
「
地
獄
変
」

は
じ
め
に

』と

つ
し可

て

乙
乙
で
は
、

「
地
獄
変
」
に
つ
い
て
、
作
品
と
作
者
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
考

察
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
芥
川
の
作
家
精
神
の
一
面
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

芥

川

竜

之

介

論

「
地
獄
変
」
は
、
芥
川
の
代
表
作
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
乙
の
作
品

で
思
想
化
さ
れ
た
芸
術
と
人
生
の
問
題
は
、
芥
川
の
生
涯
を
通
じ
て
、
か
れ
の
最
大

注

1

の
関
心
事
で
も
ゐ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

J

従
来
、
「
地
獄
変
」
の
主
題
に
つ
い
て
は
、
諸
氏
に
よ
っ
て
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
分

析
が
加
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
作
品
に
対
す
る
作
者
の
精
神
、
感
情
な
ど

に
つ
い
て
の
先
学
諸
氏
の
分
析
に
は
、
な
お
、
明
確
さ
を
欠
く
点
が
ゐ
る
と
思
わ
れ

る。
芥
川
は
、
「
君
看
双
眼
色
不
語
似
無
勝
司
と
い
う
句
を
好
ん
で
い
た
。
私
は
乙

乙
で
、
か
れ
が
作
品
の
表
面
で
語
っ
て
い
る
乙
と
よ
り
、
語
ら
な
か
っ
た
「
愁
」
を

重
視
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

E 

生
活
と
作
品

「
地
獄
変
」
は
、
大
正
七
年
五
月
、
東
西
の
両
毎
日
新
聞
に
発
表
さ
れ
た
作
品
で

E 

広

玲

子

藤

め
る
。
芥
川
は
こ
の
年
二
月
に
結
婚
し
、
三
月
に
大
阪
毎
日
新
聞
社
の
社
友
と
な
っ
て

仲

2

。。

い
る
。
年
譜
に
よ
る
と
「
こ
の
期
間
は
生
活
的
に
も
芸
術
的
に
も
最
も
幸
福
な
時
代
」

と
ゐ
る
。

乙
の
頃
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
書
簡
が
み
ら
れ
る
。

(
略
〉
小
説
目
下
進
行
中
で
す
。
(
略
〉
そ
の
節
御
話
し
の
件
も
よ
ろ
し
く
顕
ひ

ま
す
こ
の
二
月
か
ら
生
活
状
態
が
少
し
ち
が
ふ
の
で
月
収
が
ふ
え
る
と
非
常
に
気

薄
田
淳
介
宛
)
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が
強
く
な
る
の
で
す
(
略
)
(
一
月
三
十
一
日

(
略
)
僕
は
明
二
日
結
婚
す
る
(
二
月
一
白

僕
は
今
日
ユ
!
デ
イ
ツ
ト
を
よ
ん
だ
い
や
今
も
よ
み
つ
つ
あ
る
さ
う
し
て
恐
し
い

感
激
に
打
た
れ
つ
つ
あ
る
(
賂
)
新
婚
当
時
の
癖
に
生
活
よ
り
芸
術
の
方
が
ど
の

位
つ
よ
く
僕
を
グ
ラ
ス
ブ
す
る
か
わ
か
ら
な
い
(
二
月
五
日
松
岡
議
宛
)

始
め
の
書
簡
は
、
毎
日
新
聞
社
の
社
友
と
な
る
件
を
頼
ん
で
い
る
も
の
、
二
番
目
の
は

友
人
へ
の
結
婚
通
知
状
、
終
り
の
は
結
婚
三
日
自
に
「
生
活
よ
り
芸
術
の
方
が
」
と
言

っ
て
い
て
意
気
盛
ん
な
も
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
物
心
両
面
と
も
に
生
活
が
安
定
し
た

時
期
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
芥
川
の
、
生
活
と
芸
術
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
か

れ
は
初
期
の
「
羅
生
門
」
と
「
鼻
」
の
執
筆
動
機
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

松
岡
譲
宛
)



自
分
は
半
年
ば
か
り
前
か
ら
悪
く
乙
だ
は
っ
た
恋
愛
問
題
の
影
響
で
、
独
り
に
な

る
と
気
が
沈
ん
だ
か
ら
、
そ
の
反
対
に
な
る
可
く
現
状
と
懸
け
離
れ
た
、
な
る
可

〈
愉
快
な
小
説
が
書
き
た
か
っ
た
。
そ
こ
で
と
り
あ
へ
ず
先
、
今
昔
物
語
か
ら
材

料
を
取
っ
て
、
乙
の
二
つ
の
短
篇
を
書
い
た
。
(
未
定
稿
「
め
の
頃
の
自
分
の
事
」
)

右
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
生
活
が
気
分
を
滅
入
ら
せ
た
の
で
面
白
い
小
説
を
書
い
て
気
分

を
ひ
き
た
た
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
乙
れ
を
芥
川
の
、
生
活
と
作
品
の
関
係
情
造

と
す
れ
ば
、
生
活
が
幸
福
だ
か
ら
幸
福
な
作
品
が
生
ま
れ
る
と
は
隈
ら
な
い
よ
う
で
ゐ

る
。
た
だ
し
、
大
正
八
年
一
月
に
発
表
さ
れ
た
「
小
説
を
書
き
出
し
た
の
は
友
人
の
煽

動
に
負
ふ
所
が
多
い
」
と
い
う
文
章
で
、

そ
の
後
今
日
ま
で
小
説
を
書
き
続
け
て
ゐ
る
が
、
本
当
に
小
説
を
書
い
て
行
か
う

と
い
ふ
勇
気
を
生
じ
て
来
た
の
は
、
最
近
半
年
ば
か
り
の
事
で
ゐ
る
。

と
あ
っ
て
、
か
れ
が
大
正
七
年
頃
か
ら
、
作
家
と
し
て
の
自
信
を
得
て
き
た
ζ

と
が
わ

か
る
の
で
あ
る
。E 

主
題
と
作
者

「
地
獄
変
」
の
主
題
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
各
説
が
あ
る
。

