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》
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岡
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は
じ
め
に

度
津
柳
浪
の
「
黒
拐
挺
」
(
明
治
二
十
八
年
五
月
二
十
日
『
文
墓
倶
楽
部
』
)
は

文
学
史
に
お
い
て
、
悲
惨
深
刻
小
説
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
塚

越
和
夫
氏
は
、
そ
の
悲
惨
深
刻
小
説
、
観
念
小
説
と
い
う
括
り
の
粗
さ
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
悲
惨
深
刻
小
説
、
観
念
小
説
の
作
品
群
は
日
清
戦
後
の
社

会
矛
盾
が
生
み
出
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
、
氏
は
こ
れ
ら
の
作
品

群
を
生
ん
だ
作
者
が
そ
れ
ぞ
れ
に
持
つ
内
的
な
必
然
性
を
探
る
必
要
性
と
、

ぞ
れ
の
独
立
し
た
作
品
論
が
之
し
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
れ

こ
の
様
な
問
題
点
は
、
柳
浪
の
代
表
作
と
さ
れ
る
「
黒
拐
挺
」
に
も
当
て
は
ま

る
だ
ろ
う
。
「
黒
甥
挺
」
も
ま
た
独
立
し
た
作
品
論
に
之
し
く
、

そ
れ
ら
の
作
品

論
も
悲
惨
深
刻
小
説
と
し
て
の
括
り
か
ら
、
必
ず
し
も
脱
し
得
て
は
い
な
い
か
ら

庚i掌柳浪「黒賜挺J試論

で
あ
る
。
本
論
で
は
、
悲
惨
深
刻
小
説
に
関
わ
る
論
及
か
ら
、

ひ
と
ま
ず
の
距
離

を
置
き
、
別
の
角
度
か
ら
「
黒
賜
挺
」
と
い
う
作
品
の
内
実
と
背
景
に
つ
い
て
考

察
し
た
い
。

「
黒
揚
挺
」
に
お
け
る
問
題
点

{呂

知

日

之

ま
ず
、
こ
の
作
品
で
主
に
問
題
と
さ
れ
て
き
た
の
が
、
吉
五
郎
の
人
物
像
で
あ

る
。
早
く
に
竹
内
博
氏
は
、
《
与
太
郎
、
お
都
賀
の
絶
対
服
従
主
義
、
そ
れ
を
支

え
る
儒
教
的
・
仏
教
的
諦
観
が
、
吉
五
郎
の
家
父
長
的
独
裁
権
を
暴
力
的
に
伸
長

さ
せ
、
遂
に
吉
五
郎
と
い
う
当
面
の
敵
は
消
え
て
も
、
家
父
長
制
が
依
然
と
し
て

存
続
し
て
い
る
限
り
、
彼
ら
は
永
久
に
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
》

と
論
じ
、
家
父
長
制
と
封
建
的
道
徳
観
を
批
判
し
、
作
中
の
悲
劇
の
原
因
を
そ
こ
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に
見
て
い
る
。
作
中
に
あ
る
吉
五
郎
の
人
物
像
は
、

太
郎
の
許
へ
来
た
嫁
に
次
々
と
手
を
出
す
と
い
う
も
の
で
、
最
後
に
嫁
い
で
来
た

一
日
中
酒
を
飲
み
、
子
の
与

お
都
賀
に
は
冷
た
く
あ
た
り
、
孫
の
与
吉
の
誕
生
に
も
全
く
関
心
を
払
わ
な
い
と

い
っ
た
お
よ
そ
悪
人
の
典
型
と
い
っ
た
描
か
れ
方
を
し
て
い
る
。
そ
の
様
に
横
暴

に
振
舞
い
、
君
臨
し
て
い
る
吉
五
郎
は
確
か
に
《
家
》
の
中
に
お
い
て
家
父
長
と

し
て
の
位
置
に
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
横
暴
な
行
い
が
、
即
、
家
父
長
的
な
強
裁

権
で
あ
る
と
す
る
論
に
は
、

一
抹
の
疑
問
が
残
る
。

山
固
有
策
氏
は
吉
五
郎
の
人
物
像
と
作
品
中
の
悲
劇
に
つ
い
て
、
《
「
黒
断
腸
」

の
吉
五
郎
の
性
格
破
綻
ぶ
り
は
グ
ロ
テ
ス
ク
な
ほ
ど
す
さ
ま
じ
い
。
養
子
の
与
太

郎
を
働
か
せ
、
朝
か
ら
酒
を
あ
び
る
こ
の
老
人
の
解
体
し
た
精
神
は
性
的
世
界
に

お
い
て
グ
ロ
テ
ス
ク
な
ほ
ど
陰
惨
な
形
で
現
わ
れ
て
く
る
。
彼
は
養
子
の
嫁
に
次
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か
ら
次
へ
と
手
を
出
し
、
こ
れ
ま
で
に
六
人
の
嫁
を
逃
げ
帰
ら
せ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
吉
五
郎
の
性
的
破
産
と
い
う
精
神
的
不
具
性
が
悲
劇
の
原
因
で
あ
り
、

悲
劇
を
演
じ
る
嫁
の
お
都
賀
に
は
責
任
は
ほ
と
ん
ど
無
い
。
》
と
し
て
、
吉
五
郎

の
《
グ
ロ
テ
ス
ク
》
で
《
陰
惨
な
》
《
精
神
》
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
塚

越
和
夫
氏
は
《
「
家
」
は
柳
浪
に
と
っ
て
絶
対
的
な
価
値
を
有
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
と
す
る
な
ら
、
例
の
『
黒
拐
挺
』
も
封
建
的
な
家
父
長
制
の
悲
劇
を
描
い
た

も
の
な
ど
で
は
な
く
、
「
道
徳
と
教
化
」
の
行
わ
れ
ぬ
下
層
社
会
出
身
の
「
理
義

に
晦
き
」
吉
五
郎
個
人
の
愛
欲
が
ひ
き
お
こ
し
た
悲
劇
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
》
と

論
じ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
吉
五
郎
の
行
動
の
原
因
を
家
父
長
制
に
求
め
る
の
で
は

な
く
、
吉
五
郎
自
身
の
個
人
的
な
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

吉
五
郎
は
家
に
あ
っ
て
家
父
長
と
し
て
の
位
置
に
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の

横
暴
な
振
舞
い
が
許
さ
れ
て
い
る
と
い
う
一
面
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
吉
五

郎
の
行
動
が
《
家
長
的
独
裁
権
》
と
い
う
言
説
に
そ
ぐ
わ
な
い
部
分
が
生
じ
て
い

る
の
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
の
事
は
先
に
挙
げ
た
二
氏
の
論
が
指
摘
す
る
様
に
、

吉
五
郎
の
問
題
は
《
家
長
的
独
裁
権
》
で
は
な
く
、
彼
自
身
の
性
格
、
精
神
に
帰

す
る
と
し
て
い
る
事
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

そ
の
血
簡
は
ど
こ
か
ら
生
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
吉

五
郎
は
、
酒
、
性
欲
、
な
ど
、
自
身
の
個
人
的
な
欲
望
に
つ
い
て
の
心
配
は
し
て

も
、
《
家
》
の
存
続
に
つ
い
て
の
意
識
が
な
い
の
で
あ
る
。
《
家
長
的
強
裁
権
》
が

《
家
》
の
存
続
、
自
身
の
《
家
》
へ
の
維
持
と
い
う
こ
と
に
繋
が
ら
な
い
様
な
吉

五
郎
の
行
為
は
、
結
局
個
人
の
域
を
出
な
い
と
み
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
吉
五
郎
の
孫
、
与
吉
へ
の
無
関
心
も
、
吉
五
郎
が
、
家
長
と
し
て
の
《
家
》

の
維
持
へ
関
心
が
向
い
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
様
に
、
従
来
の
吉
五
郎
像
は
、
家
長
的
強
裁
権
と
い
び
つ
な
彼
の
精
神
性
、

