
く
そ
ば
く
ぞ
や
た
と
へ
て
い
は
ん
か
た
も
な
し
。
此
度
細
た
び
ほ
そ

井い

殿ど
の

浅あ
さ

か
ら
ぬ
懇
情
弓

こ
ん
せ
い
ゆ
み

矢や

の
本ほ
ん

懐
ぐ
は
い

書
中
し
ょ
ち
う

に
籠こ
め

。
礼れ
い

義ぎ

を
た
ゞ
し
。
金き
ん

右
衛
門
は

国
本
姫

く
に
も
と
ひ
め

路ぢ

に
か
へ
り
ぬ
。
世よ

に
浪ら
う

人
と
な
り
敵
か
た
き

も
つ
身
の
安や
す

か
ら
ぬ
事
。
い

ま
だ
男
盛

を
と
こ
ざ
か
り

の
花は
な

桜
ざ
く
ら

一
片ぺ
ん

の
太
刀
た

ち

風か
ぜ

に
今
に
も
ふ
か
ば
散ち
る

べ
き
と
朝
暮
て
う
ぼ

の
心

油ゆ

断だ
ん

な
く
年
月
と
し
つ
き

を
ゝ
く
り
け
る
武ぶ

勇よ
う

の
程ほ
ど

こ
そ
い
さ
ま
し
け
れ
。

金
太
夫
が
遂
に
権
之
進
妻
子
を
救
い
得
た
こ
と
が
書
か
れ
た
の
で
、
語
り
手

は
あ
の
極
度
に
緊
張
し
た
不
安
感
か
ら
解
放
さ
れ
、
ほ
っ
と
し
た
か
の
よ
う
に

思
う
存
分
金
太
夫
、
権
之
進
を
賛
美
し
て
い
る
。「
た
の
も
し
き
」「
い
さ
ま
し

け
れ
」
と
。
西
鶴
に
と
っ
て
は
人
目
を
避
け
嵐
の
夜
に
こ
っ
そ
り
と
送
り
と
ど

け
る
の
が
真
実
の
「
武
士
も
の
ゝ
ふ

の
や
た
け
心

●

●

●

●

」
だ
と
読
者
は
も
う
違
和
感
な
く
納
得

す
る
。
求
馬
、
左
膳
の
途
方
も
な
い
豪
胆
さ
で
は
な
い
。
そ
れ
に
読
者
は
主
人

公
た
ち
の
危
険
を
強
く
実
感
し
彼
ら
の
運
命
に
す
っ
か
り
共
感
さ
せ
ら
れ
て
い

る
か
ら
、
権
之
進
と
妻
子
が
再
会
で
き
た
時
、
彼
ら
の
悦
び
は
「
た
と
へ
て
い

は
ん
か
た
も
な
し
」
ま
こ
と
に
強
く
実
感
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
の
安
堵
と
喜
び
の

気
持
ち
が
、
さ
ら
に
次
に
書
か
れ
た
権
之
進
の
決
意
に
ま
こ
と
に
自
然
に
共
感

せ
し
め
る
。
引
用
文
の
最
後
の
一
文
そ
れ
だ
け
取
り
上
げ
れ
ば
ま
こ
と
に
異
様

で
あ
る
。「
散ち
る

べ
き
」
と
決
死
の
覚
悟
だ
が
不
安
感
は
全
く
な
い
。
来
る
な
ら
来

た
れ
と
い
う
高
揚
し
た
気
分
が
み
な
ぎ
る
。
自
分
の
行
動
は
正
義
だ
っ
た
と
確

信
し
、
妻
子
も
今
は
手
許
に
い
、
何
よ
り
も
危
機
に
際
し
細
井
金
太
夫
の
信
義

と
友
情
を
知
っ
た
事
が
、
権
之
進
を
こ
う
い
う
気
分
に
し
て
る
。『
武
道
伝
来
記
』
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三
十
二
話
で
敵
か
た
き

