
に
の
蟹
巧
的
面
白
さ
が
先
ず
あ
っ
て
、
次
に
内
容
－
－
1
人
問
が
来
る
。
所
が
、
心

己
で
は
「
心
を
詰
め
て
、
姿
言
萱
に
恩
ひ
を
か
け
る
」
内
か
ら
外
・
へ
の
方
法
が

と
ら
れ
る
。
内
面
の
精
神
と
人
間
が
馬
っ
三
豆
某
や
姿
が
生
れ
る
。
こ
l
の
時
、

3
一
一
層
は
道
具
で
な
く
、
存
在
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
こ
れ
が
真
美
の
詩
で
な
く
て

何
で
あ
ろ
う
か
∵

錦
絞
る
山
始
ゆ
り
の
花
野
哉
　
宗
勘

宗
切
は
白
解
し
て
、
「
此
発
句
、
先
は
『
錦
お
る
山
姫
』
と
い
は
む
計
に
く
、

下
の
心
に
は
、
ゆ
り
の
咲
た
る
野
を
錦
と
見
な
す
人
侍
る
べ
し
。
但
、
人
の
心

に
よ
る
べ
し
。
」
（
古
今
逗
談
集
論
l
中
）
と
註
し
て
い
薫
．
I
L
の
発
想
の
方
法

は
、
内
か
ら
あ
ふ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
「
錦
綴
る
山
姫
」
と
い
う
秀
句
の
趣

向
と
語
呂
の
面
白
さ
だ
け
に
ひ
か
れ
て
詠
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
内
容
は
言
葉

の
素
材
と
し
．
て
限
扱
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
．
装
飾
的
苓
智
的
な
言
義
と
趣
向
の

面
白
さ
が
先
行
し
、
内
容
は
二
の
次
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
人
が
ど
す
解
釈
し
よ

う
と
勝
手
で
あ
る
。
．
．
心
敬
は
右
の
句
を
非
難
し
て
次
の
様
に
言
っ
て
い
る
。

「
姫
百
合
の
し
ら
れ
ぬ
恋
な
ぜ
二
云
ひ
知
ら
れ
ぬ
程
に
適
ふ
秋
風
な
ゼ
。
l
此
花

に
は
本
意
に
あ
ら
ぬ
仕
立
、
う
た
て
し
く
哉
。
J
　
（
所
々
返
答
）
　
輯
撃
的
な

「
本
意
に
思
ら
ぬ
仕
旦
う
た
て
、
L
Y
鼓
。
」
　
（
所
々
返
答
）
因
襲
的
な
「
本

＿

意
」
に
拠
っ
て
い
る
所
彗
l
伝
統
和
歌
の
旧
拝
を
襲
お
う
と
す
る
保
守
の
難
は

あ
る
が
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。
．
）
、
或
意
味
の
姫
百
合
の
文
学

ヽ

的
本
質
（
本
意
）
を
と
ら
え
て
、
そ
こ
か
ら
発
憩
し
よ
う
と
す
る
所
に
、
内
面
的

態
度
が
見
ら
れ
る
。
内
な
る
も
の
に
言
葉
を
与
え
る
も
の
．
が
、
芸
蘭
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
与
え
ら
れ
た
言
糞
を
知
巧
的
に
処
理
す
る
の
は
鼓
術
で
あ
る
。

言
っ
て
見
る
な
ら
は
、
⊥
云
術
は
内
か
．
ら
外
へ
の
道
で
あ
▼
り
、
技
術
は
外
か
ら
内

へ
の
道
で
あ
る
。
心
敬
を
芸
術
家
で
あ
る
と
す
む
な
ら
ば
、
宗
鋤
は
技
術
屋
で

あ

っ

た

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

未

完

）

．
一
／
　
　
－
帯
広
大
谷
短
期
大
学
助
教
学
1

ー18－

太
車
記
に
お
け
る
程
嬰
・
．
杵
白
一
の
説
話

▼
増

田

華

太
平
記
に
み
え
る
中
国
の
説
話
に
は
、
．
そ
の
源
泉
を
史
記
に
求
め
与
る
も
の

が
か
な
り
多
い
。
浜
廷
合
戦
と
呉
越
合
戦
の
説
話
に
・
つ
い
で
．
は
先
に
発
表
し
た

が
（
注
1
）
、
史
記
と
太
平
記
と
の
か
か
わ
り
か
た
は
複
雑
で
あ
っ
て
、
や
は

lり
個
々
の
場
合
の
精
査
か
打
田
発
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

．
文
学
の
比
較
研
究
に
お
い
て
は
、
源
泉
と
受
容
者
と
を
つ
な
ぐ
媒
体
ら
追
求

が
殊
に
重
視
さ
れ
．
る
の
で
あ
る
が
、
古
典
の
場
合
、
そ
の
媒
体
も
す
で
に
侠
亡

し
た
り
し
．
て
醇
促
し
が
た
く
l
な
っ
・
て
い
る
の
が
む
し
ろ
普
通
で
あ
る
。
と
い
う
一

こ
と
は
、
一
見
直
接
0
影
響
関
係
と
考
え
ら
れ
る
場
合
で
も
、
な
お
中
間
項
の

tosho-seibi-repo
長方形



存
若
戻
っ
て
云
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
蓬
で
も
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
耽
り
あ

げ
た
程
嬰
杵
日
説
話
は
、
、
頂
泉
を
史
記
に
発
し
な
が
ら
も
、
そ
の
周
に
何
ら
か

の
媒
体
の
存
在
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
顕
著
な
ケ
ー
ス
の
一
例
で
あ
る
。

注
1
、
「
太
平
記
に
お
け
る
醇
楚
の
故
事
」
　
（
国
文
学
致
、
昭
3
4
・
1
1
）

．
「
太
平
記
に
お
け
る
呉
越
説
話
」
　
広
島
大
学
付
属
福
山
高
校
研
究
紀

要
、
昭
缶
・
6
）

」

　

　

　

　

　

　

一

．
程
嬰
杵
日
の
原
話
は
史
記
の
紛
世
家
に
あ
る
。
そ
の
梗
概
が
日
本
古
典
文
学

大
系
『
太
平
記
』
　
の
桶
注
（
巻
十
一
．
）
正
要
領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の

で
、
そ
れ
を
参
酌
し
、
話
を
三
段
に
分
け
て
掲
げ
よ
j
。

I
晋
の
景
公
の
時
、
大
夫
官
岸
百
が
超
朔
の
一
族
を
滅
し
た
が
1
超
期
の
要

に
還
指
が
あ
っ
た
。
．
、

王
超
朔
の
客
の
程
嬰
と
杵
日
と
は
超
氏
の
復
立
を
図
午
料
日
は
他
人
の
子

（
第
一
表
）

を
超
の
孤
児
（
超
武
）
と
詐
っ
て
こ
れ
と
共
に
山
中
に
匿
心
、
障
壁
は
そ

の
在
処
を
軍
受
出
た
の
で
、
屠
岸
貫
は
杵
日
と
曙
の
孤
児
と
を
攻
め
て
、

二
人
を
殺
し
た
。

Ⅲ
程
嬰
は
山
中
に
匿
れ
て
超
武
を
養
育
す
る
こ
と
十
五
年
、
遂
に
超
武
と
と

も
に
屠
岸
頁
を
滅
し
た
。
そ
の
後
、
橿
嬰
は
泉
下
の
拙
僧
（
趨
翔
の
父
）

と
杵
日
．
に
翌
日
し
よ
う
と
自
害
し
た
。
　
　
　
　
　
　
－

右
の
よ
う
な
梗
概
で
あ
る
。
春
秋
（
成
公
入
牢
）
に
は
「
習
、
衰
ノ
大
夫
超

同
・
超
括
ヲ
殺
ス
」
と
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
・
左
伝
心
や
ヤ
詳
し
く
述
．
へ
て
い
む

．
け
れ
ど
を
′
橿
嬰
杵
日
の
苦
節
は
ま
っ
た
く
記
さ
れ
て
い
な
い
。
l
宋
の
洪
選

は
、
史
記
の
記
述
が
年
代
的
に
甑
磨
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
二
其
ノ
寵
妾
ナ

ル
コ
．
ト
是
ノ
如
シ
。
塑
・
杵
日
ガ
葛
ハ
乃
チ
戦
国
ノ
供
せ
刺
客
ノ
為
ス
所
ニ
シ

テ
l
、
春
．
秋
ノ
時
ノ
風
俗
ニ
ハ
比
レ
顆
シ
」
．
（
容
斎
随
撃
巻
十
一
）
土
呂
い
、
左

民
会
室
に
も
．
、
史
記
の
叙
述
に
お
け
る
九
箇
条
玖
誤
り
を
列
挙
し
た
上
、
「
小
・

説
．
家
ノ
軍
二
属
一
ス
」
と
非
難
し
て
い
て
、
史
実
と
し
て
の
信
が
置
か
れ
て
い
な
・

い
が
、
．
と
▼
に
か
く
文
献
と
L

r
　
て
は
史
記
が
喘
矢
で
あ
る
。

19
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◎ ◎ ◎‾・ 新‾　‾序

◎ 甲‾ ◎ 説　　 花

．，O r＿ 二　△ 唐 物 畠

× ．× 、太 平 言己

× 〉く 曾我物語

つ
．
1
い
で
前
浜
の
劉
向
の
新
序

（
巻
七
、
節
士
）
　
と
説
苑

【
巻
六
、
復
恩
）
に
振
り
あ

げ
ら
れ
て
お
り
、
わ
が
国
の

作
品
で
は
太
平
畢
・
（
巻
十
′

入
、
程
嬰
杵
日
等
）
の
ほ
か

に
唐
物
語
（
下
巻
）
．
と
曾
我

物
顎
（
巻
一
！
杓
日
程
嬰
が
ー

諷
）
．
と
に
詳
し
い
叙
述
が
見

ら
れ
る
。
史
記
の
叙
述
を
さ
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表
に
明
ら
か
な
J
ぅ
に
、

