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論
争

（
２
）
〉
の
影
響
を
受
け
た
、
史
実
に
忠
実
に
書
か
れ
た
小
説
と
見
做
さ
れ
て
き

た
。
（
３
）

し
か
し
、こ
の
小
説
に
史
料
が
ど
の
よ
う
な
形
で
活
か
さ
れ
て
い
る
の
か
、

こ
れ
ま
で
適
切
な
形
で
確
か
め
ら
れ
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
。

そ
う
し
た
中
、
芦
田
栄
子
の
「
井
上
靖
『
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
』
論
」（
平

成
十
七
年
三
月
『
神
女
大
国
文
』
第
十
六
号
）
は
、
小
説
と
史
料
と
の
関
係
を

実
証
的
に
考
察
し
た
唯
一
の
論
考
で
あ
る
。
芦
田
は
「
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
」

本
文
と
様
々
な
大
黒
屋
光
太
夫
関
連
史
料
を
具
体
的
に
比
較
検
証
し
、
同
作
の

「
記
録
的
性
格
」
を
認
め
つ
つ
も
、
井
上
靖
の
む
し
ろ
「
創
造
性
」
を
指
摘
し

て
い
る
。
例
え
ば
物
語
後
半
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
郊
外
の
「
娼
家
」
を
舞
台
に
し

た
場
面
に
関
わ
る
典
拠
と
の
比
較
か
ら
、井
上
靖
が
「
光
太
夫
の
性
質
と
し
て
、

人
間
の
持
つ
厳
し
さ
や
不
屈
の
精
神
に
焦
点
を
置
」い
た
小
説
と
捉
え
て
い
る
。

ま
た
物
語
の
結
末
に
つ
い
て
は
、
歴
史
学
者
・
亀
井
高
孝
の
影
響
を
指
摘
し
、

光
太
夫
に「
流
刑
地
」に
あ
る
ご
と
き
心
境
を
抱
か
せ
よ
う
と
す
る
作
家
の
「
願

望
」
を
読
み
取
っ
て
い
る
。

は
じ
め
に

井
上
靖
の
「
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
」
は
、
昭
和
四
十
一
年
一
月
か
ら
四
十
二

年
十
二
月
ま
で
『
文
芸
春
秋
』
に
連
載
さ
れ
、
四
十
三
年
五
月
、
同
じ
く
『
文

芸
春
秋
』
に
最
終
章
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
大
幅
に
加
筆
訂
正
さ
れ
、

四
十
三
年
十
月
、
文
芸
春
秋
社
よ
り
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
十
八
世
紀

末
の
ロ
シ
ア
漂
流
民
大
黒
屋
光
太
夫
を
主
人
公
と
す
る
長
篇
歴
史
小
説
で
あ

り
、
第
一
回
日
本
文
学
大
賞
を
受
け
る
な
ど
、
井
上
靖
文
学
の
中
で
も
高
い
評

価
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
「
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
」
に
は
、
様
々
な
歴
史
文
献
が
数
多
く
引
用
さ

れ
て
い
る
上
に
、
後
述
す
る
ご
と
く
、
井
上
靖
自
身
が
、
歴
史
学
者
の
協
力
の

下
で
、
こ
の
小
説
の
執
筆
を
進
め
た
と
説
い
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
に
「
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
」
は
、
連
載
完
結
直
後
か
ら
、「
記
録

的
、
年
代
記
的
」
作
風
と
評
さ
れ
て
き
た
。
（
１
）

特
に
大
岡
昇
平
と
の
〈「
蒼
き
狼
」

「
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
」
論

︱ 

井
上
靖
の
モ
チ
ー
フ
と
史
料
活
用
の
方
法 

︱

高

　

木

　

伸

　

幸
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『
北
槎
聞
略
』に
多
く
を
依
拠
し
た
、史
料
に
原
則
忠
実
な
姿
勢
を
貫
い
て
い
る
。

そ
の
本
文
に
限
ら
ず
、
校
訂
者
・
亀
井
高
孝
が
記
し
た
「
解
説
」
ま
で
を
も
作

中
に
反
映
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
同
じ
史
料
中
の
一
部
の
記
述

に
は
意
図
的
に
目
を
瞑
っ
て
い
る
。
作
中
で
は
そ
れ
ら
を
具
体
的
に
語
ら
な
い

こ
と
で
、
逆
に
自
ら
の
モ
チ
ー
フ
を
強
調
す
る
方
法
が
取
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
同
時
に
そ
う
し
た
記
述
に
つ
い
て
は
、
完
全
に
黙
殺
す
る
の
で
な
く
、
そ

れ
と
な
く
暗
示
的
に
記
す
こ
と
で
、
可
能
な
限
り
史
実
を
反
映
さ
せ
よ
う
と
す

る
姿
勢
も
見
せ
て
い
る
。

井
上
靖
が
参
照
し
た
史
料
の
中
で
、
ど
れ
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
ど
の
部
分
が

割
愛
さ
れ
て
い
る
か
を
明
確
化
す
る
こ
と
で
、
こ
の
小
説
に
お
け
る
作
家
の
モ

チ
ー
フ
と
創
作
方
法
を
よ
り
精
確
に
把
握
で
き
よ
う
。

以
下
、「
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
」
に
つ
い
て
、
そ
の
本
文
と
典
拠
と
を
比
較

し
な
が
ら
考
察
を
進
め
た
い
。

一

天
明
二
年
（
一
七
八
二
年
）
十
二
月
、
船
頭
の
大
黒
屋
光
太
夫
以
下
十
七
名

を
乗
せ
、
伊
勢
白
子
の
浦
を
発
っ
た
神
昌
丸
は
、
間
も
な
く
大
し
け
に
遭
い
、

八
ヵ
月
間
漂
流
。
辿
り
着
い
た
ア
ム
チ
ト
カ
島
で
四
年
間
を
過
ご
し
た
後
、
ロ

シ
ア
に
渡
る
が
、
寒
さ
の
影
響
等
で
仲
間
を
次
々
と
喪
っ
て
い
く
。
光
太
夫
は

日
本
へ
の
帰
国
の
望
み
を
失
わ
ず
抱
き
続
け
、
や
が
て
女
帝
エ
カ
チ
ュ
リ
ー
ナ

二
世
へ
謁
見
を
許
さ
れ
、
帰
国
を
認
め
ら
れ
る
。
約
十
年
に
及
ぶ
異
国
で
の
生

こ
の
芦
田
の
考
察
に
対
し
て
、結
論
そ
れ
自
体
は
大
い
に
賛
成
で
き
る
。従
っ

て
、
本
論
は
、
モ
チ
ー
フ
分
析
に
お
い
て
、
芦
田
論
と
一
部
重
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
芦
田
の
考
察
は
史
料
の
扱
い
、
分
析
に
お
い
て
、
粗
さ
が
見
ら
れ
る
。

芦
田
は
小
説
本
文
と
の
比
較
に
あ
た
っ
て
、
井
上
靖
が
直
接
、
創
作
史
料
に
用

い
た
『
北
槎
聞
略
』
と
、「
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
」
連
載
か
ら
約
四
十
年
後
に

出
版
さ
れ
た
山
下
恒
夫
編『
江
戸
漂
流
記
総
集
別
巻
・
大
黒
屋
光
太
夫
史
料
集
』

全
四
巻
（
平
成
十
五
年
一
月
〜
同
年
六
月
、
日
本
評
論
社
）
を
対
等
に
扱
っ
て

い
る
が
、も
っ
と
史
料
に
軽
重
を
つ
け
た
分
析
を
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た『
北

槎
聞
略
』
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
平
成
二
年
十
月
刊
行
の
岩
波
文
庫
版
を
使
用

し
て
い
る
の
も
、
実
証
の
精
度
を
高
め
る
上
で
不
徹
底
で
あ
り
、
実
際
に
小
説

と
史
料
の
関
係
で
見
逃
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
。
さ
ら
に
一
部
の
史
料
の
読
み

取
り
は
不
適
切
と
も
言
え
る
。
（
４
）

井
上
靖
が
「
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
」
創
作
に
あ
た
っ
て
、
実
際
に
如
何
な
る

史
料
を
用
い
、
そ
の
中
の
記
述
を
ど
の
よ
う
に
活
か
し
た
の
か
、
い
ま
少
し
丁

寧
か
つ
精
確
な
考
察
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

本
論
は
「
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
」
に
お
け
る
井
上
靖
の
史
料
活
用
の
方
法
に

つ
い
て
、
作
家
が
直
接
参
照
し
た
史
料
、
主
典
拠
で
あ
る
『
北
槎
聞
略
』
の

昭
和
十
二
年
版
を
主
な
対
象
と
し
て
考
察
を
進
め
る
。
井
上
靖
の
モ
チ
ー
フ
、

特
に
主
人
公
大
黒
屋
光
太
夫
の
人
物
造
形
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
主
眼
を

置
く
。

結
論
を
少
し
記
せ
ば
、井
上
靖
は「
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
」創
作
に
あ
た
っ
て
、
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大
ま
か
に
言
え
ば
、「
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
」
は
、
物
語
の
骨
格
を
こ
の
『
北

槎
聞
略
』
の
特
に
巻
之
二
、三
に
拠
り
、
作
中
の
随
所
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
ロ

シ
ア
の
風
物
等
は
、
巻
之
四
以
降
を
参
照
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
具
体
的
に

確
認
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
先
行
論
で
も
典
拠
と
の
関
係
が
全
く
検
証
さ
れ

て
い
な
い
場
面
、
中
で
も
物
語
序
盤
の
主
要
舞
台
ア
ム
チ
ト
カ
島
で
の
表
現
を

例
に
挙
げ
な
が
ら
、
小
説
と
史
料
を
対
比
さ
せ
て
み
た
い
。

「
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
」
第
一
章
に
て
、
神
昌
丸
が
ア
ム
チ
ト
カ
島
に
漂
着

し
た
翌
日
を
描
い
た
場
面
を
見
て
み
よ
う
。
早
朝
、
光
太
夫
が
昨
日
下
船
し
た

神
昌
丸
へ
目
を
遣
る
と
、「
船
体
が
む
ざ
ん
に
二
つ
に
割
れ
て
、
船
底
の
な
い

船
が
磯
の
岩
礁
の
間
に
打
ち
上
げ
ら
れ
て
、
横
倒
し
に
な
っ
て
」
お
り
、
米
や

衣
類
は
「
尽
く
波
に
持
っ
て
行
か
れ
て
し
ま
っ
た
」。
光
太
夫
は
昨
夜
を
過
ご

し
た
岩
窟
に
引
き
返
し
、「『
心
憂
い
の
で
、
見
と
う
な
い
わ
な
』
／
と
言
っ
て
、

そ
の
ま
ま
臥
し
て
眼
を
閉
じ
て
い
た
」。
続
く
本
文
を
引
用
す
る
。

暮
方
、
岩
窟
の
前
の
磯
が
騒
が
し
く
な
っ
た
の
で
、
光
太
夫
は
初
め
て

岩
窟
か
ら
出
た
。
ニ
ビ
ジ
モ
フ
を
初
め
と
す
る
異
人
た
ち
十
人
程
が
、
破

船
の
中
に
あ
っ
た
酒
一
樽
を
取
り
出
し
て
来
て
、
そ
れ
を
飲
み
、
一
人
残

ら
ず
酩
酊
し
て
い
る
模
様
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
土
民
た
ち
が
三
三
五
五
、

そ
れ
を
遠
ま
き
に
し
て
見
て
い
る
。
そ
の
う
ち
に
土
民
の
男
た
ち
数
人
が

異
人
を
真
似
て
酒
樽
を
磯
に
運
ん
で
来
た
。
そ
し
て
彼
等
も
亦
、
そ
の
樽

に
た
か
っ
て
、
小
さ
い
器
で
そ
れ
を
す
く
っ
て
飲
み
出
し
た
。
土
民
た
ち

の
運
ん
で
来
た
も
の
も
酒
樽
に
は
違
い
な
か
っ
た
が
、
中
に
は
い
っ
て
い

活
を
経
て
、
帰
国
船
に
乗
れ
た
の
は
光
太
夫
、
小
市
、
磯
吉
の
三
名
の
み
。
う

ち
小
市
は
北
海
道
根
室
で
死
亡
。
無
事
江
戸
へ
辿
り
着
い
た
の
は
光
太
夫
と
磯

吉
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
光
太
夫
と
磯
吉
は
、
帰
国
後
の
後
半
生
を
半
幽