吉
田
精
一
氏
は
、
前
作
「
戯
作
三
味
」
で
の
、

m

馬
琴
の
「
先
王
の
道
」
と
芸
術
的
感
興

の
矛
盾
と
、
「
地
獄
変
」
と
の
関
係
を
重
視
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

絵
師
良
秀
は
、
自
の
前
に
最
愛
の
娘
を
火
に
か
け
て
焼
き
殺
し
な
が
ら
、
自
己
の

芸
術
的
感
興
を
満
足
し
得
た
為
に
、
「
さ
な
が
ら
憐
惚
と
し
た
法
悦
の
輝
き
を
、

織
だ
ら
け
伝
満
面
に
浮
べ
」
て
い
た
。
だ
が
一
た
ん
道
徳
的
な
気
持
に
立
返
る
と
、

と
い
う
よ
り
は
、
彼
自
身
の
芸
術
が
完
成
す
る
と
、
盛
岡
れ
死
な
ぎ
る
を
得
な
か
っ

た
。
(
略
〉
芸
術
の
偽
に
は
あ
ら
ゆ
る
非
道
徳
担
行
為
を
許
さ
れ
得
一
る
と
信
じ
-
た

天
才
も
、
道
徳
か
ら
犠
牲
を
要
求
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ハ
路
)

注

4

芸
術
に
於
け
る
成
功
は
、
現
世
的
な
敗
北
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。

右
は
、
絵
師
良
秀
が
芸
術
の
世
界
で
は
不
朽
に
な
り
得
た
が
、
現
実
的
に
は
敗
北
し
た

と
す
る
見
解
で
あ
る
。

ま
た
、
和
田
繁
二
郎
氏
は
、
大
殿
様
に
象
徴
さ
れ
る
権
力
の
問
題
を
重
視
し
て
、
良

空

5

秀
の
人
生
を
滅
ぼ
し
た
道
徳
的
責
任
は
大
殿
様
に
め
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。

さ
ら
に
、

ζ
れ
ら
の
見
解
を
批
判
し
て
、
三
好
行
雄
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。ζ

の
小
説
で
ほ
ろ
ぶ
の
は
、
良
秀
の
人
生
だ
け
で
ゐ
る
。
全
人
生
を
人
生
の
「
残

浮
」
と
し
て
ほ
う
む
る
こ
と
仕
し
に
、
芸
術
家
の
意
味
は
よ
く
存
立
し
え
ぬ
と
い

お
い
や
「
戯
作
三
味
」
を
つ
ぐ
「
地
獄
変
」
の
テ
l
マ
で
ゐ
っ
た
。
良
秀
の
人
生

は
、
‘
娘
の
死
と
と
も
に
終
っ
て
い
る
。
良
秀
の
死
は
、
み
ず
か
ら
予
感
し
た
運
命

を
実
現
す
る
リ
フ
レ
イ
ン
に
す
ぎ
ず
、
作
者
に
そ
れ
が
必
要
だ
っ
た
の
は
、
良
秀

の
墓
標
が
「
誰
の
墓
と
も
知
れ
な
い
や
う
に
苔
蒸
し
」
た
と
い
う
一
行
の
た
め
で

あ
っ
た
。
か
れ
の
一
生
が
忘
れ
さ
ら
れ
で
も
な
お
、
芸
術
は
そ
の
「
人
生
」
の
あ

注

6

s

か
し
た
り
う
る
。

と
し
て
、
良
秀
の
自
殺
は
、
そ
の
「
芸
術
」
が
「
か
れ
に
人
間
の
放
棄
を
強
制
し
、
そ

の
死
を
も
と
め
た
己
も
の
で
あ
り
、
由
民
秀
は
そ
の
「
苛
酷
な
要
求
に
乙
た
え
た
稀
有
の

考
直
司
4

芸
術
家
」
で
ゐ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

私
は
、
右
の
三
好
氏
の
見
解
に
同
惑
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ー
に
示
し
た
私
の
視
点
に

よ
る
考
察
の
便
宜
の
た
め
に
、
私
な
り
に
作
品
分
析
を
す
る
乙
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
と

思
う
。「

地
獄
変
」
は
語
か
手
に
よ
っ
て
地
獄
変
の
限
付
属
の
由
来
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

内
容
を
ま
ず
要
約
す
る
と
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

て
堀
川
の
犬
殿
は
現
世
で
ま
れ
な
権
力
者
で
あ
る
乙
と
。

二
、
絵
師
良
秀
の
娘
の
気
だ
て
の
や
さ
し
い
乙
と
。
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一
ニ
、
娘
は
大
殿
は
じ
め
人
々
に
好
か
れ
て
い
た
が
父
良
秀
は
嫌
わ
れ
て
い
た
。

四
、
良
秀
は
絵
師
と
し
て
は
す
ぐ
れ
て
い
た
が
人
が
ら
は
き
わ
め
て
下
等
で
ゐ
る
こ
と
。

五
、
そ
の
良
秀
が
娘
だ
け
に
愛
情
を
そ
そ
ぎ
自
分
の
そ
ば
に
お
き
た
が
っ
た
乙
と
。

六
、
良
秀
の
描
い
た
地
獄
変
の
界
風
の
類
の
な
い
恐
ろ
し
さ
に
つ
い
て
。

七
、
八
、
九
、
十
、
良
秀
は
大
殿
の
命
で
地
獄
変
の
絵
を
描
き
始
め
、
そ
れ
に
夢
中
に

伝
っ
て
い
た
ζ

と。

十
て
良
秀
は
絵
に
何
か
行
き
づ
ま
り
が
き
た
ら
し
い
こ
と
。

十
二
、
娘
の
様
子
が
変
っ
て
き
た
こ
と
。

十
三
、
語
り
手
が
娘
を
誰
か
わ
か
ら
ぬ
男
性
か
ら
教
っ
た
こ
と
。

十
四
、
十
五
、
良
秀
が
、
牛
車
の
中
に
女
を
入
れ
て
火
に
か
け
て
ほ
し
い
と
望
ん
で
大

殿
が
そ
れ
を
承
知
し
た
乙
と
。

十
六
、
十
七
、
十
八
、
十
九
、
良
秀
の
娘
が
牛
車
の
中
で
焼
き
殺
さ
れ
た
。
そ
れ
を
眺

め
る
良
秀
と
大
殿
の
様
子
。

二
十
、
絵
が
完
成
し
、
末
代
ま
で
の
傑
作
と
伝
っ
た
が
良
秀
は
自
殺
し
た
こ
と
。

(
て
ニ
、
三
・
:
:
・
は
、
作
者
に
よ
る
作
品
の
章
分
け
で
あ
る
。
以
下
の
考
察
に
お

い
て
使
う
て
一
一
、
三
・
:
:
・
の
符
号
は
、
そ
の
部
分
が
右
の
章
の
う
ち
伺
章
に
含
ま

れ
て
い
る
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
)

