
松
本
清
張
『
か
げ
ろ
う
絵
図
』
論

三
田
村
鳶
魚
と
の
関
わ
り
を
中
心
と
し
て

三

谷

憲

正

一

は
じ
め
に

｜
典
拠
資
料
を
と
お
し
て

二

三
田
村
鳶
魚
『
御
殿
女
中
』
か
ら

１

猫

２

奥
女
中
殺
し

三

三
田
村
鳶
魚
『
大
名
生
活
の
内
秘
』
か
ら

１

田
舎
侍
の
石
翁
邸
見
物

２

戯
文

３

石
翁
の
最
後

４

お
美
代
の
後
年

５

日
蓮
宗
の
跋
扈

６

松
代
侯

四

お
わ
り
に

｜
三
田
村
鳶
魚
『
江
戸
の
女
』
よ
り

こ
の
作
品
の
魅
力
は
作
品
世
界
を
基
底
部
で
支
え
て
い
る
史

的
な
事
実
に
基
づ
い
た
緻
密
な
描
き
込
み
に
多
く
を
負
っ
て
い

る
。
作
者
松
本
清
張
は
こ
の
作
品
を
構
築
す
る
に
あ
た
り
、
ど

の
よ
う
な
資
料
を
ど
こ
に
ど
の
よ
う
に
使
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
本
稿
の
趣
旨
は
こ
の
典
拠
の
主
柱
に
三
田
村
鳶
魚
の
著
作

（『
御
殿
女
中
』『
大
名
生
活
の
内
秘
』『
江
戸
の
女
』
な
ど
）

が
使
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
追
求
し
た

も
の
で
あ
る
。
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一

は
じ
め
に

｜
典
拠
資
料
を
と
お
し
て

松
本
清
張
の
『
か
げ
ろ
う
絵
図
』（『
東
京
新
聞
』
一
九
五
八
〔
昭

33
〕・
五
・
一
七
〜
一
九
五
九
〔
昭
34
〕・
一
〇
・
二
〇
）
は
、
寛
政

か
ら
文
化
文
政
期
を
経
て
天
保
に
至
る
長
い
期
間
、
将
軍
だ
っ
た
大

御
所
家
斉
の
、
最
晩
年
の
一
年
間
を
時
間
軸
に
取
り
、
佞
臣
た
ち
の

中
で
も
と
り
わ
け
中
心
人
物
と
目
さ
れ
る
石
（
硯
）
翁
こ
と
中
野
清

茂
を
め
ぐ
っ
て
画
策
さ
れ
る
陰
謀
に
対
し
、
無
役
の
若
き
旗
本
新
之

助
を
は
じ
め
と
し
て
、
陰
謀
を
敢
然
と
阻
止
す
る
人
々
の
活
躍
を
描

い
た
作
品
で
あ
る
。
立
ち
向
か
う
人
々
と
は
、
二
度
目
の
寺
社
奉
行

と
な
っ
た
脇
坂
淡
路
守
、
そ
の
友
人
と
言
っ
て
い
い
島
田
又
左
衛
門
、

そ
し
て
そ
の
甥
で
あ
る
新
之
助
、
さ
ら
に
は
又
左
衛
門
に
は
姪
に
あ

た
る
魅
力
的
な
お
縫
（
登
美
）
な
ど
で
あ
る
。

「『
か
げ
ろ
う
絵
図
』
は
、
松
本
氏
の
こ
れ
ま
で
の
時
代
小
説
と
、

推
理
小
説
と
い
う
異
質
の
も
の
を
、
一
つ
の
も
の
に
染
め
あ
げ
た
成

功
作１

）
」
と
言
う
の
は
小
松
伸
六
氏
で
あ
り
、
ま
た
「
作
中
人
物
の
構

図
は
、
基
本
的
に
は
勧
善
懲
悪
の
形
で
あ
る
が
、
最
後
に
は
決
し
て

定
ま
る
こ
と
の
な
い
権
力
の
構
造
が
暗
示
さ
れ
て
終
る２

）
」
と
言
う
の

は
奥
野
美
友
紀
氏
で
あ
る
。
確
か
に
、
あ
た
か
も
活
劇
の
舞
台
を
見

て
い
る
か
の
よ
う
な
勧
善
懲
悪
の
痛
快
な
ス
ト
ー
リ
ー
の
み
な
ら
ず
、

ま
た
謎
を
深
め
て
い
く
サ
ス
ペ
ン
ス
が
網
の
目
の
よ
う
に
張
り
巡
ら

さ
れ
て
綿
密
な
構
成
を
取
っ
て
い
る
点
も
大
き
く
評
価
さ
れ
る
作
品

で
あ
る
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
作
品
の
魅
力
は
そ
の
よ
う
な
点
か
ら
だ
け
も
た
ら

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
足
立
巻
一
氏
が
「
小
説
の
舞
台
、
背
景

の
考
証
も
ゆ
き
と
ど
い
て
い
る
。
江
戸
城
内
、
こ
と
に
大
奥
と
西
丸

と
が
主
要
な
舞
台
と
な
る
が
、
そ
の
構
造
、
制
度
に
も
小
説
の
進
行

に
つ
れ
て
適
切
な
注
釈
が
挿
入
さ
れ
、
時
に
は
諸
文
献
の
一
節
が
引

用
さ
れ
た
り
す
る３

）
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
実
は
こ
の
作
品
世
界
を

基
底
部
で
支
え
て
い
る
歴
史
的
な
知
見
が
も
し
な
け
れ
ば
、
し
ご
く

平
板
な
作
品
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
そ
の
知

見
は
、
史
的
な
事
実
に
基
づ
い
た
緻
密
な
描
き
込
み
に
現
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
一
体
ど
こ
か
ら
来
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
る
な

ら
ば
、
作
者
清
張
は
こ
の
作
品
を
構
築
す
る
に
あ
た
り
、
ど
の
よ
う

な
典
拠
資
料
を
ど
こ
に
ど
の
よ
う
に
使
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本

稿
の
趣
旨
は
こ
の
典
拠
の
主
柱
に
三
田
村
鳶
魚
の
著
作
が
使
わ
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
追
求
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
。（
な
お
清
張
に
関
す
る
本
文
の
引
用
は
全
て
文
藝
春

秋
刊
『
松
本
清
張
全
集
』
に
よ
る
。
ま
た
引
用
に
際
し
、
改
行
な
ど

は
煩
雑
さ
を
考
慮
し
、
略
し
た
場
合
も
あ
る
）

二

三
田
村
鳶
魚
『
御
殿
女
中
』
か
ら

１

猫
例
え
ば
、「
25

猫
」
の
章
（
作
品
に
は
章
の
番
号
は
な
い
。
が
便
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宜
的
に
振
っ
て
お
き
た
い
。
な
お
引
用
の
傍
線
部
は
三
谷
、
以
下
同

じ
）
に
、
次
の
よ
う
な
さ
り
げ
な
い
描
写
が
あ
る
。
こ
れ
は
大
奥
の

年
寄
樅もみ
山やま
の
飼
い
猫
に
つ
い
て
の
描
写
で
あ
る
。

・
樅
山
は
猫
が
好
き
で
あ
る
。
贅
沢
な
も
の
で
、
そ
の
猫
の
係
り

に
部
屋
子
が
一
人
、
つ
き
切
り
だ
っ
た
が
、
猫
は
畳
の
上
に
寝

な
い
で
、
樅
山
の
裾
の
上
に
寝
た
り
、
特
別
に
こ
し
ら
え
た
猫

の
蒲
団
の
上
に
寝
た
り
し
た
。
管くだ
籠かご
の
中
に
、
板いた
締しめ
縮
緬
の
蒲

団
が
あ
っ
て
、
猫
の
寝
床
に
な
っ
て
い
る
。

・
こ
の
、
お
い﹅
と﹅
と
い
う
猫
は
、
大
そ
う
躾
が
よ
く
、
部
屋
子
な

ど
が
、
お
下
り
も
の
を
与
え
て
も
、
ち
ゃ
ん
と
自
分
の
寝
床
に

咬くわ
え
て
行
っ
て
、
そ
こ
で
食
べ
る
と
い
う
工
合
。

・
猫
の
首
に
は
、
紅も
絹み
の
首
輪
に
、
銀
の
鈴
が
つ
い
て
い
る
。

一
見
な
ん
の
変
哲
も
な
い
一
こ
ま
の
叙
述
で
あ
る
。
も
し
典
拠
問
題

に
関
心
が
な
け
れ
ば
、
後
段
で
登
美
が
こ
の
樅
山
の
猫
を
見
つ
け
る

こ
と
に
よ
り
、
大
奥
高
級
女
中
の
寺
院
代
参
の
お
供
に
加
わ
る
こ
と

が
で
き
た
と
い
っ
た
、
伏
線
的
な
プ
ロ
ッ
ト
と
し
て
の
状
況
説
明
の

よ
う
に
読
み
進
め
て
も
不
思
議
で
は
な
い
箇
所
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
を
次
の
一
節
と
対
照
さ
せ
て
み
た
い
。

・
此
の
猫
は
十
六
年
生
き
て
居
ま
し
た
、
直
か
に
畳
の
上
へ
は
寝

ま
せ
ん
、
旦
那
様
の
お
裾
の
上
へ
寝
た
り
猫
の
蒲
団
が
あ
り
ま

し
て
、
そ
の
上
へ
寝
た
り
し
ま
し
た
、
管くだ
籠かご
の
中
に
中ちう
幅はば
の
板いた

締しめ
縮ちり
緬めん
の
布
団
が
あ
つ
て
、
猫
の
寝
ど
こ
に
拵
へ
て
あ
り
ま
し

た
。

・
我
々
が
お
下した
（
お
さ
が
り
と
は
云
は
ず
）
を
頂
い
て
ゐ
る
処
へ

来
ま
す
と
、
紙
へ
包
ん
で
遣
り
ま
す
、
そ
れ
を
喰
は
へ
て
、
自

分
の
お
膳
の
と
こ
ろ
ま
で
往
つ
て
食
べ
ま
す
、
な
か
く
お
行
儀

は
い
ゝ
。

・
猫
は
紅
絹
の
平ひら
紐ひも
へ
銀
の
鈴
を
附
け
て
居
ま
し
た
、
此
の
紐
は

一
ケ
月
づ
ゝ
で
取
換
へ
ま
す
、

こ
れ
は
、
江
戸
研
究
の
第
一
人
者
と
も
言
う
べ
き
三
田
村
鳶
魚
の

『
御
殿
女
中
』（
春
陽
堂
、
一
九
三
○
〔
昭
５
〕・
五
）
に
収
録
さ
れ

て
い
る
「
御
殿
女
中
の
研
究
」（
二
十
四
）
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
第
十
三
代
家
定
の
御
台
所
天てん
璋しょう
院いん
（
篤
姫
）
に
仕
え
た

村
山
ま
せ
子
刀
自
か
ら
、
鳶
魚
が
得
た
聞
書
の
一
節
で
あ
る
。「
旦

那
様
（
天
璋
院
）
は
狆ちん
が４

）
お
好
き
で
あ
つ
た
の
で
す
が
、
温
恭
院
様

（
家
定
）
が
お
嫌
ひ
で
し
た
か
ら
、
猫
を
お
飼
ひ
に
な
り
ま
し
た
」

と
言
う
。
実
は
家
斉
よ
り
二
代
あ
と
の
将
軍
家
定
の
時
代
（
嘉
永
・

安
政
期
）
の
話
だ
っ
た
の
だ
。

こ
の
二
つ
の
文
章
を
対
照
さ
せ
て
み
る
と
、
両
者
と
も
に
「
猫
」

は
、「
畳
の
上
に
寝
な
い
」
で
、「
裾
の
上
に
寝
た
り
」「
猫
の
蒲
団

の
上
に
寝
た
り
」
し
て
い
る
。
ま
た
磨
い
た
竹
を
枠
に
嵌は
め
て
鶏
な

ど
を
入
れ
る
「
管
籠
の
中
」
に
独
特
の
染
色
法
で
作
っ
た
「
板
締
縮

緬
の
蒲
団
」
を
敷
き
「
猫
の
寝
床
」
を
作
っ
て
や
っ
て
い
る
箇
所
、

あ
る
い
は
「
紅
絹
」
の
紐
に
「
銀
の
鈴
」
を
付
け
た
首
輪
を
「
猫
」
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が
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
を
比
較
し
て
み
る
と
、
鳶
魚
の
一
文
を
基