と
い
う
面
に
回
収
さ
れ
、
典
型
的
、
類
型
的
な
悪
役
と
し
て
で
し
か
捉
え
ら
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
吉
五
郎
の
人

物
像
と
そ
の
行
動
に
つ
い
て
、
養
父
、
養
子
の
関
係
と
時
代
背
景
と
し
て
の
家
族

制
度
な
ど
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
。

背
景
と
し
て
の
家
族
制
度

従
来
の
論
に
従
え
ば
、
や
は
り
吉
五
郎
は
家
父
長
的
な
位
置
に
支
え
ら
れ
な
が

ら
、
彼
の
い
び
つ
な
精
神
性
と
相
ま
っ
て
、
与
太
郎
・
お
都
賀
夫
婦
に
対
し
横
暴

に
振
る
ま
い
、
そ
れ
が
終
局
で
の
《
悲
惨
》
に
繋
が
る
と
い
う
図
式
か
ら
し
か
「
黒

拐
挺
」
と
い
う
作
品
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

-2-

そ
の
様
な
視
点
か
ら
で
は
説
明
の
つ
か
な
い
吉
五
郎
の
言
動
も
見
受

け
ら
れ
る
。
従
来
の
視
点
で
見
た
限
り
で
の
吉
五
郎
は
酒
と
性
欲
に
ま
み
れ
た
、

ど
ぎ
つ
い
悪
人
で
あ
り
、
与
太
郎
と
お
都
賀
に
対
し
て
絶
対
的
な
立
場
に
あ
る
こ

し
か
し
、

と
に
な
る
。
し
か
し
以
下
の
部
分
を
見
て
い
く
と
、
そ
の
図
式
に
対
し
て
疑
問
が

生
じ
る
。『

ゃ
い
、
奥
太
、
興
太
ン
兵
衛
、
何
虚
を
魔
誤
つ
い
て
や
が
る
で
い
。
唱
の

事
だ
と
云
や
ア
、
鼻
汁
ッ
垂
し
め
ッ
、
二
ツ
返
辞
で
躍
踏
し
ゃ
ア
が
ツ
て
、
親

に
は
構
や
ア
が
ら
ね
え
ん
だ
な
。
お
都
賀
と
共
謀
に
な
っ
て
、
親
に
古
り
や
ア

が
る
ん
だ
な
。
古
る
な
ら
嘗
ツ
て
見
ろ
い
、

へ
ん
年
は
老
た
ツ
て
鍾
趨
の
吉
五

郎
だ
。
さ
ア
何
と
で
も
民
て
見
や
ア
が
れ
。
』



こ
こ
で
は
「
お
都
賀
と
共
謀
に
な
っ
て
、
親
に
古
り
や
ア
が
る
ん
だ
な
。
古
る

な
ら
賞
ツ
て
見
ろ
い
」
と
、
吉
五
郎
は
暁
町
を
切
る
。
し
か
し
、
作
中
で
は
、
む

し
ろ
与
太
郎
、
お
都
賀
が
吉
五
郎
に
乱
暴
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、

そ
の
行
為

と
立
場
は
逆
で
あ
る
。
だ
が
同
様
の
物
言
い
は
吉
五
郎
の
口
か
ら
何
度
も
繰
り
返

さ
れ
る
。中

央
に
胡
坐
を
か
き
た
る
吉
五
郎
、
既
青
く
な
る
ま
で
に
醇
ひ
、

口
は
へ

の
字
結
び
、
瞳
子
は
上
限
に
墨
り
、

ま
だ
土
間
に
立
た
る
輿
太
郎
を
蛇
度
院

み
て
、
『
さ
ア
如
何
で
も
昆
や
ア
が
れ
。
年
は
老
た
っ
て
鍾
埴
の
吉
五
郎
で
い
。

箆
棒
め
ツ
、
奥
太
、
手
前
な
ん
ぞ
に
や
指
一
本
さ
』
せ
ね
え
ぞ
。
さ
ア
何
と

で
も
昆
や
ア
が
れ
。
』

繰
り
返
さ
れ
る
「
年
は
老
た
っ
て
鍾
旭
の
吉
五
郎
」
と
い
う
暁
町
が
、
「
年
老

で
、
四
肢
は
漸
次
き
か
な
く
」
な
っ
て
い
る
吉
五
郎
の
現
状
を
思
い
起
こ
す
と
き
、

威
嚇
と
し
て
は
虚
し
く
響
き
、
も
は
や
吉
五
郎
の
強
が
り
で
し
か
な
い
こ
と
が
顕

わ
に
な
る
。
さ
ら
に

庚i孝柳浪「黒賜挺」試論

お
都
賀
が
来
や
が
ツ
て
か
ら

口
が
殖
た
の
何
の
ツ
て
漸
々
乃
公
の
口
を
絞

り
や
ア
が
っ
て
、
此
頃
ぢ
や
ア
五
合
と
相
場
を
定
め
ツ
ち
ま
や
ア
が
っ
た
ぢ
や

ね
え
か
、
此
上
該
見
な
ん
ぞ
出
産
さ
れ
て
、
お
た
ま
り
小
法
師
が
あ
る
も
ん
か

ぃ
。
該
見
が
生
れ
り
ゃ
ァ
、
乃
公
は
何
様
な
目
に
曾
わ
さ
れ
る
か
知
れ
や
し
ね

，ぇ。

へ
ん
老
人
の
乾
物
な
ん
ざ
ア
、
何
虚
へ
持
ツ
て
ツ
た
ツ
て
、
銭
に
ゃ
な
る

め
い
ぜ
。
加
之
に
無
監
の
脂
ツ
気
な
し
と
来
ち
ゃ
、
興
太
、
手
前
捨
所
に
も
魔

誤
つ
く
だ
ろ
う
ぜ
。

と
、
吉
五
郎
は
与
太
郎
に
向
か
っ
て
唆
珂
を
き
る
。
し
か
し
、
与
太
郎
は
吉
五
郎

に
対
し
て
「
何
様
な
目
に
曾
わ
」
す
だ
の
、
ま
し
て
や
、
「
捨
」

て
る
事
な
ど
あ

る
わ
け
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
与
太
郎
は
吉
五
郎
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
「
養
育
の
恩

の
万
分
一
を
報
ず
る
」
の
み
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

吉
五
郎
が
こ
の
よ
う
な
言
動
を
と
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
与
太

郎
が
吉
五
郎
の
養
子
で
あ
る
、

と
い
う
関
係
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

吉
五
郎
の
家
に
お
け
る
位
置
に
つ
い
て
、
与
太
郎
と
の
関
係
を
作
中
か
ら
追

っ
て
み
た
い
。
す
る
と
、

奥
太
郎
と
吉
五
郎
と
は
血
を
分
ち
し
親
子
に
は
あ
ら
ざ
り
け
り
。
吉
五
郎
が

q
J
 

女
房
わ
れ
に
子
な
き
を
悲
し
み
、
世
話
す
る
者
あ
る
に
任
せ
、
親
知
ら
ず
の
約

束
し
て
、
腹
も
痛
め
ず
我
子
と
な
せ
し
は
、
奥
太
郎
が
二
歳
の
秋
の
暮
れ
な
り

き
と
云
ふ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
与
太
郎
は
吉
五
郎
と
血
の
つ
な
が
り
の
な
い
養
子
と
し
て
育
て

ら
れ
、

ま
た
、
「
養
母
が
興
太
郎
の
螺
蛤
な
る
由
を
、
彼
の
み
に
は
あ
ら
ず
、
世

間
へ
も
深
く
包
み
し
上
、
度
々
住
所
を
時
た
れ
ば
、
輿
太
郎
は
其
を
知
ら
ん
機
曾

な
か
り
き
」
と
あ
る
よ
う
に
、
与
太
郎
自
身
は
自
分
自
身
が
養
子
で
あ
る
こ
と
を

知
ら
さ
れ
ず
に
育
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

一
人
事
実
を
知
る
吉
五
郎
は
与
太
郎
が
自
分
の
実
子
で
は
な
い
と
い

う
事
実
を
隠
し
て
お
か
な
け
れ
ば
自
分
の
身
が
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
。