新
序
ほ
そ
の
ま
ま
迫
記
に
よ
、

っ
て
い
る
。
措
辞
の
上
に
徴

細
な
相
違
が
み
ら
れ
を
け
れ

ど
も
へ
そ
れ
は
依
拠
し
た
テ

キ
ス
ト
に
も
か
か
わ
る
開
田

受
い
え
よ
う
。
説
苑
は
Ⅱ
の
．

∴
ほ
と
ん
ど
全
部
と
町
の
結
末

部
と
を
割
愛
し
て
い
る
年
．

こ
れ
は
韓
欧
の
報
恩
説
話
と

l
し
て
構
想
し
て
い
る
た
め

で
、
こ
の
点
、
素
材
的
に
は

左
伝
の
由
述
に
似
て
い
る
け

れ
ど
も
、
直
撃
の
典
拠
は
史

記
で
あ
る
。
磨
物
語
は
史
記

．
の
叙
述
を
琉
訳
し
た
も
の
。

直
訳
的
な
訓
み
下
し
で
は
な

．
く
、
ま
た
部
分
的
に
は
か
な

り
簡
約
化
し
て
も
い
る
が
」

お
お
む
ね
は
史
記
の
叙
述
に

．
即
し
て
和
ら
げ
た
も
の
で
あ

る
。
・
太
平
記
に
先
行
す
る
も

－20－

＼
　
ら
に
細
か
く
分
析
し
て
、
．
こ
れ
ら
詣
皆
と
の
異
同
出
入
を
示
す
と
ヾ
第
一
表
の

の
と
し
て
は
、
唐
物
語
の
ほ

か
に
、
平
治
物
語
（
巻
三
、
頼
朝
萎
兵
を
挙
げ
ら
る
る
事
並
平
家
退
治
の
事
）



′

に
．
「
紗
の
孤
児
は
静
の
中
に
殴
れ
で
泣
か
ず
十
と
告
の
で
翠
壁
艮
乳

（
警
十
、
佐
殴
大
場
努
汰
串
）
に
「
程
嬰
旦
盲
チ
於
超
菩
」
と
あ
る
の

な
ど
、
比
較
修
辞
法
に
よ
る
断
片
朗
な
引
用
が
あ
を
こ
う
い
う
断
片
的
な
引

用
が
ま
か
れ
通
る
背
景
に
は
、
．
亨
受
者
の
側
に
お
い
て
も
こ
の
説
話
に
関
す
る

何
が
し
か
の
知
識
が
共
有
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
、
説
話
伝
承
が
屠
頭
し
て
い
る

も
の
せ
考
え
る
べ
音
で
あ
ろ
う
。

〓

さ
．
て
高
橋
貞
一
氏
は
、
史
記
と
関
係
の
あ
る
太
平
記
の
説
話
の
う
ち
で
、
．

－
」
の
程
嬰
杵
日
説
話
は
、
．
「
他
の
場
合
に
比
し
て
、
．
や
や
史
記
と
の
相
違
が
大

一

で
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
（
注
I
）
袖
で
は
、
云
ケ
い
う
点
が
類
似
し
、
ど

う
い
う
点
が
相
異
し
て
い
る
の
か
．
を
検
討
し
て
み
る
と
、
療
一
妾
に
見
る
よ
う

に
、H

史
記
に
あ
っ
芸
卑
記
に
な
い
吾
十
1
2
、
・
I
．
1
・
．
5
、
吉
・
1
3

日
史
記
と
対
頂
尤
相
異
を
も
つ
も
の
・
－
寸
．
．
3
、
羊
．
1
1

日
史
記
と
類
似
し
て
い
る
．
虹
の
つ
I
6
・
欄
一
9
㌧
1
0
、
甘
蕗
∵
∴
甲

の
三
踵
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
周
題
に
な
る
の
は
、
臼
の
対
政
的
な

相
異
点
で
あ
り
、
′
な
か
ん
ず
く
I
の
7
と
1
1
と
で
あ
る
。

【
‡
7
〕
で
の
相
異
は
∴
史
記
で
は
樫
嬰
秤
目
が
謀
っ
て
他
人
の
子
を
組
氏

の
孤
児
（
超
武
）
の
身
代
。
に
立
て
た
の
に
対
し
、
太
平
記
で
は
杵
日
が
我
が

子
を
趨
武
と
詐
り
称
し
た
と
い
う
点
で
あ
．
号
太
平
記
巻
十
一
に
は
ヰ
昔
瞳
嬰

か
我
丸
子
ヲ
唾
r
′
、
幼
稚
ソ
主
ノ
命
ニ
カ
へ
一
」
（
五
大
院
右
荷
門
井
相
模
太
郎

事
：
あ
て
て
杵
目
貫
な
く
這
嬰
が
我
が
子
を
身
代
り
に
立
て
た
与
に

▼
な
っ
‡
る
。
曾
我
物
語
も
同
様
で
あ
る
。
L
こ
ろ
が
太
平
記
巻
十
八
の
誓

、は、．・

ざ
ら
ハ
許
ヲ
担
ス
ー
へ
し
上
て
杵
日
ハ
わ
が
子
ノ
一
嘉
二
放
り
け
る
ヲ
主
ノ

孤
な
り
と
披
露
メ
畢
ヲ
い
た
き
か
1
へ
て
▼
い
テ
ィ
　
亨
孤
ノ
三
プ
．
＝
成

り
．
け
る
ヲ
わ
が
子
な
り
と
云
ヒ
て
朝
夕
是
ヲ
ゾ
．
や
う
い
く
し
け
る
。
（
神

田
應
）

と
克
っ
て
い
て
、
杵
日
が
わ
が
子
を
身
代
り
に
立
て
た
と
し
か
解
釈
で
き
な

い
。
た
だ
酉
源
院
本
は
「
是
ウ
ィ
タ
キ
カ
上
へ
ヨ
」
・
と
あ
り
、
杵
日
に
向
か
っ

壬
ロ
グ
た
程
嬰
の
言
葉
と
考
え
る
な
ら
げ
、
．
「
わ
が
子
」
を
程
嬰
の
子
と
解
す

る
こ
と
も
で
象
る
が
l
、
前
後
の
文
脈
か
ら
見
て
ヽ
こ
れ
を
程
嬰
の
言
葉
と
考
え

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
．
ま
た
賛
田
本
に
は
、
杵
臼
と
孤
児
と
が
死
ん
だ
後

に
、
「
こ
れ
す
な
は
ち
で
い
ゑ
い
か
子
な
り
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
真
の
孤

児
で
は
な
い
」
旨
の
後
人
の
注
記
が
本
文
に
混
入
⊥
た
も
の
．
と
考
え
ら
れ
る
。

当
該
箇
所
に
関
し
て
は
、
管
見
で
は
諸
本
い
ず
れ
も
同
様
で
あ
る
。
∵
唐
物
語
に

は
単
に
「
お
さ
な
き
子
を
ひ
と
．
り
い
た
ぎ
て
」
と
あ
る
だ
け
で
、
特
に
「
他
人

ノ
嬰
児
」
．
（
史
記
）
と
は
断
っ
て
い
な
い
。
唐
物
語
の
冒
き
ぶ
り
か
ら
太
平
記

や
曾
我
物
語
の
よ
う
な
程
嬰
（
ま
た
は
杵
日
）
が
わ
が
子
を
犠
牲
に
す
る
話
へ
・

l
と
発
展
す
る
可
鴇
性
は
じ
ゅ
う
ぷ
ん
あ
る
．
け
事
ど
も
∵
」
れ
は
わ
が
国
だ
け
で

な
く
、
－
中
国
に
お
い
て
も
伝
▼
承
さ
れ
て
い
た
形
な
の
で
ぁ
る
。
明
代
の
演
義
小

説
で
あ
る
新
列
国
志
は
、
そ
の
第
五
七
回
か
ら
第
五
九
回
に
か
け
て
こ
の
史
話

を
講
釈
し
て
い
を
が
、
そ
れ
に
は
、
杵
日
が
程
嬰
に
「
他
人
の
子
供
を
待
て
超

の
孤
児
と
詐
り
、
自
分
は
こ
れ
敢
抱
い
て
首
陽
山
に
匿
れ
よ
う
。
汝
は
居
岸
更

に
そ
の
隠
れ
処
を
訴
え
出
⊥
」
と
謀
っ
た
と
こ
ろ
、
程
嬰
は
「
自
分
に
は
生
ま

れ
て
間
も
な
い
子
供
が
あ
る
。
超
の
孤
児
と
は
誕
生
日
も
相
近
い
し
、
身
代
り

に
立
で
ら
れ
よ
う
」
　
と
言
っ
て
、
わ
が
子
を
杵
日
の
芋
に
撰
す
べ
だ
り
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
．
杵
日
の
言
葉
∬
史
記
に
近
く
、
程
嬰
の
言
醇
は
太
平
記
．
・
曾

我
物
語
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
各
が
、
い
っ
た
い
新
列
国
志
は
史
記
の
記
述
を
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ノ

補
抗
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
前
代
．
の
演
義
小
説
や
俗
講
の
説
話
内
容
を
多
く
含

み
こ
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
∵
」
れ
も
そ
の
一
例
で
、
新
列
国
志

