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一
　
高
坐
の
牡
丹
燈
籠

　
明
治
時
代
の
落
語
家

は
な
し
か

と
一
と
口
に
云
っ
て
も
、
そ
の 

真  

打 

し
ん
う
ち

株
の
中
で
、

い
わ
ゆ
る
落
と
し
話
を
得
意
と
す
る
人
と
、
人
情
話
を
得
意
と
す
る
人
と
の

二
種
が
あ
る
。
前
者
は
三
遊
亭
円
遊
、
三
遊
亭
遊
三
、
禽
語
楼
小
さ
ん
の
た

ぐ
い
で
、
後
者
は
三
遊
亭
円
朝
、
柳
亭
燕
枝
、
春
錦
亭
柳
桜
の
た
ぐ
い
で
あ

る
が
、
前
者
は
劇
に
関
係
が
少
な
い
。
こ
こ
に
語
る
の
は
後
者
の
人
情
話
一

派
で
あ
る
。

　
人
情
話
の
畑
で
は
前
記
の
円
朝
、
燕
枝
、
柳
桜
が
代
表
的
の
落
語
家
と
認

め
ら
れ
て
い
る
。  

就    

中  

な
か
ん
ず
く

、
円
朝
が
近
代
の
名
人
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
の
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は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
円
朝
は
明
治
三
十
三
年
八
月
、
六
十
二
歳
を
以
て

世
を
去
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
私
は
高
坐
こ
う
ざ
に
お
け
る
此
の
人
を
よ
く
識
っ
て

い
る
。
例
の
「
牡
丹
燈
籠
」
や
「 

累 

ヶ 

淵 

か
さ
ね
が
ふ
ち
」
や
「
塩
原
多
助
」
も
聴
い
て

い
る
。
私
の
十
七
、
八
歳
の
頃
、
即
ち
明
治
二
十
一
、
二
年
の
頃
ま
で
は
、

大
抵
の
寄
席
の
木
戸
銭
（
入
場
料
な
ど
と
は
云
わ
な
い
）
は
三
銭
か
三
銭
五

厘
で
あ
っ
た
が
、
円
朝
の
出
る
席
は
四
銭
の
木
戸
銭
を
取
る
。
僅
か
に
五
厘

の
相
違
で
あ
る
が
、
「
円
朝
は
偉
い
、
四
銭
の
木
戸
を
取
る
。
」
と
云
わ
れ

て
い
た
。

　
さ
て
そ
の
芸
談
で
あ
る
が
、
落
語
家
の
芸
を
語
る
の
は
、
俳
優
の
芸
を
語

る
よ
り
も
更
に
む
ず
か
し
い
。
俳
優
の
技
芸
は
刹
那
に
消
え
る
も
の
と
云
い

な
が
ら
、
そ
の
扮
装
の
写
真
等
に
よ
っ
て
舞
台
の
お
も
か
げ
を
幾
分
か
彷
彿
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さ
せ
る
こ
と
も
出
来
る
が
、
落
語
家
に
至
っ
て
は
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
何
と
も
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、

早
く
云
え
ば
円
朝
の
話
し
口
は
、
柔
か
な
、
し﹅
ん﹅
み﹅
り﹅
と
し
た
、
い
わ
ゆ
る

「
締
め
て
か
か
る
」
と
云
う
た
ぐ
い
で
あ
っ
た
。
も
し
人
情
話
も
落
語
の
一

種
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
円
朝
の
話
し
口
は
少
し
く
勝
手
違
い
の
感
が
あ

る
べ
き
で
あ
る
が
、
自
然
に
聴
衆
を
惹
き
付
け
て
、
常
に
一
時
間
内
外
の
長

丁
場
を
ツ
ナ
ギ
続
け
た
の
は
、
確
か
に
そ
の
話
術
の
妙
に
因
る
の
で
あ
っ
た
。

　
私
は
円
朝
の
若
い
時
代
を
知
ら
な
い
が
、
江
戸
時
代
の
彼
は
道
具
入
り
の

芝
居
話
を
得
意
と
し
、
赤
い
襦
袢
の
袖
な
ど
を
ひ﹅
ら﹅
つ﹅
か﹅
せ﹅
て
娘
子
供
の
人

気
を
博
し
、
か
な
り
に
気き
障ざ
な
芸
人
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
し
か
も
明
治
以
後

の
彼
は
芝
居
話
を
廃
し
て
人
情
話
を
専
門
と
し
、
一
般
聴
衆
ば
か
り
で
な
く
、
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知
識
階
級
の
あ
い
だ
に
も
其
の
技
倆
を
認
め
ら
る
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
は
そ
の
当
時
の
寄
席
芸
人
に
似
合
わ
ず
、
文
学
絵
画
の
素
養
あ
り
、
風
采