そ
れ
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こ
そ
彼
は
捨
て
ら
れ
る
事
も
怖
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
と
し
て
《
家
》
の
中
に

存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
様
に
吉
五

郎
は
「
年
老
で
、

四
肢
は
漸
次
き
か
な
く
」
な
っ
て
い
る
。
吉
五
郎
は
そ
の
威
勢

と
は
裏
腹
に
弱
い
立
場
に
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
吉
五
郎
と
与

太
郎
の
関
係
に
つ
い
て
、
山
田
有
策
氏
は
次
の
様
に
論
じ
て
い
る
。

た
だ
、
今
ま
で
の
論
に
は
「
黒
賜
挺
」
の
悲
劇
の
原
因
を
封
建
的
な
家
父
長

制
に
求
め
る
見
方
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
ま
ず
問
題
な
の
は

養
父
で
あ
る
こ
と
を
ひ
た
隠
し
、
あ
く
ま
で
与
太
郎
に
実
の
親
子
だ
と
思
い
込

ま
せ
て
い
る
吉
五
郎
の
犯
罪
的
行
為
で
あ
り
、
信
じ
き
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

与
太
郎
は
〈
実
父
〉

の
機
嫌
を
そ
こ
な
わ
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。

つ
ま
り
与
太
郎
の
意
識
内
部
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
は
吉

五
郎
が
血
の
つ
な
が
っ
た
実
父
で
あ
る
と
い
う
観
念
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
彼

は
吉
五
郎
の
醜
さ
を
己
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

氏
は
吉
五
郎
の
行
為
に
つ
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
家
父
長
制
で
は
な
く
、
「
血

の
つ
な
が
っ
た
実
父
で
あ
る
と
い
う
観
念
」

で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

で
は
、
な

ぜ
吉
五
郎
は
与
太
郎
に
と
っ
て
「
実
父
」

で
あ
る
こ
と
が
重
要
な
の
だ
ろ
う
か
。

一
つ
の
視
点
と
し
て
、
当
時
の
養
子
縁
組
に
つ
い
て
の
規
定
を
記
し
た
明
治
二
十

三
年
に
公
布
さ
れ
た
民
法
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
民
法
は
、
民
法
典
論
争
の

結
果
、
施
行
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
「
旧
民
法
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
「
旧
民
法
」
は
当
時
の
裁
判
の
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
て
、
明

治
三
十
一
年
に
施
行
さ
れ
た
「
新
民
法
」
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
養
子
縁
組

の
規
定
に
関
し
て
は
両
者
に
大
き
な
違
い
は
な
い
。
「
黒
揚
挺
」
発
表
当
時
の
明

治
二
十
五
年
に
お
い
て
「
旧
民
法
」
の
養
子
縁
組
に
つ
い
て
の
規
定
は
次
の
様
に

な
っ
て
い
る
。

(
旧
民
法
・
人
事
編
)

第
百
三
十
四
候

養
子
ハ
縁
組
ノ
日
ヨ
リ
養
家
ニ
於
テ
嫡
出
子
ノ
擢
利
及

ヒ
義
務
ヲ
有
ス

つ
ま
り
、
養
子
縁
組
を
す
れ
ば
、
実
子
と
同
様
の
権
利
と
義
務
が
生
じ
る
と

さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
よ
っ
て
扶
養
の
義
務
も
生
じ
る
。
そ
れ
を
規
定
し
て
い

る
の
が
次
掲
の
条
文
で
あ
る
。

(
旧
民
法
・
人
事
編
)
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第
二
十
六
棟

直
系
ノ
親
族
ハ
相
互
ニ
養
料
ヲ
給
ス
ル
義
務
ヲ
負
措
ス

嫡
母
、
継
父
文
ハ
其
配
偶
者
ノ
子
ト
ノ
問
及
ヒ
婦
又
ハ
入
夫
ト
夫
家
文
ハ

婦
家
ノ
尊
属
親
ト
ノ
間
モ
亦
同
シ

第
二
十
八
保

養
料
ノ
義
務
ヲ
負
措
ス
可
キ
者
ノ
順
位
ハ
左
ノ
如
シ

第

第
二
十
六
保
ニ
掲
ゲ
タ
ル
者

第

兄
弟
姉
妹

直
系
ノ
親
族
ノ
問
ハ
其
ノ
親
等
ノ
最
モ
近
キ
モ
ノ
養
育
ノ
義
務

ヲ
負
措
ス

扶
養
の
義
務
が
規
定
さ
れ
て
い
る
条
文
に
つ
い
て
は
、
養
子
で
も
縁
組
が
な



さ
れ
て
い
る
限
り
、
実
際
の
親
族
と
同
様
な
の
は
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
。

作
品
内
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
吉
五
郎
は
「
年
老
て
柴
が
昆
た
け
り
ゃ
こ
そ
、

手
前
の
様
な
無
気
力
野
郎
を
、
馴
れ
ね
え
男
の
手
一
つ
で
人
間
並
に
昆
て
遣
ツ
た

ん
で
い
」
と
与
太
郎
に
罵
声
を
浴
び
せ
て
お
り
、
彼
の
打
算
的
な
一
面
が
伺
え
る
。

更
に
作
中
に
お
い
て
も
、
「
吉
五
郎
は
其
妻
に
異
り
て
、
輿
太
郎
を
子
と
し
愛
せ

る
な
ら
ね
ば
、
女
房
世
を
去
り
し
後
は
、
職
業
思
わ
し
か
ら
ず
と
て
、
我
の
み
酒

臭
き
息
は
吐
き
て
も
、
奥
太
郎
へ
は
朝
夕
を
映
し
め
し
事
も
多
か
り
き
。
斯
し
つ

』
も
尚
ほ
輿
太
郎
を
養
ひ
、
摂
蛤
な
る
由
を
も
知
ら
し
め
ざ
り
し
は
、
思
ひ
の
外

小
腕
の
利
き
て
、
あ
は
れ
一
人
前
の
大
工
と
な
り
な
ん
見
込
み
あ
れ
ば
、
こ
れ
に

依
て
老
後
を
安
く
せ
ん
と
思
ひ
た
れ
ば
な
り
け
り
J

と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
吉

五
郎
の
打
算
的
な
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
養
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
状
況
が
変
化
す

る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
養
子
縁
組
の
離
縁
に
関
す
る
条
文
に
目
を
向
け
て
み
る
。

(
旧
民
法
・
人
事
編
)

第
百
四
十
僚

離
縁
ハ
左
ノ
原
因
ア
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ

得
ス
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第

養
子
ヨ
リ
養
家
ノ
尊
屈
親
ニ
封
シ
文
ハ
養
家
ノ
尊
属
親
ヨ
リ
養
子

二
割
ス
ル
暴
虐
、
脅
迫
、
遺
棄
文
ハ
重
大
ノ
侮
辱

第

重
罪
ニ
因
レ
ル
慮
刑

窮
盗
文
ハ
詐
欺
取
財
ノ
罪
ニ
因
レ
ル
重
禁
鋼
一
年
以
上
ノ
慮
刑

第第
四

浪
費

第
百
四
十
一
保

離
縁
ヲ
請
求
ス
ル
訴
擢
ハ
養
子
ヲ
昆
シ
タ
ル
者

及
ヒ
養
子
ト
馬
リ
タ
ル
者
ノ
ミ
ニ
属
ス

養
子
ヲ
馬
シ
タ
ル
者
又
ハ
養
子
ト
昆
リ
タ
ル
者
カ
死
亡
シ
タ
ル
ト
キ
ハ

離
縁
ノ
訴
擢
ハ
消
滅
ス

但
訴
訟
中
ニ
死
亡
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
現
賓
ノ
利
益
ヲ
有
ス
ル
者
其