と
し
て
ね
ら
わ
れ
て
い
る
者
が
こ
う
い
う
心
理
状
態
に
あ
る
場

合
は
他
に
な
い
。
だ
が
異
様
で
は
あ
っ
て
も
読
者
に
違
和
感
は
な
い
。
読
者
の

関
心
を
自
在
に
操
る
作
者
の
手
法
に
驚
く
。
し
か
し
語
り
手
の
み
な
ら
ず
作
者

自
身
も
侍
同
志
の
美
し
い
信
義
友
情
を
書
き
得
た
こ
と
に
満
足
感
を
感
じ
そ
れ

が
あ
の
昂
揚
感
を
生
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
我
々
は
判
断
す
る
。

後
日
談
と
も
言
う
べ
き
勝
之
丞
、
六
十
郎
の
互
い
に
相
手
を
討
っ
て
自
分
も

討
た
れ
て
果
て
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
、
一
見
し
て
も
は
や
是
が
非
で
も

話
に
真
実
味
を
帯
び
さ
せ
よ
う
と
い
う
作
者
の
意
欲
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
考

え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
御
都
合
主
義
も
極
ま
れ
り
と
い
う
べ
き
具
合
の
良
い
解

決
で
あ
る
。
た
だ
、
あ
の
よ
う
な
権
之
進
の
「
武ぶ

勇よ
う

の
程ほ
ど

こ
そ
い
さ
ま
し
け
れ
」

と
い
う
態
度
で
は
彼
が
勝
之
進
に
討
た
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
現
実
に
は
ど
う
な
の
か
筆
者
に
は
分
か
り
か
ね
る
が
、
真
の
レ
ア
リ
ス

ム
は
む
し
ろ
西
鶴
の
方
に
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
一
話
を
描
き
き
っ

た
筆
力
の
強
さ
が
そ
う
感
じ
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
。
最
後
の
「
其
後
権
之
進

の
ち
ご
ん
　
　
し
ん

事
は
。

武ぶ

の
本ほ
ん

意
至
い

し

極ご
く

の
僉せ
ん

儀ぎ

に
相
済
あ
ひ
す
み

て
二
度た
び

帰
参さ
ん

し
て
安
川
や
す
か
は

の
家
栄
い
へ
さ
か

へ
け
り
。
此

時
細
と
き
ほ
そ

井ゐ

金
太
夫
は
た
ら
き
も
世
に
あ
ら
は
れ
。
当た
う

家け

稀ま
れ

な
る
者も
の

弐
人
と
其
名な

を

あ
げ
て
今
の
世
ま
で
も
語か
た

り
伝
へ
ぬ
」
も
同
様
で
あ
る
。
い
わ
ば
ハ
ッ
ピ
ー
エ

ン
ド
だ
が
、
読
者
が
特
に
遺
憾
に
思
う
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
あ
の
よ
う
な
行
動

を
取
っ
た
と
き
、
二
人
に
は
名
を
揚
げ
る
な
ど
と
い
う
気
が
全
く
な
か
っ
た
事

は
確
か
だ
し
、
作
者
自
身
に
そ
う
し
な
け
れ
ば
気
が
す
ま
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ

た
か
。
む
し
ろ
こ
う
い
う
結
果
に
し
な
け
れ
ば
当
時
の
読
者
の
多
数
に
は
二
人

の
行
為
は
美
徳
と
し
て
承
認
さ
れ
に
く
か
っ
た
と
い
う
事
も
あ
っ
た
ろ
う
。

六

以
上
巻
一
を
ふ
り
返
る
と
、
作
者
西
鶴
が
い
か
に
「
真
実
」
と
い
う
事
に
こ

だ
わ
っ
て
き
た
か
が
分
か
る
。
第
一
で
は
主
人
公
た
ち
の
武
勇
を
単
純
に
肯
定

し
、
第
二
で
は
完
全
に
肯
定
し
な
が
ら
も
、
深
い
疑
念
に
と
ら
わ
れ
る
寸
前
の

と
こ
ろ
で
読
者
の
意
識
を
引
き
と
ど
め
、
第
三
で
は
語
り
手
の
言
葉
を
借
り
ず

遊
女
の
死
を
置
く
こ
と
で
武
士
の
美
徳
を
否
応
な
し
に
相
対
化
し
た
後
、
第
四

で
は
反
転
し
て
典
型
的
な
武
士
の
大
義
と
友
情
が
、
人
間
性
に
溢
れ
た
も
の
と

し
て
現
実
に
存
在
し
得
る
事
を
示
す
。
こ
の
曲
折
し
た
道
の
り
は
、
武
士
に
よ

る
美
徳
と
さ
れ
る
行
為
が
真
実
で
あ
り
得
る
か
へ
の
作
者
の
関
心
を
示
し
、
読

者
を
同
じ
思
い
に
い
ざ
な
う
。
こ
の
四
話
そ
れ
ぞ
れ
の
代
わ
り
に
三
十
二
話
中

の
い
ず
れ
か
他
の
一
話
を
持
っ
て
く
る
事
が
で
き
よ
う
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま

た
こ
の
よ
う
に
置
か
れ
た
四
話
は
巻
一
と
し
て
一
旦
見
事
に
終
結
し
な
が
ら
も

そ
の
話
の
方
向
を
先
へ
先
へ
と
進
め
る
も
の
で
あ
る
事
も
否
定
で
き
な
い
。
例

え
ば
巻
二
の
第
一
は
巻
一
の
第
四
に
重
ね
て
、
今
一
度
主
人
公
の
行
動
を
肯
定

す
る
。
千
石
取
り
の
大
横
目
と
い
う
中
年
の
侍
同
志
の
大
義
と
友
情
で
は
な
く
、

武
家
の
娘
に
よ
る
恋
人
の
あ
だ
討
ち
と
い
う
、
こ
れ
ま
た
人
間
的
な
真
実
を
否

定
し
得
ぬ
行
動
で
あ
る
。
そ
の
後
の
第
二
第
三
第
四
が
、
巻
三
の
各
話
が
、
ひ

い
て
は
『
伝
来
記
』
の
三
十
二
話
の
全
体
が
、
な
ぜ
あ
の
場
所
に
置
か
れ
あ
の

よ
う
な
書
き
方
を
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
の
事
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
て
ゆ
く
の

が
ま
ず
重
要
だ
ろ
う
。

注

（
１
）
『
武
道
伝
来
記
』
論
　
武
庫
川
女
子
大
学
紀
要
　
文
学
部
篇
　
第
31
集
　
昭
和
59
年

（
２
）

同
右
　
69
ペ
ー
ジ

（
３
）
井
口
洋
氏
は
「
続
『
武
道
伝
来
記
』
試
論
―
相
討
ち
に
つ
い
て
―
」『
叙
説
』
昭
和
54
年
10

月
　
で
、
こ
の
化
粧
軍
に
つ
い
て
考
察
し
、
み
よ
し
野
の
花
の
え
ん
の
恋
も
八
年
後
の
こ
の
果

た
し
合
い
「
花
軍
」
も
、「
そ
の
「
花
」
は
若
く
し
て
切
腹
し
た
十
太
郎
の
死
を
荘
厳
す
る
た
め

に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。」
と
し
、「
そ
れ
は
、
国
主
の
公
正
に
違
い

な
い
裁
定
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
十
太
郎
の
生
と
死
を
再
び
掘
り
起
こ
し
て
、

佐々木昭夫：『武道伝来記』論

（16）－ 16－（16）



そ
の
「
武
勇
」
を
主
題
と
す
る
意
義
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。」
と
言
う
。（
96
ペ
ー
ジ
）

興
味

深
い
解
釈
で
あ
る
。
筆
者
に
は
、
テ
キ
ス
ト
を
離
れ
ぬ
限
り
、
花
の
え
ん
の
死
は
や
は
り
無
関

係
と
し
か
思
え
な
い
が
、
井
口
氏
が
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
導
か
れ
た
の
は
、
こ
の
八
年
後
の
果

た
し
合
い
が
何
故
か
我
々
の
心
を
強
く
と
ら
え
る
か
ら
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
氏
の
方
向
は
恐
ら
く

正
し
い
。
今
は
「
作
者
の
批
判
と
同
情
」
と
い
う
程
度
に
し
か
言
え
な
い
が
、
よ
り
綿
密
な
検

討
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
未
完
）

平
成
九
年
十
一
月
稿
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