同
以
上
に
よ
る
と
、
乙
の
作
品
で
は
ま
ず
両
極
に
極
限
化
さ
れ
た
価
値
の
対
立
が
み

ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
、
芸
術
の
価
値
と
現
世
的
な
も
の
の
価
値
で
あ
る
。
作
者
は
、
芸

術
の
価
値
と
現
世
的
な
も
の
の
価
値
と
の
両
者
を
極
端
な
か
た
ち
に
し
て
対
立
さ
せ
て

い
る
の
で
あ
る
。
乙
の
両
者
が
、
対
立
・
葛
藤
を
へ
て
、
遂
に
芸
術
の
価
値
は
現
世
的

な
も
の
の
価
値
を
屈
服
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
図
式
が
み
ら
れ
よ
う
。

芸
術
の
価
値
は
、
絵
師
良
秀
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
良
秀
は
つ
ぎ
の
よ
う
に

説
明
さ
れ
る
。

そ
の
癖
と
申
し
ま
す
の
は
、
守
合
車
問
で
、
短
貧
で
、
恥
知
ら
ず
で
、
怠
け
も
の
で
、

強
慾
で

i
l
い
や
、
そ
の
中
で
も
取
分
け
甚
し
い
の
は
、
横
柄
で
、
高
慢
で
、
何

時
も
本
朝
第
一
の
薗
師
と
申
す
事
を
、
鼻
の
先
へ
ぶ
ら
さ
げ
て
ゐ
る
事
で
と
ぎ
い

ま
せ
う
。
そ
れ
も
画
道
の
上
ば
か
り
な
ら
ま
だ
し
も
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ゐ
の
男

の
負
け
惜
し
み
に
な
り
ま
す
と
世
間
の
習
慣
と
か
慣
例
と
か
申
す
や
う
な
も
の
ま

で
、
す
べ
て
莫
迦
に
致
さ
ず
に
は
置
か
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ハ
四
)

右
の
説
明
に
よ
る
と
、
良
秀
は
客
観
的
に
み
て
も
本
朝
第
一
の
絵
師
で
あ
り
、
ま
た
良

秀
自
身
に
も
、
天
才
芸
術
家
と
し
て
の
強
い
自
負
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
人
間
と
し
て
の

あ
ら
ゆ
る
悪
徳
を
そ
な
え
て
い
る
が
、
世
俗
の
習
慣
行
地
ど
に
は
超
然
と
し
て
い
る
と
い

う
の
で
ゐ
る
。
良
秀
は
、
他
の
も
の
は
す
べ
て
無
視
し
て
芸
術
だ
け
に
生
き
て
い
る
芸

術
家
と
し
て
儲
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

現
世
的
な
価
値
の
象
徴
と
し
て
、
大
殿
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
儲
か
れ
て
い
る
。

堀
川
の
大
殿
僚
の
や
う
な
方
は
、
こ
れ
ま
で
は
固
よ
り
後
の
世
に
は
恐
ら
く
二

人
と
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ま
い
。
噂
に
聞
き
ま
す
と
、
め
の
方
の
御
誕
生
に
な

る
前
に
は
、
大
威
徳
明
王
の
御
姿
が
御
母
君
の
夢
枕
に
お
立
ち
に
な
っ
た
と
か
申

す
事
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
(
略
)
堀
川
の
御
邸
の
御
規
模
を
拝
見
致
し
ま
し
で
も
、

壮
大
と
申
し
ま
せ
う
か
、
豪
放
と
申
し
ま
せ
う
か
、
(
略
)
(
一
)

す
な
わ
ち
、
豪
放
で
「
大
腹
中
」
の
人
物
で
、
「
大
威
徳
明
王
」
に
も
た
と
え
ら
れ
る

よ
う
な
、
絶
対
的
な
権
力
者
で
あ
る
。
そ
し
て
、
世
間
の
人
々
の
讃
仰
の
ま
と
で
め
っ

た
の
で
ゐ
る
。
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語
り
手
は
、
良
秀
の
方
は
人
々
か
ら
非
常
に
嫌
わ
れ
、
大
殿
は
人
々
か
ら
非
常
に
崇

拝
さ
れ
て
い
た
と
説
く
の
で
あ
る
。
語
り
手
自
身
も
、
良
秀
を
お
と
し
め
、
大
殿
を
讃

嘆
す
る
。
語
り
手
の
口
ぶ
り
は
そ
う
だ
が
、
そ
の
述
べ
る
両
者
の
行
跡
を
事
実
そ
の
も

の
と
し
て
み
れ
ば
、
両
者
と
も
似
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
良
秀
の
儲
い
た
絵
に
つ
い
て
は
無
気
味
な
噂
ば
か
り
た
っ
。
絵
か
ら
吸

り
泣
き
の
声
が
き
乙
え
た
り
、
肖
像
を
描
か
れ
た
女
房
た
ち
が
三
年
た
た
ぬ
う
ち
に
死



ん
で
行
っ
た
句
す
る
。
大
殿
の
方
は
、
百
鬼
夜
行
に
遇
っ
て
も
事
故
も
な
く
、
亡
霊
を

も
叱
り
と
ば
す
力
を
も
っ
て
い
る
。
す
伝
わ
ら
、
良
秀
は
画
力
に
よ
っ
て
、
大
殿
は
権

力
に
よ
っ
て
、
神
秘
の
世
界
に
交
渉
す
る
の
で
ゐ
る
。
ま
た
、
良
秀
は
、
絵
の
完
成
の

た
め
に
は
自
分
の
菊
子
の
生
命
を
も
犠
牲
に
し
か
ね
な
い
し
、
大
殿
は
、
寵
愛
の
重
を

橋
柱
に
立
て
た
り
す
る
。
両
者
と
も
、
自
負
の
う
ら
に
残
酷
な
心
を
も
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
大
殿
は
権
力
に
よ
っ
て
良
秀
を
支
配
し
て
い
る
。
両
者
と
も
に
、
現
実
に
生
き