訴
訟
ヲ
繍
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
百
四
十
条
は
養
子
縁
組
の
解
消
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。
第
一
の

養

子
ヨ
リ
養
家
ノ
尊
属
親
ニ
封
シ
文
ハ
養
家
ノ
尊
属
親
ヨ
リ
養
子
ニ
封
ス
ル
暴
虐
、

脅
迫
、
遺
棄
又
ハ
重
大
ノ
侮
辱
」
が
あ
る
と
き
は
そ
の
関
係
を
破
棄
す
る
こ
と
が

で
き
、
そ
の
権
利
は
第
百
四
十
一
条
に
あ
る
よ
う
に
、
養
子
と
養
親
、
相
互
に
持

っ
て
い
る
。
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こ
れ
は
、
養
子
が
養
親
に
対
し
て
絶
縁
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
規
定
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
与
太
郎
は
吉
五
郎
と
絶
縁
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
吉
五
郎
が
真
の
関
係
を
隠
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
可
能
性
は
閉
ざ
さ

れ
る
。
こ
の
様
な
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
吉
五
郎
の
行
為
の
意
味
が
よ
り
は
っ
き
り

と
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

吉
五
郎
は
、
妻
と
の
聞
に
血
の
繋
が
り
の
あ
る
子
を
設
け
る
事
が
出
来
な
か
っ

た
。
妻
が
生
き
て
い
る
聞
に
は
擬
似
的
に
維
持
さ
れ
て
い
た
吉
五
郎
を
中
心
と
し

た
《
家
》
が
、
彼
女
の
死
に
よ
っ
て
崩
壊
す
る
。
そ
こ
に
残
っ
た
の
は
吉
五
郎
の

与
太
郎
に
対
す
る
打
算
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
も
吉
五
郎
は
、
妻
の
死
後
、
「
職

業
思
は
し
」
く
な
か
っ
た
。
す
る
と
、
従
来
、
家
父
長
制
の
頂
点
に
お
り
、
抑
圧

者
で
あ
る
と
さ
れ
る
吉
五
郎
は
、
実
は
与
太
郎
と
の
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
、
そ
の
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位
置
に
い
る
に
す
ぎ
な
い
脆
弱
な
存
在
と
な
っ
て
く
る
。
自
ら
の
身
の
《
家
》
に

お
け
る
位
置
、
自
ら
が
《
親
》
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
執
劫
な
ま
で
に
与
太
郎
に

問
い
た
だ
す
姿
が
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

《
家
》
に
お
け
る
位
置
を
め
ぐ
っ
て

ー
《
家
》
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
ー

さ
ら
に
吉
五
郎
と
与
太
郎
と
の
対
比
に
お
い
て
、
両
者
の
《
家
》
に
お
け
る
位

置
を
考
察
し
て
み
た
い
。
先
程
も
触
れ
た
様
に
、
妻
の
死
後
、
仕
事
が
思
わ
し
く

な
い
吉
五
郎
に
比
べ
、
与
太
郎
は
「
小
腕
な
が
ら
父
に
は
勝
り
」
、
お
都
賀
と
の

聞
に
な
し
た
子
|
吉
五
郎
が
持
て
な
か
っ
た
自
ら
の
血
を
ひ
く
子
ー
を
設
け
、
吉

五
郎
が
築
け
な
か
っ
た
様
な
《
家
》
の
中
心
と
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。

吉
五
郎
は
与
太
郎
に
向
か
っ
て
、
「
噂
を
も
ち
ゃ
見
が
出
来
る
て
え
な
ア
、
手

前
の
よ
う
な
わ
か
ら
ず
や
に
だ
っ
て
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
あ
る
め
え
」
と
罵
る
。

し
か
し
、
そ
の
吉
五
郎
こ
そ
、
「
唄
」
を
持
つ
で
も
「
児
」
が
出
来
な
か
っ
た
者

な
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

こ
こ
で
吉
五
郎
の
行
動
に
つ
い
て
、
改
め
て
検
討
し
て
み
た
い
。
吉
五
郎
の
欲

望
に
ま
ず
酒
へ
の
欲
望
が
あ
っ
た
。

吉
五
郎
は
心
中
面
白
か
ら
ず
、
嫁
と
は
云
へ
ど
心
置
れ
て
、
従
来
の
我
僅
は

な
る
ま
じ
。
一
宮
は
ば
敵
を
二
人
に
す
る
も
同
じ
こ
と
。
今
で
さ
へ
、
酒
料
の
不

足
勝
な
る
に
、
人
一
個
殖
る
だ
け
影
響
を
食
う
て
溜
る
も
の
か
と
、
兎
角
に
難

じ
て
臆
と
云
は
ね
ば
、

こ
こ
に
、
「
嫁
と
は
云
え
ど
心
置
か
れ
て
、
従
来
の
我
僅
は
な
る
ま
じ
。

v) 
わ

ば
敵
を
二
人
に
す
る
も
同
じ
こ
と
」
と
吉
五
郎
の
心
中
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の

様
に
吉
五
郎
は
、
与
太
郎
と
そ
の
嫁
か
ら
す
れ
ば
、
意
の
ま
ま
に
振
舞
え
る
、
上

の
立
場
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
与
太
郎
が
嫁
を
迎
え
た
際
の
自
ら
の
位
置
に
つ

い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
結
局
、
酒
へ
の
欲
望
は
表
面
的
な
問

題
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
与
太
郎
が
家
の
中
心
と
な
っ
た
場
合
、

吉
五
郎
は
《
家
》
に
お
け
る
自
ら
の
位
置
が
脆
弱
に
な
る
こ
と
を
自
覚
す
る
が
故

に
、
従
来
通
り
自
分
が
家
の
中
心
で
あ
る
こ
と
を
誇
示
す
る
こ
と
で
、
《
家
》
の

中
心
と
し
て
の
自
分
の
位
置
を
絶
え
ず
確
認
さ
せ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。し

か
し
与
太
郎
が
嫁
を
聾
り
、
新
た
な
家
が
で
き
、
家
の
中
心
と
な
れ
ば
、
吉

五
郎
は
そ
の
位
置
に
い
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
。
加
え
て
、
吉
五
郎
と
与
太
郎
の
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血
の
繋
が
り
が
な
い
親
子
関
係
に
比
べ
、
与
太
郎
が
子
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、

吉
五
郎
が
持
て
な
か
っ
た
血
の
繋
が
り
の
あ
る
親
子
関
係
を
築
い
て
い
く
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
が
吉
五
郎
の
性
欲
の
問
題
で
あ
る
。
従
来
、
吉

五
郎
の
性
欲
は
、
彼
の
自
身
の
獣
性
、
性
格
破
綻
者
と
し
て
の
側
面
か
ら
で
し
か

論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
彼
は
与
太
郎
の
嫁
に
来
た
娘
に
次
々
と
手
を
出
す
こ

と
で
、
与
太
郎
と
嫁
を
離
縁
さ
せ
て
い
く
。
す
る
と
、
先
の
吉
五
郎
の
《
家
》
に

お
け
る
位
置
と
い
う
問
題
か
ら
考
え
れ
ば
、
吉
五
郎
の
性
欲
は
単
に
獣
性
の
ま
ま

の
性
欲
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
与
太
郎
を
中
心
と
し
た
《
家
》
を
作
ら
せ