に
『
か
げ
ろ
う
絵
図
』
の
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

お
そ
ら
く
こ
の
『
か
げ
ろ
う
絵
図
』
と
い
う
作
品
は
、
三
田
村
鳶
魚

の
著
作
と
は
深
い
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

で
は
『
御
殿
女
中
』
の
他
の
箇
所
は
ど
う
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。

２

奥
女
中
殺
し

家
斉
に
御
墨
附
を
書
か
せ
、
自
分
た
ち
の
栄
華
を
守
り
続
け
た
い

石
翁
ら
の
野
望
を
挫
く
べ
く
、
旗
本
島
田
又
左
衛
門
に
よ
っ
て
差
し

向
け
ら
れ
た
の
が
、
姪
の
お
縫
だ
っ
た
。
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
、
お

縫
（
大
奥
で
は
登
美
と
呼
ば
れ
た
）
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
関
わ

る
ど
こ
ろ
か
、
登
美
が
大
奥
の
年
寄
佐
島
に
よ
っ
て
命
を
奪
わ
れ
る

場
面
で
あ
る
。
首
尾
よ
く
、
大
奥
の
中
枢
に
接
触
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
登
美
は
大
御
所
家
斉
の
病
気
平
癒
の
祈
禱
中
に
、
呼
び
出
さ
れ
、

乗
物
部
屋
に
誘
わ
れ
る
（「
35

乗
物
部
屋
」）。

・
長
い
廊
下
を
歩
い
て
、
年
寄
の
樅
山
が
よ
う
や
く
足
を
停
め
た

の
が
二
の
側
の
角
の
部
屋
で
あ
る
。

・
樅
山
が
指
し
た
の
が
、
足
を
停
め
た
角
の
部
屋
で
あ
っ
た
。

「
お
乗
物
部
屋

」

登
美
は
、
そ
の
部
屋
を
見
て
口
の
中
で
叫
ん
だ
。
日
ご
ろ
は
用

の
無
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
部
屋
は
奥
女
中
が
外
出
の
と
き

に
使
う
乗
物
が
四
、
五
十
も
格
納
し
て
あ
る
。
長
局
の
中
に
は
、

こ
う
い
う
乗
物
部
屋
が
五
カ
所
も
あ
っ
た
。

・
樅
山
は
微
か
に
笑
っ
て
、「
な
に
、
話
は
、
す
ぐ
に
済
む
こ
と

じ
ゃ
。
お
入
り
な
さ
れ
」
と
杉
戸
を
開
け
た
。
妙
な
こ
と
だ
が
、

そ
の
戸
が
す
ら
り
と
開
い
た
の
だ
っ
た
。
登
美
は
、
日
ご
ろ
、

そ
の
戸
に
丈
夫
な
錠
前
が
か
か
っ
て
い
る
の
を
知
っ
て
い
る
が
、

見
る
と
そ
れ
が
無
い
の
で
あ
る
。
前
も
っ
て
、
誰
か
が
抜
い
て

い
る
の
だ
。

こ
こ
か
ら
登
美
の
姿
は
人
々
の
前
か
ら
消
え
る
こ
と
に
な
る
。
大
奥

の
朋
輩
は
騒
ぎ
出
し
、
役
人
も
交
え
て
捜
索
が
始
ま
っ
た
。

・
も
し
や
井
戸
の
中
で
は
な
い
か
と
、
こ
れ
も
人
夫
が
降
り
て
鈎

で
探
っ
て
み
た
。
井
戸
だ
け
で
も
長
局
に
は
二
十
五
カ
所
も
あ

る
か
ら
大
そ
う
な
騒
ぎ
で
あ
る
。
ま
た
、
局
々
の
縁
の
下
や
、

物
置
部
屋
な
ど
も
捜
し
た
。

・
添
番
頭
が
首
を
捻
っ
た
。「
こ
う
な
っ
た
か
ら
に
は
、
も
う
一

度
、
乗
物
部
屋
を
探
す
ほ
か
は
な
い
」

し
か
し
、
そ
れ
は
二
度
も
探
し
た
の
で
あ
る
。「
い
や
。
念
の

た
め
じ
ゃ
。
い
ち
い
ち
の
乗
物
の
内
を
調
べ
る
の
じ
ゃ
」

・
捜
索
は
二
の
側
の
乗
物
部
屋
に
移
っ
た
。
附
添
い
の
役
人
の
前

で
、
人
夫
が
油
た
ん
を
は
ず
す
。
す
る
と
乗
物
の
金
具
が
う
す

暗
い
中
に
も
光
っ
て
み
え
る
の
だ
。
ひ
と
り
の
人
夫
が
、
網
代

鋲
打
ち
の
乗
物
の
引
戸
に
手
を
か
け
て
い
た
。
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長
局
か
ら
一
人
の
御
殿
女
中
が
消
え
た
の
で
あ
る
。
大
奥
の
役
人
は

必
死
に
な
っ
て
探
し
ま
わ
る
。
改
め
て
乗
物
部
屋
に
入
り
、
布
や
紙

な
ど
に
油
を
ひ
き
、
水
気
や
汚
れ
な
ど
を
防
ぐ
覆
い
の
「
油
た
ん
」

を
取
り
除
き
、
三
度
目
の
捜
索
を
入
れ
る
場
面
で
あ
る
。
順
番
に
調

べ
て
い
き
、
あ
る
人
夫
が
一
つ
の
駕
籠
の
戸
を
あ
け
た
。
す
る
と
次

の
よ
う
な
事
態
を
目
撃
す
る
。

・
彼
は
当
然
、
内なか
身み
の
空
を
予
想
し
て
い
た
か
ら
、
平
気
で
す
っ

と
引
戸
を
開
け
た
。
突
然
、
紅
い
色
彩
が
眼
に
う
つ
っ
た
。
次

に
は
黒
い
女
の
髪
が
ぱ
ら
り
と
散
っ
て
、
う
ず
く
ま
っ
た
衣
裳

に
藻
の
よ
う
に
か
か
っ
て
い
る
の
が
見
え
た
。「
ぎ
ゃ
あ
」
人

夫
は
仰
天
し
て
、
悲
鳴
を
上
げ
て
転
倒
し
た
。
人
々
が
駈
け
寄

っ
て
、
乗
物
の
内
を
の
ぞ
い
た
。
ひ
と
り
の
女
中
が
背
を
前
に

折
り
、
押
し
込
め
ら
れ
た
よ
う
に
静
止
し
て
い
た
。
立
派
な
乗

物
の
中
が
死
体
の
膝
か
ら
底
に
か
け
て
、
ど
す
黒
い
血
で
充
満

し
て
い
た
。
乗
物
の
内
で
血
塗まみ
れ
に
な
っ
て
死
ん
で
い
る
登
美

を
一
目
見
る
と
、
添
番
頭
は
仰
天
し
て
、
御
広
敷
番
頭
に
知
ら

せ
た
。

読
者
は
、
陰
謀
を
挫
く
た
め
大
奥
深
く
潜
入
し
た
若
き
登
美
の
殺
害

さ
れ
た
現
場
に
遭
遇
し
、
あ
る
種
の
落
胆
を
禁
じ
得
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
が
、
心
苦
し
い
こ
と
に
研
究
は
ま
た
異
な
っ
た
方
向
か
ら
の

見
方
を
要
請
し
て
く
る
。

右
の
一
節
を
次
の
三
田
村
鳶
魚
『
御
殿
女
中
』
に
収
録
さ
れ
て
い

る
「
文
政
奇
談
夢
物
語
」
と
対
比
さ
せ
て
み
る
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う

か
。・

文
政
四
巳
年
六
月
の
事
也
、
お
り
う
殿
と
て
、
御
祐
筆
衆
ヲ

御

勤
被
成
な
さ
る

御
方
の
部
や
ノ
者
也
、
御
祐
筆
衆
の
出
ば
ん
は
朝
五
ツ

（
午
前
八
時
）
出
な
れ
ば
、
い
つ
も
七
ツ
半
（
午
前
五
時
）
時

の
お
こ
し
を
頼
て
置
故
、
例
の
通
、
御
火
の
ば
ん
衆
、
七
ツ
半

時
通
り
に
お
こ
し
た
り
と
、
お
り
う
殿
女
中
お
き
出
た
る
が
、

其
儘
何いづ
方かた
へ
行
し
や
、
相
役
の
人
、
夜
明
る
に
お
ど
ろ
き
お
き

出
た
る
に
、
お
り
う
殿
も
お
ど
ろ
き
、
五
ツ
に
も
程
な
け
れ
ば
、

食
事
も
せ
ず
に
奥
へ
出
ら
れ
た
り
、
夫
よ
り
段
々
さ
が
し
け
れ

ど
も
、
一
か
ふ
に
見
へ
ず
、
朝
よ
り
終
日
さ
が
し
あ
ぐ
み
て
、

ぜ
ひ
な
く
御
役
方
へ
願
出
し
た
り
、
夜
に
入
る
よ
り
、
御
役
人

衆
附つき
添そひ
人にん
夫ぷ
入いり
込こみ
、
よ
く
日
は
、
廿
五
ケ
所
の
井
戸
、
え
ん
の

下
、
つ
ぼ
ね
〳
〵
の
物
置
、
乗
物
部
や
と
も
残
る
か
た
な
く
た

づ
ね
け
れ
ど
も
、
さ
ら
に
行
衛
な
し
、

『
か
げ
ろ
う
絵
図
』
と
異
な
り
、『
御
殿
女
中
』
の
方
で
は
、
被
害

者
は
「
お
り
う
殿
」
で
あ
り
、
行
方
不
明
に
な
っ
た
の
は
朝
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、『
か
げ
ろ
う
絵
図
』
同
様
、
捜
索
は
「
え
ん
の
下
、

つ
ぼ
ね
く
の
物
置
、
乗
物
部
や
」
と
隈
な
く
行
わ
れ
、「
廿
五
ケ
所
」

あ
る
井
戸
も
そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。

・
四
日
目
の
日
、
今
一
度
乗
物
部
屋
の
乗
物
ヲ

一
々
出
し
、
乗
物

の
中
ヲ
改
べ
し
と
の
事
に
て
、
大
勢
人
足
入いり
込こみ
、
乗
物
の
上うは
箱ばこ
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ヲ

は
づ
し
、
ゆ
た
ん
に
つ
ゝ
み
あ
る
ヲ

一
々
取
出
し
改
け
る
所
、

二
の
川
（
側
）
角かど
乗
物
部
や
の
藤
島
殿
と
申まをす
若
年
寄
（
若
年

寄
は
中
年
寄
と
同
じ
）
衆
の
あ
じ
ろ
び
や
う
打
の
乗
物
の
内
に
、

惣
身
血
に
染
て
死
し
居
た
り
と
、
早
速
御お
い
し
衆
通
り
（
来
た

こ
と
を
通
る
と
い
ふ
、
奥
通
り
と
い
ふ
は
奥
へ
来
る
こ
と
な
の

だ
）
け
れ
ど
も
、
中
々
い
つ
の
事
に
死
た
る
か
、
よ
ほ
ど
時
も

立
た
る
様
子
に
て
、
血
は
く
ろ
く
な
り
て
死
し
て（
いママ
た）
る
よ
し
、

先まづ
生いき
て（
いママ
る）
分
に
て
駕
に
入いれ
下さ
ゲ
た
り
、

遺
体
の
あ
っ
た
乗
物
は
、
両
者
と
も
「
網
代
鋲
打
ち
の
乗
物
」
で
も

あ
る
。
そ
の
中
で
、『
か
げ
ろ
う
絵
図
』
は
「
ど
す
黒
い
血
で
充
満
」

「
血
塗
れ
に
な
っ
て
」
と
あ
り
、『
御
殿
女
中
』
で
は
「
惣
身
血
に

染
て
死
し
居
た
り
」「
血
は
く
ろ
く
な
り
て
死
し
て
い
た
る
」
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
「
今
一
度
乗
物
部
屋
の
乗
物
ヲ

一
々
出
し
、
乗
物

の
中
ヲ
改
べ
し
」（『
御
殿
女
中
』）
と
、「
も
う
一
度
、
乗
物
部
屋
を

探
す
ほ
か
は
な
い
（
…
）
い
や
。
念
の
た
め
じ
ゃ
。
い
ち
い
ち
の
乗

物
の
内
を
調
べ
る
の
じ
ゃ
」（『
か
げ
ろ
う
絵
図
』）
と
比
べ
て
み
る

と
、
ま
る
で
口
語
訳
で
あ
る
か
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
の
が
わ
か