の
叙
述
は
史
記
と
そ
の
伝
承
説
話
七
を
統
合
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
専
契
、

明
代
以
前
に
、
そ
の
よ
う
な
伝
蔑
ぷ
存
在
し
て
い
美
恵
代
の
雑
劇
に
「
超
氏

期
先
」
一
（
紀
君
祥
撰
）
と
い
う
曲
が
あ
受
殊
に
有
名
で
、
夙
に
欧
洲
で
流
行

し
」
　
独
訳
本
・
仏
訳
本
が
あ
る
由
で
あ
る
が
（
注
2
）
、
こ
の
劇
の
賃
ェ
折
．

（
二
幕
）
に
、
・
屠
岸
賓
が
禁
皐
か
ら
姿
を
消
し
た
孤
児
を
捕
え
る
た
め
に
、
国

打
の
生
後
一
か
月
以
上
半
歳
未
満
の
幼
児
を
し
と
ど
と
く
拘
引
し
て
殺
害
し
よ
．

↓
と
す
る
。
程
嬰
は
お
そ
れ
て
、
公
孫
杵
日
を
訪
ね
、

（
上
略
）
念
程
嬰
年
近
四
旬
看
五
。
属
生
一
．
子
。
宋
経
満
月
。
得
債
粧
倣

超
氏
孤
児
。
等
老
宰
珂
告
首
興
官
岸
曽
去
。
只
説
程
嬰
戒
着
孤
児
。
把
俺

父
子
二
人
。
一
迦
身
死
。
老
宰
輔
慢
憶
的
援
挙
的
孤
児
成
人
長
大
。
興
他

父
母
報
伴
。
可
不
好
也
。
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l

と
謀
る
。
す
な
わ
ち
「
程
嬰
、
年
も
四
十
五
に
近
づ
い
て
、
生
き
完
子
供
玖

未
だ
一
月
に
な
ら
ね
ど
、
・
こ
れ
を
超
氏
が
孤
児
に
よ
そ
ひ
立
て
ん
に
、
貴
殿
は

家
岸
頁
に
訴
え
虻
て
」
た
だ
『
程
嬰
、
孤
児
を
匿
ま
へ
り
』
と
申
す
．
へ
し
。
わ

れ
ら
父
子
二
人
を
ば
諸
共
に
死
な
し
め
よ
。
．
貴
殿
ゆ
る
ゆ
る
と
儲
ひ
立
て
た
る＼

孤
児
の
ん
と
な
ら
ば
、
彼
が
父
母
の
た
め
に
紐
を
報
ず
べ
し
、
と
恩
ふ
け
如
何

．
に
。
」
子
謀
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
．
で
杵
．
日
は
、
孤
児
が
復
併
し
得
る
二
十
年
先

に
は
自
分
は
九
十
歳
、
そ
れ
ま
で
わ
命
も
お
ぼ
つ
か
な
い
と
答
え
て
∵
橿
嬰
と

役
割
ト
を
交
替
す
る
、
と
い
う
場
面
が
あ
る
。
料
嬰
が
茄
が
子
を
怯
牲
に
す
る

と
い
う
話
は
、
史
記
や
新
序
な
ど
中
国
の
正
統
的
な
作
品
心
は
見
ら
れ
な
い

ノ
が
、
俗
文
学
昭
世
界
に
は
伝
承
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
訂
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、

、

太
平
記
や
曾
我
物
語
甘
見
ら
れ
る
こ
の
形
が
、
そ
の
よ
J
な
中
国
で
の
伝
承
と

関
係
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
嘩
な
る
平
行
溺
象
な
の
か
と
い
う
点
が
問
題
と

な
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

そ
こ
で
【
∬
1
1
】
の
場
合
を
検
討
し
て
家
よ
う
。
史
記
で
は
、
程
嬰
が
千
年

．
と
引
替
え
に
孤
児
の
在
処
を
諸
将
に
告
げ
て
㌧
」
れ
を
討
た
せ
た
あ
と
、
真
の
孤

児
を
抱
い
て
山
中
に
匿
れ
斑
こ
と
に
な
．
っ
宅
い
る
が
、
太
平
記
で
ほ
程
嬰
は
も

寺
と
詐
っ
て
罷
岸
貫
の
臣
と
な
り
、
贋
の
豊
の
在
処
を
告
げ
て
賢
と
り

′
入
り
、
・
孤
児
を
討
た
せ
た
後
は
い
よ
い
よ
重
用
さ
れ
た
と
い
う
話
に
な
っ
て
い

う
曾
我
物
許
か
同
様
で
あ
亨
「
超
氏
孤
克
」
第
三
折
の
幕
切
れ
に
は
、
程

嬰
の
手
引
き
で
杵
眉
L
孤
児
（
陸
軍
の
子
）
と
．
を
討
っ
た
屠
岸
貿
が
、
「
程
嬰

よ
、
汝
は
我
が
心
蛇
の
人
ぞ
。
我
が
家
中
に
在
っ
で
一
門
客
と
り
、
汝
の
其
の

一
子
（
実
は
超
武
）
を
一
人
前
に
育
て
あ
げ
、
汝
の
許
で
文
を
習
わ
せ
、
予
の
許
．
I

に
よ
こ
し
て
武
を
習
わ
せ
る
が
よ
い
。
予
も
亦
か
れ
こ
れ
五
十
歳
と
な
る
に
、

な
お
世
嗣
が
な
い
。
そ
こ
で
汝
の
子
を
予
の
贅
子
に
し
て
は
く
れ
ぬ
か
4
予
も

か
か
る
．
歳
な
れ
ば
、
ゆ
ぐ
ゆ
く
予
の
官
位
も
亦
故
の
子
に
皐
ぶ
せ
た
い
。
汝
の
l

意
向
や
如
何
に
」
に
言
い
、
程
嬰
が
こ
れ
を
快
諾
す
る
場
面
が
あ
る
。
や
は
り

太
平
記
・
曾
我
物
語
と
同
趣
な
の
で
あ
る
。
新
列
国
志
は
む
七
ろ
史
記
に
近
い

が
、
そ
れ
で
も
、

l
岸
裏
欲
盲
メ
サ
里
㍗
之
チ
（
注
、
程
嬰
）
。
嬰
流
㍗
泣
ヲ
言
吉
日
ク

小
人
一
時
書
生
ヲ
柏
㍗
死
チ
、
作
．
㌶
聖
不
桑
之
事
て
票
シ
謡
目
一

復
旦
号
晋
八
㌢
従
憲
将
盲
㌢
訂
チ
遠
方
l
音
程
嬰
盈
了
首

．里。

と
い
う
記
事
が
あ
？
て
、
こ
．
こ
に
も
史
記
と
伝
承
説
話
と
を
続
．
合
し
た
痕
跡
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
右
に
検
討
し
を
l
例
を
併
せ
考
え
る
と
き
、
元
曲
や
新
列
国
志
に
伝
承
さ
れ

ヽ
ヽ

た
も
と
竃
苛
が
何
ら
か
．
に
媒
介
さ
れ
て
家
平
記
や
曾
我
働
語
に
毒
し
た
と

′
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貯
調
す
る
の
が
日
放
で
あ
ろ
う
J
方
曲
墜
別
0
講
釈
本
で
こ
宗
材
を
と
り

扱
っ
た
作
品
の
存
在
に
つ
い
で
虻
管
見
に
t
で
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
．
元
曲
の

主
題
が
変
文
系
儀
の
説
唱
や
唐
代
小
説
煩
に
拠
っ
．
て
い
る
こ
と
は
既
に
言
わ
れ

て
い
き
し
と
で
あ
り
、
．
例
え
ば
川
口
久
雄
氏
が
伍
子
啓
変
文
に
つ
い
て

そ
も
そ
も
伍
子
菅
の
こ
と
は
史
記
や
呉
越
春
秋
に
見
え
、
－
．
し
れ
幸
の
史
啓

の
記
述
に
い
ろ
い
ろ
の
民
間
伝
承
が
加
わ
っ
て
唐
未
五
代
に
お
い
l
て
軍
談

講
釈
と
し
受
諾
ち
れ
「
l
こ
れ
ら
が
も
七
に
な
っ
一
芸
雑
劇
以
下
（
注
、
元

．
協
「
伍
員
吹
管
C
や
明
の
「
挙
鼎
記
〓
守
）
に
展
開
し
た
と
見
ら
れ
る
。
．

・
（
注
3
）

呈
ロ
わ
れ
イ
い
る
．
の
と
同
様
の
展
開
を
、
元
曲
「
組
氏
孤
児
」
や
同
じ
主
題
の

明
曲
「
入
議
記
」
　
（
徐
叔
回
撰
）
の
上
に
予
想
ナ
チ
」
と
は
可
随
で
あ
そ
変

文
は
、
絵
画
を
伴
な
い
、
▼
・
そ
れ
を
指
し
示
し
な
が
ら
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

が
（
注
4
）
、
「
超
氏
孤
児
」
第
四
折
は
、
程
嬰
が
二
十
年
前
の
超
氏
の
悲
劇

を
一
巻
の
絵
巻
に
仕
立
て
．
て
今
は
成
人
し
た
握
綾
（
実
は
超
武
）
に
詳
し
く

絵
解
き
を
し
、
は
じ
め
て
等
の
真
相
を
告
げ
て
復
鰭
を
勧
め
る
と
い
う
舞
台
で

あ
て
、
こ
れ
こ
そ
二
超
氏
孤
児
」
の
粉
本
と
な
っ
た
変
文
の
存
在
を
暗
示

す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
－

青
木
正
規
博
士
は
、
わ
が
国
の
軍
記
物
語
に
混
え
る
中
国
の
説
話
に
つ
い

て
、
「
苦
人
の
之
に
対
す
る
一
つ
の
興
味
は
若
干
支
那
小
説
の
影
響
が
現
は
れ

る
事
で
あ
る
」
上
し
て
、
「
苅
丹
子
」
「
粗
中
記
」
喜
鎖
高
讃
」
等
の
支
那

小
説
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
（
注
5
）
。
な
か
ん
ず
く
燕
丹
子
説
話
（
源
平
盛
衰