囚
の
身
で
過
ご
す
こ
と
と
な
っ
た
。

右
の
ご
と
き
「
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
」
の
創
作
に
あ
た
っ
て
、
井
上
靖
は
初

刊
本
の
「
あ
と
が
き
」
そ
の
他
で
『
北
槎
聞
略
』
を
主
典
拠
に
用
い
た
と
書
い

て
い
る
。『
北
槎
聞
略
』
と
は
、
江
戸
時
代
の
蘭
学
者
桂
川
甫
周
が
、
約
十
年

に
及
ん
だ
ロ
シ
ア
漂
流
に
つ
い
て
大
黒
屋
光
太
夫
と
磯
吉
か
ら
聞
き
書
き
し
、

纏
め
た
一
冊
で
あ
る
。「
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
」
連
載
開
始
以
前
で
は
、
歴
史

学
者
・
亀
井
高
孝
の
校
訂
に
よ
る
活
字
翻
刻
版
が
、
昭
和
十
二
年
十
二
月
に
三

秀
舎
か
ら
、
四
十
年
五
月
に
は
吉
川
弘
文
館
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
井
上
靖

は
こ
れ
ら
の
う
ち
、
前
者
の
昭
和
十
二
年
版
を
主
と
し
て
参
考
に
用
い
、
同
書

の
校
訂
者
・
亀
井
高
孝
を
初
め
と
す
る
複
数
の
歴
史
学
者
か
ら
様
々
な
教
示
と

史
料
提
供
も
受
け
て
い
た
。
（
５
）

『
北
槎
聞
略
』
は
、
巻
之
一
「
船ふ

ね
の
な
の
り
く
み

号
同
夥
人
名
」
に
て
、
神
昌
丸
の
乗
組
員

十
七
名
お
よ
び
光
太
夫
ら
三
名
を
日
本
へ
送
還
し
た
ロ
シ
ア
船
の「
護
送
使
臣
」

等
の
人
名
を
そ
れ
ぞ
れ
紹
介
。
巻
之
二
「
飄
海
送
還
始
末  

上
」、
巻
之
三
「
飄

海
送
還
始
末  

下
」
に
て
、
神
昌
丸
の
難
船
か
ら
光
太
夫
、
磯
吉
が
江
戸
へ
送

り
届
け
ら
れ
る
ま
で
、
約
十
年
間
の
顛
末
を
記
し
て
い
る
。
巻
之
四
よ
り
巻
之

十
一
ま
で
、
各
巻
ご
と
に
ロ
シ
ア
の
地
誌
や
風
物
、
習
慣
、
言
語
等
の
項
目
を

分
け
て
詳
述
し
て
い
る
。
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う
ち
を
さ
が
し
索

も
と
め

て
、
又
一
樽た

る

と
り
来き

た

り
、
鏡
を
う
ち
ぬ
き
手
々
に
汲く

み

て

飲の
み

け
る
が
、
忽

た
ち
ま
ち

嘔お
う
ゑ
つ噦

し
て
吐は

き

捨す
つ

る
。
こ
れ
は
海
上
に
て
風
浪
烈は

げ

し
き
お

り
は
、
舷
ふ
な
ば
たに

出
て
小せ

う
べ
ん解

す
る
事
能あ

た

は
ざ
る
故
、
空あ

き

樽た
る

に
て
用
を
便べ

ん

し
溜た

め
お
き置

た
る
を
、
酒さ
け

と
心
得
の
み
た
る
な
れ
ば
嘔お

う
と吐

せ
し
は
理

こ
と
は

り
な
り
と
、
か
ゝ
る

危き
な
ん難

の
内
な
が
ら
、は
ら
わ
た
も
ち
ぎ
る
る
ば
か
り
可お

か
し笑

か
り
し
（
後
略
）

前
者
で
語
ら
れ
て
い
る
内
容
が
、
後
者
に
忠
実
に
倣
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
神
昌
丸
の
破
船
は
も
ち
ろ
ん
、
破
船
し
た
神
昌
丸
か
ら
ロ
シ
ア
人

た
ち
が
酒
樽
を
見
つ
け
て
酩
酊
し
、
そ
れ
を
見
た
土
民
（
島
人
）
た
ち
が
小
便

を
溜
め
た
酒
樽
を
間
違
え
て
飲
み
始
め
る
な
ど
、
ユ
ー
モ
ア
を
狙
っ
た
創
作
か

と
お
ぼ
し
き
表
現
ま
で
含
め
て
、
史
料
に
基
づ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
井
上
靖

は
『
北
槎
聞
略
』
に
原
則
拠
る
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
確
認
さ
れ
る
史
実
の
重
さ

や
、
ユ
ー
モ
ア
を
も
含
め
た
原
典
の
趣
を
創
作
の
土
台
と
し
た
。
そ
の
上
で
、

細
や
か
な
描
写
や
具
体
的
な
説
明
を
肉
付
け
し
、
小
説
と
し
て
仕
上
げ
て
い
る

の
で
あ
る
。
特
に
右
の
場
面
で
は
、
神
昌
丸
破
船
よ
り
「
心
憂
い
」
気
持
ち
に

落
ち
込
ん
で
い
た
光
太
夫
が
、
浜
辺
の
異
人
た
ち
の
狂
態
を
見
て
、「
生
へ
の

希
望
」
を
取
り
戻
し
て
い
く
、
そ
の
心
境
の
変
化
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と

に
注
意
し
た
い
。『
北
槎
聞
略
』
巻
之
二
に
お
い
て
も
、
光
太
夫
の
「
心
憂
い
」

気
持
ち
は
認
め
ら
れ
る
が
、
小
便
用
の
樽
を
酒
樽
と
間
違
え
た
島
人
た
ち
に
対

す
る
光
太
夫
の
心
境
は
「
可お
か
し笑

か
り
し
」
と
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

つ
ま
り
井
上
靖
は
、「
可お
か
し笑
か
り
し
」
の
五
文
字
か
ら
、
積
極
的
に
「
生
へ

の
希
望
」
を
汲
み
取
る
こ
と
で
、
光
太
夫
の
生
に
対
す
る
前
向
き
な
姿
勢
を
浮

る
も
の
は
酒
で
は
な
く
、
船
乗
り
た
ち
が
風
浪
烈
し
い
日
、
舷
に
出
て
小

用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
そ
こ
で
用
を
便
じ
、
そ
の
ま
ま
溜
め
置

い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
土
民
た
ち
は
さ
す
が
に
う
ま
く
な
い
と
思
っ
た
の

か
、
樽
か
ら
離
れ
、
専
ら
異
人
た
ち
の
騒
ぎ
を
見
物
す
る
方
に
廻
っ
た
。

／
光
太
夫
は
荒
磯
の
底
抜
け
の
狂
態
を
見
て
い
る
う
ち
に
、
昼
間
す
っ
か

り
失
っ
て
い
た
或
は
生
き
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
気
持
が
、
極
く

自
然
に
再
び
自
分
の
心
に
立
ち
帰
っ
て
来
る
の
を
感
じ
た
。
乾
河
道
へ
水

が
立
ち
帰
っ
て
来
る
よ
う
な
、
そ
れ
と
見
え
る
か
見
え
ぬ
か
の
ゆ
る
や
か

な
み
た
し
方
で
、
生
へ
の
希
望
が
光
太
夫
の
心
に
立
ち
帰
っ
て
来
た
の
で

あ
る
。

対
し
て
『
北
槎
聞
略
』
を
見
る
と
、巻
之
二
に
次
の
ご
と
く
記
さ
れ
て
い
る
。

井
上
靖
が
実
際
に
参
照
し
た
、
昭
和
十
二
年
版
よ
り
引
用
す
る
。
以
下
、
本
論

に
お
け
る
『
北
槎
聞
略
』
引
用
は
全
て
同
書
に
拠
る
。

翌よ
く
ち
や
う

朝
お
き
出
て
浜は

ま
べ辺

を
見
れ
ば
（
中
略
）
船ふ

ね

は
島し

ま

の
む
か
ひ
成
暗か

く
れ
い
は

礁
に

触ふ
れ

て
船ふ

な
そ
こ底

を
打う

ち
や
ぶ破

り
、
上
ま
は
り
の
み
磯い

そ

際ぎ
は

に
う
ち
よ
せ
た
る
故
、
荷に

も
つ物

は
残の
こ

り
な
く
流な

が

れ
う
せ
ぬ
。（
中
略
）
光
太
夫
は
心
憂う

け
れ
ば
眼

ま
な
こ
を
閉と

ぢ

て

見
む
き
も
や
ら
ず
、
其そ
の

儘ま
ゝ

岩い
は
や窟

の
中
に
入
て
臥ふ

し

居
た
り
し
が
、
夕ゆ

ふ
か
た方

に
な

り
何な
に

や
ら
ん
物も

の

さ
は
が
し
き
故
、
密

ひ
そ
か
に
さ
し
覗の

ぞ

き
見
れ
ば
、
彼か

の

破は
せ
ん船
の
内

に
酒
一
樽た
る

あ
り
し
を
見
出
し
ニ
ビ
ヂ
モ
フ
を
初
、
磯い

そ
べ辺

に
居
な
ら
び
て
酌く

み

か
は
し
、
何
れ
も
甚

は
な
は
た

酔ゑ
ひ

た
る
躰て

い

に
て
、
心

こ
ゝ
ろ
よ
げ
に
舞ま

ひ

う
た
ふ
に
て
ぞ
有あ

り

け
る
。
島
人
等
も
こ
れ
を
見
て
、
う
ら
や
ま
し
く
や
思
ひ
け
ん
、
破は

せ
ん船

の



̶ 19 ̶

と
し
て
い
た
。
ニ
ビ
ジ
モ
フ
こ
そ
立
て
て
い
た
が
、
ニ
ビ
ジ
モ
フ
の
部
下

た
ち
に
対
し
て
は
、
こ
の
日
に
限
ら
ず
、
光
太
夫
は
い
つ
も
自
分
を
上
位

に
置
い
て
い
た
。
そ
れ
も
少
し
も
背
の
び
し
て
い
る
感
じ
で
は
な
く
、
極

く
自
然
に
振
舞
っ
て
の
上
の
こ
と
だ
っ
た
。
荒
く
れ
た
ロ
シ
ア
人
た
ち
が

一
歩
お
く
も
の
を
、
光
太
夫
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
身
に
つ
け
て
い
た
の

で
あ
る
。

『
北
槎
聞
略
』
巻
之
二
に
は
迎
え
の
ロ
シ
ア
船
が
破
船
し
た
故
に
、
ロ
シ
ア

人
と
日
本
人
が
協
力
し
て
船
を
建
造
し
た
と
の
記
述
が
確
か
に
認
め
ら
れ
る
。
（
６
）

そ
の
史
料
に
基
づ
い
た
場
面
設
定
に
加
え
て
、
井
上
靖
は
ロ
シ
ア
人
に
臆
せ
ぬ

堂
々
た
る
日
本
人
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
光
太
夫
を
描
き
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