も
よ
ろ
し
く
、
人
物
も
温
厚
着
実
で
あ
る
の
で
、
同
業
者
間
に
も
大おお
師
匠
と

し
て
尊
敬
さ
れ
て
い
た
。

　
明
治
十
七
、
八
年
の
頃
と
お
ぼ
え
て
い
る
。
速
記
術
と
い
う
も
の
が
次
第

に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
三
遊
亭
円
朝
口
演
、
若
林 

坩  

蔵 

か
ん
ぞ
う

速
記
の

「
怪
談
牡
丹
燈
籠
」
が
発
行
さ
れ
た
。
後
に
は
種
々
の
製
本
が
出
来
た
が
、

最
初
に
現
わ
れ
た
の
は
半
紙
十
枚
ぐ
ら
い
を
一
冊
の 

仮  

綴 

か
り
と
じ

に
し
た
活
版
本

で
、
完
結
ま
で
に
は
十
冊
以
上
を
続
刊
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
講
談
落

語
の
速
記
本
の
嚆
矢
こ
う
し
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
当
時
に
は
珍
し
い
の

で
非
常
に
流
行
し
た
。
そ
れ
が
円
朝
の
名
声
を
い
よ
い
よ
高
か
ら
し
め
、
あ
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わ
せ
て
「
牡
丹
燈
籠
」
を
有
名
な
ら
し
め
、
さ
ら
に
速
記
術
と
い
う
も
の
を

世
間
に
ひ
ろ
く
紹
介
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
私
は
「
牡
丹
燈
籠
」
の
速
記
本
を
近
所
の
人
か
ら
借
り
て
読
ん
だ
。
そ
の

当
時
、
わ
た
し
は
十
三
、
四
歳
で
あ
っ
た
が
、
一
編
の
眼
目
と
す
る
牡
丹
燈

籠
の
怪
談
の
件くだ
り
を
読
ん
で
も
、
さ
の
み
に
怖
い
と
も
感
じ
な
か
っ
た
。
ど

う
し
て
こ
の
話
が
そ
ん
な
に
有
名
で
あ
る
の
か
と
、
い
さ
さ
か
不
思
議
に
も

思
う
位
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
半
年
ほ
ど
の
後
、
円
朝
が
近
所
（
麹
町
区
山

元
町
）
の
万
長
亭
と
い
う
寄
席
へ
出
て
、
か
の
「
牡
丹
燈
籠
」
を
口
演
す
る

と
い
う
の
で
、
私
は
そ
の
怪
談
の
夜
を
選
ん
で
聴
き
に
行
っ
た
。
作
り
事
の

よ
う
で
あ
る
が
、
恰
も
そ
の
夜
は
初
秋
の
雨
が
昼
間
か
ら
降
り
つ
づ
い
て
、

怪
談
を
聴
く
に
は
全
く
お
誂
え
向
き
の
宵
で
あ
っ
た
。
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「
お
前
、
怪
談
を
聴
き
に
行
く
の
か
え
。
」
と
、
母
は
嚇おど
す
よ
う
に
云
っ
た
。

「
な
に
、
牡
丹
燈
籠
な
ん
か
怖
く
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
」

　
速
記
の
活
版
本
で
多
寡
を
く
く
っ
て
い
た
私
は
、
平
気
で
威
張
っ
て
出
て

行
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
い
け
な
い
。
円
朝
が
い
よ
い
よ
高
坐
に
あ
ら
わ
れ
て
、

燭
台
の
前
で
そ
の
怪
談
を
話
し
始
め
る
と
、
私
は
だ
ん
だ
ん
に
一
種
の
妖
気

を
感
じ
て
来
た
。
満
場
の
聴
衆
は
み
な
息
を
嚥の
ん
で
聴
き
す
ま
し
て
い
る
。

伴
蔵
と
そ
の
女
房
の
対
話
が
進
行
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
私
の
頸
の
あ
た
り

は
何
だ
か
冷
た
く
な
っ
て
来
た
。
周
囲
に
大
勢
の
聴
衆
が
ぎ﹅
っ﹅
し﹅
り﹅
と
詰
め

か
け
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
私
は
こ
の
話
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
根
津
の
あ

た
り
の
暗
い
小
さ
い
古
家
の
な
か
に
坐
っ
て
、
自
分
ひ
と
り
で
怪
談
を
聴
か

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
、
と
き
ど
き
に
左
右
を
見
返
っ
た
。 

今  

日 

こ
ん
に
ち
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と
違
っ
て
、
そ
の
頃
の
寄
席
は
ラ
ン
プ
の
灯
が
暗
い
。
高
坐
の
蝋
燭
の
火
も

薄
暗
い
。
外
に
は
雨
の
音
が
き
こ
え
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
も
怪
談
気
分
を
作

る
べ
く
恰
好
の
条
件
に
な
っ
て
い
た
に
相
違
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
私

が
こ
の
怪
談
に
お
び
や
か
さ
れ
た
の
は
事
実
で
、
席
の
刎は
ね
た
の
は
十
時
頃
、

雨
は
ま
だ
降
り
し
き
っ
て
い
る
。
私
は
暗
い
夜
道
を
逃
げ
る
よ
う
に
帰
っ
た
。

　
こ
の
時
に
、
私
は
円
朝
の
話
術
の
妙
と
云
う
こ
と
を
つ
く
づ
く
覚
っ
た
。

速
記
本
で
読
ま
さ
れ
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
に
凄
く
も
怖
ろ
し
く
も
感
じ
ら
れ
な