て
い
る
か
ら
で
ゐ
り
、
現
世
的
な
権
力
者
は
大
殿
だ
か
ら
で
ゐ
る
。

両
者
の
対
立
は
、
良
秀
の
娘
を
め
ぐ
っ
て
深
刻
に
な
り
、
そ
の
葛
藤
は
、
牛
車
に
良

秀
の
娘
を
入
れ
て
火
を
か
け
る
場
面
に
至
っ
て
最
高
潮
と
な
る
。
-
始
め
は
驚
き
と
恐
れ

と
悲
し
み
で
苦
痛
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
み
え
た
良
秀
が
、
燃
え
る
牛
車
を
眺
め
て
歓
喜

と
法
悦
に
ゐ
ふ
れ
て
く
る
。

そ
の
時
の
良
秀
に
は
、
何
故
か
人
間
と
は
思
は
れ
な
い
、
夢
に
見
る
獅
子
王
の
怒

り
に
似
た
怪
し
げ
な
厳
し
さ
が
と
ざ
い
ま
し
た
。
(
路
)
私
た
ち
は
仕
丁
ま
で
も
、

(
略
)
異
様
な
随
喜
の
心
に
充
ち
満
ち
て
、
ま
る
で
開
眼
の
仏
で
も
見
る
や
う
に
、

阪
も
峰
さ
ず
良
秀
を
見
つ
め
ま
し
た
。
(
略
)
が
、
そ
の
中
で
た
っ
た
一
人
、
御

縁
の
上
の
大
殿
楢
憾
だ
け
は
、
ま
る
で
別
人
か
と
思
は
れ
る
程
、
御
顔
の
色
も
青
ざ

め
て
、
(
略
)
丁
度
喉
の
渇
い
た
猷
の
や
う
に
鳴
ぎ
つ
ポ
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

し

た

・

:

:

・

。

(

十

九

〉

右
は
両
者
の
対
立
抗
争
の
決
定
的
な
場
面
で
ゐ
る
。

。
一
〉
で
は
猿
に
た
と
え
ら
れ
て
い
た
良
秀
が
、
こ
の
場
面
で
は
獅
子
王
の
威
厳
を
も

ち
、
開
眼
の
仏
に
た
と
え
ら
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
大
殿
の
方
は
、

ハ
一
)
で
大
威
徳
明
王
の
威
を
も
っ
ζ

と
を
暗
示
さ
れ
て
い
た
の
に
、

ζ
ζ

で
は
「
喉

の
渇
い
た
獣
」
に
た
と
え
ら
れ
る
の
で
め
る
。
両
者
の
立
場
は
逆
転
し
芸
術
の
価
値
が

現
世
的
な
も
の
の
価
値
を
屈
服
さ
せ
る
に
至
る
の
で
ゐ
る
。

川
そ
れ
で
は
、
芸
術
が
地
上
の
権
力
を
屈
服
さ
せ
得
た
の
は
な
ぜ
で
ゐ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
良
秀
が
、
自
己
の
芸
術
の
完
成
の
た
め
だ
け
に
生
き
た
か
ら
で
、
娘
の
命
も
自
分

の
命
も
犠
牲
に
し
て
自
己
の
芸
術
を
完
全
仕
も
の
に
し
た
か
ら
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

川
芸
術
の
価
値
が
現
世
的
な
も
の
に
め
ざ
や
か
に
勝
つ
の
は
(
十
九
)
の
さ
い

C
の

部
分
に
お
い
て
で
あ
る
。
作
者
は
乙
の
作
品
の
主
題
の
感
動
を
、
こ
の
部
分
で
最
高
潮

に
盛
り
め
げ
よ
う
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
乙
の
部
分
で
の
良
秀
の
悦
惚
は
、
芥
川

の
内
面
の
瞬
間
の
真
実
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
か
れ
の
否
定
精
神
の
極
致
だ
っ
た
の

で
は
一
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
「
地
獄
変
」
に
共
通
し
た
問
題
を
形
象
化
し
た

「
戯
作
三
昧
」
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
明
ら
か
に
伝
ろ
う
。

「
戯
作
三
味
」
は
、
大
正
六
年
十
一
月
の
発
表
で
、
馬
琴
に
託
し
て
作
者
芥
川
の
心

境
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
@
乙
の
作
品
で
、
馬
琴
は
、
自
分
の
作
品
の
愛
読
者
に
も
不

快
を
感
じ
、
自
分
の
作
品
を
お
と
し
め
る
者
に
も
不
快
を
感
じ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の

現
実
に
不
快
を
感
じ
る
自
分
自
身
に
も
不
快
を
感
じ
る
。
そ
の
よ
う
な
現
実
を
超
え
る

こ
と
が
で
き
る
の
は
、
創
作
に
熱
中
し
て
い
る
時
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
熱
中
し
た
時
の

- 33ー

悦
惚
状
態
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
織
か
お
る
。
:

始
め
筆
を
下
し
た
時
、
彼
の
頭
の
中
に
は
、
か
す
か
伝
光
の
や
う
な
も
の
が
動
い

て
ゐ
た
。
(
略
)
経
験
上
、
そ
の
何
で
ゐ
る
か
を
知
っ
て
ゐ
た
馬
琴
は
、
注
意
に

注
意
を
し
て
、
筆
を
運
ん
で
行
っ
た
。
神
来
の
興
は
火
と
少
し
も
変
り
が
な
い
。

(
略
)