な
い
た
め
、
吉
五
郎
自
身
は
持
て
な
か
っ
た
血
の
繋
が
り
の
あ
る
《
家
》
を
与
太

郎
に
作
ら
せ
な
い
為
の
吉
五
郎
の
戦
略
と
い
う
意
味
を
帯
び
て
く
る
の
で
あ
る
。



斯
て
、
棟
梁
が
媒
酌
に
迎
え
し
は
、
何
慮
に
出
し
て
も
差
か
し
か
ら
ぬ
容
色
。

色
白
に
て
眼
に
擢
を
も
ち
、

口
尻
あ
が
り
小
股
し
ま
り
て
、
半
天
を
引
掛
け
吾

妻
下
駄
を
突
掛
し
姿
は
、
輿
太
に
は
惜
し
き
と
仲
間
に
評
判
さ
れ
、
羨
ま
る
』

迄
夫
婦
仲
は
睦
ま
じ
か
り
し
に
、
何
と
か
し
け
ん
廿
三
日
目
に
逃
げ
間
り
て
、

彼
方
よ
り
無
理
離
縁
を
乞
り
ぬ
。
次
に
迎
へ
し
は
、
む
っ
ち
り
と
し
た
丸
顔
、

眼
の
下
に
黒
子
あ
り
て
愛
婿
ぽ
た
ぽ
た
と
落
ち
な
ん
風
情
。
年
も
十
七
咲
出
し

花
に
比
べ
た
り
し
に
、
或
夜
泣
明
せ
し
次
の
目
、
吉
五
郎
が
洗
湯
に
行
き
し
留

守
の
聞
に
見
ゑ
ず
な
り
ぬ
。
六
人
目
迄
は
三
十
日
と
は
辛
抱
せ
ず
、
何
れ
も
逃

野
り
た
れ
ば
、
後
に
は
、
何
か
有
る
ま
じ
き
評
判
さ
へ
立
ち
て
、
媒
酌
せ
ん
と

云
ふ
者
さ
へ
あ
ら
ず
な
り
き
。
七
人
目
に
来
り
し
は
、
今
の
女
房
お
都
賀
な
り

け
る
。

こ
こ
に
見
る
様
に
、

現
に
与
太
郎
の
下
に
六
人
嫁
い
だ
娘
達
は
、
吉
五
郎
に
よ

っ
て
、

み
な
逃
げ
帰
り
、
離
縁
を
申
し
出
る
。
さ
ら
に
は
媒
酌
し
よ
う
と
す
る
も

の
さ
え
い
な
く
な
る
。
吉
五
郎
の
性
欲
は
与
太
郎
の
《
家
》
を
成
立
さ
せ
な
い
た

め
に
絶
大
の
威
力
を
発
揮
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
次
の
場
面
を
考
え
て
み
た
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い。

興
太
郎
は
六
人
の
女
房
に
懲
り
果
て
、
此
上
は
一
生
潤
身
に
て
暮
す
の
外
な

し
。
父
を
見
送
り
し
上
な
ら
ば
、
ま
た
御
相
談
を
も
願
い
ま
せ
う
が
、
先
づ
其

ま
で
は
と
、
た
ま
た
ま
世
話
せ
ん
と
云
ふ
者
あ
る
を
も
謝
絶
り
た
り
き
。
さ
る

に
、
不
思
議
な
る
は
父
の
吉
五
郎
、
前
に
嫁
を
迎
ふ
る
は
不
承
知
な
り
し
に
似

ず
、
頻
り
に
興
太
郎
を
促
し
、

一
日
も
速
く
七
人
目
を
迎
え
よ
と
云
ふ

当
初
、
与
太
郎
の
結
婚
に
「
兎
角
に
難
じ
て
謄
と
云
は
」
な
か
っ
た
吉
五
郎
は
、

何
故
か
「
頻
り
に
興
太
郎
を
促
し
、

一
日
も
速
く
七
人
目
を
迎
え
よ
と
云
ふ
」
よ

う
に
な
る
。
こ
こ
で
吉
五
郎
は
、
与
太
郎
に
《
家
》
を
持
た
せ
な
い
た
め
の
《
性

欲
》
と
い
う
手
段
が
目
的
へ
と
な
っ
て
い
く
様
子
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
与
太
郎
に
嫁
を
持
た
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
身
の
位
置
を

脅
か
す
与
太
郎
を
中
心
と
し
た
《
家
》
を
作
ら
せ
な
い
事
は
《
性
欲
》
を
持
っ
て

す
れ
ば
、
吉
五
郎
に
と
っ
て
造
作
も
な
い
事
だ
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ

る
。
し
か
も
、
そ
の
《
性
欲
》
を
満
た
す
事
さ
え
出
来
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
場

合
に
よ
っ
て
は
嫁
と
の
聞
に
で
き
た
子
に
よ
っ
て
新
し
い
関
係
が
生
じ
る
可
能
性

さ
え
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
吉
五
郎
の
人
物
造
形
は
早
く
に
典
型
的
過
ぎ
る
悪
人
像
と
し
て
、

リ
ア
リ
テ
ィ
に
欠
け
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
養
父
が
《
家
》
の
中
心

と
し
て
の
位
置
に
拘
泥
し
、
養
子
と
の
聞
に
摩
擦
が
生
じ
た
事
件
と
し
て
、
明
治

二
十
六
年
一
月
三
十
日
の
『
読
売
新
聞
』
に
次
の
よ
う
な
記
事
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。

入
居丈

蕊
に
一
農
あ
り
田
畑
十
町
歩
を
有
し
て
一
大
有
力
者
と
仰
が
る
』
も

年
知
命
に
及
、
び
て
未
だ
嗣
子
あ
ら
ず
依
て
夫
婦
養
子
を
な
し
た
る
に
父
其
嫁
を

愛
す
る
の
度
養
子
に
過
ぎ
、
数
々
遊
山
保
養
に
伴
う
て
一
家
の
風
波
を
引
起
せ

り
是
に
於
て
養
子
父
の
隠
居
を
乞
ひ
た
る
に
父
鞘
や
之
を
諾
し
た
る
も
未
だ
家

督
を
許
さ
ず
所
有
地
五
反
歩
を
割
興
し
て
養
子
夫
婦
を
敷
里
の
外
に
別
居
さ
せ
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而
し
て
嫁
は
用
事
あ
り
と
て
我
が
許
へ
呼
び
寄
せ
数
十
日
を
経
て
野
さ
ず
嫁

も
亦
甘
ん
じ
て
此
に
止
ま
れ
り
養
子
乃
ち
精
や
疑
ふ
所
あ
り
探
ツ
て
父
の
妻
に

通
ず
る
を
知
り
直
ち
に
離
縁
を
促
し
て
之
を
許
さ
れ
次
で
妻
と
も
離
別
せ
り
然

る
に
前
の
養
父
は
早
父
子
の
緑
絶
え
た
り
と
喜
び
倣
然
前
の
嫁
を
召
び
て
我
が

妾
と
な
す
斯
て
月
蝕
前
の
養
子
養
父
と
由
妻
の
姦
通
せ
る
確
置
を
得
有
夫
姦
を

以
て
二
人
を
告
訴
し
た
る
に
裁
判
所
は
願
人
既
に
訴
擢
を
失
い
た
り
と
て
之
を

受
理
せ
ざ
り
し
右
は
正
し
く
日
本
刑
法
の
下
に
起
り
た
る
事
買
な
る
が
一
論
者

は
養
子
離
別
後
と
雄
も
満
三
ヶ
年
は
正
し
く
訴
槽
あ
る
も
の
と
し
一
論
者
は

全
く
裁
判
所
と
同
じ
く
訴
擢
な
き
も
の
と
し
他
の
一
論
者
は
好
し
訴
擢
あ
る

と
す
る
も
同
居
親
族
倫
盗
不
論
罪
と
同
じ
く
罪
と
な
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
議
論

や
か
ま
し
く
近
日
去
る
代
言
人
は
右
に
関
す
る
研
究
舎
を
起
こ
す
と
な
り
疑
問

の
事
項
若
し
事
賓
と
せ
ば
此
父
婦
こ
そ
人
外
の
も
の
と
云
ふ
し

吉
五
郎
の
行
動
に
つ
い
て
、
前
掲
の
塚
越
氏
は
《
例
の
『
黒
賜
挺
』
も
封
建
的

な
家
父
長
制
の
悲
劇
を
描
い
た
も
の
な
ど
で
は
な
く
、
「
道
徳
と
教
化
」
の
行
わ

れ
ぬ
下
層
社
会
出
身
の
「
理
義
に
晦
き
」
吉
五
郎
個
人
の
愛
欲
が
ひ
き
お
こ
し
た

悲
劇
だ
っ
た
の
で
あ
る
J
と
し
て
い
る
。

し
か
し
性
の
問
題
が
《
家
》
の
《
制
度
》
と
関
わ
る
場
合
、
そ
れ
は
個
人
の
内

部
に
お
さ
ま
る
欲
望
で
は
と
ど
ま
ら
な
い
問
題
と
な
る
。
そ
こ
に
は
関
係
性
の
中

で
の
意
味
が
働
い
て
く
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
掲
の
記
事
は
、
養
父
が