旅
行
家
・
探
検
家
の
ジ
ャ
ン
・
パ
プ
テ
ィ
ス
ト
・
レ
セ
ッ
プ
ス
は
『
レ
セ
ッ

プ
ス
旅
行
日
録
』（
一
七
九
〇
年
）
の
中
で
、ニ
ジ
ネ
カ
ム
チ
ャ
ツ
ク
で
出
会
っ

た
日
本
の
漂
流
民
、
特
に
光
太
夫
に
対
す
る
感
想
を
記
し
て
い
る
。
亀
井
高
孝

は
昭
和
十
二
年
版
『
北
槎
聞
略
』「
解
説
」
の
中
で
、
そ
の
レ
セ
ッ
プ
ス
に
よ

る
光
太
夫
評
を
約
三
一
〇
〇
字
の
日
本
語
訳
で
紹
介
し
て
い
る
。
昭
和
四
十
年

版
の
「
解
説
」
に
も
レ
セ
ッ
プ
ス
の
光
太
夫
評
は
見
ら
れ
る
が
、
約
八
〇
〇
字

に
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
。
対
し
て
「
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
」
を
見
る
と
、
物
語

の
後
半
で
、
昭
和
十
二
年
版
「
解
説
」
中
の
そ
れ
が
、
最
後
の
部
分
だ
け
除
い

た
約
二
五
〇
〇
字
の
文
章
と
し
て
、
平
易
な
わ
か
り
や
す
い
文
体
に
改
め
ら
れ

な
が
ら
、
ほ
ぼ
同
じ
文
意
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
。
（
７
）

そ
こ
に
お
い
て
光
太
夫

は
、他
の
日
本
人
か
ら
「
親
愛
の
情
と
特
別
の
敬
意
を
払
」
わ
れ
て
い
る
上
に
、

か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二

ア
ム
チ
ト
カ
島
を
描
い
た
場
面
に
つ
い
て
、
い
ま
少
し
詳
し
く
史
料
と
の
関

係
を
確
か
め
つ
つ
、
こ
の
小
説
に
お
け
る
光
太
夫
像
を
把
握
し
て
み
た
い
。
先

の
引
用
に
も
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
「
ニ
ビ
ヂ
モ
フ
（
注
、
作
中
ニ
ビ
ジ

モ
フ
）」
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
多
く
の
ロ
シ
ア
人
た
ち
が
そ
こ
に
は
登
場
す
る
。

彼
等
は
海
猟
や
海
豹
の
毛
皮
買
い
付
け
の
た
め
に
こ
の
地
に
派
遣
さ
れ
て
い

た
。
彼
ら
ロ
シ
ア
人
と
光
太
夫
の
関
わ
り
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
、
第
二
章
中

の
一
場
面
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

ロ
シ
ア
へ
渡
る
迎
え
の
船
が
破
船
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
ニ
ビ
ジ
モ
フ
と
光

太
夫
は
相
談
し
、
ロ
シ
ア
人
と
日
本
人
で
協
力
し
て
船
を
建
造
す
る
こ
と
に
し

た
。
船
の
完
成
が
近
づ
き
、「
祝
宴
の
挨
拶
」
と
し
て
、「
光
太
夫
は
ロ
シ
ア
語

で
、
日
本
人
と
ロ
シ
ア
人
と
が
力
を
併
せ
て
作
っ
た
の
で
、
日
本
と
ロ
シ
ア
の

合
の
子
の
、
今
ま
で
つ
い
ぞ
な
か
っ
た
頑
丈
な
船
が
で
き
上
が
る
に
違
い
な
い

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
ゆ
っ
く
り
と
し
た
口
調
で
喋
っ
た
」。
そ
の
光
太
夫

の
姿
を
見
た
年
長
者
の
九
右
衛
門
の
感
想
と
、
語
り
手
の
コ
メ
ン
ト
が
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
船
の
で
き
る
の
も
嬉
し
い
が
、
船
頭
の
光
太
夫
が
堂
々
と
し
て
い
て
、

異
人
た
ち
に
指
一
本
も
さ
さ
せ
ね
え
の
が
、
お
ら
あ
嬉
し
い
ん
だ
。

（
後
略
）」
／
九
右
衛
門
は
泣
き
な
が
ら
言
っ
た
。
確
か
に
光
太
夫
は
堂
々
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ン
シ
」
殺
害
の
状
況
が
、
以
下
の
ご
と
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。

其
時
光
太
夫
は
オ
ニ
イ
ン
シ
と
限し
き
り隔

ひ
と
ゑ
お
き
て
臥ふ

し

居ゐ

た
り
し
が
、

夜や
は
ん半

過す
ぐ

る
頃
、
二
人
の
者
の
忍し

の

び
来
り
オ
ニ
イ
ン
シ
が
床と

こ

に
の
ほマ

マ

る
。
光

太
夫
ふ
と
目
さマ
マ

め
、
此
光あ

り
さ
ま景

を
見
、
何
事
や
ら
ん
と
佯

そ
ら
ね
い
り睡

し
て
、
窺

う
か
ゞ
ひひ

居

た
る
に
、
両
人
や
が
て
娘
む
す
め

の
う
へ
に
う
ち
ま
た
が
り
、
一
人
は
咽

の
ん
ど

を
扼

と
り
し
ばり

、

一
人
は
腹は
ら

を
つ
よ
く
お
し
け
れ
ば
、
只た

だ

一ひ
と
こ
ゑ声
う
ん
と
い
ひ
し
の
み
に
て
音お

と

な
し
。
や
ゝ
あ
り
て
両
人
は
し
の
び
や
か
に
立
さ
り
け
り
。
光
太
夫
は

心む
ね
お
ど
り

悸
、
肉

に
く
ふ
る
ひ慄

て
目
も
合あ

は

ず
、
被

ふ
す
ま
ひ
き引

か
づ
き
息い

き

を
つ
め
て
居
た
る
に
、
暁

あ
か
つ
き

近ち
か

く
な
り
て
小
市
入
来
り
、屍

し
か
ば
ねを
床と

こ

よ
り
引ひ

き

お
ろ
し
表

お
も
て
の
方
に
持も

ち

行ゆ
き

け
る
。

後の
ち

に
き
け
ば
二
人
の
者
に
頼

た
の
ま
れ
若も

し

い
な
ま
ば
身
の
う
へ
も
あ
や
ふ
か
ら
ん

と
、
ぜ
ひ
な
く
う
け
ひ
き
て
密
ひ
そ
か
に
マ
マに

死し
が
い骸

を
山や

ま
か
げ陰

に
負お

ひ
行ゆ

き

、
埋う

づ

み
隠か

く

せ

し
由
な
り
。
此
事
ニ
ビ
ヂ
モ
フ
帰
国
の
う
へ
露ろ
け
ん顕

に
及
び
、ニ
ビ
ヂ
モ
フ
、

ス
テ
ッ
パ
ノ
、
カ
ン
ダ
コ
フ
三
人
を
ヲ
ホ
ツ
カ
（
注
、
作
中
オ
ホ
ー
ツ
ク
）

に
て
獄ご
く

に
下
さ
れ
、
光
太
夫
等
が
帰き

こ
く国

の
こ
ろ
ま
で
も
な
ほ
獄ご

く
ち
う中

に
あ
り

し
故
、
ア
ミ
シ
ヤ
ツ
カ
（
注
、
作
中
ア
ム
チ
ト
カ
島
）
に
て
救き
う
め
い命

の
恩お

ん

を

蒙か
ふ
むり
た
る
者
な
れ
はマ

マ

、
光
太
夫
、
小
市
、
礒
吉
（
注
、
作
中
磯
吉
）
三
人

よ
り
、
イ
ル
コ
ツ
カ
（
注
、
作
中
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
）
の
有や
く
に
ん司

ま
で
赦し

や
め
ん免

の

願ね
が
ひ
が
き
状
を
出
し
た
り
し
と
ぞ
。

『
北
槎
聞
略
』
か
ら
確
認
さ
れ
る
「
ニ
ビ
ヂ
モ
フ
」
は
、
島
民
か
ら
命
を
狙

わ
れ
る
ほ
ど
恨
み
を
買
っ
て
い
る
上
に
、
自
己
保
身
の
た
め
に
情
婦
の
殺
害
ま

で
す
る
人
物
で
あ
っ
た
。
光
太
夫
は
、
そ
の
情
婦
殺
害
の
現
場
に
居
合
わ
せ
、

「
長
官
の
家
で
あ
ろ
う
と
そ
の
他
の
人
の
家
で
あ
ろ
う
と
、
気
楽
に
出
入
り
し
」

「
自
然
に
ふ
る
ま
」
っ
て
い
る
こ
と
、
い
わ
ば
誰
に
も
気
後
れ
せ
ぬ
人
物
だ
と

説
明
さ
れ
て
い
る
。

井
上
靖
は
や
は
り
昭
和
十
二
年
版
『
北
槎
聞
略
』
を
参
照
し
、そ
の
「
解
説
」

に
も
目
を
通
し
、
か
つ
亀
井
高
孝
か
ら
説
明
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

よ
う
。
そ
し
て
ア
ム
チ
ト
カ
島
に
お
い
て
ロ
シ
ア
人
に
臆
せ
ず
堂
々
と
振
舞
う

光
太
夫
の
姿
は
、
こ
の
レ
セ
ッ
プ
ス
の
感
想
に
一
つ
の
手
掛
か
り
が
あ
り
、
そ

こ
か
ら
膨
ら
ま
せ
た
表
現
だ
と
ひ
と
ま
ず
推
察
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
上
で
、
作
中
に
お
け
る
光
太
夫
像
は
、
井
上
靖
の
モ
チ
ー
フ

を
反
映
し
、
意
図
的
に
方
向
づ
け
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
井
上

靖
が
参
照
し
た
史
料
の
中
に
は
、
右
の
ご
と
き
光
太
夫
像
と
は
そ
ぐ
わ
な
い
記

述
も
あ
り
、
そ
れ
ら
は
作
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

『
北
槎
聞
略
』
巻
之
四
に
は
、
実
は
ア
ム
チ
ト
カ
島
に
お
け
る
光
太
夫
ら
の

見
聞
の
一
つ
と
し
て
、「
ニ
ビ
ヂ
モ
フ
」
を
中
心
と
す
る
次
の
よ
う
な
事
件
が
、

約
七
〇
〇
字
を
要
し
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

「
ニ
ビ
ヂ
モ
フ
」
に
怨
恨
を
持
つ
島
民
四
名
が
「
ニ
ビ
ヂ
モ
フ
」
殺
害
を
企

て
た
が
、「
ニ
ビ
ヂ
モ
フ
」
は
そ
の
こ
と
を
察
知
し
、
彼
等
四
名
を
鉄
砲
で
殺

害
し
た
。
そ
れ
以
前
、「
ニ
ビ
ヂ
モ
フ
」
は
島
の
酋
長
の
娘
「
オ
ニ
イ
ン
シ
」

を
情
婦
と
し
て
い
た
が
、「
テ
テ
ッ
ハ
ノ
」
と
「
カ
ヂ
モ
フ
」
と
い
う
二
人
に

頼
ん
で
「
オ
ニ
イ
ン
シ
」
を
殺
害
さ
せ
た
。
島
民
四
名
の
殺
害
計
画
を
「
オ
ニ

イ
ン
シ
」
が
父
親
に
漏
ら
し
て
は
と
危
惧
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
「
オ
ニ
イ
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の
人
柄
を
評
し
て
、「
格
別
悪
い
人
間
で
も
な
さ
そ
う
だ
っ
た
」
と
記
す
。
光

太
夫
と
深
く
関
わ
る
人
物
と
し
て
、
読
者
に
悪
い
印
象
を
与
え
ま
い
と
し
て
い

る
。
そ
の
一
方
で
、「
冷
静
で
何
を
考
え
て
い
る
か
判
ら
ぬ
よ
う
な
と
こ
ろ
」や
、

「
非
情
と
言
っ
て
い
い
く
ら
い
の
冷
静
さ
」
も
ニ
ビ
ジ
モ
フ
の
人
柄
と
し
て
書

き
込
み
、
殺
人
者
ら
し
い
雰
囲
気
も
与
え
て
い
る
。
さ
ら
に
ニ
ビ
ジ
モ
フ
ら
ロ

シ
ア
人
と
島
民
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
ご
と
く
描
い
て
い
る
。