し
か
し
光
の
需
巳
似
た
流
は
、
少
し
も
そ
の
速
力
を
緩
め
伝
い
。
(
略
〉
さ
う
し
て

一
切
を
忘
れ
な
が
ら
、
そ
の
流
の
方
向
に
、
嵐
の
や
う
な
勢
で
筆
を
駆
っ
た
。

乙
の
時
彼
の
王
者
の
や
う
な
限
に
映
っ
て
ゐ
た
も
の
は
、
利
害
で
も
な
け
れ
ば
、

愛
抽
出
で
も
な
い
。
(
賂
)
あ
る
の
は
、
唯
不
可
思
議
な
悦
び
で
あ
る
。
或
は
悦
惚

た
る
悲
壮
の
感
激
で
あ
る
。

乙
の
叙
述
に
明
ら
か
な
の
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
で
ゐ
ろ
う
。
「
経
験
上
」
と

あ
る
の
は
、
芥
川
の
創
作
時
の
悦
慢
状
態
を
そ
の
ま
ま
述
べ
た
も
の
で
ゐ
ろ
う
。
ま
た



そ
の
「
神
来
の
興
は
火
と
」
変
り
が
な
く
、
日
常
の
中
で
は
消
え
や
す
い
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
か
れ
は
そ
う
い
っ
た
瞬
間
の
悦
惚
に
ふ
け
っ
て
い
る
時
だ
け
が
一
、
人
生

の
利
害
・
愛
憎
を
超
え
る
こ
と
の
で
き
る
瞬
間
で
あ
っ
た
。
そ
の
創
作
時
の
感
動
は
、

利
害
・
愛
憎
の
存
す
る
現
実
に
対
置
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
う
す
る

と
「
地
獄
変
」
の
良
秀
の
悦
惚
状
態
は
、
「
戯
作
三
昧
」
の
馬
琴
の
悦
惚
状
態
と
相
似

の
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
地
獄
変
」
で
の
こ
の
場
面
志
、
芥
川
の
創
作
時
に
お
け
る

悦
惚
状
態
を
そ
の
ま
ま
に
な
わ
さ
れ
た
も
の
で
ゐ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
状
態
は
、
芥
川

に
と
っ
て
、
現
実
を
超
克
す
る
唯
一
の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
れ
が
、
芥
川
の

瞬
間
の
真
実
で
あ
っ
た
と
い
う
ζ

と
は
、
つ
ぎ
の
書
簡
に
よ
っ
て
も
う
ら
づ
け
る
こ
と

が
で
き
る
。

あ
れ
は
い
や
に
ポ
ン
パ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
気
に
食
は
な
い
作
品
で
す
が
乗
り
か
か
っ

た
舟
だ
か
ら
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
(
四
月
二
十
四
日
薄
田
淳
介
宛
)

地
獄
変
は
ボ
ム
パ
ヌ
テ
ィ
ッ
ク
伝
の
で
書
い
て
ゐ
て
も
気
が
さ
し
て
仕
方
が
あ
り

ま
せ
ん
(
五
月
十
六
日
小
島
政
二
郎
宛
〉

前
の
は
「
地
獄
変
」
執
筆
中
の
書
簡
で
あ
り
、
あ
と
の
は
脱
稿
後
の
も
の
で
あ
る
。
ニ

通
と
も
、
「
地
獄
変
」
が
、
作
者
の
日
常
性
と
は
る
か
に
か
け
は
な
れ
た
も
の
で
ゐ
る

乙
と
を
述
べ
て
い
る
。
作
者
は
執
筆
の
途
中
で
、
す
で
に
「
ボ
ム
パ
ス
テ
ィ
ッ
ク
」
で
気

恥
し
い
と
思
い
な
が
ら
、
な
ぜ
、
よ
り
以
上
に
「
ボ
ム
パ
ス
テ
ィ
ッ
ク
」
な
ハ
十
九
)

の
叙
述
へ
と
盛
り
上
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ゐ
の
最
高
度
に
「
ボ
ム
パ

ス
テ
ィ
ッ
ク
」
な
場
面
が
、
作
者
と
絶
対
関
係
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

作
者
は
、
亡
の
悦
惚
の
惑
激
が
、
瞬
間
の
も
の
で
は
あ
る
が
自
己
に
と
っ
て
唯
一
の
真

実
で
あ
る
か
ぎ
り
、
現
実
世
界
が
そ
れ
に
屈
服
し
な
い
は
ず
は
な
い
と
信
じ
た
か
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
作
者
は
、
乙
の
時
の
良
秀
の
姿
を
仰
ぐ
、
語
り
手
は
じ
め
人

々
を
、
感
激
の
極
に
お
い
た
の
で
ゐ
ろ
う
。
作
者
が
瞬
潤
の
悦
惚
と
い
う
非
日
常
的
な

心
情
を
中
心
に
す
え
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

作
者
の
日
常
、
対
象
に
接
す
る
態
度
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
?
た
と
思
お
お
、
5
s一

僕
は
世
の
中
の
愚
を
指
摘
す
る
け
れ
ど
も
そ
の
愚
を
攻
撃
し
よ
う
よ
思
し
均
む
か
町
一
弘
前

な
い
僕
も
さ
う
一
玄
ふ
世
の
中
の
一
人
だ
か
ら
唯
そ
の
愚
(
略
)
を
笑
っ
て
免
て
ゐ

;lu肝
心
、

身
を
偽
る
事
に
伝
る
の
で
す
(
略
)
要
す
る
に
僕
は
世
の
中
に
て
一
昨
ヲ
信
感
ず
U

山
山
川
、

る
が
-
0
4
叩
は
感
じ
て
ゐ
伝
い
毘
時
に
又

E
ミ
を
加
へ
る
よ
り
、
監
に
慎
む
気
~
川
、
心

に
も
な
れ
か
怯
い
の
で
す
。
〈
大
正
八
年
十
一
月
十
一
日
小
田
寿
雄
宛
〉

右
の
文
章
の
中
で
芥
川
は
、
乙
れ
が
自
分
の
真
実
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
世
間
も
自
分
も
愚
か
な
も
の
で
あ
る
か
ら
ご
二
四
も
憎
悪
も
自
分
に
は
位