い
怪
談
が
、
高
坐
に
持
ち
出
さ
れ
て
円
朝
の
口
に
の
ぼ
る
と
、
人
を
悸おび
え
さ

せ
る
よ
う
な
凄
味
を
帯
び
て
来
る
の
は
、
実
に
偉
い
も
の
だ
と
感
服
し
た
。

時
は
欧
化
主
義
の
全
盛
時
代
で
、
い
わ
ゆ
る
文
明
開
化
の
風
が
盛
ん
に
吹
き

ま
く
っ
て
い
る
。
学
校
に
か
よ
う
生
徒
な
ど
は
、
も
ち
ろ
ん
怪
談
の
た
ぐ
い
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を
信
じ
な
い
よ
う
に
教
育
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
代
に
こ
の
怪
談
を
売
り
物

に
し
て
、
東
京
じ
ゅ
う
の
人
気
を
ほ
と
ん
ど
独
占
し
て
い
た
の
は
、
怖
い
物

見
た
さ
聴
き
た
さ
が
人
間
の
本
能
で
あ
る
と
は
云
え
、
確
か
に
円
朝
の
技
倆

に
因
る
も
の
で
あ
る
と
、
今
で
も
私
は
信
じ
て
い
る
。

　
春
陽
堂
発
行
の
円
朝
全
集
の
う
ち
に
「
怪
談
牡
丹
燈
籠
覚
書
」
と
い
う
も

の
が
あ
る
。
こ
れ
は
円
朝
自
身
が
初
め
て
こ
の
話
を
作
っ
た
時
に
、
心
お
ぼ

え
の
為
に
そ
の
筋
書
を
自
筆
で
記しる
し
て
置
い
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
自
分
の

心
覚
え
で
あ
る
か
ら
簡
単
な
筋
書
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
を
見
て
も
円
朝
が

相
当
の
文
才
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
が
窺
い
知
ら
れ
る
。
円
朝
は
塩
原
多
助

を
作
る
と
き
に
も
、
そ
の
事
蹟
を
調
査
す
る
た
め
に
、
上
州
沼
田
そ
の
他
に

旅
行
し
て
、
「 

上  

野 

こ
う
ず
け 

下  

野 

し
も
つ
け

道
の
記
」
と
題
す
る
紀
行
文
を
書
い
て
い
る
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が
、
そ
れ
に
は
狂
歌
や
俳
句
な
ど
を
も
加
え
て
、
な
か
な
か
面
白
く
書
か
れ

て
あ
る
。
実
に
立
派
な
紀
行
文
で
あ
る
。

「
牡
丹
燈
籠
」
の
原
本
が
「 

剪  

燈 

せ
ん
と
う

新
話
」
の
牡
丹
燈
記
で
あ
る
と
は
誰
も

知
っ
て
い
る
が
、
全
体
か
ら
観
れ
ば
、
牡
丹
燈
籠
の
怪
談
は
そ
の
一
部
分
に

過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
飯
島
の
家
来
孝
助
の
復
讐
と
、
萩
原
の
下
人
げ
に
ん
伴
蔵

の
悪
事
と
を
組
み
合
わ
せ
た
物
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
飯
島
家
の
一
条
は
、

江
戸
の
旗
本
戸
田
平
左
衛
門
の
屋
敷
に
起
こ
っ
た
事
実
を
そ
の
ま
ま
取
り
入

れ
た
も
の
で
、
そ
れ
に
牡
丹
燈
籠
の
怪
談
を
結
び
付
け
た
の
で
あ
る
。
伴
蔵

の
一
条
だ
け
が
円
朝
の
創
意
で
あ
る
ら
し
く
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
も
何
か

 

粉  

本 

ふ
ん
ぽ
ん

が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
と
も
か
く
も
、
こ
う
し
た
種
々
の
材
料
を

巧
み
に
組
み
合
わ
せ
て
、
毎
晩
の
聴
衆
を
倦う
ま
せ
な
い
よ
う
に
、
一
晩
ご
と
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に
必
ず
一
つ
の
山
を
作
っ
て
行
く
の
で
あ
る
か
ら
、
一
面
に
於
い
て
彼
は
立

派
な
創
作
家
で
あ
っ
た
と
も
云
い
得
る
。

　
前
に
も
い
う
通
り
、
話
術
の
妙
を
こ
こ
に
説
く
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
た

と
え
ば
、
か
の
孝
助
が
主
人
の
妾
お
国
の
密
夫
源
次
郎
を
突
こ
う
と
し
て
、

誤
っ
て
主
人
飯
島
平
左
衛
門
を
傷
つ
け
、
そ
れ
か
ら
屋
敷
を
ぬ
け
出
し
て
、

将
来
の
舅
た
る
べ
き
相
川
新
五
兵
衛
の
屋
敷
へ
駈
け
付
け
て
訴
え
る
件くだ
り
な

ど
、
そ
の
前
半
は
今
晩
の
山
で
あ
る
か
ら
面
白
い
に
相
違
な
い
が
、
後
半
の

相
川
屋
敷
は
単
に
筋
を
売
る
に
過
ぎ
な
い
で
余
り
面
白
く
も
な
い
所
で
あ
る
。

速
記
本
な
ど
で
読
め
ば
、 

軽  

々 

け
い
け
い

に
看み
過
ご
さ
れ
て
し
ま
う
所
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
そ
れ
を
高
坐
で
聴
か
さ
れ
る
と
、
息
も
つ
け
ぬ
程
に
面
白
い
。
孝