ロ
シ
ア
の
毛
皮
買
付
人
が
島
に
は
い
り
込
ん
で
い
る
以
上
、
島
人
た
ち

は
彼
等
の
頤
使
に
甘
ん
じ
、
食
う
や
食
わ
ず
の
生
活
を
続
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
／
ニ
ビ
ジ
モ
フ
は
、
ふ
た
言
め
に
は
、
昔
は
鬼

の
よ
う
な
買
付
人
が
乗
り
込
ん
で
来
て
、
強
制
労
働
を
強
い
、
反
抗
的
態

度
を
示
す
と
片
っ
ぱ
し
か
ら
叩
き
殺
し
た
も
の
だ
が
、そ
れ
に
較
べ
る
と
、

い
ま
は
お
ん
の
字
だ
と
い
う
よ
う
に
言
っ
て
い
た
が
、
公
正
に
見
て
、
必

ず
し
も
〝
お
ん
の
字
〞
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
島
人
の
獲
っ
た
海
猟
、
海

豹
、
胡
獱
の
皮
を
無
償
で
は
取
り
上
げ
ず
、
必
ず
代
償
物
と
交
換
し
て
は

い
た
が
、
交
易
と
は
名
の
み
で
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
、
島
民
た
ち
を
搾
れ

る
だ
け
搾
っ
て
い
た
。

殺
人
等
の
血
腥
い
事
件
を
具
体
的
に
記
さ
な
い
代
わ
り
に
、
ロ
シ
ア
人
に
よ

る
島
民
へ
の
搾
取
に
触
れ
、
当
時
の
ア
ム
チ
ト
カ
島
に
お
け
る
ロ
シ
ア
人
と
島

民
と
の
関
係
の
実
際
を
そ
れ
と
な
く
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
井
上
靖
は
史
料

を
取
捨
選
択
し
、
自
ら
の
モ
チ
ー
フ
を
強
調
し
て
い
く
一
方
、
大
き
く
取
り
上

げ
ら
れ
な
か
っ
た
史
料
も
可
能
な
限
り
反
映
さ
せ
る
べ
く
、
細
部
に
こ
の
よ
う

息
を
ひ
そ
め
て
震
え
て
い
た
。
小
市
に
至
っ
て
は
、
遺
体
処
理
の
手
伝
い
を
さ

せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
記
述
は
、
当
時
の
ア
ム
チ
ト
カ
島
に
お
け
る
ロ
シ
ア
人
と
島
民
と
の
関

係
に
触
れ
た
史
料
と
言
え
よ
う
が
、作
中
に
は
、そ
の
出
来
事
を
具
体
的
に
語
っ

た
本
文
は
認
め
ら
れ
な
い
。
た
と
え
史
料
と
し
て
重
要
で
あ
っ
て
も
、
小
説
の

モ
チ
ー
フ
を
表
現
す
る
上
で
、
む
し
ろ
取
り
上
げ
る
べ
き
で
な
い
事
件
で
あ
っ

た
か
ら
に
違
い
あ
る
ま
い
。

ア
ム
チ
ト
カ
島
に
お
け
る
ロ
シ
ア
人
と
島
民
と
の
血
腥
い
対
立
は
、
光
太
夫
ら

の
命
を
助
け
、と
も
に
協
力
し
合
っ
た
ロ
シ
ア
人
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
を
貶
め
る
。

併
せ
て
日
本
人
の
印
象
に
も
マ
イ
ナ
ス
に
作
用
す
る
出
来
事
と
言
え
る
。
特
に

情
婦
殺
害
の
現
場
に
居
合
わ
せ
、「
心
む
ね
お
ど
り悸

、
肉

に
く
ふ
る
ひ慄

て
目
も
合あ

は

ず
、
被

ふ
す
ま
ひ
き引

か
づ
き

息い
き

を
つ
め
て
居
た
る
」
光
太
夫
の
姿
は
、
堂
々
た
る
光
太
夫
像
を
損
な
っ
て
し

ま
う
。
遺
体
処
理
を
手
伝
う
小
市
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
井
上

靖
が
こ
の
史
料
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
作
者
の
表
現
意
図
が
逆
説

的
に
見
え
て
こ
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
井
上
靖
は
、
物
語
序
盤
の
ア
ム
チ
ト
カ
島
に
お
い
て
、「
生
へ

の
希
望
」
を
失
わ
ぬ
前
向
き
さ
と
、
ロ
シ
ア
人
に
も
臆
せ
ぬ
堂
々
た
る
姿
を
光

太
夫
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
強
く
打
ち
出
す
必
要
が
あ
っ
た
。
十
年
の
歳
月
を
経

て
、
光
太
夫
が
日
本
へ
の
帰
国
を
実
現
す
る
伏
線
と
し
て
、
光
太
夫
の
精
神
的

強
さ
を
そ
こ
で
は
明
確
に
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

物
語
序
盤
の
細
部
描
写
に
つ
い
て
補
っ
て
お
く
。
井
上
靖
は
、
ニ
ビ
ジ
モ
フ
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瞑
ら
れ
て
い
る
。

（
８
）

本
論
冒
頭
で
挙
げ
た
芦
田
栄
子
の
指
摘
に
あ
る
通
り
で
あ
る
。

こ
の
「
娼
家
」
の
場
面
に
お
い
て
、
さ
ら
に
見
逃
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
光

太
夫
が
、
帰
国
許
可
が
な
か
な
か
下
り
な
い
こ
と
か
ら
、「
ベ
ズ
ボ
ロ
ド
コ
奴
」

「
鬼
の
ベ
ズ
ボ
ロ
ド
コ
奴
」
と
反
芻
し
、
外
務
大
臣
ベ
ズ
ボ
ロ
ド
コ
へ
の
不
信

と
恨
み
を
募
ら
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。先
行
論
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、

亀
井
高
孝
が
や
は
り
『
光
太
夫
の
悲
恋
』
の
中
で
紹
介
し
て
い
る
史
料
、
つ
ま

り
光
太
夫
の
旧
蔵
本
「
絵
本
写
宝
袋
」
に
残
さ
れ
て
い
た
書
き
込
み
が
、
そ
こ

に
は
活
か
さ
れ
て
い
る
。
（
９
）

同
じ
亀
井
高
孝
の
著
書
の
中
か
ら
、
井
上
靖
は
、
ロ

マ
ン
の
香
り
あ
る
光
太
夫
の
女
性
関
係
を
取
り
入
れ
な
い
一
方
で
、
ベ
ズ
ボ
ロ

ド
コ
へ
の
不
信
と
恨
み
は
作
中
に
活
か
し
、
光
太
夫
が
耐
え
忍
ば
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
苦
痛
の
大
き
さ
を
む
し
ろ
拡
大
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

先
に
検
証
し
た
物
語
序
盤
で
の
史
料
活
用
の
方
法
と
、
こ
の
「
娼
家
」
の
場

面
で
の
そ
れ
が
、
光
太
夫
像
の
造
形
に
お
い
て
、
同
じ
方
向
を
目
指
し
て
い
る

の
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
井
上
靖
は
光
太
夫
を
、
強
い
意
志
を
持
っ
て
、

困
難
を
乗
り
越
え
て
い
く
、
い
わ
ば
〈
不
屈
の
精
神
〉
の
持
主
と
し
て
描
い
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
光
太
夫
像
を
踏
ま
え
つ
つ
、
さ
ら
に
物
語
の
終
盤
に
つ
い
て
検

討
し
た
い
。

光
太
夫
は
磯
吉
と
と
も
に
、
お
よ
そ
十
年
ぶ
り
に
日
本
へ
帰
国
を
果
た
す
。

江
戸
へ
送
ら
れ
、
御
目
付
け
の
中
川
忠
英
、
間
宮
信
如
の
訊
問
を
受
け
た
。
将

軍
臨
席
の
「〝
漂
民
御
覧
〞
の
催
し
」
に
て
、漂
流
と
ロ
シ
ア
で
の
見
聞
を
語
っ

な
暗
示
的
表
現
を
配
置
し
、史
実
の
枠
組
み
を
保
と
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
『
北
槎
聞
略
』
巻
之
四
に
は
、
先
の
引
用
末
尾
に
見
る
ご
と
く
、
殺
人

罪
の
発
覚
で
獄
に
下
さ
れ
た
「
ニ
ビ
ヂ
モ
フ
」
に
つ
い
て
、
光
太
夫
ら
が
イ
ル

ク
ー
ツ
ク
の
役
人
ま
で
「
赦し
や
め
ん免

の
願

ね
が
ひ
が
き状

を
出
し
た
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
も
、
具
体
的
に
語
っ
た
本
文
は
、
作
中
に
見
ら
れ
な
い
が
、
そ
の

考
察
は
後
に
回
す
。

三

ア
ム
チ
ト
カ
島
か
ら
ロ
シ
ア
へ
渡
っ
た
光
太
夫
は
、「
帰
国
に
対
す
る
願
い

を
ま
す
ま
す
固
め
」、「
挫
け
て
は
な
ら
ぬ
」
と
自
ら
に
言
い
聞
か
せ
、
や
が
て

ロ
シ
ア
女
帝
と
の
謁
見
に
漕
ぎ
着
け
る
。
本
文
比
較
は
略
す
る
が
、『
北
槎
聞

略
』
巻
之
二
後
半
か
ら
巻
之
三
の
前
半
へ
跨
る
部
分
に
基
づ
い
た
物
語
展
開
で

あ
る
。

物
語
の
後
半
に
入
っ
て
、
ロ
シ
ア
女
帝
と
の
拝
謁
が
叶
っ
た
直
後
の
時
期
、

「
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
郊
外
の
娼
家
」
を
舞
台
と
し
た
場
面
が
あ
る
。
そ
こ
に
お
い

て
は
「
ソ
フ
ィ
ヤ
が
舞
い
、
娼
婦
た
ち
が
唄
っ
た
」。
し
か
し
、
そ
の
作
中
歌

に
関
わ
る
設
定
と
し
て
、「
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
」
連
載
中
に
刊
行
さ
れ
た
亀

井
高
孝
の
著
書
に
見
る
推
測
、「
光
太
夫
の
悲
恋
」
が
全
く
取
り
入
れ
ら
れ
て

い
な
い
（『
光
太
夫
の
悲
恋
―
大
黒
屋
光
太
夫
の
研
究
―
』〈
昭
和
四
十
二
年
三

月
、
吉
川
弘
文
館
。
以
下
『
光
太
夫
の
悲
恋
』〉
参
照
）。
ま
た
『
北
槎
聞
略
』

巻
之
七
に
見
ら
れ
る
、「
娼ゆ
う
ぢ
よ婦

」
た
ち
と
の
光
太
夫
の
艶
福
も
、
作
中
で
は
目
を
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う
と
思
わ
れ
る
」
と
も
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

確
か
に
光
太
夫
と
磯
吉
は
「
番
町
明
地
薬
草
植
付
場
」
へ
「
か
く
ま
わ
れ
」

た
上
に
「
薬
草
植
場
の
手
伝
い
も
許
さ
れ
ず
、
ひ
と
と
自
由
に
話
す
こ
と
も
禁

じ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
」。
そ
の
意
味
で
は
「
半
幽
囚
の
生
活
」
と
言
っ
て
差
し

支
え
な
い
。
し
か
し
二
人
は
初
め
に
金
三
十
両
を
貰
っ
た
だ
け
で
な
く
、
以
降

は
月
々
の
「
御
手
当
」
を
支
給
さ
れ
て
い
た
。
金
銭
的
不
自
由
は
全
く
な
く
、

む
し
ろ
余
裕
あ
る
生
活
を
送
っ
た
と
も
推
察
で
き
る
。
そ
の
点
の
み
に
注
目
す

れ
ば
、
光
太
夫
と
磯
吉
の
後
半
生
が
「
死
ん
だ
よ
う
な
も
の
」
と
の
見
解
は
、

果
た
し
て
妥
当
か
ど
う
か
、
疑
問
に
思
う
読
者
も
い
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
た
「
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
」
に
お
け
る
光
太
夫
と
磯
吉
の
後
半
生
へ