る
。・

長
つ
ぼ
ね
の
内
に
乗
物
部
や
は
五
ヶ
所
有
、
何
方
も
、
乗
物
七

八
十
づ
つ
も
入
有
也
、
入
口
二
ヶ
所
づ
つ
付
有
、
丈
ぶ
な
る
錠

前
有
、
日
々
封
印
改
有
所
へ
引
入
、
ま
し
て
外
箱
か
か
り
有
乗

物
の
内
へ
入
た
る
事
、
い
づ
れ
妖
怪
の
わ
ざ
な
ら
ん
、
恐
ろ
し

き
事
也
、

長
局
に
は
「
乗
物
部
や
は
五
ヶ
所
有
」
と
い
い
、
そ
の
部
屋
は
、

「
二
の
川
（
側
）
角５

）
」
に
あ
り
、
部
屋
に
は
「
丈
ぶ
な
る
錠
前
」
が

掛
か
っ
て
い
る
点
も
同
様
で
あ
る
と
指
摘
で
き
よ
う
。

た
だ
当
然
な
が
ら
若
干
の
違
い
は
存
在
す
る
。
例
え
ば
、『
か
げ

ろ
う
絵
図
』
の
登
美
は
「
祈
る
よ
う
に
う
つ
む
い
て
坐
っ
て
い
る
」

が
、『
御
殿
女
中
』
で
の
「
お
り
う
殿
」
は
「
乗
物
の
中
に
て
、
あ

を
の
け
に
な
り
て
死
し
て（
いママ
た）
る
に
、
か
く
し
所
ヲ

あ
ら（
わママ
に）
し
て

出
し
て（
いママ
た）
り
」
と
い
う
姿
勢
の
違
い
な
ど
で
あ
る
。

し
か
し
他
の
箇
所
よ
り
、『
か
げ
ろ
う
絵
図
』
の
登
美
こ
と
お
縫

の
殺
害
事
件
の
典
拠
は
、
三
田
村
鳶
魚
の
『
御
殿
女
中
』
か
ら
取
ら

れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

で
は
、
鳶
魚
の
他
の
著
作
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

三

三
田
村
鳶
魚
『
大
名
生
活
の
内
秘
』
か
ら

１

田
舎
侍
の
石
翁
邸
見
物

『
か
げ
ろ
う
絵
図
』「
11

密
謀
」
の
章
に
石
翁
に
関
す
る
次
の
よ

う
な
挿
話
が
あ
る
。
幕
府
本
丸
の
老
中
で
さ
え
憚
る
石
翁
の
邸
宅
を

植
木
屋
と
間
違
え
て
入
り
込
み
、
庭
の
見
学
さ
せ
て
も
ら
っ
た
う
え

に
、
縁
に
上
が
り
、
お
茶
の
み
な
ら
ず
酒
ま
で
振
る
舞
わ
れ
た
田
舎

の
侍
二
人
の
話
で
あ
る
。『
か
げ
ろ
う
絵
図
』
で
は
、
無
遠
慮
に
闖

入
し
て
き
た
田
舎
侍
と
邸
の
主
と
の
や
り
と
り
を
次
の
よ
う
に
描
い
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て
い
る
。

・
主
人
ら
し
い
坊
主
頭
の
隠
居
が
こ
れ
を
見
て
、
騒
ぐ
下
男
ど
も

を
制
し
、
ゆ
っ
く
り
見
せ
て
や
れ
、
と
云
っ
た
。
侍
二
人
は
見

物
に
廻
っ
た
が
、
想
像
以
上
の
広
さ
と
立
派
さ
に
肝
を
つ
ぶ
し

た
。
な
る
ほ
ど
、
江
戸
と
い
う
と
こ
ろ
は
広
大
な
も
の
で
あ
る
。

ど
こ
に
何
が
あ
る
か
分
か
ら
な
い
。
二
人
は
方
々
、
見
て
歩
き
、

も
と
来
た
道
に
出
る
と
、
池
に
臨
ん
だ
立
派
な
家
の
縁
の
前
に

大
石
が
あ
り
、
そ
の
上
に
前
の
坊
主
頭
の
老
人
が
腰
を
か
け
て

い
る
。

「
ま
こ
と
に
見
事
な
お
手
入
れ
で
愕
き
入
っ
た
。
こ
れ
で
国
へ

の
土
産
が
一
つ
ふ
え
ま
し
た
」

と
礼
を
云
う
と
、
老
人
は
茶
を
の
ん
で
行
け
と
い
う
。
出
さ
れ

た
菓
子
は
味
わ
っ
た
こ
と
も
な
い
上
等
の
も
の
で
、
茶
器
も
豪

華
で
あ
る
。
あ
き
れ
て
い
る
と
、
貴
公
た
ち
は
酒
を
飲
ま
れ
る

か
、
と
老
人
は
云
っ
た
。

「
頂
戴
仕
る
」

と
答
え
る
と
、
そ
れ
で
は
、
と
縁
の
上
に
あ
げ
ら
れ
、
酒
肴
の

馳
走
に
あ
ず
か
っ
た
。
こ
れ
が
ま
た
珍
味
ば
か
り
で
、
田
舎
侍

は
い
よ
い
よ
舌
を
巻
い
た
。

こ
れ
を
、
三
田
村
鳶
魚
『
大
名
生
活
の
内
秘
』（
早
稲
田
大
学
出

版
部
、
一
九
二
一
〔
大
10
〕・
三
）
の
「
帝
国
大
学
赤
門
由
来
」
中

「
蒼
く
な
っ
た
新
五
左
」
の
一
節
と
対
比
さ
せ
て
み
た
い
。

・
主
め
け
る
道
服
着
た
る
法
師
が
是
を
見
て
、
今
の
言
葉
に
相
違

も
あ
る
ま
じ
、
苦
し
か
ら
ず
、
こ
な
た
へ
と
い
ひ
て
入
け
り
、

・
廻
り
く
て
元
来
し
道
の
ほ
と
り
に
来
て
見
れ
ば
、
池
に
臨
み
た

る
家
の
、
美
を
尽
し
て
作
り
た
る
縁
前
に
大
石
を
置
（ママ）、

先
の
法

師
が
縁
に
こ
し
打
懸
け
て
居
に
け
り
、
扨
も
〳
〵
見
事
な
る
手

入
か
な
と
た
ゝ
へ
て
け
れ
ば
、
こ
れ
に
て
茶
一
つ
ま
ゐ
る
べ
し

と
い
ふ
に
ぞ
、
辱
かたじけなし

と
お
し
並
ん
で
腰
か
け
た
り
、

・
法
師
も
よ
ろ
こ
べ
る
様
に
て
、
酒
ま
ゐ
り
玉
は
ん
や
と
い
ふ
に

ぞ
、
元
よ
り
好
め
る
所
と
こ
た
へ
け
れ
ば
、
い
ざ
と
い
ひ
て
縁

に
上
れ
ば
、
先
の
女
の
童
が
、
酒
壷
、
酒
づ
き
、
其
外
い
ろ

〳
〵
の
酒
肴
持
出
た
り
、

「
新しん
五ご
左ざ
」
と
は
無
粋
な
田
舎
武
士
を
侮
蔑
し
て
い
う
語
で
あ
る
。

こ
の
新
五
左
二
人
が
有
力
大
名
で
さ
え
、
気
を
遣
わ
ざ
る
を
得
な
い

ほ
ど
、
今
を
と
き
め
く
石
翁
の
邸
で
縁
側
に
の
こ
の
こ
上
が
り
、
お

茶
や
ら
酒
や
ら
を
振
る
舞
わ
れ
る
の
だ
か
ら
、
話
は
お
か
し
い
。

だ
が
そ
れ
で
終
わ
ら
ず
、
二
人
は
帰
り
際
に
ま
た
大
き
な
失
態
を

演
じ
て
し
ま
う
。『
か
げ
ろ
う
絵
図
』
で
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
語

る
。・

つ
い
て
は
江
戸
の
風
習
と
し
て
茶
代
を
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

こ
れ
は
ほ
ん
の
心
づ
け
で
あ
る
と
侍
は
云
っ
て
、
い
く
ら
か
の

小
銭
を
紙
に
つ
つ
ん
で
出
し
た
。
坊
主
頭
の
隠
居
は
別
に
拒
み

も
し
な
い
で
受
け
取
っ
た
。
侍
は
そ
れ
で
安
心
し
、
こ
れ
ほ
ど
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の
家
は
江
戸
で
も
滅
多
に
あ
る
ま
い
か
ら
、
次
に
は
友
達
を
呼

ん
で
も
い
い
か
、
と
訊
く
。
老
人
は
一
向
に
構
わ
な
い
と
答
え

た
。
そ
れ
で
は
家
の
名
を
教
え
て
く
れ
と
云
う
と
、
老
人
は
、

こ
れ
を
持
っ
て
お
い
で
な
さ
い
、
と
云
っ
て
何
か
書
い
た
も
の

を
く
れ
た
。

大
藩
の
家
老
が
千
両
箱
の
つ
ま
っ
た
長
持
ち
で
賄
賂
を
運
び
込
む
邸

に
、
植
木
屋
と
間
違
え
「
茶
代
」
を
お
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
こ

は
『
大
名
生
活
の
内
秘
』
で
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

・
一
人
が
い
ふ
、
か
く
迄
も
て
な
し
ぶ
り
よ
き
に
、
如
何
な
る
謝

儀
の
計
ら
ひ
に
し
て
帰
ら
ん
と
い
へ
ば
、
今
一
人
が
い
ふ
、
吾

聞
及
び
し
は
、
江
戸
の
風
と
し
て
茶
を
乞
ひ
た
ら
ん
に
は
茶
の

価
を
取
ら
せ
、
酒
肴
を
出
し
た
ら
ん
に
は
酒
肴
の
価
を
と
ら
す

と
こ
そ
き
く
、
か
ゝ
る
富
貴
め
け
る
家
に
て
も
、
其
価
は
か
は

る
こ
と
な
し
、
吾
計
ひ
侍
ら
ん
と
て
、
懐
中
よ
り
細こま
金がね
一
つ
取

出
て
紙
に
お
し
つ
ゝ
み
、
こ
れ
は
少
し
計
り
な
れ
ど
も
、
い

さ
ゝ
か
先
程
よ
り
の
謝
儀
と
し
て
、
二
人
の
者
よ
り
送
り
侍
る

と
て
差
出
し
け
れ
ば
、
法
師
は
い
な
み
も
や
ら
ず
、
心
づ
か
ひ

な
し
給
ひ
そ
、
と
て
火
入
箱
の
上
に
置
き
け
り
、

・
一
人
が
い
ふ
、
か
く
迄
に
よ
き
主
ぶ
り
の
家
は
又
な
き
を
、
再

び
来
た
り
て
訪
ひ
も
し
、
又
何
某
々
々
な
ど
打
連
れ
て
来
ら
ん

に
、
家
の
名
を
問
ひ
侍
ら
で
は
叶
ひ
が
た
し
と
て
、
家
の
名
を

と
ひ
し
に
、
法
師
が
こ
れ
持
玉
へ
と
て
札
紙
に
か
き
し
物
を
出

せ
り
、

確
か
に
違
い
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
あ
る
。
例
え
ば
、『
大
名
生
活
の
内

秘
』
で
は
こ
の
「
法
師
」
が
受
け
取
っ
た
「
細
金
」
を
、
煙
草
の
た

め
の
火
を
入
れ
て
お
く
小
さ
な
器
の
「
火
入
箱
」
の
上
に
置
く
点
な

ど
は
相
違
と
言
え
ば
言
え
な
い
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
傍
線
部
に