記
巻
十
七
始
皇
苅
丹
井
成
陽
富
0
事
、
．
平
家
物
語
巻
五
成
陽
宮
の
甲
・
語
曲
l

「
成
陽
官
」
）
の
ど
と
ぎ
、
原
話
が
史
記
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
は
拠
っ
て
い

な
い
と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
る
の
で
ぁ
り
、
こ
の
程
嬰
杵
日
説
話
も
ま
た
、
こ

れ
と
同
様
の
オ
ー
ネ
と
l
 
L
｛
史
記
と
直
接
に
ふ
か
わ
り
合
う
む
の
で
は
な
く

、
＿

、

し
て
　
そ
秒
間
に
支
払
小
説
の
介
在
を
ぼ
罠
す
べ
き
も
富
む
み
う
ヶ
．
そ
れ

が
、
青
木
博
士
の
挙
げ
て
お
ら
れ
る
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
文
言
小
説
で
あ
る

か
、
そ
れ
と
も
変
文
の
ど
と
き
白
話
小
説
で
あ
る
か
、
何
の
確
証
も
な
い
が
。

．
注
1
、
高
橋
貞
一
氏
「
太
平
記
の
出
典
に
関
す
る
研
究
し
　
（
京
都
市
西
京
高

校
研
究
紀
琴
．
昭
3
4
・
8
「

注
2
、
郵
凝
鐸
氏
・
『
中
国
文
学
史
』
第
三
冊
（
第
四
六
章
雑
劇
的
鼎
盛
）
。
′
な

お
、
こ
の
訂
㌢
ラ
ン
、
ス
に
お
け
る
盛
行
に
つ
い
て
は
、
後
藤
未
雄
氏

『
支
那
文
化
と
支
那
学
の
起
源
』
　
（
第
四
岩
の
四
、
ヴ
オ
ル
テ
ー
ル
の

．
安
部
乳
）
！
に
詳
し
い
説
明
が
あ
る
・

注
、
3
、
川
口
久
雄
氏
「
偲
子
音
変
文
と
我
が
国
説
話
文
学
」
百
語
、
昭
、

3
2
・
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

料
4
、
む
し
や
こ
う
じ
・
′
み
の
る
氏
「
物
置
と
物
語
絵
H
I
中
国
の
ば
あ
い

つ
」
（
文
学
、
昭
讐
6
）

注
5
、
青
木
正
児
氏
「
国
文
学
と
支
那
文
学
」
　
（
鐸
倉
室
町
期
∵
『
支
那
文

・
学
芸
術
考
』
所
収
）

≡
－

．
上
に
述
べ
た
よ
～
に
、
史
記
と
太
平
記
と
の
問
に
介
在
す
る
支
那
小
説
の
存

在
を
想
定
t
得
る
と
し
．
て
も
、
ゑ
れ
ナ
太
平
記
と
の
か
か
も
れ
あ
い
は
、
な
お

直
妻
的
の
も
の
で
は
な
い
。
太
平
記
の
ー
、
の
説
話
が
習
款
に
よ
る
も
の
で
な
い

こ
と
は
、
そ
の
翌
場
人
物
の
名
前
の
異
同
に
端
的
に
・
闘
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
太
平
記
の
1
そ
の
発
端
部
【
1
1
】
ほ
！
　
1

．
昔
秦
（
流
布
本
「
署
」
）
ノ
世
二
超
遁
智
伯
ト
云
ケ
．
ル
．
物
二
人
、
趨
ノ
、
国

l

ヲ
争
。
ト
年
久
シ
、
或
時
智
伯
己
二
組
遁
二
坂
巻
レ
テ
、
夜
餌
ケ
ナ
ハ
打

死
セ
ム
ト
シ
ケ
功
時
、
∴
1
2
の
一
部
を
含
む
。
本
文
は
西
源
院
本
）
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と
な
っ
て
い
て
、
こ
の
説
話
の
談
役
た
る
罷
岩
更
の
名
が
超
道
に
な
彗
屠
場

写
し
討
た
れ
た
誼
抗
の
名
が
智
伯
と
な
っ
て
い
る
。
趨
盾
と
、
い
う
の
は
実
は
超

鐙
の
父
蔓
っ
て
　
太
平
記
抄
が
「
此
故
事
ノ
中
l
、
一
大
方
．
ハ
ヨ
キ
様
ナ
レ
ト

モ
一
語
己
下
敵
味
方
力
紛
レ
テ
何
レ
モ
誤
レ
㌢
」
．
と
非
難
し
七
い
る
の
は
こ
の

、
点
で
あ
る
。
ま
た
智
伯
を
登
場
さ
せ
た
の
提
議
の
復
櫛
説
話
と
混
同
し
え
た
．

め
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
′

・
鞍
誤
の
説
話
は
、
・
韓
非
子
選
劫
試
臣
第
十
二
｝
を
は
じ
め
呂
氏
春
秋
．
（
博

志
覧
質
入
）
。
・
堆
甫
子
（
巻
九
主
術
訓
他
）
∵
史
記
（
刺
客
伝
）
・
戦
国
策

（
巻
六
上
碍
子
）
・
説
花
（
巻
六
復
恩
）
・
豪
求
（
巻
中
澤
買
春
炭
）
等
に
あ

っ
て
有
名
で
あ
れ
、
．
十
訓
抄
（
巻
六
可
存
忠
値
等
）
に
も
断
片
的
な
が
ら
引
用

．
き
れ
七
一
い
る
。
．
預
誤
は
尊
寵
さ
れ
た
主
君
智
伯
が
題
額
子
に
減
さ
事
た
の
で

貢
己
晶
ル
者
ノ
為
二
死
ス
」
と
復
讐
瞥
い
、
薯
を
代
え
刑
人
．
と
l
な
一

て
て
宮
中
に
入
り
、
回
申
に
潜
ん
で
狙
う
．
が
発
見
さ
れ
を
。
繁
子
が
義
人
な
り

と
し
て
釈
放
す
る
や
、
ま
た
身
に
漆
を
塗
っ
て
屑
と
な
り
、
灰
を
呑
ん
で
囁
と
・

な
り
形
状
を
変
え
で
栢
下
に
待
ち
伏
せ
る
が
「
雫
子
の
烏
が
賢
い
て
再
び
発
見

さ
れ
る
」
　
こ
の
た
び
も
撃
子
ほ
許
す
が
、
芸
は
詣
ト
て
彼
の
衣
服
を
も
カ

い
・
こ
れ
を
朗
で
三
た
び
撃
ち
、
智
伯
の
恩
に
報
い
得
た
と
し
て
自
害
す
る
、

去
い
う
恐
し
く
執
念
深
い
復
標
説
話
で
あ
る
、
。
こ
れ
は
程
嬰
、
杵
日
よ
り
も
一
也

紀
あ
ま
り
後
の
事
件
で
、
智
伯
を
滅
し
た
組
頭
子
は
」
超
宿
六
代
の
後
裔
で
思

る
。
太
平
寵
は
趨
盾
と
超
繁
子
を
混
同
し
、
そ
し
か
ら
智
伯
を
翌
場
さ
せ
る
と

い
ぅ
過
誤
を
お
か
し
た
の
で
あ
る
4

．
家
平
記
巻
十
二
五
大
院
右
栢
門
井
相
栢
太
郎
事
）
に
．
ほ
、
自
害
を
前
に
し

て
北
条
高
時
が
、
嫡
男
邦
時
の
生
母
の
兄
に
当
る
五
大
院
右
栢
門
宗
廃
に
邦
時

一

を
托
し
て
「
何
ナ
ル
方
便
ヲ
モ
攣
フ
ど
丁
、
比
ヲ
隠
置
テ
、
′
時
至
ヌ
下
見
へ
ハ

、：さ

出
、　　　テ

亡
魂
ノ
恨
ヲ
謝
ス
へ
シ
」
．
と
成
瀬
し
リ
五
大
院
は
儲
載
ん
て
散
に
降

．
．
′
l

る
が
、
北
条
氏
の
縁
者
を
匿
ま
ヶ
者
が
次
々
上
儲
さ
れ
る
事
態
に
恐
れ
て
「
イ

ヤ
，
＼
果
報
尽
パ
テ
久
九
八
㌢
扶
輩
セ
ム
と
丁
通
過
サ
ル
命
ヲ
失
′
ハ
ン
コ
リ

ハ
、
、
此
人
之
有
所
知
タ
ル
由
ヲ
源
氏
ノ
兵
二
告
テ
弐
ナ
キ
処
ヲ
ア
ラ
ー
ハ
了
チ
、
・

所
領
ノ
一
所
ヲ
モ
安
堵
セ
．
ハ
、
ヤ
」
と
釈
意
し
、
元
時
を
す
か
し
出
し
て
伊
豆
へ
l

落
し
、
敵
に
そ
竃
処
を
1
告
私
て
、
．
こ
れ
を
討
た
せ
た
話
が
甘
。
芸
に
程

嬰
杵
日
説
話
を
そ
の
ま
ノ
貴
霹
返
し
た
よ
ヶ
な
話
で
あ
る
。
上
の
等
華
は
太
平
記

以
外
に
所
見
が
な
い
が
、
あ
る
い
は
史
実
を
踵
に
七
千
橿
嬰
杵
日
の
説
話
を

否
定
的
に
媒
介
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、

太
平
記
作
者
の
こ
れ
に
対
す
る
評
言
に
、
「
音
程
嬰
力
我
子
ヲ
殺
テ
、
幼
鞋
ノ

主
ノ
命
ニ
カ
へ
、
、
預
琵
力
己
力
貌
ヲ
変
シ
テ
旧
宏
之
恩
ヲ
報
l
セ
シ
、
ソ
レ
ア
チ

コ
リ
ナ
カ
ラ
メ
・
云
ヱ
受
l
こ
の
両
説
話
が
対
句
仕
立
て
で
比
較
修
辞
法
に

用
い
ら
れ
て
い
る
の
一
は
、
は
な
は
ゼ
興
味
深
い
。
こ
の
対
句
表
理
か
ら
も
∵
し
．

の
二
つ
の
故
事
が
周
じ
く
亡
君
の
旧
恩
に
報
い
る
無
償
の
苦
闘
を
生
き
た
節

士
の
説
話
と
し
て
並
び
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ

に
、
太
平
記
作
岩
が
両
説
話
を
混
同
し
た
蓋
然
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。登