養
子
夫
婦
の
妻
と
関
係
し
た
た
め
、
養
子
が
妻
を
離
縁
し
た
の
を
い
い
こ
と
に
、

養
子
と
の
関
係
を
も
解
消
し
、
養
子
の
妻
を
妾
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
も
の
で
あ

る

こ
の
記
事
か
ら
伺
え
る
の
は
、
養
父
が
満
た
し
た
い
の
は
性
欲
の
み
で
な
く
、

自
ら
が
家
父
長
と
し
て
《
家
》
の
中
心
と
し
て
君
臨
し
た
い
と
い
う
《
家
》
に
お

け
る
位
置
へ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
的
な
欲
求
な
の
で
あ
る
。
吉
五
郎
の
行
動
に
も
同
様

の
欲
求
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、
新
聞
記
事
「
人

猷
」
の
養
父
が
持
つ
様
な
財
産
を
吉
五
郎
は
持
た
な
い
。
よ
っ
て
吉
五
郎
の
新
し

い
《
家
》
の
再
生
は
非
常
に
困
難
と
な
る
。
吉
五
郎
に
な
ん
と
か
可
能
な
の
は
今

あ
る
家
長
と
し
て
の
位
置
を
持
続
す
る
こ
と
の
み
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
与
太
郎
は
そ
の
様
な
事
は
思
い
も
よ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は

ま
ろ
く

あ
く
ま
で
父
に
「
養
育
の
恩
の
万
分
一
を
報
ず
る
」
為
に
、
《
家
》
を
「
国
滑
」

す
る
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
い
。
そ
し
て
、

そ
の
た
め
に
お
都
賀
を
要
ろ
う
と
す

る
。
だ
が
、
そ
れ
は
与
太
郎
が
《
家
》
の
中
心
に
な
る
こ
と
で
も
あ
り
、
吉
五
郎

の
持
ち
得
な
か
っ
た
《
家
》
を
与
太
郎
が
手
に
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
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両
者
の
組
踊
が
現
れ
て
い
る
の
が
次
掲
の
場
面
で
あ
る
。

斯
く
と
開
た
る
吉
五
郎
、
喜
ぶ
か
と
思
へ
ど
不
承
知
を
唱
へ
て
、

一
つ
に

は
家
の
飾
と
も
な
る
べ
き
女
房
、
醇
興
に
も
程
こ
そ
あ
れ
と
難
ず
る
を

互
約
せ
し
を
犬
猫
同
様
、
掌
か
へ
す
違
約
も
な
る
ま
じ
。
兎
角
に
私
が
望
な

れ
ば
と
て
、
終
に
お
都
賀
を
要
り
た
り
き
。

《
家
》
の
円
満
の
為
に
お
都
賀
を
要
っ
た
与
太
郎
。
そ
れ
に
対
し
、
与
太
郎
の

《
家
》
を
壊
す
事
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
自
体
が
既
に
目
的
と
も
化
し
た
吉
五
郎
の

性
欲
は
、
一
度
手
を
つ
け
て
追
い
出
す
嫁
な
ら
、
と
美
し
い
女
を
望
む
の
で
あ
る
。

吉
五
郎
に
は
与
太
郎
の
嫁
を
「
家
の
飾
」
に
さ
え
す
る
気
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。



そ
し
て
、
吉
五
郎
は
つ
い
に
お
都
賀
に
も
手
を
出
す
。
吉
五
郎
と
す
れ
ば
、
こ

れ
は
本
来
、
与
太
郎
の
嫁
を
追
い
出
し
、
自
分
が
《
家
》
の
中
心
で
あ
り
続
け
る

た
め
の
手
段
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
老
婆
が
「
ま
さ
か
今
度
の
に
そ
ん
な
事
は

と
」
い
う
ほ
ど
の
お
都
賀
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
関
係
な
い
。
な
ぜ
な
ら
吉
五
郎

に
と
っ
て
《
性
欲
》
は
本
来
、
彼
の
目
的
で
は
な
く
、
手
段
で
も
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、
お
都
賀
は
こ
れ
ま
で
逃
げ
帰
っ
た
娘
達
の
よ
う
に
与
太
郎
と
離

縁
す
る
事
は
な
か
っ
た
。
吉
五
郎
の
目
論
見
は
こ
こ
で
は
じ
め
て
頓
挫
す
る
の
で

あ
る
。加

え
て
、
与
太
郎
の
子
、
与
吉
の
誕
生
に
よ
っ
て
、
吉
五
郎
の
《
家
》
で
の
位

置
は
一
変
す
る
。
吉
五
郎
が
中
心
の
《
家
》
は
消
え
、
与
太
郎
中
心
の
《
家
》
が

成
立
し
て
い
く
。
与
太
郎
は
吉
五
郎
が
持
ち
得
な
か
っ
た
、
血
縁
に
よ
っ
て
成
立

し
て
い
る
《
家
》
を
手
に
し
た
の
で
あ
る
。
《
家
》
を
手
に
で
き
な
か
っ
た
吉
五

郎
は
再
び
酒
へ
の
欲
望
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
吉
五
郎
の
敗
北
感

と
嫉
妬
を
カ
今
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
為
の
も
の
で
し
か
な
い
。

何
だ
ツ
て
。
可
愛
か
ろ
だ
ア
。
産
婆
さ
ん
、
串
戯
云
い
ツ
こ
な
し
だ
ぜ
。
自

分
は
此
奴
の
方
が
、
蝕
程
可
愛
い
や
。
な
ア
、
手
前
と
が
一
番
気
が
合
っ
て
ら

庚i掌柳浪「黒賜挺j試論

ァ
。
何
時
見
て
も
憎
く
ね
え
な
、
手
前
ば
か
り
だ
。
さ
ア
も
一
杯
可
愛
が
ツ
て

遣
る
べ
い
。

と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
吉
五
郎
に
は
そ
う
す
る
よ
り
他
に
方
法
は
な
い
。
《
性

欲
》
に
よ
っ
て
与
太
郎
の
《
家
》
を
成
立
さ
せ
ま
い
と
す
る
目
論
見
は
崩
れ
、
《
親

で
あ
る
こ
と
》
を
主
張
す
る
し
か
、
吉
五
郎
が
こ
の
《
家
》
の
中
で
位
置
を
得
る

方
法
は
な
い
の
で
あ
る
。
執
劫
に
繰
り
返
さ
れ
る
「
親
の
口
を
乾
し
ゃ
が
っ
て
」

と
い
う
言
葉
が
そ
れ
を
示
し
て
い
よ
う
。

し
か
し
与
太
郎
に
も
変
化
が
見
ら
れ
る
。
彼
は
自
分
の
子
を
も
っ
親
と
な
り
、

新
た
な
《
家
》
の
中
心
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
与
吉
の
泣
き
声
に
対
し
、
今
ま
で
は