注
目
し
て
み
る
と
、
鳶
魚
の
こ
の
一
文
を
踏
襲
す
る
よ
う
に
し
て
清

張
は
文
章
を
綴
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

騒
動
は
翌
日
起
こ
っ
た
。『
か
げ
ろ
う
絵
図
』
で
は
こ
の
よ
う
に

そ
の
騒
ぎ
を
記
し
て
い
る
。

・
翌
日
、
二
人
の
侍
は
出
仕
し
て
、
同
藩
の
者
と
話
し
て
い
る
う

ち
に
、
昨
日
の
物
語
り
を
し
た
。
あ
ん
な
立
派
な
庭
の
家
を
見

た
こ
と
が
な
い
。
主
人
と
約
束
し
た
か
ら
、
お
望
み
な
ら
案
内

し
よ
う
と
云
っ
た
。
聞
い
た
連
中
が
、
そ
れ
は
誰
の
家
か
と
尋

ね
る
と
、
あ
い
に
く
と
貰
っ
た
書
き
つ
け
を
自
宅
に
忘
れ
た
の

で
よ
く
覚
え
ぬ
が
、
座
敷
の
鴨
居
の
上
に
、
石
摺
り
に
し
た
大

き
な
文
字
の
額
が
掲
げ
て
あ
っ
た
、
何
で
も
そ
の
一
字
は

「
碩
」
と
い
う
よ
う
な
字
だ
っ
た
と
思
う
と
語
っ
た
。

・
そ
れ
は
ま
さ
し
く
中
野
石
翁
の
邸
で
あ
る
。
知
ら
ぬ
と
い
い
な

が
ら
、
植
木
屋
と
間
違
え
て
藩
士
が
無
礼
を
働
い
た
の
だ
か
ら
、

ど
の
よ
う
な
仕
返
し
が
あ
る
か
分
か
ら
な
い
、
と
藩
主
は
じ
め

重
役
一
同
が
蒼
く
な
っ
た
。
一
先
ず
、
そ
の
勤
番
侍
二
人
を
押

し
込
め
処
分
に
し
て
、
謝
罪
の
使
者
を
石
翁
の
と
こ
ろ
へ
す
ぐ
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に
立
て
た
。（
波
線
は
三
谷
、
以
下
同
じ
）

無
知
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
目
に
見
え
る
よ
う
な
滑
𥡴
譚
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
一
節
は
『
大
名
生
活
の
内
秘
』
で
は
次
の
よ
う
で

あ
る
。

・
明
け
の
日
は
国
主
の
館
に
つ
か
へ
ま
つ
る
日
な
り
け
れ
ば
、
二

人
の
者
も
出
で
、
諸
人
と
様
々
の
物
語
す
る
中
に
、
扨
も
昨
日

の
遊
び
程
面
白
か
り
つ
る
こ
と
は
覚
え
ず
、
隅
田
川
の
堤
は
絶

景
に
侍
れ
ど
も
、
殊
に
勝
れ
た
る
は
、
植
木
の
花
作
り
が
家
の

園
な
り
、
そ
が
中
に
も
白
髭
の
社
の
こ
な
た
な
る
あ
た
り
に
、

殊
に
勝
れ
た
る
植
木
師
が
り
立
よ
り
て
、
酒
肴
の
も
て
な
し
に

預
り
た
る
は
、
又
な
く
心
よ
く
覚
ゆ
る
な
ど
語
る
に
、
諸
人
問

ひ
侍
り
て
、
そ
の
家
は
何
と
か
い
ふ
家
ぞ
と
い
ふ
に
、
一
人
が

い
ふ
、

・
か
く
て
二
人
の
も
の
を
ば
先
家
に
お
し
こ
め
置
き
て
、
国
主
に

は
告
げ
で
、
重
役
の
つ
か
さ
人
よ
り
使
者
も
て
、
隅
田
川
づ
ゝ

み
の
館
に
言
入
け
る
は
、
国
主
の
家
の
者
な
る
が
、
今
度
国
よ

り
出
た
れ
ば
、
物
の
わ
き
ま
へ
も
な
く
、
昨
日
御
館
に
推
参
し

て
、
上
な
き
無
礼
に
及
び
し
よ
し
申
出
侍
る
に
よ
り
、
二
人
と

も
に
家
に
お
し
こ
め
て
置
て
候
が
、
い
よ
〳
〵
さ
あ
ら
ん
に
は
、

如
何
な
る
刑
に
行
ひ
申
べ
き
や
、（
…
）
先
の
二
人
が
申
つ
る

法
師
、
し
と
ね
の
上
に
あ
り
て
、
き
の
ふ
来
り
し
は
田
舎
の
人

な
る
べ
き
が
、
庭
の
草
木
見
ん
と
望
む
に
任
せ
て
、
ゆ
る
し
て

見
せ
た
る
な
れ
ば
、
決
し
て
無
礼
の
こ
と
な
し
、
お
し
こ
め
置

た
り
と
は
大
な
る
ひ
が
ご
と
な
り
、
国
主
の
耳
に
入
べ
き
理ことわり

な
し
、
と
く
帰
り
て
此
趣
申
聞
け
べ
し
と
て
帰
し
け
る
、

『
か
げ
ろ
う
絵
図
』
の
「
聞
い
た
連
中
が
、
そ
れ
は
誰
の
家
か
と
尋

ね
る
と
」
は
、「
諸
人
問
ひ
侍
り
て
、
そ
の
家
は
何
と
か
い
ふ
家
ぞ

と
い
ふ
に
」
に
対
応
し
て
い
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
「
あ
い
に
く
と
貰

っ
た
書
き
つ
け
を
自
宅
に
忘
れ
た
の
で
よ
く
覚
え
ぬ
が
、
座
敷
の
鴨

居
の
上
に
、
石
摺
り
に
し
た
大
き
な
文
字
の
額
が
掲
げ
て
あ
っ
た
、

何
で
も
そ
の
一
字
は
『
碩
』
と
い
う
よ
う
な
字
だ
っ
た
と
思
う
と
語

っ
た
」
は
、『
大
名
生
活
の
内
秘
』
で
の
「
札
紙
し
る
せ
し
名
を
請

取
た
れ
ど
も
、
家
に
残
し
お
き
た
れ
ば
思
ひ
出
で
ず
（
…
）
座
敷
の

鴨
居
の
う
へ
に
、
石
摺
に
し
た
る
大
文
字
を
額
に
張
り
て
懸
け
た
る

が
、
主
じ
の
名
か
と
思
ひ
侍
る
、
し
か
し
と
く
と
も
覚
え
侍
ら
ね
ど

も
、
石
へ
ん
に
頁
し
た
る
字
と
、
い
ま
一
字
は
忘
れ
た
り
」
に
相
当

す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
傍
線
部
を
並
べ
て
み
る
と
、
確
か
に
鳶

魚
の
著
作
が
典
拠
資
料
に
な
っ
て
い
る
と
判
断
し
て
差
し
支
え
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
上
で
、
相
違
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、『
か
げ
ろ
う
絵
図
』
で

は
藩
士
の
過
失
に
「
藩
主
は
じ
め
重
役
一
同
が
蒼
く
な
っ
た
」
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
資
料
の
方
で
は
「
国
主
に
は
告
げ
で
、
重
役
の
つ
か

さ
人
よ
り
使
者
も
て
、
隅
田
川
づ
ゝ
み
の
館
に
言
入
け
る
」
と
な
っ

て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
『
絵
図
』
の
方
が
藩
主
を
も
巻
き
込
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ん
だ
一
藩
を
挙
げ
て
の
事
態
収
拾
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
話
は
鳶
魚
に
よ
る
と
「
御
書
物
奉
行
で
名
高
い
鈴
木

岩
次
郎
白
藤
の
長
子
孫
兵
衛
桃
野６

）
と
い
ふ
昌
平
黌
の
教
授
が
書
い

た
」
と
あ
る
だ
け
で
、
例
に
よ
っ
て
出
典
名
は
記
し
て
い
な
い
。
が
、

鳶
魚
の
編
ん
だ
江
戸
期
の
随
筆
集
『
鼠そ
はく

十じっ
種しゅ
』
第
一
（
国
書
刊
行

会
編
、
一
九
一
六
〔
大
５
〕・
四
）
を
見
て
み
る
と
、
酔
桃
子
「
反

古
の
裏
書
」
三
の
「
隅
田
川
の
見
物
」
に
出
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
清
張
が
こ
の
「
反
古
の
裏
書
」
を
基
に
し
た
と
見
る
よ
り

は
、
直
接
参
看
し
た
の
は
『
大
名
生
活
の
内
秘
』
の
方
で
あ
ろ
う
と

推
察
さ
れ
る
。

２

戯
文

三
田
村
鳶
魚
『
大
名
生
活
の
内
秘
』
に
は
、
他
の
作
品
、
た
と
え

ば
『
大
奥
婦
女
記
』「
献
妻
」
の
資
料
の
一
つ
に
な
っ
た
か
と
思
わ

れ
る
、
綱
吉
の
家
臣
牧
野
豊
後
守
の
話
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、

や
は
り
異
彩
を
放
つ
の
は
、
十
一
代
将
軍
家
斉
に
関
す
る
「
大
御
所

様
」
の
章
と
家
斉
の
愛
妾
お
美
代
に
関
す
る
「
帝
国
大
学
赤
門
由

来
」
の
章
で
あ
ろ
う
。
前
節
の
田
舎
侍
の
話
だ
け
で
な
く
、
次
に
述

べ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
や
は
り
、
こ
の
「
帝
国
大
学
赤
門
由
来
」
か
ら

取
ら
れ
て
い
る
。

『
か
げ
ろ
う
絵
図
』
の
終
わ
り
に
近
い
「
42

大
御
所
他
界
」
に

こ
の
よ
う
な
「
戯
文
」
が
出
て
く
る
。

・
文
恭
院
と
諡
号
の
つ
い
た
家
斉
の
死
去
後
、
一
カ
月
と
経
た
ぬ

う
ち
に
、
江
戸
市
中
に
は
戯
文
が
出
た
。
落
書
は
、
口
を
塞
が

れ
た
庶
民
が
、
精
い
っ
ぱ
い
に
洩
ら
す
感
情
の
捌
け
口
で
あ
る
。

思
召
こ
れ
か
ら
先
は
出
ぬ
な
り

奥
向

内
願
ご
と
も
止
む
が
重
畳

取
計

向
島
石
の
隠
居
も
淋
し
く
て

権
門

お
み
よ
も
ろ
共
法
華
三
昧

妙
法

連
歌
に
擬
し
た
戯
文
で
あ
る
。
思
召
と
い
う
の
は
、
家
斉
が
隠

居
し
て
大
御
所
に
な
っ
た
が
将
軍
家
慶
に
対
し
て
実
権
を
渡
さ

ず
、
思
召
と
い
う
形
式
で
家
慶
を
お
さ
え
た
こ
と
を
云
う
。
西

丸
奥
女
中
が
内
願
と
い
っ
て
勝
手
な
要
求
を
持
ち
出
し
、
そ
れ

が
た
い
て
い
「
大
御
所
様
思
召
」
に
化
け
て
、
本
丸
を
悩
ま
し

た
。
家
斉
が
死
ん
だ
ら
、
そ
の
悪
弊
も
な
く
な
る
だ
ろ
う
、
と

の
風
刺
で
あ
る
。

石
の
隠
居
は
、
む
ろ
ん
石
翁
の
こ
と
で
、
凋
落
の
暁
は
、
こ
れ

も
大
奥
を
逐
わ
れ
る
お
美
代
の
方
と
、
法
華
太
鼓
を
叩
い
て
い

る
ほ
か
仕
方
が
あ
る
ま
い
と
の
揶
揄
で
あ
る
。

こ
れ
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
「
帝
国
大
学
赤
門
由
来
」
中
の
次
の
一
節
に

呼
応
す
る
。

・
天
保
十
二
年
閏
正
月
三
十
日
、
六
十
九
度
の
春
を
祝
し
た
後
、

お
世
辞
に
云
は
れ
る
千
秋
万
歳
を
、
真
に
受
け
て
居
た
の
か
も

知
れ
な
い
が
、
遂
に
、
文
恭
院
と
い
ふ
諡
号
を
受
け
る
こ
と
に
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な
ら
れ
た
。
直
ぐ
に
、
吉
例
の
連
歌
に
擬
し
て
、
戯
文
が
出
来

た
。
其
の
中
に
、

思
召
是
か
ら
先
は
出
ぬ
な
り

奥
向

内
願
事
も
止
む
が
重
畳

取
計

向
島
石
の
隠
居
も
淋
し
く
て

権
門

お◎
み◎
よ◎
も
ろ
共
法
華
三
昧

妙
法

と
あ
る
。
大
御
所
様
は
隠
居
し
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
思
召
し
に