ぃ
。
自
分
に
あ
る
の
は
玄
ミ
と

Z
S喝
の
感
情
だ
け
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
作
品
「
地
獄
変
」
に
は
乙
の
作
者
の
「
羅
生
門
」
や
「
鼻
」
の
主
人
公
の
形
象
に

感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
作
者
の
宮
神
可
も
同
円
。
ョ
も
作
品
に
関
わ
っ
て
い
な
い
と
言
え
よ

う
。
「
地
獄
変
」
の
主
題
は
右
の
文
章
の
よ
う
な
芥
川
の
日
常
性
の
真
実
に
は
遠
か
っ

た
の
あ
る
。
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W 

作
中
人
物
と
作
者

同
芥
川
は
、
そ
の
死
の
直
前
に
「
歯
車
」
を
書
い
て
い
る
。
「
歯
車
」
の
「
僕
」
は

あ
ら
ゆ
る
も
の
か
ら
「
死
」
の
予
惑
を
感
ず
る
。
乙
の
「
歯
車
」
の
中
で
「
地
獄
変
」

を
二
度
想
い
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
の
引
用
文
は
、
「
三
夜
」
の
部
分
で
ゐ
る
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
ま
だ
学
生
だ
っ
た
時
、
彼
の
地
理
の
ノ
オ
卜
・
ブ
ッ
ク
の
最
後
に

「
セ
エ
ン
ト
・
へ
レ
ナ
、
小
さ
い
島
」
と
記
し
て
ゐ
た
。
(
略
〉

僕
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
見
つ
め
た
ま
ま
、
僕
自
身
の
作
品
を
考
へ
-
出
し
た
。
す
る

と
ま
づ
記
憶
に
浮
ん
だ
の
は
「
保
障
怖
の
言
葉
」
の
中
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
だ
っ
た
。
.

ハ
略
)
そ
れ
か
ら
「
地
獄
変
」
の
主
人
公
、

1
1
良
秀
の
運
命
だ
っ
た
。



ζ

の
文
章
に
よ
る
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
学
生
の
頃
、
ノ
オ
ト
に
書
い
た
も
の
が
、
後
年
の

自
身
の
運
命
を
予
言
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
芥
川
は
「
地
獄
変
」
の
良

秀
の
運
命
を
想
い
起
し
て
恐
怖
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
地
獄
変
」
の
良
秀
の
運

命
が
乙
の
時
芥
川
に
は
自
己
の
「
死
」
の
予
兆
の
よ
う
に
み
え
た
の
で
あ
る
。
芥
川
の

み
た
良
秀
の
運
命
と
は
ど
の
よ
う
往
運
命
で
ゐ
ろ
う
か
。

良
秀
は
、
自
分
の
娘
と
自
分
の
死
を
予
感
し
な
が
ら
、
や
は
り
自
己
の
芸
術
の
完
成

を
め
ぎ
し
て
進
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
良
秀
は
地
獄
変
の
界
風
を
描
き
は
じ
め
て
の

ち
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
夢
を
み
る
。

「
誰
だ
と
思
っ
た
ら

1
1
う
ん
、
貴
様
だ
な
。
己
も
貴
様
だ
ら
う
と
思
っ
て
ゐ
た
。

な
に
、
迎
へ
に
来
た
と
?
だ
か
ら
来
い
。
奈
落
へ
来
い
。
奈
落
に
は

i
i
己
の

娘

が

待

っ

て

ゐ

る

己

(

八

)

作
者
は
、
こ
の
よ
う
に
、
良
秀
が
自
分
と
娘
と
の
死
を
予
感
す
る
ζ
と
を
書
い
て
い
る
。

良
秀
は
、
自
分
が
見
た
も
の
し
か
錨
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
大
殿
も
承
知
し
て
い
る
と

知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
分
が
遂
に
は
地
獄
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
伝
い
こ
と
も
知
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
娘
が
、
大
殿
の
恋
瞳
帽
に
従
わ
な
い
乙
と
も
知
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
大
殿
の
冷
酷
さ
も
知
っ
て
い
る
と
な
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
乙
と
の
結
末

は
ど
う
な
る
か
。
良
秀
は
何
も
か
も
、
何
と
な
く
予
感
し
て
い
て
、
そ
れ
で
も
進
ま
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
ゐ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
芥
川
が
み
た
キ
リ
ス
ト
の
姿
に
近
い
も

の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
か
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
死
に
つ
い
て

ク
リ
ス
ト
を
十
字
架
に
駆
り
ゃ
っ
た
者
は
ク
リ
ス
ト
自
身
の
宗
教
だ
っ
た
ら
う
。

(
路
)
新
し
い
宗
教
を
説
い
て
ゐ
る
う
ち
に
、
十
字
架
に
懸
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
気
持

ち
に
な
っ
て
仕
舞
っ
た
の
だ
と
云
ふ
の
で
ゐ
る
。
(
文
芸
雑
談
昭
和
一
元
年
)

と
書
い
て
い
る
。
「
歯
車
」
の
芥
川
は
、
良
秀
の
姿
も
芸
術
に
生
き
て
い
る
う
ち
に
死

な
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
な
っ
た
と
み
え
た
ζ

と
で
ゐ
ろ
う
。
芥
川
の
芸
術
至
上
主
義
は

「
死
」
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
ゐ
る
。

喰
占
只
》

そ
れ
は
、
三
好
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
芥
川
の
了
解
し
た
「
近
代
」
と
い
う
も

の
で
も
ゐ
っ
た
の
で
ゐ
ろ
う
。
「
あ
の
頃
の
自
分
の
事
」
(
大
正
七
年
十
二
月
〉
に
谷

崎
を
批
判
し
て
芥
川
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
谷
崎
の
文
学
は

氏
の
傾
倒
レ
て
ゐ
る
ポ
オ
や
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
と
、
(
路
)
全
く
趣
が
違
っ
て
ゐ
た
。

彼
等
の
病
的
な
耽
美
主
義
は
、
そ
の
背
景
に
恐
る
可
き
冷
酷
な
心
を
控
へ
て
ゐ
る
。

娘
の
死
と
自
己
の
死
と
を
鰭
け
て
、
自
己
の
芸
術
を
完
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