場
人
物
の
名
前
が
、
程
嬰
と
杵
日
を
の
ぞ
い
て
は
甚
し
く
異
な
っ
l
て
い
る

と
い
う
点
は
」
曾
我
物
語
も
同
様
で
あ
る
が
、
・
太
平
記
と
曾
我
物
語
上
は
ま
た
▼

相
異
な
っ
て
い
る
。
一
す
な
わ
ち
、
太
平
記
の
智
伯
（
史
記
は
超
朔
）
が
孝
明
王

′
l

と
な
ど
超
遁
（
史
記
は
屠
岸
百
）
は
挙
に
（
な
ら
び
の
王
）
阜
だ
け
で
名
前

が
な
く
、
孤
児
の
趨
武
（
太
平
記
に
は
名
前
が
な
い
）
が
尿
岸
密
と
な
っ
て
い

て
．
、
こ
れ
こ
そ
「
敲
味
方
が
紛
レ
テ
し
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
身
代
り
に
な
る

ヽ

ヽ

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

、

、

、

程
嬰
の
子
に
は
き
か
く
と
い
ト
名
が
つ
い
て
い
る
登
孝
明
王
や
き
ふ
く
の
名

の
出
所
は
審
ら
か
で
な
い
。
か
く
主
要
人
物
以
外
の
名
前
が
甚
し
く
流
動
し
て

い
る
一
㌢
は
、
．
こ
の
朝
議
の
伝
承
の
．
あ
り
か
た
を
考
え
る
上
で
看
過
す
る
ー
．
」
と

．
「

－・「－24－



、

の
で
き
な
い
事
象
で
あ
り
、
あ
ら
た
め
て
後
に
触
れ
て
み
た
い
と
思
う
。

四

そ
れ
に
瀧
だ
．
っ
て
、
．
太
平
記
と
宵
我
物
語
と
の
関
係
を
検
討
し
て
お
き
た

小
。
い
っ
た
い
太
平
記
は
曾
我
伝
説
の
本
筋
に
は
関
係
が
な
い
け
れ
ど
も
、
傍

系
説
話
と
は
交
渉
を
有
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
（
注
1
）
。
今
席
者
の
関
連

説
話
を
拾
い
あ
げ
て
み
る
と
、
つ
ぎ
の
八
例
が
得
ら
れ
る
。

曾
我
物
語
（
流
布
本
）

太
　
平
　
記
一
（
流
布
本
）

杵
日
程
嬰
が
事
（
巻
こ

玄
宗
皇
帝
の
串
（
巻
二
）

奈
▼
艮
の
樟
操
僧
正
の
事
（
巻
二
）

眉
間
尺
が
事
（
巻
四
）

巣
父
許
由
が
苛
㌦
巻
五
）

呉
越
の
儀
の
事
（
巻
五
）

比
叡
山
始
の
串
（
巻
六
）

菅
丞
相
の
御
事
（
巻
一
一
）

程
嬰
杵
日
串
（
巻
l
八
）
′

楊
国
忠
等
（
巻
三
七
）

三
人
僧
都
関
屈
下
向
一
票
巻
≡

干
将
穏
和
轟
（
巻
二
二
）

天
竺
霞
且
物
語
串
（
巻
三
二
）

呉
越
軍
事
（
巻
四
）

一
比
叡
山
開
閉
串
（
巻
一
入
）
・

聖
厨
御
車
（
巻
一
二
）

こ
れ
以
外
に
、
同
一
人
物
に
関
す
る
説
話
で
、
話
材
の
無
綾
な
も
の
が
≡
例
あ

る
け
れ
ど
も
、
一
省
略
に
従
う
。
上
の
人
語
の
づ
ち
、
同
文
関
係
を
認
め
う
る
説

話
は
、
附
的
㈲
（
但
し
㈲
は
曾
我
物
語
で
は
極
め
て
盾
略
化
さ
れ
て
い
る
）
の

三
者
だ
け
で
、
他
l
の
五
者
は
頸
話
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
交
渉
関
係
を

認
め
う
る
三
者
は
、
い
ず
れ
曾
我
物
語
の
流
布
太
た
の
み
あ
っ
て
、
大
山
寺
本
．

に
は
見
受
　
も
の
ば
か
年
で
あ
そ
曾
我
物
語
に
寺
見
た
太
平
記
の
影
響
は
そ

一
の
、
流
布
本
に
限
ら
れ
て
い
．
る
と
す
る
江
汲
漑
…
氏
の
御
意
見
（
注
2
）
正
同
調
す
、

る
所
以
で
あ
る
が
、
た
だ
氏
が
程
嬰
杵
日
説
話
を
も
そ
の
例
に
挙
げ
ら
れ
て
い

る
点
け
、
荒
木
良
雄
氏
の
紹
介
に
よ
る
大
山
寺
本
の
出
現
に
上
？
て
、
訂
正
さ

れ
わ
は
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
其
字
本
に
こ
そ
な
い
け
れ
ど
も
大
山
寺
本
・
に
、

ほ
す
で
に
敬
っ
て
い
る
、
こ
の
程
嬰
杵
日
説
話
は
、
太
平
記
の
影
響
を
受
け
る

以
前
か
ら
曾
我
物
語
に
あ
っ
た
も
む
な
の
で
あ
る
。
な
お
、
一
登
場
人
物
の
名
前

の
相
異
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
両
者
の
叙
述
に
柳
か
の
同
文
関
係
も
認
め
ら
れ

な
い
こ
と
は
第
二
表
に
掲
げ
た
本
文
の
対
照
か
ら
も
容
易
に
納
得
わ
が
え
ろ
と

思
う
。そ

れ
に
も
拘
ら
ず
、
第
一
表
に
月
号
㌣
彗
両
者
の
構
成
は
著
し
く
似
通

っ
て
い
る
。
太
平
記
が
割
愛
し
た
l
も
の
は
層
哉
物
語
も
省
い
て
い
る
し
」
史
記

と
太
平
記
と
の
対
抗
的
な
相
異
点
も
、
す
べ
て
曾
我
物
語
は
太
平
記
の
側
に
屈

し
て
い
け
曾
そ
し
て
史
記
と
太
平
記
の
頓
似
串
項
は
曾
我
物
語
も
や
は
り
同
様

な
の
で
あ
る
。
．
1
た
だ
曾
我
物
議
に
は
【
Ⅱ
6
・
．
1
0
】
の
部
分
に
説
話
の
膨
脹
が

ヽ

　

ヽ

．

ヽ

′

見
ら
れ
亨
こ
事
は
、
超
の
孤
児
に
な
り
か
も
る
橿
嬰
の
子
き
か
て
玖
可
．
憐
味

と
、
親
子
の
悲
壮
な
情
愛
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
も
の
で
（
第
二
表
参
照
）
、

主
君
と
家
来
、
静
と
味
方
に
分
か
れ
て
．
の
応
答
に
親
子
の
心
底
を
吐
露
す
る
あ

た
り
、
菅
原
伝
授
手
習
鑑
の
寺
小
屋
の
場
へ
と
発
展
す
る
方
向
．
を
示
し
て
い
る

が
、
こ
の
二
箇
所
に
お
け
る
付
加
的
要
素
を
除
く
な
ら
ば
、
太
平
記
と
曾
我
物

語
と
は
全
く
同
じ
構
想
に
な
．
る
。
　
　
、

こ
l
の
説
話
の
受
け
入
れ
か
た
が
、
太
平
記
鴻
曾
我
物
語
や
撃
承
に
上
る
も

の
で
な
い
こ
と
は
、
先
に
見
た
ど
と
く
、
．
人
物
名
に
見
ら
れ
る
過
誤
が
端
的
に

示
し
て
い
る
。
成
立
年
代
の
さ
ま
で
距
た
ら
な
い
は
ず
の
両
作
品
に
あ
ら
わ
れ

－25－



（
第
二
表
）

史
．
∴
記

唐
　
　
物
′
　
語

太
　
　
′
平
　
・
記

我

　

．

物

一

　