助
が
誤
っ
て
主
人
を
突
い
た
と
い
う
話
を
聴
き
、
相
手
の
新
五
兵
衛
が
歯
ぎ
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し
り
し
て
「
な
ぜ
源
次
郎
…
…
と
声
を
か
け
て
突
か
な
い
の
だ
。
」
と
叱
る
。

文
字
に
書
け
ば
唯
一
句
で
あ
る
が
、
そ
の
一
句
の
う
ち
に
、
一
方
に
は
大
事

  

出    
来  

し
ゅ
っ
た
い

に
驚
き
、
一
方
に
は
孝
助
の
不
注
意
を
責
め
、
又
一
方
に
は
孝
助

を
愛
し
て
い
る
と
い
う
、
三
様
の
意
味
が
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
て
、
新
五
兵

衛
と
い
う
老
武
士
の
風
貌
を
躍
如
た
ら
し
め
る
所
な
ど
、
そ
の
息
の
巧
さ
、

今
も
私
の
耳
に
残
っ
て
い
る
。
団
十
郎
も
う
ま
い
、
菊
五
郎
も
巧
い
。
し
か

も
俳
優
は
其
の
人
ら
し
い
扮
装
つ
く
り
を
し
て
、
其
の
場
ら
し
い
舞
台
に
立
っ
て
演

じ
る
の
で
あ
る
が
、
円
朝
は
単
に
扇
一
本
を
以
て
、
そ
の
情
景
を
こ
れ
ほ
ど

に
活
動
さ
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
実
に
話
術
の
妙
を
竭つく
し
た
も
の
と
云
っ
て

よ
い
。
名
人
は
畏おそ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、 

今  

日 

こ
ん
に
ち

も
し
円
朝
の
よ
う
な
人
物
が
現
存
し
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て
い
た
な
ら
ば
、
寄
席
は
ど
う
な
る
か
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
一
般
聴
衆
は

名
人
円
朝
の
た
め
に
征
服
せ
ら
れ
て
、
寄
席
は
依
然
と
し
て
旧
時
の
状
態
を

継
続
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
す
が
の
円
朝
も
時
勢
に
は
対
抗
し
得
ず

し
て
、
寄
席
は
や
は
り
漫
談
や
漫
才
の
舞
台
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
お

そ
ら
く
後
者
で
あ
ろ
う
か
と
推
察
す
る
。
円
朝
は
円
朝
の
出
づ
べ
き
時
に
出

た
の
で
あ
っ
て
、
円
朝
の
出
づ
べ
か
ら
ざ
る
時
に
円
朝
は
出
な
い
。
た
と
い

円
朝
が
出
て
も
、
円
朝
と
し
て
の
技
倆
を
発
揮
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
で

終
わ
る
で
あ
ろ
う
。

　
田
村 

成  

義 

な
り
よ
し

翁
の
「
続
々
歌
舞
伎
年
代
記
」
に
は
、
ど
う
云
う
わ
け
か
、

明
治
二
十
年
度
に
於
け
る
春
木
座
の
記
事
を
全
部
省
略
し
て
あ
る
が
、
私
の

記
憶
に
よ
れ
ば
、
か
の
「
牡
丹
燈
籠
」
が
初
め
て
劇
化
さ
れ
た
の
は
、
春
木
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座
の
明
治
二
十
年
八
月
興
行
で
あ
っ
た
と
思
う
。
春
木
座
は
本
郷
座
の
前
身

で
あ
る
。
狂
言
は
、
「
怪
談
牡
丹
燈
籠
」
の
通
し
で
中
幕
の
「
鎌
倉
三
代
記
」

に
市
川
九
蔵
（
後
の
団
蔵
）
が
出
勤
し
て
佐
々
木
高
綱
を
勤
め
て
い
た
が
、

他
は
俗
に
鳥
熊
の
芝
居
と
い
う
大
阪
俳
優
の
一
座
で
、
そ
の
役
割
は
萩
原
新

三
郎
（
中
村
竹
三
郎
）
飯
島
の
娘
お
露
（
大
谷
友
吉
）
飯
島
の
下
女
お
米
、

宮
野
辺
源
次
郎
（
中
村
芝
鶴
）
飯
島
平
左
衛
門
（
嵐
鱗
昇
）
飯
島
の
妾
お
国

（
市
川
福
之
丞
）
飯
島
の
中
間
孝
助
、
山
本
志
丈
（
中
村
駒
之
助
）
伴
蔵

（
市
川
駒
三
郎
）
伴
蔵
女
房
お
み
ね
（
中
村
梅
太
郎
）
等
で
あ
っ
た
。
さ
ら

に
註
す
れ
ば
、
右
の
中
村
芝
鶴
は
後
の
伝
九
郎
で
、
現
在
の
芝
鶴
の
父
で
あ

る
。
市
川
福
之
丞
は
後
の
門
之
助
で
、
男
女
蔵
の
父
で
あ
る
。
市
川
駒
三
郎

は
後
に
団
十
郎
の
門
に
入
っ
て
、
宗
三
郎
と
改
名
し
た
。
中
村
梅
太
郎
は
後
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の
富
十
郎
で
、
現
在
の
市
川
団
右
衛
門
の
父
で
あ
る
。
こ
の
通
し
狂
言
の
脚