よ
り
と
い
ふ
触
れ
出
し
が
、
色
々
な
控
制
を
新
将
軍
に
加
へ
た
、

内
願
と
い
つ
て
、
西
丸
女
中
が
種
々
な
要
求
を
持
ち
出
す
、
そ

れ
が
大
抵
思
召
し
に
化
け
て
幕
閣
を
悩
め
た
。
石
の
隠
居
は
、

お
美
代
の
方
の
養
父
中
野
播
磨
守
が
、
隠
居
後
に
石
翁
と
云
つ

て
、
向
島
に
別
墅
を
拵
へ
て
居
た
、（
◎
は
原
文
の
マ
マ
）

四
つ
目
の
句
の
解
釈
に
関
し
て
は
、『
か
げ
ろ
う
絵
図
』
の
方
が
わ

か
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
傍
線
部
に
着
目
す
れ
ば
、
ほ
ぼ

同
文
と
い
っ
て
よ
い
こ
と
が
わ
か
る
。

３

石
翁
の
最
後

こ
の
よ
う
に
資
料
を
尊
重
し
、
忠
実
に
依
拠
す
る
形
で
綴
ら
れ
て

い
る
箇
所
は
先
の
戯
文
に
つ
い
て
の
一
節
だ
け
で
な
く
、
石
翁
の
最

後
に
関
し
て
も
見
ら
れ
る
。「
42

大
御
所
他
界
」
で
は
石
翁
の
没
落

を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

・
家
を
壊
す
音
が
聴
え
る
。
樹
を
挽
き
倒
し
た
り
、
塀
を
崩
し
た

り
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
音
が
し
て
い
た
。
土
運
び
を
し
て
い
る

の
は
、
広
大
な
池
を
埋
め
て
い
る
連
中
だ
っ
た
。
厄
介
な
の
は
、

大
小
無
数
の
庭
石
で
、
人
夫
ど
も
が
懸
け
声
を
か
け
、
地
面
か

ら
掘
り
出
し
て
倒
し
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
を
何
処
か
に
捨
て
に

ゆ
く
組
も
あ
る
。
石
翁
は
、
立
っ
て
、
そ
れ
を
眺
め
て
い
る
。

（
一
夜
明
け
た
ら
、
こ
の
屋
敷
も
田
圃
だ
）

石
翁
は
爽
快
な
気
が
し
た
。
負
け
た
、
と
な
る
と
未
練
を
残
さ

ぬ
男
だ
っ
た
。
さ
し
も
、
数
寄
と
壮
大
を
誇
っ
た
向
島
の
屋
敷

を
、
い
ま
、
一
気
に
叩
き
壊
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

・（
何
も
か
も
無
く
な
っ
て
し
ま
え
）

一
ど
き
に
数
千
の
人
夫
を
集
め
た
の
も
そ
の
た
め
だ
っ
た
。
癇

性
な
男
だ
け
に
、
一
刻
が
我
慢
で
き
な
か
っ
た
。
夜
が
明
け
る

ま
で
に
、
田
圃
に
す
る
つ
も
り
な
の
で
あ
る
。

・
そ
れ
か
ら
、
七
カ
月
経
っ
た
天
保
十
三
年
五
月
十
二
日
、
石
翁

中
野
清
茂
は
七
十
四
歳
に
し
て
没
し
て
い
る
。
牛
込
七
軒
町
仏

性
寺
に
葬
ら
れ
た
。
法
名
は
高
運
院
殿
石
翁
日
勇
大
居
士
。

こ
の
箇
所
は
同
様
に
鳶
魚
『
大
名
生
活
の
内
秘
』
の
「
帝
国
大
学
赤

門
由
来
」
の
一
節
「
国
芳
の
錦
絵
」
の
次
の
説
明
に
対
応
し
て
い
る
。

・
中
野
は
天
保
十
二
年
五
月
十
五
日
、
享
保
寛
政
の
御
趣
意
に
依

て
新
に
改
革
さ
れ
る
趣
を
発
表
さ
れ
る
と
、
数
寄
を
尽
し
た
向

島
の
別
墅
を
一
夜
の
中
に
破
壊
し
て
、
翌
朝
は
畑
地
に
し
て
了

つ
た
、
癇
癪
紛
れ
で
も
あ
つ
た
ら
う
、
遅
れ
て
察さつ
度と
さ
れ
る
よ
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り
も
一
ト
足
お
先
へ
の
つ
も
り
で
も
あ
つ
た
ら
う
が
、
気
味
の

い
ゝ
こ
と
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
越
前
守
の
蹉
跌
よ
り

も
先
に
、
天
保
十
三
年
五
月
十
二
日
、
七
十
四
歳
で
没
し
て
、

曾
て
大
奥
女
中
を
籠
絡
し
た
牛
込
七
軒
寺
町
の
仏
性
寺
へ
葬
ら

れ
た
、

・
高
運
院
殿
石
翁
日
勇
大
居
士
と
い
ふ
法
名
も
、
過
去
帳
の
上
に

残
つ
た
ば
か
り
、
数
多
い
墓
石
は
売
払
は
れ
た
と
や
ら
、
さ
し

も
化
政
時
代
に
豪
奢
闊
達
で
あ
つ
た
大
御
所
様
の
寵
臣
も
、
権

威
に
誇
つ
た
時
だ
け
の
人
、
今
で
は
誰
も
記
憶
し
て
居
な
い
処

か
、
香
火
を
供
す
る
子
孫
さ
へ
な
い
。

「
一
夜
」
に
し
て
広
壮
な
邸
宅
を
壊
し
、「
天
保
十
三
年
五
月
十
二

日
」
に
「
七
十
四
歳
」
で
「
没
し
て
」「
牛
込
七
軒
寺
町
」
の
「
仏

性
寺
」
へ
「
葬
ら
れ
た
」
の
だ
と
い
う
。
資
料
と
の
対
比
か
ら
言
え

ば
、
鳶
魚
に
ほ
ぼ
全
面
的
に
依
拠
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
し
か
し
、

語
り
手
は
石
翁
の
心
中
に
入
り
、
そ
の
内
側
を
吐
露
し
つ
つ
、
一
夜

に
し
て
広
壮
な
邸
宅
を
壊
す
描
写
は
鮮
や
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

点
が
や
は
り
資
料
と
は
異
な
り
、『
か
げ
ろ
う
絵
図
』
が
小
説
た
る

所
以
で
も
あ
ろ
う
。

４

お
美
代
の
後
年

資
料
に
依
拠
す
る
と
い
う
点
で
は
、
石
翁
の
養
女
お
美
代
の
後
年

に
関
し
て
も
、
同
様
で
あ
る
。『
か
げ
ろ
う
絵
図
』「
42

大
御
所
他

界
」
に
は
家
斉
の
愛
妾
で
あ
っ
た
お
美
代
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

・
お
美
代
の
方
は
、
本
郷
赤
門
の
御
守
殿
の
内
に
暮
し
て
い
た
が
、

や
が
て
実
の
女むすめ、
溶
姫
が
お
国
入
り
と
な
っ
て
加
賀
の
金
沢
へ

去
っ
た
の
で
、
仕
方
な
く
次
の
女
末
姫
の
縁
先
、
浅
野
家
の
霞

ヶ
関
の
藩
邸
に
引
き
取
ら
れ
た
。
し
か
る
に
、
末
姫
も
ま
た
、

本
国
芸
州
広
島
へ
往
っ
た
の
で
、
や
む
を
得
ず
、
ま
た
加
州
の

本
郷
邸
に
扶
助
を
頼
む
身
と
な
っ
た
。
加
州
家
で
も
、
知
ら
ぬ

顔
が
出
来
ぬ
か
ら
、
下
谷
池
の
端
に
一
戸
を
借
り
入
れ
、
お
美

代
の
方
を
住
ま
わ
せ
た
。
そ
の
間
に
、
溶
姫
も
金
沢
で
死
ん
だ

の
で
、
お
美
代
の
方
は
い
よ
い
よ
心
細
い
身
と
な
っ
た
。
そ
れ

で
も
、
前
田
家
で
は
お
美
代
を
本
郷
無
縁
坂
の
一
寺
に
移
し
て
、

明
治
初
年
ま
で
女
中
七
名
を
つ
け
て
世
話
し
た
と
い
う
。

以
上
の
一
文
を
、
こ
れ
ま
で
資
料
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
『
大
名
生
活

の
内
秘
』
の
「
帝
国
大
学
赤
門
由
来
」
中
の
「
法
華
駈
け
込
む
阿
弥

陀
堂
」
の
一
節
と
比
べ
て
み
た
い
。

・
赤
門
の
内
に
封
じ
籠
め
ら
れ
た
お
美
代
の
方
は
、
御
本
丸
を
逐

は
れ
て
一
年
の
間
に
、
実
父
の
日
啓
が
牢
死
し
、
養
父
の
石
翁

も
死
ん
で
了
つ
た
、
闇
中
飛
躍
に
も
失
敗
し
た
が
、
外
孫
に
当

る
犬
千
代
丸
は
十
四
代
将
軍
に
な
れ
な
く
つ
て
も
、
居
な
が
ら

百
万
石
の
相
続
人
な
の
を
思
ひ
出
に
、
是
か
ら
後
の
月
日
を
暮

し
た
。
然
る
に
溶
姫
様
は
御
国
入
り
に
な
つ
て
、
遠
く
加
州
金
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沢
へ
往
か
れ
る
事
に
な
り
、
余
儀
な
く
お
美
代
の
方
は
赤
門
を

出
て
、
末
姫
の
扶
持
を
受
け
る
こ
と
に
な
つ
て
、
霞
ケ
関
へ
引

き
取
ら
れ
た
が
、
間
も
な
く
末
姫
も
本
国
芸
州
広
島
へ
往
か
れ

る
の
で
、
頼
む
木
陰
に
雨
が
漏
る
。
詮
方
な
し
に
、
本
郷
邸
へ

扶
助
を
願
ふ
身
の
上
に
な
つ
た
。
加
州
家
で
も
棄
て
置
け
な
い

か
ら
、
下
谷
池
の
端
に
住
む

坊
主
平
井
善
朴
の
家
を
借
り
入

れ
、
お
美
代
の
方
を
住
は
せ
て
置
い
た
。
こ
の
間
に
溶
姫
も
金

沢
で
逝
去
さ
れ
、
蜃
気
楼
の
消
え
る
や
う
に
幕
府
も
亡
び
て
、

無
禄
移
住
の
旗
本
御
家
人
が
住
み
慣
れ
た
江
戸
を
離
れ
て
、
駿

府
へ
往
つ
て
了
つ
た
後
の
淋
し
さ
、
見
渡
す
世
間
の
有
様
も
、

お
美
代
の
方
と
御
同
様
。
そ
れ
で
も
加
州
家
で
は
明
治
二
年
の

四
月
か
ら
お
美
代
の
方
を
本
郷
無
縁
坂
の
講
安
寺
に
移
し
、
足

軽
二
人
昼
夜
寺
内
へ
詰
め
切
り
と
い
ふ
待
遇
。（
…
）
零
落
し

た
お
美
代
の
方
は
御
厄
介
に
な
る
時
代
が
き
て
も
、
付
女
中
の

七
人
も
使
つ
て
居
た
、

二
つ
の
引
用
を
比
較
し
て
み
る
と
、
鳶
魚
の
方
が
分
量
も
多
く
、

詳
し
く
叙
述
し
て
い
る
。
一
方
清
張
作
品
で
は
細
か
い
固
有
名
詞
や

説
明
を
略
し
、
事
実
を
伝
え
る
よ
う
な
書
き
方
を
と
っ
て
い
る
。
が
、

ほ
と
ん
ど
引
き
写
し
に
近
い
形
で
使
っ
て
い
る
の
が
理
解
で
き
よ
う
。

５

日
蓮
宗
の
跋
扈

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
三
田
村
鳶
魚
の
『
大
名
生
活
の
内

秘
』
の
中
で
も
特
に
「
帝
国
大
学
赤
門
由
来
」
の
章
は
、
使
い
切
っ

て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
こ
で
留
意
さ
れ
る
の
は
、

『
か
げ
ろ
う
絵
図
』
に
出
典
名
が
明
示
さ
れ
た
引
用
に
関
し
て
で
あ

る
。
本
文
「
35

乗
物
部
屋
」
に
次
の
よ
う
な
説
明
の
後
、
あ
る
資

料
が
引
か
れ
て
い
る
。

・
一
体
、
武
家
の
宗
門
は
殆
ど
が
浄
土
宗
、
禅
宗
だ
っ
た
の
が
、

家
斉
の
代
に
、
法
華
へ
の
宗
旨
変
え
を
申
し
出
た
大
名
も
あ
っ

た
く
ら
い
、
法
華
宗
は
諸
家
に
人
気
が
あ
っ
た
。
い
う
ま
で
も

な
く
、
こ
れ
は
家
斉
へ
の
阿
諛
で
あ
り
、
お
美
代
の
方
を
は
じ

め
、
そ
の
大
奥
側
近
へ
の
追
従
だ
っ
た
。
先
祖
以
来
の
宗
旨
を

か
え
な
け
れ
ば
な
ら
か
っ
た
ほ
ど
、
法
華
の
う
ち
わ
太
鼓
を
鳴

ら
さ
な
い
と
、
立
身
も
出
世
も
出
来
な
か
っ
た
の
だ
。

「
西
御
丸
を
始
め
、
諸
大
名
の
奥
女
中
、
多
分
は
日
蓮
を
信
仰
せ

ら
れ
、
は
て
は
我
生
れ
来
り
し
先
祖
よ
り
伝
ふ
る
所
の
宗
を
す

て
、
此
宗
に
ゐ
る
こ
と
、
古
今
同
じ
く
、
其
数
甚
多
し
。
是
も

宗
の
僧
の
す
す
む
る
所
に
し
て
、
又
、
先
々
の
女
中
た
が
ひ
に

す
す
め
あ
へ
る
が
致
す
所
也
」

ま
た
、
こ
う
も
書
か
れ
て
い
る
。

「
近
世
諸
家
の
貴
人
、
京
都
よ
り
妾
を
召
さ
る
る
に
、
多
く
は
日

蓮
宗
な
り
。
そ
の
故
は
日
蓮
宗
の
僧
等
、
其
の
檀
那
と
心
を
あ

は
せ
、
下
賎
の
数
な
ら
ぬ
も
の
に
も
、
か
ほ
よ
く
む
ま
れ
し
処

女
あ
れ
ば
、
金
銭
を
与
へ
、
育
て
し
め
艶
芸
を
習
は
す
。
年
や
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や
た
け
ゆ
く
と
き
、
日
蓮
宗
の
法
義
を
教
へ
侍
る
。
是
は
若
し