、

吾

．
橿
嬰
謂
公
孫

杵
日
日
、
今

〓
累
不
得
、

後
必
且
復
稟

之
、
奈
何
。

公
孫
杵
日
日
1

立
孤
興
死
敦

難
。
程
嬰
日
、

死
易
立
孤
難

耳
。
公
孫
杵

日
日
。
超
耳

元
君
遺
子
厚
、

ノ
子
臣
為
其
難

者
。
膏
為
其

易
者
、
謂
先

死
。
乃
二
人

謀
、
撮
他
人

嬰
児
、
負
之
、

衣
以
文
操
、

匿
山
中
。
▼

程
嬰
謂
杵

日
日
、
今

一
累
不
得
、

後
必
且
復

之
∵
奈
何
。

杵
針
目
、

立
孤
輿
死

．
敦
難
。
嬰

日
、
立
孤

亦
難
耳
㌣

杵
日
日
、
・

超
氏
先
君

通
子
厚
、

子
強
為
其

難
者
、
苦

為
其
易
者
、

膏
詣
先
死
。

而
二
人
謀
、

寂
他
嬰
児
。

．
負
以
文
在
、

匿
山
中
。
1

程
嬰
に
杵
日
語
ら
ひ
て

日
く
、
「
こ
の
子
を
革

な
く
養
ひ
立
て
上
、
父

の
跡
を
田
が
せ
ん
と
．
、

命
を
捨
て
ん
と
何
れ
か

難
か
る
べ
き
」
」
健
嬰

答
へ
．
て
日
｛
二
死
な

ん
は
易
し
、
平
か
に
餐

ひ
立
て
ん
事
は
い
と
難

し
」
寸
言
ふ
に
、
杵
日

が
日
く
、
「
恩
の
深
き

串
は
君
我
に
勝
れ
り
。

易
き
に
つ
け
て
も
、
我

ま
ず
死
な
は
、
そ
の
後

難
霜
を
遂
げ
て
必
ず
樺

を
報
ひ
給
へ
ノ
」
と
言
ひ

っ
ゝ
、
幼
き
児
を
一
人

抱
き
宅
、
深
き
山
の
中

に
匿
れ
ゐ
た
り
。
．
（
読

類
従
本
。
但
し
適
宜
浜

字
を
当
て
る
。
）

程
嬰
是
ヲ
恐
レ
テ
、
杵
日
二

向
テ
開
ケ
ル
ハ
＼
　
「
旧
裏
三

歳
ノ
孤
ヲ
以
テ
．
、
二
人
ノ
臣
一

二
詑
タ
、
リ
、
死
ヲ
敵
二
欺
カ

ム
ト
、
暫
ク
生
テ
胡
ヲ
取
立

ム
ト
、
イ
ツ
レ
カ
難
カ
ル
へ

キ
」
上
至
l
、
杵
自
答
テ
眉

ク
、
′
「
死
ハ
一
心
ノ
義
二
向

フ
処
二
足
リ
、
生
ハ
百
療
／

智
ヲ
尽
シ
中
二
全
シ
、
而
レ

ハ
我
生
ヲ
以
テ
難
ト
ス
」
程

嬰
「
サ
ラ
バ
我
ハ
難
二
付
テ

命
ヲ
全
ス
．
へ
シ
、
汝
ハ
易
二

就
テ
先
打
死
ヲ
．
セ
r
」
ト
云

ニ
、
杵
日
悦
テ
許
諾
ス
、
サ

ー
こ
謀
ヲ
廻
ス
へ
シ
ト
テ
‥

杵
ロ
バ
我
子
ノ
三
歳
こ
．
ナ
リ

ケ
ル
ヲ
主
．
ノ
孤
也
ト
疲
霞
シ
．

テ
、
是
ヲ
イ
タ
キ
カ
1
へ
計
、

橿
嬰
ハ
．
主
ノ
孤
ヱ
テ
ニ
フ
ル

ヲ
一
哉
子
也
上
至
7
、
朝
夕
是

ヲ
養
育
シ
ケ
ル
、
、
．
（
酉
源
院
．

木｝．

程
嬰
が
申
し
け
る
け
「
我
等
二
人
が
中
に
一
人
、
敵
の
主
に
出
で
て
仕

．
ふ
べ
L
と
い
は
ん
時
、
さ
る
者
あ
れ
と
て
定
め
て
心
を
許
す
べ
か
ら
ず
、

そ
の
時
わ
れ
、
き
か
く
し
い
ひ
て
十
一
歳
に
な
る
子
を
持
く
り
。
幸
に

君
と
同
じ
年
な
り
∴
」
れ
を
太
子
と
号
し
て
、
二
人
が
中
何
れ
に
く
も

一
人
山
に
籠
り
、
一
人
ほ
討
手
に
な
り
て
二
人
の
首
を
取
り
て
、
か

の
王
に
捧
げ
な
は
、
如
何
で
か
心
を
許
さ
ぎ
▼
る
．
へ
き
。
そ
の
時
敵
を
討

つ
べ
し
」
と
い
ひ
定
む
る
ぞ
、
．
せ
め
て
の
串
と
は
．
覚
曳
け
る
。
そ
の
後

程
嬰
わ
が
子
の
き
か
く
を
近
づ
け
て
」
　
「
い
か
に
汝
、
委
⊥
く
開
け
。

わ
が
君
の
太
子
落
岸
百
を
隠
し
か
ね
奉
り
、
汝
等
ま
で
も
計
に
捕
ら
れ

て
携
せ
賢
し
。
然
革
に
汝
を
太
子
と
偽
り
孟
子
ペ
し
。
太
子
の
御

命
に
代
り
奉
り
て
、
君
を
も
我
ら
を
も
安
穏
な
ら
し
め
よ
。
親
な
れ
ば

と
て
添
ひ
晃
つ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。
来
世
に
生
合
ふ
べ
し
」
と
申
し
け

．
れ
ば
、
せ
か
く
涙
を
流
し
、
．
暫
l
L
は
物
を
も
言
は
ず
。
や
ゝ
．
あ
り
て
、

「
辞
し
申
す
べ
き
事
に
あ
ら
ず
。
ま
こ
と
に
某
が
命
一
つ
を
」
君
と
父

と
の
御
命
に
代
へ
ん
等
富
び
な
り
」
と
は
い
ひ
な
が
ら
、
▼
涙
に
こ
そ
は

咽
び
け
れ
。
父
こ
の
言
葉
を
開
き
て
「
子
な
か
ら
も
い
し
く
申
し
た
る

駕
の
か
な
二
芸
と
に
わ
が
子
な
ケ
。
成
人
の
未
、
惜
し
む
に
験
あ
カ
。

最
後
未
練
に
て
l
は
、
父
が
た
め
膏
の
御
為
悪
し
か
る
べ
し
」
と
涙
を
押
′

へ
て
申
し
け
れ
ば
し
き
か
く
鴇
流
る
る
涙
を
と
芸
「
御
心
安
く
思
召

供
へ
」
と
ぞ
申
し
け
る
。
「
つ
ら
つ
ら
串
を
案
ず
る
に
、
ま
づ
君
の
為

に
討
上
れ
ん
命
は
易
く
、
残
り
て
酌
を
討
、
ち
」
太
子
を
世
に
立
て
申
さ

ん
事
は
重
ん
与
さ
れ
ば
軽
き
に
就
き
て
、
先
ず
杵
日
死
な
ん
」
と
い

ひ
て
、
き
か
く
と
共
に
山
に
籠
り
て
居
た
り
。
．
（
大
山
寺
本
）
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た
こ
の
説
話
が
」
は
と
ん
ど
一
致
す
る
構
想
を
有
t
な
が
ら
、
そ
の
表
現
に
は

い
さ
さ
か
の
同
文
的
関
係
を
も
認
め
が
た
い
と
い
う
、
l
こ
の
事
実
を
考
え
る
と

き
、
永
積
安
閑
氏
が
、

必
ず
し
も
中
国
の
古
典
か
ら
、
．
直
接
的
に
『
太
平
記
』
へ
．
と
考
え
る
だ
け

で
は
十
分
で
な
ぐ
や
は
り
そ
の
間
に
ロ
語
り
の
媒
介
を
考
え
至
し
ど
が

必
要
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
口
語
り
も
（
中
略
）
む
し
ろ
作
者
を
外
部

か
ら
規
定
す
る
、
い
わ
ば
外
在
的
な
も
の
と
し
て
働
い
て
l
小
る
．
と
い
う
の

が
、
『
太
平
記
』
と
口
語
り
と
の
関
連
の
し
か
た
で
あ
る
．
。
二
注
3
）

ヽ

ヽ

ヽ

と
言
わ
れ
た
、
・
そ
の
口
語
り
の
存
在
を
想
定
せ
わ
は
な
ら
な
く
な
る
．
が
、
そ

ヽ

ヽ

・

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

ヽ

．

の
口
嘗
り
な
る
も
の
も
、
語
り
と
し
て
言
語
的
に
一
応
定
弄
し
て
い
る
も
の
と

し
で
は
恩
い
え
が
く
こ
と
が
で
せ
な
い
。
．
、
骨
組
み
は
固
定
し
て
い
る
け
れ
ど

ヽ

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

－

も
、
語
り
そ
の
も
の
は
極
め
て
流
動
的
な
も
の
で
あ
っ
一
た
．
ど
考
え
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
る
。
．