色
者
は 
何  

人 
な
ん
ぴ
と

で
あ
る
か
を
知
ら
な
か
っ
た
が
、
後
に
聞
け
ば
そ
れ
は
座
付

の
佐
橋
五
湖
と
い
う
上
方
作
者
の
筆
に
成
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
当
時
、
私
は
十
六
歳
、
八
月
は
学
校
の
暑
中
休
み
で
あ
る
か
ら
、
初

日
を
待
ち
か
ね
て
春
木
座
を
見
物
し
た
。
一
日
の
午
前
四
時
、
前
夜
か
ら
買

い
込
ん
で
置
い
た
食
パ
ン
を
か
か
え
て
私
は
麹
町
の
家
を
出
た
。

　
　
　
　
　
二
　
舞
台
の
牡
丹
燈
籠

　
そ
の
当
時
、
春
木
座
で
興
行
を
つ
づ
け
て
い
た
鳥
熊
の
芝
居
の
こ
と
は
、

か
つ
て
他
に
も
書
い
た
の
で
、
こ
こ
で
は
詳
し
く
説
明
し
な
い
が
、
な
に
し
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ろ
団
十
郎
も
出
勤
し
た
大
劇
場
が
桟
敷
と
高
土
間
と
平
土
間
の
三
分
ぐ
ら
い

を
除
い
て
は
、
他
は
こ
と
ご
と
く
大
入
り
場
と
し
て
開
放
し
た
の
で
あ
る
。

木
戸
銭
は
六
銭
、
し
か
も
午
前
七
時
ま
で
の
入
場
者
に
は
半
札
を
く
れ
る
。

そ
の
半
札
を
持
参
す
れ
ば
、
来
月
の
芝
居
は
半
額
の
三
銭
で
見
ら
れ
る
。
わ

れ
わ
れ
の
よ
う
な
貧
乏
書
生
に
取
っ
て
は
、
ま
こ
と
に
有
難
い
わ
け
で
あ
っ

た
。

　
芝
居
は
午
前
八
時
か
ら
開
演
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
わ
け
で
あ
る

か
ら
木
戸
前
は
夜
の
明
け
な
い
う
ち
か
ら
大
混
雑
、
観
客
は
ぎ
っ
し
り
詰
め

掛
け
て
い
る
。
ど
う
し
て
も
午
前
五
時
頃
ま
で
に
行
き
着
い
て
い
な
け
れ
ば
、

好
い
場
所
へ
は
這
入
ら
れ
な
い
。
私
な
ど
は
大
抵
四
時
頃
か
ら
麹
町
の
家
を

出
る
の
を
例
と
し
て
い
た
。
夏
は
、
好
い
が
、
冬
は
少
し
く
難
儀
で
あ
っ
た
。
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お
茶
の
水
の
堤
に
暁
の
霜
白
く
、
ど
こ
か
で
狐
が
啼
い
て
い
る
。
今
か
ら
考

え
る
と
、
ま
っ
た
く
嘘
の
よ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
「
牡
丹
燈
籠
」
の
時
は
、
八
月
初
め
の
暑
中
で
あ
る
か
ら
、

大
い
に
威
勢
が
好
い
。
い
わ
ゆ
る 

朝  

涼 

あ
さ
す
ず

に
乗
じ
て
、
朴
歯
ほ
お
ば
の
下
駄
を
か
ら

か
ら
踏
み
鳴
ら
し
な
が
ら
行
っ
た
。
十
六
歳
の
少
年
、
懐
中
の
蟇
口
に
は
三

十
銭
く
ら
い
し
か
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
泥
坊
な
ど
は
一
向
に
恐

れ
な
か
っ
た
が
、
暗
い
途
中
で
犬
に
取
り
巻
か
れ
る
の
に
困
っ
た
。
今
日
の

よ
う
に
野
犬
撲
殺
が
励
行
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
寂
し
い
所
に
は
野
犬
の
群

れ
が
横
行
す
る
。
春
木
座
へ
行
く
時
に
は
、
私
は
必
ず
竹
切
れ
か
木
の
枝
を

持
っ
て
出
た
。
武
器
携
帯
で
芝
居
見
物
に
出
る
な
ど
は
、
お
そ
ら
く
現
代
人

の
思
い
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
朝
も
途
中
で
二
、
三
度
、
野
犬
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と
闘
っ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。

　
余
談
は
措お
い
て
、
さ
て
そ
の
芝
居
の
話
で
あ
る
が
、
春
木
座
の
「
牡
丹
燈

籠
」
は
面
白
か
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
原
作
の
通
り
で
、
序
幕
に
は
飯
島
平
左
衛