大
家
の
妾
と
な
り
、
幸
ひ
せ
ら
れ
ば
必
ず
主
家
を
勧
め
て
、
我

宗
を
其
邦
へ
ひ
ろ
く
せ
ん
た
く
み
也
。
邪
徒
の
奸
曲
こ
こ
に
至

れ
り
と
京
の
人
か
た
り
し
」（
天
野
信
景
「
塩
尻
」）

作
品
の
本
文
を
素
直
に
読
む
か
ぎ
り
、
ま
ず
語
り
手
は
法
華
宗
が
お

美
代
と
の
関
わ
り
で
流
行
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
例
証
と
し

て
、「
西
御
丸
を
始
め
、
諸
大
名
の
奥
女
中
」
が
日
蓮
信
仰
に
靡
い

て
い
る
こ
と
を
示
す
あ
る
資
料
を
出
す
。
一
旦
そ
こ
で
切
り
、
次
に

「
ま
た
、
こ
う
も
書
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
一
行
を
置
き
、「
近
世

諸
家
の
貴
人
」
の
妾
が
教
え
こ
ま
れ
た
日
蓮
宗
を
宣
布
し
て
い
る
世

相
を
写
し
出
し
て
い
る
資
料
を
引
き
、
そ
れ
が
天
野
信
景
の
「
塩

尻
」
だ
と
い
う
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
、
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
つ
ま
り
前
後
に
引
用
さ
れ
て
い
る
資
料
は
同
一
の
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
随
筆
の
「
塩
尻
」
だ
と
読
む
の
が
普
通
で
は
な
い
の
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
を
典
拠
と
い
う
観
点
か
ら
見
直
し
て
み
る
と
、
別
の

様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
度
々
触
れ
て
き
た

三
田
村
鳶
魚
『
大
名
生
活
の
内
秘
』
の
「
帝
国
大
学
赤
門
由
来
」
の

中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
落
語
の
よ
う
な
皮
肉
」
に
次
の
よ
う
な
資

料
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

・
ま
だ
大
御
所
様
の
西
丸
が
時
代
の
花
で
あ
っ
た
頃
、
竹
尾
善ぜん
筑ちく

が
「
西
御
丸
を
始
め
、
諸
大
名
の
奥
女
中
、
多
分
は
日
蓮
を
信

仰
せ
ら
れ
、
は
て
は
我
生
れ
来
り
し
先
祖
よ
り
伝
ふ
る
所
の
宗

を
す
て
、
此
宗
に
い
る
こ
と
、
古
今
同
じ
く
、
其
数
甚
多
し
、

是
も
宗
の
僧
の
す
ゝ
む
る
所
に
し
て
、
又
、
先
先
の
女
中
た
が

ひ
に
す
ゝ
め
逢
へ
る
が
致
す
所
也
、
然
る
に
、
愚
按
に
は
、
法

の
通
塞
は
凡
人
の
は
か
り
う
た
が
ふ
所
に
あ
ら
ず
、
定
て
、
其

女
中
前
生
に
法
華
を
信
受
し
結
縁
あ
る
事
、
今
日
の
女
中
方
の

ご
と
し
、（
…
）」
と
い
つ
た
。

傍
線
部
の
竹
尾
善
筑７

）
と
は
江
戸
中
期
の
勤
王
家
で
あ
る
山
県
大
弐
の

孫
で
、
考
証
家
だ
っ
た
と
い
う
点
は
措
く
と
し
て
、
鳶
魚
の
「
帝
国

大
学
赤
門
由
来
」
中
「
お
み
よ
の
方
」
の
節
に
引
用
さ
れ
て
い
る
資

料
に
注
目
し
て
み
た
い
。

・
道
楽
坊
主
で
も
親
父
な
の
だ
か
ら
、
売
僧
日
啓
の
運
勢
を
開
く

こ
と
に
な
つ
た
、
爰こゝ
で
思
ひ
出
す
お
ん
は
、
正
徳
年
中
に
天
野

信
景
が
書
い
て
置
い
た
塩
尻
の
一
章
で
あ
る
。『
近
世
諸
家
の

貴
人
、
京
都
よ
り
妾
を
召
さ
る
ゝ
に
、
多
く
は
日
蓮
宗
な
り
、

其
故
は
日
蓮
宗
の
僧
等
、
其
の
檀
那
と
心
を
あ
は
せ
、
下
賎
の

数
な
ら
ぬ
も
の
に
も
、
か
ほ
よ
く
む
ま
れ
し
処
女
あ
れ
ば
、
金

銭
を
与
へ
育
て
し
め
艶
芸
を
習
は
す
、
年
や
ゝ
た
け
ゆ
く
時
、

日
蓮
宗
の
法
義
を
教
へ
侍
る
、
是
は
若
し
大たい
家け
の
妾
と
な
り
、

幸
ひ
せ
ら
れ
ば
必
ず
主
家
を
勧
め
て
、
我
宗
を
其
の
邦
へ
ひ
ろ

く
せ
ん
た
く
み
也
、
邪
徒
の
奸
曲
こ
ゝ
に
至
れ
り
と
京
の
人
か

た
り
し
。』
お
妾
伝
道
は
浄
土
宗
に
塊
つ
た
天
野
の
筆
だ
け
に
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安
心
し
て
請
取
れ
も
せ
ぬ
が
、
元
禄
以
来
江
戸
の
仏
教
界
は
、

浄
土
宗
日
蓮
宗
の
分
野
で
あ
つ
た
、
柳
営
の
み
な
ら
ず
諸
侯
の

奥
向
に
も
不
思
議
な
ほ
ど
、
団
扇
太
鼓
党
が
多
か
つ
た
、

こ
こ
で
鳶
魚
の
引
い
て
い
る
の
が
天
野
信
景
の
『
塩
尻
』
で
あ
る
。

し
か
し
『
か
げ
ろ
う
絵
図
』
で
は
、
前
者
は
竹
尾
善
筑
の
著
作
か

ら
、
後
者
は
天
野
信
景
の
『
塩
尻
』
と
、
異
な
っ
た
人
物
の
別
々
の

資
料
を
つ
な
げ
て
作
品
に
織
り
込
ん
で
い
る
。
前
者
竹
尾
善
筑
が
何

に
書
い
て
い
る
の
か
そ
の
典
拠
名
を
鳶
魚
は
出
し
て
く
れ
て
は
い
な

い
。
が
、
本
稿
「
１

田
舎
侍
の
石
翁
邸
見
物
」
の
節
の
終
わ
り
で

触
れ
た
三
田
村
鳶
魚
編
『
鼠そ
はく

十じっ
種しゅ
』
第
一
（
国
書
刊
行
会
編
、
一

九
一
六
〔
大
５
〕・
四
）
に
当
た
っ
て
み
る
と
、
覚
斎
竹
尾
善
筑
の

著
作
「
即
事
考
」
の
三
に
「
○
女
中
方
日
蓮
宗
」
と
し
て
「
西
御
丸

を
始
め
諸
大
名
方
の
奥
女
中
」
か
ら
は
じ
ま
る
一
文
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
鳶
魚
が
依
拠
し
た
の
は
、「
即
事
考
」
で
あ
っ
た
の
だ
。
し

か
し
、
こ
の
江
戸
期
の
随
筆
を
通
読
し
そ
こ
か
ら
拾
い
出
し
て
い
っ

た
と
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
あ
る
著
作
（
こ
こ
で
は
『
大
名
生
活
の

内
秘
』）
に
引
用
さ
れ
て
い
る
二
次
的
な
資
料
を
借
り
て
作
品
に
挿

入
し
、
物
語
を
構
築
し
て
い
る
、
と
見
た
方
が
い
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。同

様
に
、『
塩
尻
』
は
室
松
岩
雄
校
訂
編
輯
に
よ
り
、
一
九
○
七

（
明
40
）
年
一
一
月
、
國
學
院
大
學
出
版
部
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い
る

の
で
、
作
者
清
張
が
繙
読
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
事
実
読
む
機

会
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
典
拠
名
が
明
示
さ
れ
て
い

る
か
ら
と
い
っ
て
、
直
接
そ
の
も
の
に
当
た
り
、
そ
れ
が
典
拠
に
な

っ
て
い
る
と
は
考
え
な
く
と
も
い
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、

『
塩
尻
』
の
引
用
で
あ
れ
ば
、
こ
の
話
は
「
巻
之
五
十
四
」
に
「
京

よ
り
諸
家
へ
召
抱
ら
る
ゝ
妾
」
と
あ
る
項
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
が
、
こ
の
よ
う
な
大
部
な
随
筆
集
を
読
み
進
め
、
こ
こ
に
ひ
と

つ
あ
そ
こ
に
ひ
と
つ
と
溜
め
て
い
っ
た
と
想
像
す
る
必
要
は
な
い
で

あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
点
に
こ
だ
わ
る
の
は
〞
こ
れ
は
「
孫
引
き
」
な
の
で

い
か
が
な
も
の
か
〝
な
ど
と
い
う
地
点
に
話
を
持
っ
て
行
こ
う
と
い

う
の
で
は
な
い
。
直
接
体
験
で
あ
ろ
う
と
間
接
的
な
そ
れ
で
あ
ろ
う

と
、
文
学
作
品
の
課
題
は
そ
れ
ら
を
使
い
、
い
か
に
し
て
言
葉
に
よ

る
リ
ア
リ
テ
ィ
を
獲
得
す
る
か
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
直
接
資
料
に
拠

っ
た
か
、
そ
れ
と
も
二
次
的
な
資
料
で
書
い
て
い
る
か
、
と
い
っ
た

裁
断
の
仕
方
は
語
る
に
足
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
た
だ
、

作
者
の

方
法

を
探
り
た
い
だ
け
で
あ
る
。
も
し
あ
る
著
作
の
中

に
引
用
さ
れ
て
い
る
資
料
を
使
う
と
い
う

方
法

が
確
認
で
き
れ

ば
、
資
料
の
掲
載
さ
れ
て
い
る
そ
の
著
作
を
当
然
見
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
著
作
の
他
の
箇
所
も
参
看
し
て
い
た
と
考

え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、『
か
げ
ろ
う
絵
図
』
冒
頭

「
１

吹
上
」
の
章
に
江
戸
城
吹
上
の
庭
の
説
明
と
し
て
「
目
出
度

水
の
末
は
清
き
流
れ
に
て
、
杜
若
、
お
も
だ
か
、
其
ほ
か
水
草
あ
ま
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た
あ
り
」
と
引
用
さ
れ
、
出
典
は
「
樹
の
下
露
」
と
記
さ
れ
て
は
い

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
樹
の
下
露
」
と
い
う
書
物
か
ら
直
接
取
ら

れ
た
の
で
は
な
く
、
多
分
、
吉
田
東
伍
の
『
大
日
本
地
名
辞
書
』

（
冨
山
房
、
一
九
○
三
〔
明
36
〕・
一
○
）
の
「
吹
上
御
苑
」
の
項

に
引
か
れ
て
い
る
「
樹
の
下
露
（
新
見
伊
賀
守
正
路
文
化
十
年
作
）」

の
一
節８

）
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ

ば
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
の
「
吹
上
」
の
項
、
及
び
そ
の
周
辺
も
目