－
．
注
1
．
、
後
藤
丹
治
氏
「
曾
我
物
語
私
考
」
　
（
第
一
一
節
、
曾
我
物
語
に
於
け
る

史
実
の
検
討
、
『
中
世
国
文
学
研
究
』
．
所
収
）
　
　
　
ノ

注
2
∵
江
波
配
遠
　
「
曾
我
物
語
に
討
て
」
　
（
国
語
と
国
文
学
、
大
正
1
5
．
・

1
0
）

嘩
3
、
永
積
安
閑
氏
「
『
軍
記
も
の
』
の
構
造
と
そ
の
展
開
」
・
（
国
語
と
国

文
学
、
昭
和
3
5
・
1
4
）

′

五

史
記
の
叙
腹
と
太
平
記
・
曾
我
物
語
の
叙
述
を
比
較
し
て
、
後
若
が
割
愛
し

て
い
る
部
分
を
見
る
と
、
．
結
局
そ
れ
は
、
超
朔
の
昇
に
訂
す
る
説
話
と
韓
欧
に

閑
す
．
る
説
話
の
凡
て
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
に
限
ら
れ
て
い
る
∵
し
れ
は
説
苑
が

韓
顔
の
報
恩
説
話
と
し
て
構
想
す
る
た
め
に
程
嬰
杵
日
に
開
す
．
る
瓢
分
を
は
と

ん
ど
削
り
去
っ
た
の
と
届
だ
対
照
的
で
あ
っ
て
、
太
平
記
・
曾
我
物
語
は
あ
く

ま
で
乱
嬰
杵
日
の
説
話
と
し
て
情
感
す
る
た
め
北
不
要
な
も
の
は
切
り
捨
て
た
り

と
い
う
結
果
に
重
っ
で
い
l
る
。
そ
し
て
趨
朔
の
要
お
よ
び
韓
厭
に
関
す
る
説
話

を
削
除
し
た
こ
と
が
、
必
然
的
に
他
の
部
分
に
も
波
及
し
て
、
【
1
3
】
L
に
見

・
ら
れ
る
対
坑
的
な
相
異
を
生
み
出
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
太
平

・
記
・
曾
我
物
語
で
は
、
程
嬰
杵
日
が
亡
君
の
遺
言
を
車
じ
て
劉
児
を
守
り
立
て
へ

ま
」
と
謀
？
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
史
記
で
は
紺
朔
が
後
事
を
託
し
た
相

手
は
韓
欧
で
あ
り
T
2
）
、
橿
嬰
杵
日
は
自
発
的
か
こ
旧
恩
に
報
い
よ
う
と
し
た

こ
七
に
な
っ
て
い
る
・
（
町
4
）
。
ま
た
、
史
記
で
ほ
超
朔
が
討
た
れ
た
と
き
そ

の
翼
の
胎
l
内
に
あ
っ
た
組
武
が
、
太
平
記
で
は
三
歳
、
曾
我
物
語
で
は
ま
三
歳

の
男
児
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
変
形
が
生
ず
る
た
め
骨
は
、
韓
匪
お
よ
び

超
朔
の
要
の
抹
殺
が
前
提
と
な
？
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
曾
我
物
語
の

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

よ
う
に
き
か
く
の
可
憐
味
が
強
調
さ
れ
る
た
め
に
は
、
∴
」
れ
と
同
年
の
孤
児
が

十
一
歳
と
い
う
物
心
の
つ
い
た
年
齢
に
達
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
㌃
ら
ね
ば

な
ら
な
い
。

と
い
う
こ
と
は
、
恐
ら
ィ
、
史
記
の
叙
述
の
如
き
複
合
的
な
プ
ロ
′
ッ
下
を
有

す
る
物
語
り
と
し
て
は
伝
承
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
で
濁
ろ
う
と
い
う
推
測
を
安

l
揺
す
る
。
一
l
程
嬰
杵
巳
を
由
心
と
ナ
ノ
る
説
話
、
超
朔
の
要
を
中
心
と
す
る
説
話

（
一
こ
れ
は
平
治
物
語
に
断
片
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
）
、
韓
臍
を
中
心
七
す
る

説
話
（
た
と
え
は
説
花
に
見
ら
れ
る
如
き
）
が
、
史
記
の
′
よ
う
な
複
合
的
な
叙

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

述
か
ら
派
生
し
て
1
－
そ
れ
ぞ
れ
迫
二
的
な
ブ
言
下
し
か
持
た
ぬ
口
語
り
と
し

て
伝
承
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
」
太
平
記
・
曾
我
物
語
は
「
そ
の
う
ち
の
一

つ
、
程
嬰
杵
日
説
話
を
と
カ
あ
げ
た
に
過
ぎ
な
か
ろ
う
が
、

・
説
話
が
い
か
に
流
動
し
て
も
、
・
そ
の
本
質
的
な
も
の
は
変
ら
な
い
。
－
易
経

嬰
杵
日
説
話
に
即
し
て
言
え
は
、

一
、
亡
君
の
遺
孤
を
立
て
る
た
め
に
、
杵
日
は
贋
の
孤
児
と
共
に
先
に
死

∵
に
、
程
嬰
は
生
き
残
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
′

二
、
串
を
遂
げ
た
後
、
程
嬰
は
杵
日
と
の
轟
を
守
っ
て
自
害
し
た
。
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と
い
う
こ
点
で
あ
る
。
籍
に
第
一
の
点
は
こ
の
説
話
の
最
も
中
心
的
な
核
な
の

で
あ
る
。
【
T
題
6
】
が
こ
れ
に
当
る
。
第
二
表
は
、
諸
作
品
の
こ
の
部
分
を
対

照
し
た
も
の
で
あ
る
・
（
史
記
・
．
新
序
・
唐
物
語
は
Ⅷ
7
の
全
部
を
、
太
平
記

・
昏
我
物
語
は
そ
の
一
部
を
含
む
）
．
。
し
か
も
核
に
当
る
部
分
に
は
、
．
さ
ら
に

．

ヽ

ヽ

　

ヽ

そ
れ
の
中
心
と
な
る
、
さ
わ
り
と
も
言
う
べ
き
宗
　
が
あ
る
C
・
こ
の
場
合
に

、
は
「
死
は
易
く
、
生
は
難
し
」
と
い
う
逆
説
的
命
題
で
あ
る
。

常
識
的
に
は
「
死
は
難
く
、
生
は
易
し
」
と
さ
れ
る
。
史
記
で
は
、
杵
日
が

ま
ず
常
識
的
．
に
は
困
難
と
で
れ
る
死
を
選
ん
で
、
白
か
ら
そ
れ
を
安
易
な
道
に

就
く
の
だ
と
し
、
程
嬰
に
は
難
し
と
す
る
生
を
選
ば
せ
る
こ
と
に
上
っ
て
、
相

▼
芋
の
斡
持
を
尊
重
し
、
．
し
か
も
瀾
手
に
対
す
る
絶
対
の
信
頼
を
表
明
し
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
太
平
記
で
は
、
難
し
と
す
る
巷
を
程
嬰
自
身
が
ま
ず
選
び
、

∵
、
相
手
に
は
　
「
易
二
就
テ
先
打
死
セ
ヨ
」
一
と
罠
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
敷
革
を

他
人
に
強
い
て
自
分
は
安
易
に
就
ぐ
と
い
う
利
己
主
義
は
、
ノ
L
の
説
話
に
は
ふ

さ
わ
し
く
な
い
と
す
る
常
識
が
働
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
た
め
甘
柿
日
の

細
心
周
到
な
酎
厩
が
抹
殺
さ
れ
て
し
虻
っ
て
い
る
。
七
の
点
か
ら
も
想
像
さ
れ

る
こ
と
は
、
史
記
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
簡
潔
な
表
現
に
ひ
そ
む
複
雑
な
心
理
の

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

陰
影
を
洗
い
晒
し
た
さ
あ
勺
文
句
を
核
心
上
し
て
、
い
わ
ば
警
句
的
な
魅
力
に

支
え
ら
れ
．
て
、
こ
の
説
話
が
伝
承
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
共

．
際
、
太
平
記
で
は
租
嬰
杵
日
が
智
伯
か
ら
孤
児
を
託
さ
れ
た
所
（
1
3
）
で
も
、

譜
た
軋
我
物
宅
㌫
流
布
本
で
翼
．
上
掲
葵
l
腋
）
．
本
文
（
大
山
寺
本
）
冒
頭

．
の
程
嬰
の
言
葉
の
後
に
杵
日
の
返
答
が
入
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
、
こ
の
警

句
が
、
表
現
に
は
い
く
ら
か
の
変
化
を
見
せ
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
繰
り
返
さ
れ

七
い
て
、
伝
東
者
が
こ
セ
言
葉
の
呪
椿
か
ち
離
れ
得
な
か
っ
七
こ
と
を
畢
ボ
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

、

∴
撃
旬
「
死
に
易
く
、
生
は
難
し
」
と
い
う
逆
説
的
命
題
を
核
心
と
し
、
固
定

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

し
た
骨
組
み
を
も
っ
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
程
嬰
杵
日
の
故
事
を
、
語
り
も
の
と

）

し
て
具
体
化
す
る
た
め
に
は
、
主
要
人
物
以
外
の
名
前
を
む
補
わ
な
け
れ
ば
な

ら
．
な
か
っ
た
。
そ
の
際
に
不
確
か
な
記
憶
で
捕
抗
し
て
鞍
課
の
復
健
説
話
と
混

同
し
て
し
ま
っ
た
の
l
が
太
平
記
で
l
ぁ
り
、
ノ
で
た
ら
め
な
（
と
見
え
る
）
重
刷
を

ほ
う
り
込
ん
で
い
る
の
が
曾
我
物
語
で
あ
る
。
l

車
一
的
な
プ
ロ
ッ
ト
を
し
か
持
た
ぬ
簡
単
な
口
語
り
と
も
て
伝
致
さ
れ
て
い

た
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
測
は
、
こ
切
説
話
の
太
平
記
へ
の
挿
入
の
さ
れ
か
た
か