の
見
解
に
つ
い
て
、
芦
田
栄
子
は
、
亀
井
高
孝
の
『
光
太
夫
の
悲
恋
』
の
一
節

を
引
用
し
つ
つ
、
亀
井
の
解
釈
が
井
上
靖
に
影
響
を
与
え
た
と
捉
え
て
い
る
。

亀
井
の
『
光
太
夫
の
悲
恋
』
は
、「
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
」
の
連
載
中
、
そ

れ
も
最
終
章
が
発
表
さ
れ
る
前
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
。
加
え
て
亀
井
は
「
お
ろ

し
や
国
酔
夢
譚
」
連
載
開
始
の
約
一
年
前
に
出
版
し
た
『
人
物
叢
書
・
大
黒
屋

光
太
夫
』（
昭
和
三
十
九
年
七
月
、
吉
川
弘
文
館
）
で
、
光
太
夫
と
磯
吉
の
帰

国
後
の
措
置
に
つ
い
て
、「
両
人
は
薬
園
に
一
生
お
飼
殺
し
に
さ
れ
て
し
ま
っ

た
。（
中
略
）
軟
禁
の
う
き
め
に
あ
わ
さ
せ
ら
れ
た
。（
中
略
）
い
ま
さ
ら
一
生

つ
き
ま
と
っ
た
不
運
を
な
げ
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
も
書
い
て
い
る
。「
お

ろ
し
や
国
酔
夢
譚
」
は
、
こ
う
し
た
亀
井
の
考
察
を
、
成
程
な
ぞ
っ
た
趣
が
あ

り
、
芦
田
の
指
摘
は
適
切
と
言
え
る
。

た
。
そ
の
結
果
、
二
人
に
は
次
の
よ
う
な
措
置
が
伝
え
ら
れ
た
。

―
右
之
者
共
（
光
太
夫
、
磯
吉
）
外
国
へ
漂
流
候
処
、
年
月
難
儀
を

凌
ぎ
、
恙
な
く
帰
国
仕
り
候
事
奇
特
な
る
志
に
つ
き
、
金
三
十
両
宛
被
下

候
。一

、
此
度
別
儀
を
以
て
在
所
へ
は
相
返
さ
ず
、
当
地
に
差
し
置
き
、
住

所
の
儀
は
番
長
明
地
薬
草
植
付
の
内
に
住
居
つ
か
ま
つ
ら
せ
、
月
々
御
手

当
と
し
て
、
光
太
夫
へ
金
三
十
両
、
磯
吉
へ
金
二
十
両
宛
相
渡
可
申
候
。

一
、
両
人
共
勝
手
次
第
妻
を
も
呼
び
、
安
堵
致
し
住
居
仕
り
候
様
致
さ

る
べ
く
候
。
尤
も
植
場
手
伝
等
申
し
付
候
儀
は
先
ず
見
合
せ
、
無
役
に
て

差
置
可
被
申
候
。

一
、
外
国
の
様
子
、
猥
り
に
物
語
り
な
ど
致
さ
ざ
る
よ
う
仰
せ
渡
さ
れ

候
趣
、
右
の
両
人
へ
も
可
候
申
付
候
。
且
両
人
領
主
へ
も
何
れ
も
よ
り
可

被
相
達
候
。
身
分
の
儀
は
、
薬
草
植
場
に
差
し
置
き
候
も
の
同
様
に
支
配

可
致
候
。

こ
の
光
太
夫
と
磯
吉
に
対
す
る
措
置
を
伝
え
る
文
面
は
、「
神
昌
丸
魯
国
漂

流
始
末
」
の
「
雑
録
」（
石
井
研
堂
校
訂
『
漂
流
奇
談
全
集
』〈
明
治
三
十
三
年

七
月
、
博
文
館
〉
収
録
）
お
よ
び
昭
和
十
二
年
版
『
北
槎
聞
略
』「
解
説
」
に

典
拠
と
お
ぼ
し
き
記
述
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
基
づ
く
と
判
断
で
き
る（

10
）
。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
右
の
ご
と
き
光
太
夫
と
磯
吉
へ
の
措
置
に
つ
い

て
、語
り
手
は「
半
幽
囚
の
生
活
を
強
い
ら
れ
」た
と
捉
え
た
上
で
、二
人
の「
後

半
生
は
、
前
半
生
の
烈
し
さ
に
較
べ
る
と
、
死
ん
だ
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
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書
の
「
解
説
」
を
も
参
照
し
て
い
た
の
は
確
実
で
あ
る
。
同
じ
「
解
説
」
の
、

右
の
引
用
部
に
つ
い
て
も
、
当
然
熟
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

つ
ま
り
井
上
靖
は
、
光
太
夫
と
磯
吉
が
金
銭
的
な
豊
か
さ
を
得
ら
れ
た
史
実

を
十
分
把
握
し
つ
つ
も
、
そ
こ
に
は
反
応
し
な
か
っ
た
。「
ニ
ビ
ヂ
モ
フ
」
に

よ
る
殺
人
現
場
に
居
合
わ
せ
た
光
太
夫
の
姿
に
目
を
瞑
っ
て
、
堂
々
た
る
光
太

夫
像
を
強
調
し
た
の
と
同
様
で
あ
る
。
彼
ら
が
自
由
を
束
縛
さ
れ
た
側
面
に
強
く

惹
か
れ
、そ
の
報
わ
れ
ぬ
運
命
を
物
語
の
結
末
と
し
て
押
し
出
し
た
の
で
あ
る
。

結
果
と
し
て
、「
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
」
は
、
光
太
夫
の
〈
不
屈
の
精
神
〉

を
描
き
つ
つ
、
そ
の
労
苦
が
報
わ
れ
ぬ
、
人
生
・
運
命
の
虚
し
さ
を
も
表
し
た

小
説
と
し
て
完
成
し
た
。
井
上
靖
の
初
期
短
篇
歴
史
小
説
で
あ
る
「
僧
行
賀
の

涙
」（
昭
和
二
十
九
年
三
月
『
中
央
公
論
』）
や
「
異
域
の
人
」（
昭
和
二
十
八

年
七
月
『
群
像
』）、
そ
れ
に
初
の
本
格
的
長
篇
歴
史
小
説
「
天
平
の
甍
」（
昭

和
三
十
二
年
三
月
〜
八
月
『
中
央
公
論
』）
で
表
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
が
、
そ
こ

に
は
発
展
的
に
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
帰
国
後
の
光
太
夫
と
磯
吉
は
、近
年
発
掘
さ
れ
た
史
料
に
拠
れ
ば
、

決
し
て
「
半
幽
囚
」
の
ご
と
き
生
活
で
な
く
、
も
う
少
し
自
由
を
保
障
さ
れ
て

い
た
ら
し
い
。
従
っ
て
「
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
」
の
結
末
部
は
、
今
日
の
目
か

ら
見
れ
ば
、
史
実
か
ら
や
や
は
み
出
た
形
に
な
っ
て
い
る
。「
お
ろ
し
や
国
酔

夢
譚
」
よ
り
四
十
年
近
く
を
経
て
連
載
さ
れ
た
吉
村
昭
の
長
篇
小
説
「
大
黒
屋

光
太
夫
」（
平
成
十
三
年
十
月
一
日
〜
十
四
年
十
月
三
十
一
日
『
毎
日
新
聞
（
夕

刊
）』）
は
、
そ
う
し
た
新
史
料
に
基
づ
い
て
書
か
れ
て
い
る（

11
）
。
本
論
は
、
井

し
か
し
こ
の
「
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
」
の
、
い
わ
ば
結
末
は
、
亀
井
高
孝
の

影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
そ
れ
以
上
に
、
井
上
靖
の
内
な
る
モ
チ
ー
フ
の
反
映
と

言
う
べ
き
で
あ
る
。

亀
井
高
孝
は
『
光
太
夫
の
悲
恋
』『
人
物
叢
書
・
大
黒
屋
光
太
夫
』
の
二
作

よ
り
約
三
十
年
前
、
昭
和
十
二
年
版
『
北
槎
聞
略
』「
解
説
」
に
お
い
て
、
帰

国
後
の
光
太
夫
と
磯
吉
に
つ
い
て
、
次
の
ご
と
く
書
い
て
い
た
。

彼
等
の
薬
園
入
り
は
、
流
言
蜚
語
を
極
度
に
恐
れ
る
幕
府
と
し
て
好
奇

心
に
富
む
人
々
の
耳
目
か
ら
遠
ざ
け
ん
た
め
の
体
の
良
い
監
禁
と
も
考
へ

ら
れ
る
。
彼
ら
は
終
生
を
そ
こ
で
送
っ
た
か
ど
う
か
は
寡
聞
に
し
て
ま
だ

之
を
明
に
し
な
い
が
、
少
く
も
自
由
を
束
縛
さ
れ
た
代
り
生
活
の
保
障
は

え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。（
中
略
）
帰
朝
か
ら
そ
の
没
す
る
ま
で
三
十
五

年
余
の
長
い
余
生
に
つ
い
て
は
殆
ど
伝
へ
ら
れ
る
所
が
な
い
が
、
前
半
生

の
波
瀾
重
畳
の
生
活
と
正
反
対
に
無
為
安
楽
に
過
し
た
の
で
あ
ら
う
。

亀
井
は
右
の
引
用
の
前
半
で
、
光
太
夫
ら
が
受
け
た
措
置
を
「
監
禁
」
と
書

き
、
い
わ
ば
「
幽
囚
の
生
活
」
と
捉
え
て
い
る
が
、
後
半
部
分
で
は
傍
線
部
に

見
る
よ
う
な
見
解
を
記
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
亀
井
高
孝
も
光
太
夫

ら
が
、た
だ
「
半
幽
囚
」
の
処
遇
に
遭
わ
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、「
生
活
の
保
障
」

は
さ
れ
、そ
の
意
味
に
限
れ
ば
、（
そ
れ
が
幸
福
と
言
え
る
か
は
別
に
し
て
）「
無

為
安
楽
」
の
生
活
で
あ
っ
た
と
の
認
識
も
、
当
初
は
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

井
上
靖
は
昭
和
十
二
年
版
『
北
槎
聞
略
』
を
主
要
な
典
拠
と
し
て
用
い
て
お

り
、
先
に
述
べ
た
レ
セ
ッ
プ
ス
に
よ
る
光
太
夫
評
の
引
用
に
見
る
ご
と
く
、
同
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願ね
が
ひ
が
き

状
」
を
出
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
ニ
ビ
ジ
モ
フ
の
現
況
を
別
れ

た
き
り
で
知
ら
な
い
と
い
う
、
こ
の
光
太
夫
の
台
詞
は
、
史
料
に
忠
実
と
は
決

し
て
言
え
な
い
。

し
か
し
、
井
上
靖
は
そ
れ
を
十
分
承
知
し
て
い
な
が
ら
、
敢
え
て
こ
の
よ
う

に
描
い
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
光
太
夫
の
台
詞
の
後
、
二
人
の
や
り
と
り
が
次

の
よ
う
に
続
け
ら
れ
て
い
る
。

「
ニ
ビ
ジ
モ
フ
な
ら
、
い
ま
も
オ
ホ
ー
ツ
ク
か
ヤ
ク
ー
ツ
ク
あ
た
り
に
居

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
」

磯
吉
も
ふ
い
に
遠
く
を
見
る
よ
う
な
眼
を
し
て
言
っ
た
。

「
そ
う
す
る
と
、
二
人
と
も
シ
ベ
リ
ア
だ
な
」

光
太
夫
は
ひ
と
り
言
の
よ
う
な
言
い
方
を
し
た
。（
中
略
）
光
太
夫
は

ラ
ジ
シ
チ
ェ
フ
と
ニ
ビ
ジ
モ
フ
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
暫
く
し
て
か
ら
、
光
太
夫
は
言
っ
た
。