あ
ら
わ
に
な
ら
な
か
っ
た
吉
五
郎
へ
の
反
抗
心
を
の
ぞ
か
せ
る
よ
う
に
な
る
。

様
子
を
見
居
た
る
吉
五
郎
。
『
輿
太
、
そ
り
ゃ
何
で
い
。
鳥
渡
見
せ
な
。
何

だ
、
該
見
の
祝
の
膳
腕
だ
と
。
馬
鹿
野
郎
め
、
何
の
異
似
鳥
や
が
る
ん
で
ひ
。

大
事
の
親
の
口
を
乾
し
ゃ
ア
が
ツ
て
、
此
様
な
員
似
鳥
て
見
て
え
ん
だ
な
。
え

ー
ッ
。
』
と
罵
し
る
か
と
見
る
聞
に
、
足
を
上
げ
て
お
都
賀
が
方
へ
蹴
付
け
た

り
あ
な
や
と
ば
か
り
お
都
賀
身
を
避
せ
ば
、
膳
は
飛
ん
で
柱
に
首
り
て
緑
離
れ
、

-9ー

椀
は
不
運
に
も
興
吉
が
頭
を
は
た
と
打
つ
。
わ
ツ
と
ば
か
り
に
泣
出
せ
ば
、
蝕

り
の
事
に
興
太
郎
も
『
家
爺
、
お
前
も
蝕
り
:
:
:
。
』

と
、
云
掛
け
し
が
恩
返
し
、
さ
し
垂
頭
き
て
限
を
閉
れ
ば
、
お
都
賀
は
我
と

共
音
に
泣
き
つ
、
『
え
l
、
た
が
よ
ノ
¥
。
』
と
、
奥
吉
が
頭
を
撫
で
ツ
擦
り
つ

同
様
の
変
化
は
お
都
賀
に
も
見
ら
れ
る
。
「
『
此
見
も
可
愛
想
だ
よ
。
罪
も
ね
え
、

何
に
も
知
ら
ね
え
も
の
を
:
:
:
寧
そ
死
ん
じ
ま
っ
た
方
が
、
此
見
の
幸
福
か
も
知

れ
ね
え
よ
。
ね
え
、
お
ば
さ
ん
ぷ
と
、
さ
し
垂
頭
き
て
眼
に
は
涙
見
ゆ
」
と
い

っ
た
、
お
都
賀
の
悲
し
み
の
表
出
は
、
自
分
が
吉
五
郎
に
襲
わ
れ
た
時
さ
え
あ
ら

わ
れ
な
か
っ
た
。
与
吉
の
存
在
が
与
太
郎
と
お
都
賀
に
明
ら
か
な
変
化
を
費
し
て

い
る
の
で
あ
る
。



庚i掌柳j良「黒賜挺J試論

こ
の
よ
う
に
、
与
吉
の
存
在
は
与
太
郎
を
中
心
と
す
る
《
家
》
が
成
立
し
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

つ
ま
り
吉
五
郎
に
と
っ
て
は
、
自
身
が
も
は
や
《
家
》
の
中

心
足
り
得
な
い
事
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
彼
が
与
吉
に
対
し
て
示
す
嫌
悪

感
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
自
分
の
前
に
、

い
わ
ば
自
身
の
敗
北
の
証
を
つ
き
つ
け

ら
れ
て
面
白
か
ろ
う
害
が
な
い
の
で
あ
る
。

ま
ろ
〈

し
か
し
与
太
郎
に
と
っ
て
は
、
《
家
》
を
「
固
滑
」
す
る
た
め
の
願
い
を
込
め

て
い
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
《
与
吉
》
と
い
う
名
が
、
与
太
郎
と
吉
五
郎
の

二
人
の
名
前
を
合
わ
せ
た
名
で
あ
り
、
《
家
》
の
存
続
を
願
う
名
で
あ
る
こ
と
が

う
か
が
え
る
。
し
か
し
、

そ
の
顕
い
は
吉
五
郎
と
根
本
の
と
こ
ろ
で
阻
簡
を
き
た

し
て
い
た
。
吉
五
郎
に
と
っ
て
は
、
血
縁
で
成
り
立
つ
《
家
》
を
自
分
が
持
つ
こ

と
、
《
家
》
の
中
心
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
こ
そ
を
望
ん
で
い
た
。
吉
五
郎
の
妻

が
生
き
て
い
た
時
に
は
、
そ
の
状
態
が
擬
似
的
に
保
た
れ
て
い
た
。
彼
女
が
与
太

郎
の
母
と
し
て
振
舞
う
限
り
、
吉
五
郎
は
与
太
郎
の
父
と
し
て
、
自
分
自
身
の

《
家
》
に
お
け
る
位
置
を
自
覚
で
き
た
の
で
あ
る
。
彼
女
の
死
を
契
機
と
し
て
、

吉
五
郎
が
荒
れ
て
い
く
の
は
、
妻
の
存
在
に
よ
っ
て
自
覚
さ
れ
て
い
た
吉
五
郎
自

身
の
父
と
し
て
の
役
割
と
位
置
を
支
え
る
者
が
い
な
く
な
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
《
家
》
に
お
け
る
自
身
の
位
置
と
役
割
を
め
ぐ
っ
て
、
吉
五
郎
は
不
安
に

相
対
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
吉
五
郎
の
行
為
は
《
家
》
に

お
け
る
自
身
の
位
置
の
脆
弱
さ
を
覆
い
隠
そ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

四

「
黒
賜
挺
」
と
《
家
》
の
観
念

ー
そ
の
制
度
性
の
問
題
|

従
来
、
「
黒
賜
挺
」
は
、
封
建
制
道
徳
や
家
父
長
制
か
ら
の
抑
圧
、
あ
る
い
は

吉
五
郎
の
横
暴
が
悲
劇
の
原
因
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
作
品
内
に
目
を
向
け
た

論
に
お
い
て
も
、
吉
五
郎
の
性
格
や
与
太
郎
の
主
体
性
の
な
さ
を
論
じ
、
類
型
的

な
人
物
造
形
の
甘
さ
が
指
摘
さ
れ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
、
本
論
で
は
「
黒
賜
挺
」
に
お
け
る
問
題
を
、
《
家
》
に
お
け
る

役
割
と
位
置
を
巡
っ
て
の
葛
藤
と
し
て
考
察
し
た
。
通
常
、
近
代
文
学
に
お
け
る

テ
ー
マ
の
典
型
と
し
て
の
《
家
》
は
、
《
家
》
の
存
続
と
維
持
の
為
に
個
人
の
個

性
や
意
志
が
抑
圧
さ
れ
る
と
い
う
図
式
で
あ
ろ
う
。
(
徳
富
藍
花
の
「
不
如
帰
」
、

島
崎
藤
村
の
「
家
」
な
ど
が
想
起
せ
ら
れ
る
。
)
と
こ
ろ
が
、
「
黒
賜
挺
」
に
お
け

る
《
家
》
の
観
念
は
、
む
し
ろ
登
場
人
物
が
拠
っ
て
立
つ
処
と
し
て
、
求
め
ら
れ

る
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
節
が
あ
る
。

吉
五
郎
の
行
動
が
、
《
家
》
の
中
で
不
安
定
な
己
の
役
割
と
位
置
を
安
定
さ
せ

ん
が
為
の
行
動
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
求
め
る
も
の
は
《
家
》
と
い
う
制
度
に
依
拠

nu 
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し
た
形
で
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
与
太
郎
が
お
都

賀
と
と
も
に
、
「
孝
」
を
尽
く
す
事
で
父
に
「
養
育
の
恩
の
万
分
一
を
報
」
じ
、

ま
ろ
〈

「
園
滑
」
治
ま
る
《
家
》
を
夢
み
る
の
も
、
《
家
》
と
い
う
制
度
に
お
け
る
理
想

像
を
求
め
て
い
る
事
で
あ
ろ
う
。
《
『
家
」
は
柳
浪
に
と
っ
て
絶
対
的
な
価
値
を
有

し
て
い
た
》
と
い
う
指
摘
は
こ
こ
に
も
あ
て
は
ま
る
。
し
か
し
作
品
内
に
お
い
て
、

誰
も
そ
の
理
想
に
辿
り
着
く
事
は
出
来
な
い
。
吉
五
郎
と
お
都
賀
の
死
、
嫁
が
男

を
毒
殺
す
る
と
い
う
、
お
よ
そ
理
想
に
遠
い
家
族
の
姿
に
よ
っ
て
、
《
家
》
が
崩

壊
す
る
。
そ
し
て
残
っ
た
《
家
》
は
父
一
人
、
子
一
人
と
い
う
、
悲
劇
の
発
端
で

も
あ
る
《
吉
五
郎
・
与
太
郎
》
と
同
じ
構
図
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
与
太
郎
と
吉
五