良
秀
が
、
右
の
文
章
の
よ
う
な
冷
輩
出
さ
を
そ
な
え
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
芥
川
の
了
解
し
た
西
欧
・
世
紀
末
の
芸
術
家
の
心
で
ゐ
り
、
芥
川
の

精
神
を
形
成
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
乙
と
も
明
ら
か
仕
の
で
あ
る
。

同
従
来
、
「
大
殿
様
」
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
言
及
さ
れ
て
い
な
い
よ

う
で
ゐ
る
e

乙
の
人
物
は
、
芥
川
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
自
然
感
情
か
ら
形

象
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
作
品
の
前
半
で
作
者
は
語
り
手
の
か
げ
に
か
く
れ

て
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
大
殿
の
徳
と
力
と
を
讃
美
し
て
い
る
。
そ
れ
は
後
半
の
芸
術
の
勝

利
を
よ
り
大
き
く
す
る
た
め
の
技
巧
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
芥
川
が
、
大

正
十
三
年
に
発
表
し
た
「
僻
見
」
の
中
に
少
年
の
時
に
愛
読
し
た
書
物
の
う
ち
の
「
岩

見
重
太
郎
」
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
き
一
口
っ
て
い
る
の
で
め
る
。

岩
見
重
太
郎
の
軽
蔑
出
来
ぬ
所
以
は
あ
ら
ゆ
る
架
空
の
人
物
の
軽
蔑
出
来
ぬ
所

以
で
あ
る
。
(
略
)

す
る
と
重
太
郎
は
牢
破
り
と
共
に
人
閣
の
法
律
を
援
踊
し
、
更
に
又
次
の
挽
退
治

と
共
に
神
と
云
ふ
偶
像
の
法
律
を
も
援
稽
レ
た
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
乙
れ

は
重
太
郎
一
人
に
限
ら
ず
上
は
素
愛
鳴
尊
か
ら
下
は
ミ
カ
エ
ル
・
パ
ク
ウ
ニ
ン
に

至
る
豪
傑
の
生
涯
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
(
略
〉
岩
見
重
太
郎
は
今
日
も
な

ほ
僕
の
中
に
溌
刺
と
A
聞
を
保
っ
て
ゐ
る
。
(
略
)

芥
川
は
右
の
文
章
で
、
少
年
時
に
愛
読
し
た
伝
説
上
の
人
物
が
現
在
も
な
お
、
な
つ
か

し
〈
感
じ
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
人
間
の
法
律
」
も
「
神
と
云
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ふ
偶
像
」
も
援
事
し
た
英
雄
で
ゐ
っ
た
。
乙
の
文
章
に
書
か
れ
て
い
る
伝
説
上
の
人
物

は
芥
川
の
形
象
し
た
「
地
獄
変
」
の
「
大
殿
様
」
に
相
似
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
ま
た
、
右
の
同
じ
文
中
で
、
現
代
の
政
治
的
豪
傑
は
、
容
貌
、
風
来
な
ど
知

ら
れ
て
い
て
イ
メ
イ
ジ
が
制
限
さ
れ
る
が
、
岩
見
重
一
太
郎
は
、

象
の
体
重
を
情
祝
す
る
甲
は
必
ず
重
太
郎
の
体
重
の
象
に
つ
り
合
ふ
乙
と
を
承
認

す
る
で
あ
ら
う
。

と
一
一
一
口
う
。
す
な
わ
ち
、
読
者
の
イ
メ
イ
ヲ
は
伝
説
上
の
人
物
に
対
し
て
は
自
由
で
あ
る

と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
地
獄
変
」
の
「
大
殿
様
」
を
み
る
と
、
容
貌
や
嵐
釆
に

つ
い
て
一
行
も
説
明
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
読
者
の
イ
メ
イ
ジ
の
自
由
に
ま
か
さ

れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
「
大
殿
橡
」
と
い
う
人
物
が
、
作
者
の

伝
説
上
の
人
物
を
愛
す
る
自
然
感
情
か
ら
形
象
さ
れ
た
も
の
で
ゐ
る
と
言
え
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
芥
川
の
「
手
帳
ニ
」
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
メ
モ
が
み
ら
れ
る
。

山
大
殿
は
地
獄
変
の
界
風
と
共
に
娘
を
返
す
約
束
を
す
。

間
良
秀
始
め
は
娘
を
忘
れ
ず
次
第
に
仕
事
に
熱
中
す
。
地
獄
変
。
(
右
二
ケ
条
書

き
加
へ
よ
。
)

ハ
右
ニ
ケ
条
書
き
加
へ
よ
。
〉
と
ゐ
る
が
、
ニ
ケ
条
と
も
書
き
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
は
芯
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
右
の
山
即
を
加
え
て
も
、
良
秀
は
娘
を
「
気

違
ひ
の
や
う
に
」
か
わ
い
が
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
娘
の
こ
と
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て

絵
を
書
き
始
め
て
も
、
か
れ
の
芸
術
家
の
し
て
の
生
き
方
が
ゆ
が
め
ら
れ
る
わ
け
で
は

な
か
ろ
う
。
ま
し
て
、
凶
に
よ
る
と
「
次
第
に
仕
事
に
熱
中
し
て
娘
の
こ
と
は
忘
れ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
「
ゐ
れ
程
の
子
煩
悩
が
い
ざ
絵
を
抱
く
と
云
ふ
段
に
な
り
ま
す
と
、

娘
の
顔
を
見
る
気
も
し
な
く
な
る
」
良
秀
だ
か
ら
、
絵
を
描
く
以
前
に
、
娘
を
返
す
条

件
で
始
め
て
も
少
し
も
お
か
し
く
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
乙
の
メ
モ
が
書
き
加
え
ら
れ

た
場
合
、
変
っ
て
く
る
の
は
大
殿
の
イ
メ
イ
ジ
で
は
な
か
ろ
う
か
?