「
俺
た
ち
は
、
な
、
磯
吉
、
い
ま
、
流
刑
地
に
居
る
ん
だ
（
後
略
）」

光
太
夫
が
磯
吉
に
向
け
た
最
後
の
台
詞
に
よ
り
、
後
半
生
に
お
け
る
彼
ら
の

境
遇
と
心
境
を
改
め
て
流
刑
者
に
重
ね
て
い
る
一
方
で
、
二
人
の
会
話
を
通
し

て
、
ニ
ビ
ジ
モ
フ
は
ラ
ジ
シ
チ
ェ
フ
と
同
様
、
シ
ベ
リ
ア
に
あ
る
だ
ろ
う
と
の

推
測
が
為
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

作
中
に
お
い
て
主
要
モ
チ
ー
フ
を
損
な
い
か
ね
な
い
ニ
ビ
ジ
モ
フ
の
殺
人
事

件
は
直
接
語
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
、
こ
の
結
末
部
で
は
、
光

太
夫
と
磯
吉
に
、
ニ
ビ
ジ
モ
フ
の
居
場
所
を
は
っ
き
り
示
さ
せ
て
い
な
い
。
し

上
靖
の
創
作
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
主
目
的
が
あ
り
、
執
筆
時
に
井
上

靖
が
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
史
料
、史
実
と
の
相
違
い
に
つ
い
て
は
、

今
後
の
課
題
と
し
て
、
別
の
機
会
に
考
察
し
た
い
。
し
か
し
、「
お
ろ
し
や
国

酔
夢
譚
」
が
、
そ
し
て
井
上
靖
の
描
い
た
大
黒
屋
光
太
夫
像
が
、
説
得
力
あ
る

鮮
明
な
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
読
者
に
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
、
新
史
料
に
拠
っ

た
小
説
の
登
場
は
逆
に
裏
付
け
て
い
よ
う
。
吉
村
昭
は
、
井
上
靖
の
「
お
ろ
し

や
国
酔
夢
譚
」
を
明
ら
か
に
意
識
し
、
そ
れ
を
反
射
鏡
と
し
て
、
同
作
と
は
異

な
る
、
新
た
な
光
太
夫
像
の
創
造
を
狙
っ
た
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
物
語
の
最
終
場
面
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

光
太
夫
と
磯
吉
は
、蘭
学
者
に
よ
る「
陽
暦
一
月
一
日
の
賀
筵
」（「
芝
蘭
会
」）

に
招
か
れ
た
。
そ
の
宴
席
に
お
い
て
、
光
太
夫
は
か
つ
て
出
会
っ
た
ロ
シ
ア
の

思
想
家
ラ
ジ
シ
チ
ェ
フ
、
つ
ま
り
シ
ベ
リ
ア
の
「
流
刑
地
」
に
赴
く
途
中
だ
っ

た
人
物
に
自
ら
を
重
ね
て
い
る
。
こ
れ
ま
た
芦
田
栄
子
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う

に
、「
半
幽
囚
の
身
」
に
置
か
れ
た
光
太
夫
の
後
半
生
に
つ
い
て
、「
流
刑
者
」

の
ご
と
き
心
境
に
あ
っ
た
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
そ
れ
も
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
と
し
て
、
さ
ら
に
「
芝
蘭
会
」
か
ら
「
帰
っ
た
夜
」
の
光
太
夫

と
磯
吉
に
注
目
し
た
い
。
光
太
夫
が
磯
吉
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
ニ
ビ
ジ
モ
フ
と
は
オ
ホ
ー
ツ
ク
へ
着
い
た
時
、
ろ
く
に
挨
拶
も
交
す

暇
な
く
別
れ
た
が
、
あ
の
男
は
い
ま
ど
う
し
て
い
る
か
な
。（
後
略
）」

本
論
前
半
で
触
れ
た
通
り
、『
北
槎
聞
略
』
巻
之
四
に
は
、
光
太
夫
ら
が
帰

国
を
前
に
し
て
、
殺
人
者
と
し
て
獄
に
あ
っ
た
「
ニ
ビ
ヂ
モ
フ
」
の
「
赦し
ゃ
め
ん免

の
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た
史
料
に
関
し
て
、
史
実
を
仄
め
か
す
、
暗
示
的
な
表
現
が
は
め
込
ま
れ
て
い

た
。
そ
れ
ら
は
自
ら
の
モ
チ
ー
フ
と
史
料
と
の
間
で
整
合
性
を
保
つ
べ
く
、
井

上
靖
が
考
え
出
し
た
一
つ
の
表
現
方
法
と
言
え
る
。
こ
の
時
点
で
井
上
靖
は
大

岡
昇
平
の
批
判
を
ま
だ
幾
分
か
意
識
し
、
そ
の
苦
心
の
跡
が
見
え
る
か
の
よ
う

で
も
あ
る
。

か
く
て
「
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
」
は
、
概
ね
史
実
を
尊
重
し
た
「
記
録
的
、

年
代
記
的
」
作
風
で
あ
る
一
方
、
そ
れ
以
上
に
井
上
靖
の
内
な
る
モ
チ
ー
フ
を

強
調
し
て
お
り
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
と
史
料
と
の
間
で
、
む
し
ろ
前
者
を
重
視
し

な
が
ら
、
同
時
に
細
部
描
写
で
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
た
小
説
と
言
え
る
。
作
家
の

モ
チ
ー
フ
と
史
料
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
貴
重
な
示
唆
を
与
え
る
文
字
通
り
の

労
作
と
し
て
、
井
上
靖
の
歴
史
小
説
の
中
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の

で
あ
る
。

「
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
」か
ら
十
年
以
上
を
経
て
、井
上
靖
は
「
本
覚
坊
遺
文
」

（
昭
和
五
十
六
年
一
月
〜
八
月
『
群
像
』）
を
書
き
、「
孔
子
」（
昭
和
六
十
二
年

六
月
〜
平
成
元
年
五
月
『
新
潮
』）
を
完
成
さ
せ
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
長
篇
歴

史
小
説
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
年
代
記
的
、
記
録
的
」
作
風
で
な
く
、
語
り
手
を

設
定
し
、
作
者
の
見
解
を
前
面
に
表
出
さ
せ
た
ス
タ
イ
ル
が
取
ら
れ
て
い
る
。

井
上
靖
は
こ
こ
に
来
て
、〈「
蒼
き
狼
」
論
争
〉
の
影
響
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
、

歴
史
小
説
に
お
い
て
も
、
自
ら
の
モ
チ
ー
フ
を
、
よ
り
一
層
自
由
な
方
法
で
書

き
始
め
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
考
察
は
後
の
機
会
に
俟
ち
た
い
。

か
し
、
右
の
ご
と
く
、
ニ
ビ
ジ
モ
フ
が
「
シ
ベ
リ
ア
」
に
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り

「
流
刑
地
」
に
居
る
こ
と
を
そ
れ
と
な
く
仄
め
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
北
槎

聞
略
』
の
中
で
も
、
語
る
の
を
避
け
た
い
出
来
事
に
対
し
て
、
井
上
靖
は
か
く

の
ご
と
き
表
現
に
よ
っ
て
暗
示
し
、
や
は
り
史
実
の
枠
組
み
を
保
と
う
と
し
て

い
る
。
そ
し
て
何
よ
り
井
上
靖
の
頭
の
中
に
は
、
後
半
生
に
お
け
る
光
太
夫
の

境
遇
が
、
ニ
ビ
ジ
モ
フ
と
同
様
、
シ
ベ
リ
ア
の
流
刑
者
の
ご
と
く
映
っ
て
い
た

こ
と
は
、
こ
の
暗
示
的
な
表
現
か
ら
改
め
て
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

井
上
靖
は
「
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
」
の
執
筆
に
お
い
て
、『
北
槎
聞
略
』
に

大
部
分
を
拠
り
、
そ
の
「
解
説
」
を
も
参
照
し
、
原
則
史
料
重
視
の
姿
勢
を
取

り
な
が
ら
も
、
一
部
の
記
述
に
は
目
を
瞑
る
こ
と
で
、
自
ら
の
モ
チ
ー
フ
を
強

調
し
た
。
結
果
と
し
て
、「
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
」
は
、
光
太
夫
の
〈
不
屈
の

精
神
〉
を
描
き
つ
つ
、
そ
の
労
苦
が
報
わ
れ
ぬ
、
人
生
・
運
命
の
虚
し
さ
を
も

表
し
た
小
説
と
し
て
完
成
し
た
。
井
上
靖
が
繰
り
返
し
描
い
て
き
た
モ
チ
ー
フ

が
、
そ
こ
に
は
強
く
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

井
上
靖
は
こ
れ
ま
で
、
大
岡
昇
平
と
の
「『
蒼
き
狼
』
論
争
」
以
降
、
史
実

尊
重
の
姿
勢
を
強
め
た
と
言
わ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
側
面
は
確
か
に
認
め
ら

れ
る
が
、こ
の
「
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
」
に
お
い
て
も
、実
際
は
自
ら
の
モ
チ
ー

フ
を
優
先
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
、「
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
」の
細
部
に
は
、十
分
に
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
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り
上
げ
て
い
る
「
悲
恋
」
は
、
光
太
夫
と
ソ
フ
ィ
ヤ
の
関
係
で
は
な
い
。
光
太
夫
が

故
郷
に
残
し
て
き
た
と
推
測
さ
れ
る
女
性
「
お
し
ま
」
と
の
そ
れ
で
あ
る
。
実
は
芦

田
の
こ
の
考
察
は
、
五
木
寛
之
『
ソ
フ
ィ
ア
の
歌
』（
平
成
六
年
六
月
、
新
潮
社
）
を

踏
襲
し
て
い
る
。
そ
の
五
木
の
考
察
に
、
そ
も
そ
も
作
家
の
想
像
が
含
ま
れ
て
い
た
。

そ
れ
を
そ
の
ま
ま
踏
ま
え
て
し
ま
う
の
は
、や
や
不
用
意
で
あ
る
。
ま
た
芦
田
は
、『
江

戸
漂
流
記
総
集
別
巻
・
大
黒
屋
光
太
夫
史
料
集
第
二
巻
』（
平
成
十
五
年
三
月
、
日
本

評
論
社
）
収
録
の
「
寛
政
五
年
神
昌
丸
二
漂
民
両
目
付
吟
味
録
」
の
中
で
、
光
太
夫

が
「
親
ニ
ハ
カ
ク
シ
ヨ
ビ
ム
カ
ヘ
、
故
郷
ヨ
リ
一
里
半
計
リ
コ
レ
ア
リ
候
在
所
ニ
、

ク
ラ
サ
セ
置
キ
候
」
と
発
言
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
親
の
反
対
を
受
け
偲
ぶ
、

悲
恋
の
女
性
お
し
ま
」を
語
っ
た
も
の
と
説
明
し
て
い
る
。
先
述
の
ご
と
く
、こ
の「
お

し
ま
」
と
は
、亀
井
高
孝
が
『
光
太
夫
の
悲
恋
』
の
中
で
推
測
し
た
存
在
に
過
ぎ
な
い
。

そ
れ
を
別
史
料
中
の
記
述
に
、
確
定
し
た
史
実
の
ご
と
く
当
て
は
め
て
し
ま
う
の
は
、

史
料
の
読
み
取
り
に
お
い
て
、
不
適
切
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
実
は
と
も
か
く
、

「
恋
愛
」
を
作
中
に
取
り
入
れ
ず
、
物
語
か
ら
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
雰
囲
気
を
排
除
す
る

こ
と
で
、
井
上
靖
が
光
太
夫
の
意
志
の
強
さ
を
強
調
し
た
と
の
結
論
自
体
は
適
切
と

言
え
る
。

（
５
）
井
上
靖
は
初
刊
本
『
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
』
昭
和
四
十
三
年
十
月
、
文
芸
春
秋
社
）