に
し
て
い
た
と
考
え
て
お
い
て
い
い
と
思
わ
れ
る
。

先
の
日
蓮
宗
の
跋
扈
を
語
る
一
節
で
作
者
清
張
が
妙
な
引
用
の
仕

方
を
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
前
者
竹
尾
善
筑
の
方
は
鳶
魚
が
典
拠
を

明
示
し
て
い
な
い
の
で
、
も
し
出
す
と
し
た
ら
著
者
名
だ
け
に
な
っ

て
し
ま
い
、
後
段
の
「
天
野
信
景
『
塩
尻
』」
を
出
す
こ
と
と
の
間

に
整
合
性
を
欠
く
点
を
考
慮
し
た
た
め
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
と
す

れ
ば
こ
の
際
前
者
の
場
合
は
省
い
た
方
が
い
い
、
と
い
う
判
断
が
働

い
た
か
ら
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

６

松
代
侯

既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
三
田
村
鳶
魚
『
大
名
生
活
の
内
秘
』、
中

で
も
「
帝
国
大
学
赤
門
由
来
」
は
〞
頭
の
先
か
ら
尻
尾
ま
で
〝
利
用

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
は
一
対
一
の
生
の
対

応
と
言
っ
て
も
よ
い
箇
所
で
あ
っ
た
。
が
、
そ
の
よ
う
な
引
用
に
近

い
用
い
ら
れ
方
よ
り
も
さ
ら
に
重
要
な
利
用
の
仕
方
は
、
咀
嚼
し
消

化
さ
れ
作
品
に
溶
か
し
込
ま
れ
た
よ
う
な
使
い
方
の
ほ
う
で
は
な
か

ろ
う
か
。

そ
う
し
た
消
化
さ
れ
た
形
で
描
写
さ
れ
て
い
る
の
が
、
松
代
藩
の

賄
賂
の
話
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
11

密
謀
」
の
章
に

加
賀
藩
前
田
家
の
用
人
奥
村
大
膳
と
石
翁
こ
と
中
野
茂
清
と
が
密
談

を
し
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
そ
こ
に
廊
下
か
ら
「
真
田
信
濃
守
様
、

ご
使
者
が
参
ら
れ
ま
し
た
」
と
声
が
か
か
る
。
す
る
と
石
翁
は
「
信

濃
め
、
煩
い
奴
だ
」
と
舌
打
ち
を
す
る
。
す
か
さ
ず
奥
村
大
膳
は

「
松
代
侯
が
ど
う
か
さ
れ
ま
し
た
か

」
と
問
う
。

・「
こ
の
間
か
ら
、
老
中
に
な
り
た
い
な
ど
と
申
し
て
は
世
話
を

頼
み
に
来
て
い
る
」

「
は
は
あ
、
世
間
の
評
判
は
よ
ろ
し
い
よ
う
に
承
り
ま
し
た

が
」

「
そ
れ
よ
。
そ
れ
で
の
ぼ
せ
た
も
の
か
、
い
き
な
り
老
中
を
志

望
し
お
っ
た
。
信
濃
は
、
ま
だ
大
坂
城
代
も
京
都
所
司
代
も
勤

め
て
は
居
ぬ
。
そ
れ
を
一
足
と
び
に
老
中
に
し
ろ
と
い
う
の
だ
。

人
間
は
利
口
で
も
、
の
ぼ
せ
る
と
前
後
が
分
か
ら
ぬ
と
み
ゆ
る

の
」

・「
見
込
み
が
無
い
よ
う
な
、
有
る
よ
う
な
、
ど
ち
ら
と
も
つ
か

ぬ
返
事
を
し
て
い
る
。
大
膳
、
こ
の
辺
の
か
ね
あ
い
が
大
切
じ

ゃ
。
信
濃
め
は
何
と
か
お
れ
に
承
知
さ
せ
、
出
世
の
夢
を
遂
げ

た
い
も
の
と
度
々
使
者
に
時
候
の
見
舞
品
を
持
た
せ
て
く
る
。
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こ
れ
が
莫
迦
に
な
ら
ぬ
金
で
な
。
そ
の
注
ぎ
込
ん
だ
金
の
た
め
、

貧
乏
世
帯
の
松
代
藩
で
は
家
中
に
渡
す
扶
持
米
給
金
に
差
し
支

え
て
い
る
そ
う
じ
ゃ
」

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
お
そ
ら
く
、
次
の
「
帝
国
大
学
赤
門
由
来
」
の

「
向
島
の
石
隠
居
」
の
一
節
を
踏
ま
え
て
創
作
さ
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。

・
猟
官
運
動
は
賄
賂
の
盛
行
を
来
し
、
そ
れ
が
大
御
所
様
の
寵
臣

に
向
つ
て
集
中
す
る
。
旗
本
御
家
人
の
猟
官
運
動
の
贈
賄
は
多

寡
の
知
れ
た
も
の
で
あ
る
、
中
野
は
大
名
の
猟
官
運
動
を
幇
助

し
た
、
真
田
信
濃
守
幸
貫
は
白
河
翁
の
外
孫
で
一
寸

評ひょう
判ばん

男おとこだ
つ
た
が
、
未
だ
定ぢやう
例れい
の
京
都
所
司
代
か
、
大
坂
城
代
か

を
勤
め
な
い
内
に
、
老
中
に
な
ら
う
と
し
て
中
野
を
頼
ん
だ
。

松
代
藩
は
貧
乏
で
あ
つ
た
の
に
、
中
野
が
心
安
く
引
き
受
け
た

の
で
、
借
財
ま
で
し
て
頻
に
賄
賂
を
搬はこ
ん
だ
、
家
中
へ
渡
す
扶

持
米
給
金
に
差
支
へ
る
程
注つ
ぎ
込
ま
せ
た
上
に
、
中
野
は
お
気

の
毒
だ
が
先
例
が
な
い
抜
擢
ゆ
ゑ
、
周
旋
い
た
し
兼
ね
る
と
逃

げ
た
、
先
例
の
な
い
の
は
初
め
か
ら
知
れ
て
居
る
、
何
か
一
物

あ
つ
て
松
代
を
絞
つ
た
の
で
あ
ら
う
が
、
大
名
で
も
斯
う
し
た

目
に
逢
ふ
。

『
か
げ
ろ
う
絵
図
』
の
「
そ
の
注
ぎ
込
ん
だ
金
の
た
め
、
貧
乏
世
帯

の
松
代
藩
で
は
家
中
に
渡
す
扶
持
米
給
金
に
差
し
支
え
て
い
る
そ
う

じ
ゃ
」
と
、「
帝
国
大
学
赤
門
由
来
」
の
「
松
代
藩
は
貧
乏
で
あ
つ

た
」「
家
中
へ
渡
す
扶
持
米
給
金
に
差
支
へ
る
程
注つ
ぎ
込
ま
せ
た
」

の
二
つ
の
文
を
対
比
さ
せ
て
み
る
と
、
語
句
に
関
し
て
は
同
じ
も
の

が
使
わ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
鳶
魚
の
一
文
が
説
明
で

あ
る
の
に
対
し
、『
か
げ
ろ
う
絵
図
』
は
登
場
人
物
同
士
の
会
話
の

中
に
溶
か
し
込
ま
れ
、
描
写
と
し
て
再
生
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

資
料
を
使
う
と
い
う
場
合
、「

」
を
付
け
れ
ば
引
用
と
言
っ
て
い

い
よ
う
な
生
に
近
い
利
用
の
仕
方
も
あ
る
。
が
、
こ
こ
に
描
か
れ
て

い
る
よ
う
に
物
語
に
く
く
り
込
ま
れ
、
腑
分
け
の
し
に
く
い
使
わ
れ

方
こ
そ
が
、
実
は
文
学
的
に
は
重
要
度
を
増
す
と
言
え
る
か
も
し
れ

な
い
。
な
お
松
代
藩
真
田
信
濃
守
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
『
天
保
図
録
』

で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る９

）
。

四

お
わ
り
に

｜
三
田
村
鳶
魚
『
江
戸
の
女
』
よ
り

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
腑
分
け
が
難
し
い
も
の
の
方
が
、
か
え
っ

て
そ
の
物
語
の
根
幹
に
関
わ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
三
田
村
鳶
魚
『
江

戸
の
女
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
三
四
〔
昭
９
〕・
一
一
）
は

更
に
重
要
な
資
料
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
物
語
は
、「
現
将
軍
家
慶
大
御
所
に
、
世
子
家
定
を
将
軍
に
、

そ
の
後
嗣
に
前
田
大
納
言
犬
千
代
を
迎
え
て
世
子
に
直
す
」（「
16

お
墨
附
」）
と
い
う
陰
謀
が
根
底
に
横
た
わ
り
、
そ
の
た
め
如
何
に

し
て
家
斉
の
御
墨
附
を
手
に
入
れ
る
か
が
大
き
な
ヤ
マ
場
と
な
っ
て

い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
前
田
犬
千
代
と
は
、
石
翁
こ
と
中
野
茂
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清
の
養
女
お
美
代
の
娘
、
す
な
わ
ち
家
斉
の
子
供
溶よう
姫ひめ
が
加
賀
藩
主

斉
泰
に
嫁
ぎ
、
そ
の
嫡
子
と
し
て
生
ま
れ
た
子
供
で
あ
る
。
石
翁
か

ら
す
れ
ば
曾
孫
に
あ
た
る
。
陰
謀
は
、
現
将
軍
の
家
慶
を
大
御
所
と

い
う
実
権
の
な
い
隠
居
に
祭
り
上
げ
、
病
気
が
ち
の
世
子
家
定
を
将

軍
に
付
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
世
継
ぎ
に
、
お
美
代
の

娘
溶
姫
の
子
を
持
っ
て
く
れ
ば
、
石
翁
を
は
じ
め
と
し
、
水
野
美
濃

守
忠
篤
、
西
の
丸
老
中
林
肥
後
守
、
御
側
衆
美
濃
部
筑
前
守
ら
一
派

の
地
位
は
安
泰
と
踏
ん
で
い
た
の
だ
っ
た
。

だ
が
、
そ
れ
を
阻
止
す
る
脇
坂
淡
路
守
側
は
、
お
美
代
の
い
る
大

奥
の
紊
乱
、
す
な
わ
ち
大
奥
高
級
女
中
と
法
華
坊
主
と
の
乱
れ
た
関

係
を
突
く
こ
と
に
よ
り
、
お
美
代
一
派
の
排
撃
を
試
み
た
。
そ
こ
で

敵
地
の
大
奥
深
く
潜
入
し
た
の
が
、
登
美
こ
と
お
縫
で
あ
っ
た
。
彼

女
の
父
は
石
（
硯
）
翁
中
野
播
磨
守
清
茂
に
遠
ざ
け
ら
れ
、
閉
門
の

の
ち
、
不
幸
に
し
て
死
ん
で
い
た
（「
５

貂
の
皮
」）。
こ
の
若
き
お

縫
が
大
奥
の
高
級
女
中
と
法
華
宗
感かん
応のう
寺じ
の
坊
主
と
の
恋
文
と
い
う

証
拠
を
見
つ
け
出
す
べ
く
、
危
険
な
任
務
に
つ
い
て
い
る
の
だ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
設
定
は
す
で
に
『
大
奥
婦
女
記
』
の
「
10

あ
る

寺
社
奉
行
の
死
」
と
い
う
短
編
で
脇
坂
淡
路
守
安やす
董ただ
が
感
応
寺
の
事

件
を
摘
発
す
る
際
に
、
家
来
の
一
人
上
田
五
兵
衛
の
娘
「
た
み
」
を

大
奥
年
寄
瀬
山
に
「
お
蘭
」
と
し
て
奉
公
さ
せ
敵
情
を
探
ら
せ
て
い

る
こ
と
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
機
密
は
「
知
る
と
し
た
ら
、
た﹅
み﹅