門
が
黒
川
孝
助
の
父
を
斬
る
件
り
を
丁
寧
に
見
せ
て
い
た
。
こ
の
発
端
を
見

せ
る
方
が
、
一
般
の
観
客
に
は
狂
言
の
筋
が
よ
く
判
る
。
燈
籠
の
件
り
も
悪

く
は
な
か
っ
た
が
、
円
朝
の
高
坐
で
聴
い
た
よ
う
な
凄
味
は
感
じ
ら
れ
な
か

っ
た
。
や
は
り
円
朝
は
巧
い
と
、
こ
こ
で
も
更
に
感
心
さ
せ
ら
れ
た
。
一
座

が
上
方
俳
優
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
江
戸
の
世
界
の
世
話
狂
言
に
は
、
台せ

詞りふ
が
ね
ば
っ
て
聴
き
苦
し
い
の
は
已
む
を
得
な
い
欠
点
で
、
駒
三
郎
と
梅
太

郎
の
伴
蔵
夫
婦
な
ど
は
最
も
困
っ
た
。
中
幕
の
「
三
代
記
」
は
駒
之
助
の
三

浦
、
梅
太
郎
の
時
姫
、
九
蔵
の
佐
々
木
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
中
幕
よ
り
も
通
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し
狂
言
の
「
牡
丹
燈
籠
」
の
方
が
大
体
に
於
い
て
面
白
か
っ
た
。

　
私
は
先
月
の
半
札
を
持
参
し
た
か
ら
、
木
戸
銭
は
三
銭
。
弁
当
は
携
帯
の

食
パ
ン
二
銭
、
帰
途
に
水
道
橋
ぎ
わ
の
氷
屋
で
氷
水
一
杯
一
銭
。
あ
わ
せ
て

六
銭
の
費
用
で
、
午
前
八
時
か
ら
午
後
五
時
頃
ま
で
一
日
の
芝
居
を
見
物
し

た
の
で
あ
る
。
金
の
値
に
古
今
の
差
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
廉やす
い
も
の

で
あ
っ
た
と
思
う
。

　
そ
の
後
、
ど
こ
か
の
小
芝
居
で
「
牡
丹
燈
籠
」
上
演
を
し
た
か
ど
う
だ
か

知
ら
な
い
が
、
大
劇
場
で
上
演
し
た
の
は
春
木
座
の
鳥
熊
芝
居
か
ら
五
年
の

後
、
す
な
わ
ち
明
治
二
十
五
年
七
月
の
歌
舞
伎
座
で
あ
る
。
歌
舞
伎
座
で
は

其
の
年
の
正
月
興
行
に
、
や
は
り
円
朝
物
の
「
塩
原
多
助
一
代
記
」
を
菊
五

郎
が
上
演
し
て
、
非
常
の
大
入
り
を
取
っ
た
の
で
、
そ
の
盆
興
行
に
か
さ
ね
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て
円
朝
物
の
「
牡
丹
燈
籠
」
を
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
脚
色
者
は

福
地
桜
痴
居
士
で
あ
っ
た
が
、
居
士
は
こ
う
し
た
世
話
狂
言
を
得
意
と
し
な

い
の
で
、
さ
ら
に
三
代
目
河
竹
新
七
と
竹
柴
其
水
き
す
い
と
が
補
筆
し
て
一
日
の
通

し
狂
言
に
作
り
あ
げ
た
。
初
演
の
年
月
か
ら
云
え
ば
、
春
木
座
の
方
が
五
年

の
前
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
已すで
に
忘
れ
ら
れ
て
、
「
牡
丹
燈
籠
」
の
芝
居
と
い

え
ば
、
一
般
に
こ
の
歌
舞
伎
座
を
初
演
と
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
歌
舞
伎
座
初
演
の
役
割
は
、
宮
野
辺
源
次
郎
（
市
川
八
百
蔵
、
後
の
中
車
）

萩
原
新
三
郎
（
尾
上
菊
之
助
）
飯
島
の
娘
お
露
（
尾
上
栄
三
郎
、
後
の
梅
幸
）

飯
島
平
左
衛
門
、
山
本
志
丈
（
尾
上
松
助
）
飯
島
の
妾
お
国
、
伴
蔵
の
女
房

お
み
ね
（
坂
東
秀
調
）
若
党
孝
助
、
根
津
の
伴
蔵
、
飯
島
の
下
女
お
米
（
尾

上
菊
五
郎
）
等
で
、
こ
れ
も
殆
ん
ど
原
作
の
通
り
に
脚
色
さ
れ
て
い
た
が
、
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孝
助
の
役
が
原
作
で
は  

中    

間  

ち
ゅ
う
げ
ん

に
な
っ
て
い
る
の
を
、
中
間
で
は
余
り
に

安
っ
ぽ
い
と
云
う
の
で
若
党
に
改
め
た
。
若
党
ま
で
も
使
う
屋
敷
で
、
用
人

そ
の
他
の
見
え
な
い
の
は
如
何
い
か
ん
と
い
う
批
評
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
原
作
に

も
無
理
が
あ
る
の
だ
か
ら
致
し
方
が
な
い
。
単
に
旗
本
と
い
う
ば
か
り
で
身

分
を
明
か
さ
ず
、 
大  
身 
た
い
し
ん

か
と
思
え
ば
小
身
の
よ
う
で
も
あ
り
、
話
の
都
合

で 

曖  

昧 

あ
い
ま
い

に
拵
え
て
あ
る
。
桜
痴
居
士
ら
も
無
論
に
そ
れ
を
承
知
し
て
い
た

筈
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
芝
居
と
し
て
先
ず
都
合
の
好
い
よ
う
に
拵
え
て
置
い