の
「
あ
と
が
き
」
で
「
こ
の
作
品
は
基
本
資
料
と
し
て
亀
井
高
孝
氏
校
訂
の
『
北
槎

聞
略
』（
昭
和
十
二
年
刊

0

0

0

0

0

0

）
を
使
わ
せ
て
戴
き
ま
し
た
」
と
書
き
、
執
筆
の
協
力
者
と

し
て
亀
井
高
孝
、
加
藤
九
祚
、
村
山
七
郎
、
中
村
喜
和
、
高
野
明
ら
を
挙
げ
て
い
る
。

井
上
靖
の
旧
蔵
書
を
保
管
す
る
神
奈
川
近
代
文
学
館
に
は
、
そ
の
井
上
靖
文
庫
の
中

に
『
北
槎
聞
略
』
昭
和
十
二
年
版
、
四
十
年
版
ど
ち
ら
の
書
名
も
見
ら
れ
る
。
三
重

県
鈴
鹿
市
の
大
黒
屋
光
太
夫
記
念
館
第
十
一
回
特
別
展
「
井
上
靖
『
お
ろ
し
や
国
酔

夢
譚
』
の
世
界
」（
平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
四
日
〜
十
二
月
十
三
日
）
に
は
、
同
文

学
館
よ
り
「
井
上
靖
が
使
用
し
た
参
考
資
料
」
と
し
て
、
そ
れ
ら
二
冊
が
と
も
に
出

品
さ
れ
た
（
同
展
図
録
〈
平
成
二
十
七
年
十
月
〉
参
照
）。『
北
槎
聞
略
』
十
二
年
版

【
注
】

（
１
）
無
署
名
「
創
造
性
豊
か
な
漂
流
記
―
井
上
靖
著
『
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
』
―
」（
昭

和
四
十
三
年
十
一
月
二
十
六
日
『
朝
日
新
聞
』）、
瀬
沼
茂
樹
「
男
性
文
学
へ
の
志
向

―
井
上
靖
『
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
』
―
」（
昭
和
四
十
三
年
十
二
月
『
群
像
』）、
福
田

宏
年
『
井
上
靖
評
伝
覚
』（
初
版
昭
和
五
十
四
年
九
月
、
増
補
版
平
成
三
年
十
月
、
集

英
社
）
参
照
。

（
２
）
大
岡
昇
平
「『
蒼
き
狼
』
は
歴
史
小
説
か
―
常
識
的
文
学
論
⑴
」「
成
吉
思
汗
の
秘
密

―
常
識
的
文
学
論
⑶
」（
昭
和
三
十
六
年
一
月
、三
月
『
群
像
』）、井
上
靖
「
自
作
『
蒼

き
狼
』
に
つ
い
て
―
大
岡
氏
の
『
常
識
的
文
学
論
』
を
読
ん
で
―
」（
昭
和
三
十
六
年

二
月
『
群
像
』）
参
照
。

（
３
）
曾
根
博
義
は
「
井
上
靖
に
お
け
る
《
歴
史
》」（
昭
和
六
十
一
年
五
月
『
現
代
文
研
究

シ
リ
ー
ズ
16
井
上
靖
』）で
、「
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
」に
つ
い
て
、大
岡
昇
平
と
の〈「
蒼

き
狼
」
論
争
〉
以
来
、
井
上
靖
が
取
り
組
ん
で
き
た
「
史
実
に
従
い
な
が
ら
人
間
の

真
実
に
迫
る
方
法
」
に
よ
っ
て
、「
最
高
の
効
果
を
発
揮
し
た
」
小
説
と
論
じ
て
い
る
。

（
４
）『
北
槎
聞
略
』
に
は
、
作
中
の
「
娼
家
」
の
場
面
の
土
台
と
な
っ
た
巻
之
七
に
「
ソ

ヒ
ヤ
イ
ワ
ノ
ウ
ナ
」
と
い
う
氏
名
が
確
認
さ
れ
、
巻
之
九
に
お
い
て
も
、
作
中
歌
の

元
歌
の
作
者
で
あ
る「
ブ
シ
が
妹
ソ
ヒ
ヤ
イ
ワ
ノ
ウ
ナ
」が
登
場
す
る
。
芦
田
栄
子
は
、

こ
れ
ら
〈
ソ
フ
ィ
ヤ
・
イ
ワ
ノ
ウ
ナ
〉
の
取
り
上
げ
方
を
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

井
上
靖
は
前
者
の
み
作
中
に
取
り
入
れ
、「
光
太
夫
と
親
し
い
仲
で
あ
っ
た
と
さ
れ
」

る
「
若
い
未
婚
」
の
「
ソ
フ
ィ
ヤ
」、
つ
ま
り
後
者
を
意
識
的
に
削
除
し
た
と
論
じ
て

い
る
。
し
か
し
、『
北
槎
聞
略
』
の
中
で
、「
ブ
シ
が
妹
ソ
ヒ
ヤ
イ
ワ
ノ
ウ
ナ
」
が
「
若

い
未
婚
」
だ
と
は
ど
こ
に
も
書
い
て
い
な
い
。
巻
之
七
と
巻
之
九
に
そ
れ
ぞ
れ
見
ら

れ
る
「
ソ
ヒ
ヤ
イ
ワ
ノ
ウ
ナ
」
は
、
同
書
の
中
で
、
同
一
人
と
の
記
載
が
見
ら
れ
な

い
代
わ
り
に
、
二
人
が
別
人
だ
と
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
亀
井
高
孝
の
『
光
太
夫
の

悲
恋
』（
昭
和
四
十
二
年
三
月
、
吉
川
弘
文
館
）
を
見
る
と
、
二
人
の
ソ
フ
ィ
ヤ
が
同

一
人
と
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。
し
か
も
亀
井
が
同
書
で
取
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発
な
る
精
神
と
そ
の
や
さ
し
い
性
質
と
の
為
で
あ
つ
た
。
彼
は
オ
ル
レ
ヤ
ン
コ
フ
少

佐
の
家
に
逗
留
し
て
ゐ
た
。
司
令
官
（
オ
ル
レ
ヤ
ン
コ
フ
）
の
所
で
あ
れ
、
他
人
の

所
で
あ
れ
、
無
遠
慮
に
彼
は
出
入
り
を
し
て
ゐ
た
が
、
そ
れ
は
我
々
（
フ
ラ
ン
ス
人
）

の
間
で
あ
つ
た
ら
、
傲
慢
か
少
く
と
も
不
作
法
と
非
難
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
礼
儀
に

拘
ら
ず
に
、
彼
は
直
ぐ
様
意
の
ま
ゝ
に
寛
ろ
ぎ
、
且
つ
ど
こ
で
も
見
当
つ
た
席
に
着

坐
す
る
。
同
時
に
欲
し
い
も
の
は
何
で
も
求
め
る
し
、
又
は
そ
れ
を
己
が
手
許
に
見

つ
け
た
な
ら
自
身
で
そ
れ
を
取
る
。（
後
略
）」。
対
し
て
「
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
」
に

引
用
さ
れ
た
レ
セ
ッ
プ
ス
に
よ
る
光
太
夫
評
の
一
部
を
挙
げ
れ
ば
、
次
の
通
り
。「
ニ

ジ
ネ
カ
ム
チ
ャ
ツ
ク
に
お
い
て
私
が
最
も
興
味
を
抱
き
、
し
た
が
っ
て
黙
過
し
得
な

い
こ
と
は
、
過
ぐ
る
夏
ア
レ
ウ
ト
列
島
か
ら
ロ
シ
ア
の
毛
皮
取
引
の
船
で
送
ら
れ
て

き
た
九
人
の
日
本
人
と
出
会
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
／
そ
の
う
ち
の
一
日
本
人
が
語
っ

た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
彼
と
そ
の
仲
間
は
、
南
千ク

リ
ー
ル島
の
住
民
と
貿
易
す
る
目
的
を
も
っ

て
、
自
国
船
で
航
海
し
て
い
た
。
彼
ら
は
海
岸
沿
い
に
、
陸
地
か
ら
あ
ま
り
離
れ
な

い
よ
う
に
航
行
し
た
が
、
台
風
の
た
め
に
沖
へ
流
さ
れ
、
全
く
航
路
を
見
失
っ
て
し

ま
っ
た
。（
中
略
）
私
と
語
り
合
っ
た
人
物
は
、
他
の
八
人
の
同
国
人
に
比
べ
て
明
白

に
優
越
感
を
保
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。（
中
略
）
部
下
た
ち
が
彼
に
、
親
愛
の
情

と
特
別
の
敬
意
を
払
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
彼
の
名
は
コ
ー
ダ

イ
ユ
と
言
っ
た
。（
中
略
）同
国
人
に
対
す
る
彼
の
優
越
は
い
か
に
も
明
白
で
あ
る
が
、

併
し
彼
は
そ
の
生
き
生
き
し
た
精
神
と
温
厚
な
性
格
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
ひ
け
ら
か

す
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
／
彼
は
オ
ル
レ
ア
ン
コ
フ
少
佐
の
家
に
住
ん
で
い
た
。
彼

が
長
官
の
家
で
あ
ろ
う
と
そ
の
他
の
人
の
家
で
あ
ろ
う
と
、
気
楽
に
出
入
り
し
て
い

る
様
子
を
見
る
と
、無
遠
慮
、あ
る
い
は
無
作
法
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
彼
は
、

す
す
め
ら
れ
る
最
良
の
椅
子
に
遠
慮
な
く
腰
を
か
け
、
で
き
る
だ
け
自
然
に
ふ
る
ま

い
、
欲
し
い
も
の
を
要
求
し
、
手
の
届
く
も
の
は
自
分
で
取
り
上
げ
た
。（
後
略
）」。

無
駄
を
省
い
た
平
易
な
文
体
に
改
め
ら
れ
つ
つ
、
光
太
夫
が
ど
ち
ら
も
「
コ
ー
ダ
イ

ユ
」
と
表
記
さ
れ
る
な
ど
、
両
者
の
文
意
が
対
応
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

と
四
十
年
版
に
お
い
て
、本
文
自
体
は
ル
ビ
も
含
め
て
同
一
で
あ
る
。四
十
年
版
に
は
、

村
山
七
郎
に
よ
る
「
大
黒
屋
光
太
夫
の
言
語
学
上
の
功
績
」
が
加
わ
っ
て
い
る
一
方
、

亀
井
高
孝
の
「
解
説
」
で
十
二
年
版
に
引
用
さ
れ
て
い
た
史
料
が
一
部
簡
略
化
、
削

除
さ
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
十
二
年
版
「
解
説
」
は
作
中
に
反
映
さ
れ
た