ら
を
う
な
ず
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

建
武
の
新
政
も
つ
か
の
問
窓
朋
壊
し
て
、
建
武
≡
年
の
暮
れ
に
は
、
後
醍
醐

は
吉
野
に
薄
幸
し
、
新
田
泰
員
は
東
宮
お
よ
び
親
王
尊
良
を
尋
じ
て
越
前
へ
落

ち
を
が
、
翌
延
元
二
年
正
月
に
は
そ
の
居
城
金
時
城
を
高
師
泰
に
攻
め
立
て
ら

′

れ
て
苦
戦
に
お
ち
い
る
。
太
平
記
に
よ
を
と
、
士
風
よ
り
先
、
瓜
生
判
官
保
の

弟
の
薫
監
房
は
官
方
に
意
を
通
じ
．
て
、
義
貞
の
弟
協
臣
義
助
の
長
子
義
治
を
預

か
っ
．
て
い
た
が
、
正
月
十
一
日
、
か
ね
C
の
約
束
ど
お
り
．
金
時
城
後
攻
の
た
め
に

敦
賀
に
向
か
．
い
、
高
師
秦
の
軍
と
戦
っ
て
、
判
官
保
と
義
濫
房
の
兄
弟
は
討
死

す
る
。
、
残
る
弟
三
人
ふ
定
も
に
討
死
し
よ
う
と
す
る
が
、
寿
監
房
に
r
我
等
二

人
打
死
シ
タ
ラ
ム
二
旦
ノ
マ
ケ
、
兄
弟
残
り
ナ
ク
死
タ
ラ
ム
ハ
、
永
世
ノ
負

ニ
テ
有
ソ
、
ス
ル
ヲ
、
恩
．
ヒ
籠
ル
心
ノ
無
リ
ケ
ル
ユ
ウ
カ
ヒ
ナ
サ
ヱ
ー
（
西
源
院

′
本
）
と
制
止
さ
れ
て
生
き
残
る
（
淳
　
▼
1
）
。
太
平
記
ほ
、
「
（
薫
監
房
が
）
毘

ク
制
シ
止
ケ
ル
謂
ヲ
何
．
七
ト
尋
レ
．
ご
と
し
て
、
程
嬰
杵
日
説
話
を
引
い
て
い

る
の
で
あ
る
薫
瓜
華
一
族
訂
警
程
嬰
杵
日
の
行
為
L
は
・
そ
．
ん
な
に
ぴ

っ
た
り
と
重
な
り
合
っ
て
い
な
い
。
亡
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
太
平
記
理
尽
紗

に
も
指
摘
が
あ
る
1
す
な
わ
ち
両
者
の
相
異
点
を
峯
げ
て
、
「
然
レ
．
ハ
忠
ト
義

ト
智
ト
謀
ト
似
ル
べ
ク
モ
ナ
キ
串
ナ
ル
ラ
弟
ヲ
残
シ
．
タ
ル
事
、
程
嬰
ガ
生
タ
ル

ニ
少
シ
似
タ
レ
バ
ト
テ
劣
べ
カ
テ
ズ
ト
書
几
専
ハ
如
何
二
異
国
ソ
老
共
、
是
ヲ

見
バ
最
ヲ
カ
シ
キ
ト
ゾ
恩
バ
ン
ズ
テ
ン
ト
也
」
と
批
判
し
て
い
る
。
理
艮
紗
は
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兵
法
と
か
武
士
道
と
か
の
立
場
か
ら
太
平
記
を
批
判
的
に
解
説
し
た
も
の
で
、

こ
れ
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
犬
体
、
当
時
の
在
地
武
士
た
ち
の
動
き
は
、
程
嬰

杵
日
に
比
す
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
純
一
な
も
の
で
げ
あ
か
得
な
か
っ
た
リ
．

天
下
を
一
統
す
る
の
は
官
方
か
、
そ
れ
と
も
武
家
方
か
、
そ
の
帰
趨
も
わ
か

ら
ぬ
混
沌
の
中
で
、
t
か
も
そ
の
何
れ
か
へ
の
帰
属
の
決
断
を
泊
ま
ら
れ
て
い

、

　

　

、

た
在
地
武
士
た
ち
が
、
、
何
と
か
し
で
一
族
の
併
全
を
図
り
、
ざ
ら
に
は
動
乱
に

乗
じ
て
本
所
の
圧
制
を
は
ね
の
け
、
．
努
力
の
飛
躍
的
な
拡
充
を
狙
う
欲
求
か

ら
、
此
れ
に
就
き
彼
れ
に
就
き
し
て
い
た
わ
け
で
、
中
央
の
動
静
に
つ
れ
て
揺

ぐ
瓜
生
判
官
保
の
動
き
（
巻
十
七
瓜
巷
判
官
心
香
草
）
に
も
、
．
そ
れ
は
十
分
に

項
わ
れ
て
い
る
。
太
平
記
巻
二
十
八
．
（
三
角
入
道
謀
飯
事
井
茨
城
閑
故
落
．

計
）
に
は
、
高
師
黍
に
属
七
て
沼
痘
す
る
武
士
の
中
に
「
瓜
生
瀬
左
街
門
」
高

名
が
あ
。
、
同
巻
三
十
六
（
佐
々
木
秀
詮
兄
弟
討
死
串
）
に
．
も
・
佐
々
塞
追
撃

の
子
秀
詮
兄
弟
と
せ
か
に
戦
死
す
る
「
瓜
生
次
郎
左
街
門
父
子
兄
弟
三
人
」
が

あ
る
。
こ
の
瓜
生
次
郎
左
荷
門
喜
利
家
太
に
は
瓜
生
瀬
左
衛
門
）
が
、
か
っ

て
冒
方
に
属
し
て
協
臣
義
助
の
も
と
で
惰
挺
す
る
・
「
瓜
生
次
郎
左
荷
門
尉
」

・
（
巻
十
九
義
兵
攻
落
越
前
府
城
等
）
と
同
一
実
物
だ
と
す
る
と
、
彼
れ
は
現
員
′

が
討
死
し
て
北
陸
道
の
富
方
が
漬
滅
し
た
後
は
足
利
方
に
属
し
た
と
い
l
ぅ
こ
士

に
な
る
。
せ
れ
が
当
時
の
反
眼
常
な
ら
顕
在
地
武
士
と
し
．
て
、
は
最
も
自
然
な
動
・

き
で
も
あ
っ
た
。
太
平
記
の
語
る
所
が
罫
実
で
あ
れ
ば
、
葬
鎧
戸
が
萎
治
を
預

り
発
つ
た
こ
と
、
瓜
生
兄
弟
の
う
ち
二
人
は
討
死
し
三
人
は
生
き
残
っ
た
土
　
l

と
、
た
だ
こ
の
二
点
に
お
い
て
の
み
伍
か
灯
程
嬰
杵
日
の
故
事
と
類
似
し
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
．
に
む
拘
ら
ず
、
こ
の
僅
か
な
類
似
点
が
契
機
と
な
l

っ
て
橿
嬰
杵
日
説
話
に
結
び
つ
き
待
た
せ
い
う
事
実
は
、
こ
の
説
話
が
、
．
先
．

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
l
　
「
死
は
易
く
、
．
生
∬
難
と
l
と
し
て
杵
日
は
先
に
死

に
、
程
嬰
は
ノ
生
き
残
っ
た
と
い
う
点
を
核
と
し
で
伝
承
さ
れ
た
、
極
掛
l
て
簡
単

な
も
の
で
し
か
な
か
ウ
た
こ
上
を
粧
沸
さ
せ
る
秒
で
あ
る
¢

注
．
1
、
瓜
生
民
の
沼
踵
に
つ
い
て
は
太
平
記
以
外
に
所
見
が
な
い
が
し
、
か
っ

て
大
西
源
一
氏
が
歴
史
地
理
学
の
立
場
か
ら
考
察
さ
れ
た
。
′
「
金
ヶ
崎

城
の
眉
城
と
柚
山
の
義
挙
」
．
（
歴
史
と
地
理
「
第
七
巻
三
・
四
号
、
第

八
巻
一
号
、
．
大
正
1
0
・
1
1
年
）

六

以
上
、
琴
つ
け
と
な
る
資
料
も
な
い
ま
守
に
、
．
想
像
に
想
像
を
重
ね
る
結
果

と
な
っ
た
が
、
源
泉
で
あ
る
史
記
と
受
容
者
た
る
太
平
記
と
の
問
に
介
在
す
る

も
の
七
七
て
、
民
間
伝
蔑
を
も
畢
み
込
ん
だ
支
那
小
蘭
と
、
さ
ら
に
単
一
的
な

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

プ
ロ
ッ
ト
を
し
か
持
た
ぬ
口
語
り
と
を
想
定
し
た
。
仮
説
を
提
出
し
て
、
御
叱

正
を
ま
つ
次
第
で
あ
る
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
昭
和
三
十
五
年
五
月
十
五
日
、
土
井
忠
生
博
士
還
暦
記

・
念
学
会
（
於
広
島
大
学
）
で
口
頭
発
表
し
た
お
り
．
の
草
稿
を
、
改
め
た
も

の
で
あ
る
。
．
な
お
改
稿
に
あ
た
こ
は
・
永
積
安
閑
氏
の
御
云
攻
に
負
う

所
が
あ
る
。
記
し
て
謝
意
を
象
わ
す
次
第
で
あ
る
信

．
　
－
1
広
島
大
学
教
育
学
部
付
図
福
山
高
校
教
諭
1

、

、

一一29－