た
の
で
あ
ろ
う
。

　
舞
台
の
成
績
が
春
木
座
の
比
で
な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
配
役
も

適
材
適
所
で
あ
る
。
八
百
蔵
は
む
し
ろ
平
左
衛
門
に
廻
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
、

配
役
の
都
合
で
源
次
郎
に
廻
っ
た
の
で
、
旗
本
の
次
男
の
道
楽
者
と
い
う
柄
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に
は
嵌はま
ら
な
か
っ
た
が
、
同
優
は
そ
の
こ
ろ
売
り
出
し
盛
り
で
あ
っ
た
の
で
、

さ
の
み
の
不
評
を
も
蒙
ら
ず
に
終
わ
っ
た
。
松
助
の
平
左
衛
門
も
ど
う
か
と

危
ぶ
ま
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
案
外
に
人
品
も
よ
ろ
し
く
、
旗
本
の
殿

様
ら
し
く
見
え
た
と
い
う
好
評
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
時
、
わ
た
し
の
感
心
し
た
の
は
、
菊
五
郎
の
伴
蔵
が
秀
調
の
女
房
に

む
か
っ
て
、
牡
丹
燈
籠
の
幽
霊
の
話
を
す
る
件
り
が
、
円
朝
の
高
坐
と
は
又

違
っ
た
味
で
一
種
の
凄
気
を
感
じ
さ
せ
た
事
で
あ
っ
た
。
高
坐
の
芸
、
舞
台

の
芸
、
そ
れ
ぞ
れ
に
違
っ
た
味
を
持
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
妙
所
に
到
れ
ば

お
の
ず
か
ら
共
通
の
点
が
あ
る
。
名
人
同
士
は
こ
う
い
う
も
の
か
と
、
私
は

今
更
の
よ
う
に
発
明
し
た
。
秀
調
は
先
代
で
、
女
形
と
し
て
は 

容  

貌 

き
り
ょ
う

も
悪

く
、
調
子
も
悪
か
っ
た
が
、
こ
う
い
う
役
は
不
思
議
に
巧
か
っ
た
。
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春
木
座
の
時
に
も
こ
の
狂
言
に
ち
な
ん
だ
牡
丹
燈
籠
を
か
け
た
が
、
そ
れ

は
劇
場
の
近
傍
と
木
戸
前
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
歌
舞
伎
座
の
時
に
は

其
の
時
代
に
め
ず
ら
し
い
大
宣
伝
を
試
み
て
、
劇
場
附
近
は
勿
論
、
東
京
市

中
の
各
氷
屋
に
燈
籠
を
か
け
さ
せ
た
。
牡
丹
の
造
花
を
添
え
た
鼠
色
の
大
き

い
盆
燈
籠
で
、
そ
の
垂
れ
に
歌
舞
伎
座
、
牡
丹
燈
籠
な
ど
と
記しる
し
て
あ
っ
た
。

盆
興
行
で
あ
る
の
で
、
十
五
と
十
六
の
両
日
は
藪
入
り
の
観
客
に
牡
丹
燈
籠

を
画
い
た
団
扇
を
配
っ
た
。
同
月
二
十
三
日
の
川
開
き
に
は
、
牡
丹
燈
籠
二

千
個
を
大
川
に
流
し
た
。
こ
う
し
た
宣
伝
が
効
を
奏
し
て
、
こ
の
興
行
は
大

好
評
の
大
入
り
を
占
め
、
芝
居
を
観
る
と
観
ざ
る
と
を
問
わ
ず
、
東
京
市
中

に
牡
丹
燈
籠
の
名
が
喧
伝
さ
れ
た
。
今
日
で
は
ど
ん
な
に
大
入
り
の
芝
居
が

あ
っ
て
も
、
こ
れ
程
の
大
評
判
に
は
な
り
得
な
い
。
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そ
の
原
因
を
か
ん
が
え
る
に
、
第
一
は
社
会
が
そ
の
当
時
よ
り
も
多
忙
で

複
雑
に
な
っ
た
為
で
あ
ろ
う
。
第
二
は
東
京
が
広
く
な
っ
た
為
で
あ
ろ
う
。

第
三
は
各
劇
場
の
興
行
回
数
が
多
く
な
っ
た
為
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
牡
丹
燈

籠
」
を
上
演
し
た
明
治
二
十
五
年
の
歌
舞
伎
座
は
、
一
月
、
三
月
、
五
月
、

七
月
、
九
月
、
十
月
の
六
回
興
行
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
今
日
で
は
一
年
十
二

回
の
興
行
で
あ
る
。
た
と
え
ば
黙
阿
弥
作
の
「  

十
六
夜
清
心  

い
ざ
よ
い
せ
い
し
ん

」
や
「
弁
天

小
僧
」
の
た
ぐ
い
、
江
戸
時
代
に
は
唯
一
回
し
か
上
演
さ
れ
な
い
に
も
拘
ら

ず
、
明
治
以
後
に
至
る
ま
で
そ
の
名
は
世
間
に
知
ら
れ
て
い
た
。
今
日
で
は
、

去
年
の
狂
言
も
今
年
は
大
抵
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
毎
月
休
み
な