形
跡
が
あ
る
。井
上
靖
は
十
二
年
版
、四
十
年
版
両
方
を
参
照
し
つ
つ
も
、「
あ
と
が
き
」

で
の
記
述
に
も
見
る
通
り
、
主
に
参
考
に
用
い
た
の
は
十
二
年
版
と
判
断
で
き
る
。

（
６
）『
北
槎
聞
略
』
巻
之
二
に
は
、
次
の
ご
と
く
記
さ
れ
て
い
る
。「
夫
よ
り
三
年
と
い
ふ

七
月
に
、
魯ロ

西シ
イ
ヤ亜

の
船ふ

ね

来き
た

り
け
る
が
（
中
略
）
風か

ざ
な
み浪
に
て
錨

い
か
り

纜つ
な

を
す
り
切
、
遂つ

い

に
破は

船せ
ん

し
け
る
。（
中
略
）
其
後
に
ニ
ビ
ヂ
モ
フ
、
光
太
夫
等
に
云
け
る
は
、（
中
略
）
か

く
破は

せ
ん船
せ
し
う
へ
は
兎と

も
角か

く

も
し
て
船ふ

ね

を
造
り
（
中
略
）
い
つマ

マ

れ
も
もマ

マ

力ち
か
らを
併あ

は

せ

給
へ
と
、
魯ロ

西シ
イ
ヤ亜

人
の
船ふ

な
ぐ具
、
光
太
夫
等
が
船
の
古ふ

る
く
ぎ釘
、
又
は
此
島
に
う
ち
よ
す
る

漂よ
り
き木
共
を
と
り
あ
つ
め
、
一
年
計ば

か
りに
て
、
六
百
石
程
も
積つ

む

へマ
マ

き
船
を
う
ち
立
（
後
略
）」

（
７
）
昭
和
十
二
年
版
「
解
説
」
中
の
レ
セ
ッ
プ
ス
に
よ
る
光
太
夫
評
の
一
部
を
挙
げ
れ
ば
、

次
の
よ
う
で
あ
る
。「
し
か
し
ニ
ジ
ニ
に
お
い
て
最
も
私
に
関
心
を
有
た
し
め
、
且
つ

沈
黙
に
終
る
の
を
許
さ
ゞ
ら
し
め
る
事
は
、
昨
年
の
夏
獺
皮
取
引
を
目
的
と
す
る
ロ

シ
ヤ
の
船
に
便
乗
し
て
、
ア
レ
ウ
ト
島
か
ら
同
地
へ
連
れ
ら
れ
て
来
た
九
人
の
日
本

人
を
そ
こ
で
見
出
し
た
事
で
あ
る
。
／
そ
れ
ら
の
日
本
人
の
一
人
が
私
に
語
る
処
に

よ
る
と
、
彼
は
仲
間
と
と
も
に
そ
の
国
の
船
で
出
帆
し
た
。
そ
れ
は
千ク

リ
ル島
の
最
南
端

の
島
に
赴
い
て
同
島
人
と
同
所
商
売
せ
ん
た
め
で
あ
つ
た
。
彼
等
は
海
岸
に
沿
ひ
少

し
遠
ざ
か
り
つ
ゝ
進
ん
だ
が
、
忽
ち
恐
る
べ
き
台
風
の
一
撃
を
蒙
つ
て
遠
く
沖
合
に

流
さ
れ
全
く
方
向
を
見
失
つ
て
し
ま
つ
た
。（
中
略
）
私
に
語
つ
た
当
人
は
他
の
八
人

の
上
に
著
し
い
支
配
力
を
有
し
て
ゐ
た
ら
し
く
見
え
る
。（
中
略
）
確
実
な
事
は
、
彼

等
が
彼
に
対
し
て
特
別
な
愛
着
と
尊
敬
と
を
有
つ
て
ゐ
た
事
で
あ
る
。（
中
略
）
彼
の

名
は
コ
ー
ダ
イ
ユ
（kodaïl

）
で
あ
る
。（
中
略
）
同
国
人
に
対
す
る
彼
の
身
分
上
の

優
越
は
彼
を
一
段
上
位
に
置
く
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
。
け
れ
ど
も
彼
が
奉
ら
れ
て
ゐ

た
の
は
、
疑
ひ
も
な
く
、
そ
の
身
分
上
の
優
越
の
為
よ
り
も
、
む
し
ろ
彼
の
敏
捷
活
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草
子
大
事
典
』平
成
二
十
九
年
十
月
、笠
間
書
院
）。「
絵
本
写
宝
袋
」は
、橘
守
国
作
で
、

「
享
保
五
年（
一
七
二
〇
）刊（『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
第
一
巻
』昭
和
五
十
八
年
十
月
、

岩
波
書
店
）。

（
10
）「
神
昌
丸
魯
国
漂
流
始
末
」「
雑
録
」、
昭
和
十
二
年
版
『
北
槎
聞
略
』「
解
説
」
に
見

ら
れ
る
光
太
夫
、
磯
吉
へ
の
措
置
を
伝
え
る
文
面
は
、
と
も
に
細
か
な
表
記
の
違
い

を
除
い
て
、ほ
ぼ
作
中
と
対
応
し
て
い
る
。
し
か
し
作
中
と「
解
説
」で
は「
此
度
別
儀
」

の
上
に
「
一
、」
が
あ
る
の
に
対
し
て
、「
雑
録
」
に
は
そ
れ
が
な
い
。
ま
た
「
雑
録
」

で
は
最
後
の
条
項
と
し
て
「
一
、
御
勘
定
奉
行
よ
り
、
留
守
居
を
呼
出
し
、
左
之
通

り
御
書
付
を
以
、
被
仰
渡
候
」
と
あ
る
が
、「
解
説
」
で
は
略
さ
れ
、
作
中
も
同
じ
で

あ
る
。
一
方
、
月
々
の
「
御
手
当
」
に
つ
い
て
、「
雑
録
」
で
は
光
太
夫
「
三
十
両
」、

磯
吉
「
二
十
両
」
と
あ
る
が
、「
解
説
」
で
は
前
者
「
三
両
」、
後
者
「
二
両
」
と
あ
り
、

作
中
は
「
雑
録
」
と
一
致
す
る
。
井
上
靖
は
ど
ち
ら
も
参
照
し
つ
つ
、
文
章
全
体
の

ス
タ
イ
ル
は「
解
説
」に
倣
っ
た
と
推
察
で
き
る
。
な
お
昭
和
四
十
年
版『
北
槎
聞
略
』

「
解
説
」
に
は
、
こ
の
光
太
夫
、
磯
吉
の
措
置
を
伝
え
る
文
面
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

（
11
）
吉
村
昭
は
三
重
県
鈴
鹿
市
大
黒
屋
光
太
夫
顕
彰
会
の
山
口
俊
彦
よ
り
、
磯
吉
の
陳
述

を
記
録
し
た
「
極
珍
書
」「
魯
西
亜
国
漂
舶
聞
書
」
の
提
供
を
受
け
た
。
磯
吉
、
光
太

夫
が
帰
郷
し
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
「
寛
政
十
年
・
磯
吉
帰
郷
文
書
」、「
享
和
二

年
・
光
太
夫
帰
郷
文
書
」
の
存
在
も
知
ら
さ
れ
た
。「
大
黒
屋
光
太
夫
」（
平
成
十
三

年
十
月
一
日
〜
十
四
年
十
月
三
十
一
日
『
毎
日
新
聞
（
夕
刊
）』）
は
、
こ
れ
ら
を
反

映
さ
せ
た
小
説
で
あ
る
（
吉
村
昭
「
文
庫
版
あ
と
が
き
」、
川
西
政
明
「
解
説
」〈
新

潮
文
庫
『
大
黒
屋
光
太
夫
』
平
成
十
七
年
六
月
〉
参
照
）。
現
在
、「
魯
西
亜
国
漂
舶

聞
書
」
は
『
江
戸
漂
流
記
総
集
別
巻
・
大
黒
屋
光
太
夫
史
料
集
第
二
巻
』（
平
成
十
五

年
三
月
、日
本
評
論
社
）に
、「
極
珍
書
」「
寛
政
十
年
・
磯
吉
帰
郷
文
書
」「
享
和
二
年
・

光
太
夫
帰
郷
文
書
」
は
同
四
巻
（
平
成
十
五
年
六
月
、
日
本
評
論
社
）
に
収
録
さ
れ
、

史
料
発
見
の
経
緯
等
を
記
し
た
山
下
恒
夫
に
よ
る
「
解
説
」
も
見
ら
れ
る
。

な
お
『
人
物
叢
書
・
大
黒
屋
光
太
夫
』（
昭
和
三
十
九
年
七
月
、
吉
川
弘
文
館
）
に
も
、

レ
セ
ッ
プ
ス
に
よ
る
光
太
夫
評
の
日
本
語
訳
は
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
約
一
四
〇
〇

字
と
短
く
、
作
中
の
引
用
の
半
分
程
度
で
あ
る
。
従
っ
て
昭
和
十
二
年
版
「
解
説
」

だ
け
が
、
作
中
の
引
用
部
の
全
文
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。

（
８
）『
北
槎
聞
略
』
巻
之
七
に
見
る
光
太
夫
は
、
作
中
の
場
面
の
土
台
と
な
っ
た
訪
問
の

後
も
計
三
度
「
娼

ぢ
や
う
ろ
や家
」
を
訪
れ
、「
娼ゆ

う
ぢ
よ婦
」
ら
か
ら
歓
待
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
光

太
夫
像
が
作
中
で
語
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
芦
田
栄
子
が
既
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ

る
。

（
９
）
亀
井
高
孝
『
光
太
夫
の
悲
恋
』
で
は
、
光
太
夫
の
旧
蔵
本
に
残
さ
れ
て
い
た
書
き
込

み
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
亀
井
は
ま
ず
光
太
夫
の
旧
蔵
本
「
源
平
曦
軍
配
」
に

残
さ
れ
て
い
た
書
き
込
み
か
ら
、
注
（
４
）
で
も
触
れ
た
ご
と
く
、
光
太
夫
は
郷
里

の
伊
勢
に
「
し
満
（
注
、
お
し
ま
）」
な
る
恋
人
が
存
し
て
い
た
と
推
測
し
て
い
る
。

次
い
で
、
や
は
り
光
太
夫
の
旧
蔵
本
「
絵
本
写
宝
袋
」
に
つ
い
て
は
、
ロ
シ
ア
文
字

で
日
本
語
を
書
き
留
め
た
そ
れ
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
日
本
文
字
で
そ
の
一
部
を
記

せ
ば
、「
国
に
て
親
に
不
幸
い
た
し
そ
ろ
罰
に
そ
ろ
」、「
グ
ラ
フ
ベ
ズ
ボ
ロ
ド
コ
奴
」

「
グ
ラ
フ
ベ
ズ
ボ
ロ
ド
コ
奴
が
鬼
に
な
っ
て
責
め
く
さ
る
わ
い
」
と
い
っ
た
文
言
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
書
き
込
み
が
、「
娼
家
」
の
場
面
に
お
け
る
外
務
大
臣
ベ
ズ
ボ
ロ
ド
コ

へ
の
光
太
夫
の
不
信
、恨
み
と
し
て
活
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に「
娼
家
」

の
場
面
の
直
後
、
な
か
な
か
帰
国
許
可
が
下
り
な
い
状
況
を
鑑
み
て
、
光
太
夫
は
ラ
ッ

ク
ス
マ
ン
に
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
日
本
で
は
、
自
分
た
ち
の
よ
う
に
、
い

ろ
い
ろ
と
容
易
な
ら
ぬ
運
命
に
弄
ば
れ
て
、
い
っ
こ
う
に
自
分
の
道
の
開
け
ぬ
者
た

ち
の
こ
と
を
、
親
不
孝
の
罰
が
当
っ
た
と
言
う
。
自
分
の
場
合
、
ま
さ
し
く
そ
の
通

り
で
、
日
本
に
居
る
時
さ
ん
ざ
ん
親
不
孝
の
罪
を
重
ね
た
の
で
、
い
ま
そ
の
酬
い
が

来
て
い
る
の
で
あ
る
」。
こ
れ
ま
た
「
絵
本
写
宝
袋
」
の
書
き
込
み
を
手
掛
か
り
に
し

た
台
詞
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
な
お
「
源
平
曦
軍
配
」
は
、「
大
本
五
巻
五
冊
。

都
の
富
士
作
。
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
正
月
、
大
阪
吹
田
屋
多
四
郎
版
」（『
浮
世
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＊
引
用
文
中
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
、
仮
名
異
体
字
は
標
準
字
体
に
改
め
た
。
濁
点
欠
落

と
お
ぼ
し
き
仮
名
に
つ
い
て
は
原
文
通
り
と
し
た
。井
上
靖
作
品
引
用
は『
井
上
靖
全
集
』

全
二
十
八
巻
別
巻
一
（
平
成
七
年
四
月
〜
平
成
十
二
年
四
月
、新
潮
社
）
に
拠
っ
た
。『
北

槎
聞
略
』
の
引
用
文
中
、
傍
線
部
、
二
重
傍
線
部
は
原
文
通
り
で
、
前
者
は
人
名
、
後

者
は
地
名
を
表
す
。
そ
の
他
の
傍
点
、
傍
線
は
私
に
付
し
た
。

―
た
か
ぎ
・
の
ぶ
ゆ
き
、
別
府
大
学
教
授
―