郎
で
は
性
格
も
違
う
し
、
与
太
郎
と
与
吉
に
は
血
の
繋
が
り
も
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
で
も
な
お
、
求
め
る
《
家
》
に
辿
り
付
け
な
か
っ
た
点
で
与
太
郎
も
吉
五
郎



も
同
じ
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

家
制
度
と
の
対
立
と
個
の
確
立
が
、
日
本
の
近
代
文
学
と
し
て
の
テ
l
マ
で
あ

る
な
ら
ば
、
旧
来
の
家
制
度
に
価
値
を
求
め
て
い
る
人
物
が
登
場
す
る
「
黒
拐
挺
」

は
近
代
文
学
と
し
て
の
要
素
を
持
た
な
い
、
未
発
達
の
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
家
制
度
の
抑
圧
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
あ

る
制
度
を
抑
圧
す
る
も
の
、

い
わ
ば
敵
と
し
て
捉
え
得
ず
に
、
む
し
ろ
価
値
と
し

て
志
向
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
、
制
度
と
し
て
の
よ
り
深
い
抑
圧
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
作
者
柳
浪
に
も
及
ん
で
い
る
抑
圧
を
見
る
こ
と
が
出

来
る
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
近
代
の
文
学
と
家
制
度
の
図
式
の
中
に
、
吉
五
郎
と
与
太
郎
が
ど
う

位
置
付
け
ら
れ
、
「
黒
甥
挺
」
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
に
つ
い
て
概
括
し
、
結
論

と
し
た
い
。

「
近
代
日
本
文
学
に
お
け
る
家
族
」
に
お
い
て
、
潮
見
俊
隆
氏
、
阪
本
美
代
子

氏
は
、
近
代
文
学
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
家
族
制
度
と
家
観
念
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
論
じ
て
い
る
。

第
一
期
は
日
露
戦
争
ま
で
の
日
本
資
本
主
義
の
形
成
期
で
あ
る
が
、
こ
の
時

民i幸柳j良「黒賜挺J試論

期
の
小
説
に
あ
ら
わ
れ
る
家
族
は
、
士
族
階
層
の
家
族
と
平
民
階
層
の
家
族
と

い
う
き
わ
だ
っ
た
二
つ
の
類
型
を
し
め
し
て
い
る
。
士
族
階
層
の
家
族
は
、
明

治
政
府
が
教
説
と
し
て
採
用
し
た
儒
教
的
な
「
家
」
観
念
、
法
律
と
し
て
定
立

し
た
「
家
」
制
度
の
基
礎
を
な
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
伝
統
的
な
「
家
」
観
念

に
よ
っ
て
つ
よ
く
色
ど
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
親
の
意
識
に
も
っ
と
も

よ
く
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
家
族
の
な
か
で
親
の
意
識
と
行
動
を
決
定
づ
け
る
の

は
、
祖
孫
一
体
の
「
家
」
の
存
続
、
発
展
と
い
う
価
値
で
あ
る
。
子
は
親
の
い

だ
く
こ
の
よ
う
な
儒
教
的
な
「
家
」
意
識
に
た
い
し
て
い
ち
お
う
の
疑
問
は
い

だ
く
け
れ
ど
も
、

そ
の
疑
問
は
親
の
意
思
に
反
対
す
る
行
動
や
独
立
の
志
向
ま

で
に
は
発
展
し
な
い
。
士
族
階
層
の
家
族
に
た
い
し
て
、
平
民
階
層
の
家
族
は

ま
っ
た
く
様
相
を
こ
と
に
し
て
い
る
。
庶
民
家
族
の
生
活
に
お
い
て
は
、
子
は

親
に
と
っ
て
家
族
の
生
活
を
さ
さ
え
る
道
具
で
あ
る
。
庶
民
家
族
の
親
子
関
係

は
は
な
は
だ
即
物
的
で
あ
っ
て
、
儒
教
的
な
「
家
」

の
観
念
が
は
い
り
こ
む
よ

ち
が
な
く
、
政
府
の
い
う
「
家
」
制
度
の
教
説
は
そ
も
そ
も
庶
民
家
族
に
は
定

着
す
る
基
盤
を
欠
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
吉
五
郎
と
与
太
郎
の
位
置
を
見
て
み
た
い
。
す
る
と
、
庶

民
階
層
と
し
て
の
吉
五
郎
の
意
識
は
、
《
子
は
親
に
と
っ
て
家
族
の
生
活
を
さ
さ

唱
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え
る
道
具
》
で
あ
り
、
《
即
物
的
》
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

与
太
郎
に
は
強
く
《
儒
教
的
な
「
家
」
の
観
念
》
が
入
り
込
ん
で
い
る
。
親
の
吉

五
郎
は
庶
民
階
層
の
典
型
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
子
の
与
太
郎
は
士
族
階
層

と
し
て
の
家
観
念
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
そ
の
家
観
念
に
疑
問

を
持
た
な
か
っ
た
親
世
代
の
意
識
を
持
つ
と
い
う
様
相
を
呈
す
る
事
に
な
る
の
で

あ
る
。
《
士
族
階
層
で
、
家
観
念
に
つ
い
て
疑
問
を
も
た
な
い
》
与
太
郎
の
意
識

は
、
そ
の
ま
ま
作
者
柳
浪
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
土
族
出
身
の
彼

に
と
っ
て
、
《
家
》
と
い
う
観
念
は
、
求
め
る
べ
き
理
想
と
し
て
「
黒
賜
挺
」
の

中
で
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
一
方
で
、
与
太
郎
に
明
治
政
府
の
家
族
制
度
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
政
策
の
定

着
を
見
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
家
父
長
家
族
制
度
を
基
に
天
皇
制
国
家
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を
確
立
す
る
こ
と
、
孝
と
忠
の
観
念
を
も
っ
て
、

天
皇
制
中
央
集
権
国
家
の
観
念

を
ま
と
め
上
げ
る
の
が
明
治
政
府
の
教
説
で
あ
っ
た
。
明
治
天
皇
は
当
初
、
京
都

か
ら
江
戸
に
向
か
う
際
に
沿
道
の
孝
子
、
節
婦
に
対
し
、
褒
賞
を
与
え
た
。
忠
孝

の
道
を
奨
励
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
頂
点
に
位
置
す
る
天
皇
制
国
家
を
意
識
さ

せ
た
の
で
あ
る
。
明
治
八
年
に
は
太
政
官
布
告
第
百
二
十
一
号
に
よ
っ
て
、
節
婦
、

孝
子
の
格
付
け
が
行
わ
れ
、
表
彰
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
忠
孝
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
を
庶
民
層
に
行
き
渡
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
以
降
も
そ
の
方
針
は
推
し
進
め

ら
れ
る
。

し
か
し
「
黒
甥
挺
」
に
描
か
れ
た
《
家
》
は
、
与
太
郎
の
理
想
と
す
る
《
孝
》

が
、
現
実
を
前
に
虚
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
明
治
政
府
が
推
進
す
る
様

な
《
孝
》
の
観
念
が
無
力
で
あ
る
こ
と
を
露
呈
さ
せ
る
。
無
論
、

そ
の
様
な
批
判

性
を
柳
浪
が
持
ち
あ
わ
せ
て
い
た
と
評
価
す
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
黒

賜
挺
」

と
い
う
作
品
は
、
《
家
》
と
い
う
制
度
と
観
念
が
急
激
な
変
化
に
巻
き
込

ま
れ
た
時
代
の
渦
中
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
り
、
「
黒
賜
挺
」
に
描

か
れ
た
《
家
》
の
問
題
も
、
そ
の
様
な
文
脈
で
読
ま
れ
で
も
よ
い
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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