と。
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(
絡
)

右
の
よ
う
な
叙
述
に
続
い
て
大
殿
は
良
秀
に
地
獄
変
の
界
嵐
を
箔
く
こ
と
を
命
ず
る
の

で
あ
る
。
右
に
分
け
た
イ
の
部
分
で
良
秀
の
娘
へ
の
愛
情
の
性
質
を
述
べ
て
、
言
い
寄

る
者
に
は
暗
打
を
か
け
る
だ
ろ
う
と
言
っ
た
す
ぐ
あ
と
に
ウ
の
部
分
で
、
娘
を
召
し
出

し
た
の
は
大
殿
の
恋
情
か
ら
で
ゐ
る
と
い
う
噂
に
触
れ
て
い
る
。
語
り
手
は
そ
れ
を
う

ち
消
す
の
だ
が
実
は
大
殿
が
恋
情
か
ら
召
し
出
し
た
と
い
う
事
実
を
暗
示
す
る
の
で
ゐ

る
。
ま
た
、
良
秀
が
苦
い
顔
を
し
て
い
た
の
は
、
大
殿
の
恋
樟
帽
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
だ
か
ら
す
ぐ
つ
ぎ
の
エ
の
部
分
で
「
娘
を
お
下
げ
下
さ
い
ま
す
や
う
に
」
と
願

う
の
で
ゐ
る
。
ま
た
、
大
殿
が
「
そ
れ
は
な
ら
ぬ
」
と
吐
出
す
よ
う
に
言
う
の
も
、
自

分
の
恋
情
を
良
秀
に
悟
ら
れ
て
い
る
と
知
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
乙
れ
を
み
る
と
、
娘
を

め
ぐ
っ
て
、
大
殿
は
良
秀
と
心
理
的
葛
藤
を
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
大
殿
は
、
吐
き



出
す
よ
う
に
「
そ
れ
は
な
ら
ぬ
」
と
言
ぃ
、
度
々
良
秀
に
願
わ
れ
て
そ
の
都
度
、

れ
は
な
ら
ぬ
」
と
は
っ
き
り
き
一
口
っ
て
い
る
は
ず
で
ゐ
る
。
界
嵐
絵
の
た
め
に
娘
を
返
す

約
束
を
す
る
は
ず
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
大
殿
の
権
力
は
そ
の
よ
う
な
約
束
を

し
な
い
で
も
良
秀
に
絵
を
描
か
せ
る
こ
と
は
で
き
る
は
ず
で
ゐ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
も

し
、
作
者
が
界
風
絵
と
ひ
き
か
え
に
娘
を
返
す
約
来
を
加
え
た
と
し
た
ら
、
大
殿
の
イ

メ
イ
ジ
は
非
常
に
卑
小
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
殿
が
作
者
の
自
然

感
情
か
ら
形
象
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
大
殿
は
「
人
聞
の
法
律
」
も
「
神
と
云
ふ
偶
像
」

も
探
摺
し
て
よ
い
。
し
か
し
、
卑
小
で
ゐ
つ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

み
て
〈
る
と
、
大
殿
の
お
お
ら
か
さ
は
、
芥
川
の
内
面
の
、
「
古
代
」
に
そ
の
農
を
お

ろ
し
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
そ

こ
の
よ
う
に
み
て
〈
る
と
、
良
秀
対
大
殿
の
構
図
、
す
な
わ
ち
、
芸
術
対
現
世
的
な

も
の
の
権
威
と
い
う
構
図
は
、
芥
川
の
内
面
で
は
、
ゐ
る
い
は
制
で
ふ
れ
た
、
か
れ
の

な
か
の
「
近
代
」
と
仰
で
ふ
れ
た
か
れ
の
な
か
の
「
古
代
」
と
の
抗
争
だ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
大
殿
を
育
ん
だ
芥
川
の
内
面
は
、
「
芋
粥
」
の
利
仁
を
、
ま
た
の
ち
の

作
品
の
素
発
鳴
尊
を
育
ん
だ
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

V 

お

わ

り

に

以
上
、
作
品
と
作
家
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
考
察
を
進
め
て
き
た
。
そ
し
て
、

E
、

W
の
よ
う
な
結
果
を
得
た
。

E
に
つ
い
て
、
勝
手
な
推
測
を
許
さ
れ
う
る
な
ら
ば
、
良

秀
の
悦
惚
状
態
を
人
格
化
し
た
も
の
が
、
良
秀
と
い
う
象
徴
的
人
物
で
あ
る
と
も
思
わ

れ
る
。

wに
つ
い
て
は
、
芥
川
の
多
層
的
な
作
家
精
神
の
深
い
面
に
探
り
を
入
れ
た
つ

も
り
で
め
る
。
芥
川
文
学
の
多
様
性
に
は
、
そ
の
底
に
、
か
れ
の
精
神
の
パ
タ
ー

ン
が
い
く
つ
か
め
っ
て
、
考
察
の
方
法
し
だ
い
で
は
、
そ
れ
ら
が
、
整
理
~
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。

注
1 

拙
稿
「
『
屡
気
棲
』
に
つ
い
て
」
(
広
島
女
子
大
学
文
学
部
紀
要

で
触
れ
て
い
る
の
で
詳
説
し
な
い
。

剖
戯
作
集
『
羅
生
門
』
の
一
房
一
。
作
品
「
一
二
つ
の
窓
」
〈
昭
和
二
年
六
月
)

筑
寧
版
全
集
八
巻
の
年
譜
に
よ
る
。

吉
田
精
一
『
芥
川
竜
之
介
』
新
潮
文
庫
。

伝
お
、
同
一
見
解
の
も
の
に
、
宮
本
顕
治
『
敗
北
の
文
学
』
、
竹
内
真
『
芥
川

竜
之
介
の
研
究
』
、
宇
野
浩
二
『
芥
川
竜
之
〈
ハ
』
な
ど
が
あ
る
。

和
田
繁
二
郎
「
現
実
と
芸
術
と
の
栢
魁

i
芥
川
竜
之
介
『
地
獄
変
』
の
分
析
」

第

4
号
〉
で

2 3 4 5 6 

三
好
行
雄
「
『
地
獄
変
』
に
つ
い
て
」
(
国
語
と
国
文
学

三
好
行
雄
『
作
品
論
の
試
み
』
(
至
文
堂
〉

三
好
行
雄
「
『
地
獄
変
』
に
つ
い
て
」
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和
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十
七
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)
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