自
身
が
身﹅
を﹅
も﹅
っ﹅
て﹅
探﹅
っ﹅
た﹅
結﹅
果﹅
で
あ
っ
た
」（
傍
点
は
原
文
マ
マ
）

と
語
り
手
は
述
べ
て
い
た
。

実
は
、
こ
れ
は
三
田
村
鳶
魚
の
『
江
戸
の
女
』（
早
稲
田
大
学
出

版
部
、
一
九
三
四
〔
昭
９
〕・
一
一
）
の
「
稼
ぐ
御
殿
女
中
」
｜

「
希
有
な
女
探
偵
」
の
章
で
示
さ
れ
て
い
た
史
実
で
あ
っ
た
。
た
だ

し
、
そ
れ
は
「
延
命
院
事
件
」
に
関
し
て
で
あ
る
。

・
脇
坂
淡
路
守
は
決
心
し
た
。
坊
主
の
策
動
を
押
さ
へ
な
け
れ
ば
、

如
何
な
る
珍
事
が
出
来
す
る
か
知
れ
ぬ
。（
…
）
然
し
寺
社
奉

行
と
い
ふ
御
役
は
譜
代
大
名
が
出
世
の
階
段
を
踏
み
出
す
第
一

歩
で
、
京
都
所
司
代
か
大
坂
城
代
か
を
経
て
老
中
に
な
る
道
程

の
最
初
だ
。
脇
坂
安
董
も
播
州
竜
野
城
主
五
万
八
百
九
十
石
の

殿
様
で
、
寛
政
三
年
八
月
就
任
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
町
奉
行

と
は
違
つ
て
役
目
に
つ
い
て
の
属
僚
が
な
い
。
与
力
同
心
は
な

く
、
一
切
自
分
の
家
来
に
用
弁
さ
せ
る
例
な
の
だ
。
事
件
が
事

件
だ
け
に
犯
状
が
得
難
く
、
本
よ
り
八
丁
堀
の
同
心
の
や
う
に

放（マ
線マ）
状
を
な
す
探
偵
機
関
が
な
い
。
縦よ
し
や
手
先
や
同
心
が
あ

つ
た
に
し
て
も
、
隔
絶
し
た
寺
院
内
で
御
殿
女
中
の
稼
ぐ
の
を

明
白
に
知
る
こ
と
は
望
ま
れ
な
い
。
ま
し
て
寺
社
奉
行
に
は
其

の
辺
の
施
設
が
な
い
の
だ
か
ら
、
何
と
も
手
の
附
け
よ
う
が
な

い
の
だ
。

寺
社
奉
行
は
捜
査
機
関
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
、
動
き
が
鈍
い
。
勢

い
家
臣
を
使
う
し
か
手
が
な
い
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
相
手
は
大
奥

と
い
う
男
子
禁
制
の
特
殊
な
一
郭
で
あ
る
。
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・
其
処
を
不
思
議
な
女
探
偵
が
出
て
来
て
、
延
命
院
の
一
切
の
秘

密
を
知
悉
し
た
。
職
務
で
あ
る
八
丁
堀
の
連
中
に
さ
へ
出
来
な

い
大
手
柄
、
そ
れ
が
何
者
か
と
云
へ
ば
、
脇
坂
淡
路
守
の
家
来

の
娘
、
君
命
の
重
さ
に
一
身
を
棄
て
ゝ
掛
つ
て
、
見
事
に
成
功

は
し
た
も
の
ゝ
、
竜
野
藩
で
は
此
の
娘
の
忠
義
一
途
に
働
い
た

功
績
を
陞しょう
表へう
す
る
こ
と
さ
へ
出
来
ず
、
本
人
は
勿
論
、
そ
の

父
兄
の
氏
名
を
厳
秘
に
付
す
よ
り
ほ
か
に
仕
方
が
な
か
つ
た
。

我
等
が
聞
い
て
居
る
に
は
、
こ
の
娘
は
事
後
に
自
殺
し
て
了
つ

た
と
い
ふ
。

こ
の
「
女
探
偵
」
は
、
鳶
魚
に
よ
れ
ば
、「
脇
坂
淡
路
守
の
家
来
の

娘
」
で
あ
り
、「
一
身
を
棄
て
ゝ
掛
つ
て
」
成
し
遂
げ
た
と
い
う
。

が
、
後
段
で
も
「
貞
操
を
資
本
に
任
務
を
果
し
、
そ
の
身
命
を
抛
棄

し
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一
方
『
か
げ
ろ
う
絵
図
』
の
「
34

輪
」
に
、
島
田
又
左
衛
門
が

脇
坂
の
役
宅
を
訪
問
し
話
を
し
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
脇
坂
淡
路
守

が
敵
の
も
う
一
つ
の
牙
城
で
あ
る
前
田
藩
の
本
郷
か
ら
茶
会
の
招
き

を
受
け
て
い
る
と
い
う
話
を
聞
き
、
又
左
衛
門
が
止
め
よ
う
と
す
る
。

寺
社
奉
行
脇
坂
淡
路
守
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

・「
い
や
、
お
手
前
の
忠
告
は
よ
く
分
る
。
し
か
し
、
又
左
殿
、

お
手
前
の
姪
御
で
さ
え
も
女
の
命
を
か
け
て
働
い
て
く
れ
た
。

わ
し
が
じ
っ
と
し
て
い
る
訳
に
も
ゆ
か
ぬ
で
は
な
い
か
」

「
お
言
葉
で
す
が
、
姪
は
女
で
ご
ざ
い
ま
す
。
寺
社
奉
行
の
お

手
前
さ
ま
と
は
重
味
が
違
い
ま
す
る
」「
同
じ
だ
と
云
っ
て
貰

お
う
」
寺
社
奉
行
は
云
い
切
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
会
話
を
読
む
と
、
こ
れ
が
如
何
に
も
こ
れ
ま
で
の
ス
ト

ー
リ
ー
の
延
長
線
上
に
あ
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
も
、
実
は
鳶
魚
が

『
江
戸
の
女
』
の
「
稼
ぐ
御
殿
女
中
」
で
述
べ
た
「
女
探
偵10

）
」
の
話

が
大
き
な
骨
格
と
な
り
、
お
縫
が
形
象
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

し
か
し
、
お
縫
が
「
女
の
命
」（「
20

秋
気
」）
を
か
け
て
探
り
出

し
、
最
後
に
は
殺
さ
れ
て
し
ま
う
働
き
も
、
こ
の
物
語
の
中
で
は
石

翁
一
味
を
追
い
落
と
す
力
学
に
な
っ
て
は
い
な
い
。
お
縫
の
み
な
ら

ず
、
新
之
助
た
ち
の
活
躍
は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
が
佞
臣
た
ち
の

没
落
に
直
接
関
与
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
足
立
巻
一
氏
は
先
の

解
説11

）
で
「
罠
」
と
い
う
言
葉
が
随
所
に
出
て
く
る
点
を
指
摘
し
て
い

る
。
が
、
よ
り
重
要
な
の
は
「
敵
」
と
い
う
語
で
は
な
か
ろ
う
か
。

正
義
を
体
現
し
て
い
る
は
ず
の
脇
坂
派
も
、
悪
の
石
翁
一
派
も
、
相

互
に
相
手
側
を
「
敵
」
と
呼
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
善
、
悪
と

も
に
相
対
化
さ
れ
た
構
図
を
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
は
な

い
。
お
そ
ら
く
こ
の
物
語
は
、
権
力
と
い
う
悪
と
対
決
す
る
人
々
を

描
く
と
い
う
勧
善
懲
悪
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
正
義

も
悪
も
歴
史
の
中
で
は
交
換
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
悪
が
倒
れ
る
の

は
一
個
人
の
活
躍
な
ど
で
は
な
く
、
善
悪
と
は
異
な
っ
た
別
の
力
学

が
作
用
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
点
に
収
斂
し
て
行
く
の
で
は
な
か
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ろ
う
か
。

注１
）

小
松
伸
六
「
解
説
」（『
か
げ
ろ
う
絵
図
』
下
巻
、
新
潮
文
庫
、
一
九

六
二
〔
昭
37
〕・
九
）

２
）

奥
野
美
友
紀
「
か
げ
ろ
う
絵
図
」（
志
村
有
弘
編
『
松
本
清
張
事

典
』、
勉
誠
出
版
、
一
九
九
八
〔
平
10
〕・
六
）

３
）

足
立
巻
一
「
解
説

｜
新
聞
小
説
と
し
て
」（『
松
本
清
張
全
集
』
２

５
｜
か
げ
ろ
う
絵
図
、
文
藝
春
秋
、
一
九
七
二
〔
昭
47
〕・
一
二
）

４
）
「
狆
」
と
い
う
犬
は
、
大
奥
と
い
う
特
殊
な
環
境
に
あ
っ
て
は
特
別

な
意
味
を
帯
び
て
い
た
と
い
う
。
邦
光
史
郎
『
江
戸
城
〔
大
奥
の
謎
〕

｜
教
科
書
に
は
で
て
こ
な
い
歴
史
の
裏
側
』（
光
文
社
、
一
九
八
九

〔
平
１
〕・
一
）
の
第
三
章
、
参
照
。

５
）

長
局
に
は
四
棟
の
長
屋
が
あ
っ
た
と
い
う
。
三
田
村
鳶
魚
『
御
殿
女

中
』
の
「
御
殿
女
中
の
研
究
」（
十
二
）
に
は
「
部
屋
は
、
一
の
側がわ
に

は
御
年
寄
、
二
の
側
に
御お
客きゃく
会あし
釈らひ
・
御お
錠ぢやう
口ぐち
、
三
の
側
・
四
の
側
に

表おもて
使づかひな
ど
が
住
ひ
ま
す
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

６
）

孫
兵
衛
桃
野
は
『
鼠

十
種
』
第
一
（
大
６
）
の
鳶
魚
の
「
崖
略
」

に
よ
れ
ば
、「
著
者
鈴
木

、
通
称
孫
兵
衛
、
桃
野
、
桃
花
外
史
、
酔

桃
子
の
号
あ
り
、
化
政
の
聞
人
御
書
物
奉
行
鈴
木
岩
次
郎
、
名
拱
、

号
白
藤
の
長
子
に
し
て
、
古
賀
茶
渓
の
伯
父
な
り
」
と
あ
る
。

７
）

竹
尾
善
筑
は
、
や
は
り
『
鼠

十
種
』
第
一
（
大
６
）
の
鳶
魚
の

「
崖
略
」
に
よ
れ
ば
、「
幕
府
の
典
故
に
精
通
せ
し
覚
斎
竹
尾
善
筑
の

著
な
り
。（
…
）
山
県
大
弐
の
長
子
次
郎
衛
、
母
氏
に
憑
り
斎
藤
好
春

と
い
ふ
、
そ
の
子
次
春
は
じ
め
て
薙
染
し
て
増
上
寺
に
あ
り
、
後
に
帰

俗
し
て
幕
府
に
仕
へ
表
坊
主
と
な
る
」
と
い
う
。

８
）
「
樹
の
下
露
（
新
見
伊
賀
守
正
路
文
化
十
年
作
）」
の
末
尾
に
は
次
の

よ
う
に
あ
る
。「（
…
）
再
び
発
し
て
の
ち
、
目
出
度
水
の
か
ゝ
る
や
う

に
成
り
ぬ
、
末
は
清
き
な
が
れ
に
て
、
河
骨
、
杜
若
、
お
も
だ
か
、
其

ほ
か
水
草
あ
ま
た
あ
り
」。

９
）
『
天
保
図
録
』
の
「
２

烏
頭
大
黄
」
の
章
に
「
ま
た
真
田
幸
貫
は
早

く
か
ら
老
中
就
任
の
運
動
を
し
て
き
た
も
の
で
、
家
斉
が
生
き
て
い
る

こ
ろ
し
き
り
と
中
野
硯
翁
に
賄
賂
を
贈
っ
て
い
た
が
、
さ
ん
ざ
ん
搾
ら

れ
た
末
、
大
坂
城
代
の
経
歴
な
く
し
て
御
用
部
屋
に
は
い
っ
た
先
例
が

な
い
と
突
き
放
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
」
と
あ
る
。

10
）

鳶
魚
の
い
う
「
女
探
偵
」
が
登
場
す
る
「
延
命
院
事
件
」
を
扱
っ
た

も
の
に
、
河
竹
黙
阿
弥
の
「
享
和
政
談
」（「
延
命
院
」
と
も
。『
黙
阿

彌
全
集
』
第
一
四
巻
、
春
陽
堂
、
一
九
二
五
〔
大
14
〕・
六
、
所
収
）

が
あ
る
。
鳶
魚
も
『
江
戸
の
女
』
で
引
用
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
享
和

政
談
」
は
さ
ほ
ど
『
か
げ
ろ
う
絵
図
』
に
は
反
映
し
て
い
な
い
よ
う
で

あ
る
。
そ
の
点
で
は
坪
内
逍
遙
鑑
選
『
近
世
実
録
全
書
』
第
二
巻
（
早

稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
一
七
〔
大
６
〕・
七
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る

「
延
命
院
実
記
」
も
同
様
に
影
響
の
跡
は
見
ら
れ
な
い
。

11
）

注

３
）に
同
じ
。

266