し
の
興
行
に
あ
わ
た
だ
し
く
追
い
立
て
ら
れ
て
、
観
客
の
鑑
賞
力
も
記
憶
力

も
麻
痺
し
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
。
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劇
場
側
ば
か
り
で
な
く
、
世
態
も
ま
た
著
し
く
変
わ
っ
た
。
明
治
時
代
、

前
記
の
「
牡
丹
燈
籠
」
上
演
の
頃
ま
で
は
、
市
中
の
氷
屋
、
湯
屋
、
理
髪
店

な
ど
の
よ
う
に
諸
人
の
集
ま
る
場
所
で
は
、
芝
居
の
噂
が
よ
く
出
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
噂
を
す
る
客
が
多
い
た
め
に
、
湯
屋
の
亭
主
や
理
髪
店
の
親
方

も
商
売
の
都
合
上
、
新
聞
の
演
芸
記
事
や
世
間
の
評
判
に
注
意
し
て
い
て
、

客
を
相
手
に
芝
居
話
な
ど
を
流
行
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
湯

屋
髪
結
床
の
噂
」
な
る
も
の
が
、
芝
居
の
興
行
成
績
に
も
直
接
間
接
の
影
響

を
も
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
が
、
現
今
は
殆
ん
ど
そ
ん
な
こ
と
は
無
い
。
湯
屋

や
理
髪
店
で
野
球
や
映
画
や
相
撲
の
噂
を
す
る
客
は
あ
っ
て
も
、
芝
居
の
噂

を
す
る
客
は
極
め
て
少
な
い
。
そ
の
相
手
に
な
る
亭
主
や
親
方
も
、
自
分
が

特
に
芝
居
好
き
で
な
い
限
り
は
、
芝
居
の
話
な
ど
を
す
る
者
は
な
い
。
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紐    

育  
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や 

倫  

敦 

ロ
ン
ド
ン

で
理
髪
店
へ
ゆ
く
と
、
こ
っ
ち
が
日
本
人
で
世
間
話

の
種
が
無
い
せ
い
で
も
あ
ろ
う
が
、
芝
居
を
観
た
か
と
必
ず
訊
か
れ
る
。
外

国
で
は
「
湯
屋
髪
結
床
の
噂
」
が
や
は
り
流
行
す
る
ら
し
い
。
巴パ
里リ
に
は
バ

ジ
ン
・
テ
ア
ト
ル
（
芝
居
風
呂
）
な
ど
と
洒
落
た
名
前
を
付
け
た
湯
屋
も
あ

る
。

　
　
　
　
　
三
　
円
朝
の
旅
日
記

　
次
は
「
塩
原
多
助
一
代
記
」
で
あ
る
。
こ
れ
も
円
朝
の
作
と
し
て
有
名
な

も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
作
の
由
来
に
つ
い
て
円
朝
自
身
が
語
る
と
こ
ろ
に
拠

る
と
、
彼
が
最
初
の
考
案
は
多
助
の
立
志
譚
を
作
る
の
で
は
な
く
し
て
、
や
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は
り
「
牡
丹
燈
籠
」
式
の
怪
談
を
作
る
積
り
で
あ
っ
た
と
云
う
。
怪
談
が
変

じ
て
立
志
譚
と
な
っ
た
の
は
面
白
い
。
そ
の
経
路
は
、
こ
う
で
あ
る
。

　
円
朝
は
生
涯
に
百
怪
談
を
作
る
計
画
が
あ
っ
て
、
頻
り
に
怪
談
の
材
料
を

蒐
集
し
て
い
る
と
、
そ
の
親
友
の
画
家
柴
田
是
真
ぜ
し
ん
翁
か
ら
本
所  

相  

生  

町  

あ
い
お
い
ち
ょ
う

二
丁
目
の
炭
屋
の
怪
談
を
聞
か
さ
れ
た
。
そ
れ
は
二
代
目
塩
原
多
助
の
家
に

ま
つ
わ
る
怪
談
で
、
二
代
目
と
三
代
目
の
主
人
が
狂
死
を
遂
げ
、
さ
し
も
の

大
家
た
い
け
も
つ
い
に
退
転
す
る
と
い
う
一
件
で
あ
っ
た
。

　
成
程
そ
れ
は
面
白
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
材
料
に
し
て
一
編
の
怪
談

を
組
み
立
て
よ
う
と
云
う
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
当
時
、
円
朝
は
そ
れ
に

就
い
て
何
の
予
備
知
識
も
な
か
っ
た
。
塩
原
多
助
と
い
う
人
の
名
さ
え
も
知

ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
相
生
町
二
丁
目
へ
行
っ
て
、
土
地
の
故
老
に
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塩
原
家
の
こ
と
を
尋
ね
た
が
、
何
分
に
も
年
代
を
経
て
い
る
の
で
、
一
向
に

わ
か
ら
な
い
。
よ
う
よ
う
の
こ
と
で
、
塩
原
家
の
墓
が
浅
草
高
原
町
の
東
陽

寺
に
あ
る
こ
と
を
探
り
出
し
て
、
更
に
そ
の
寺
へ
尋
ね
て
ゆ
く
と
、
墓
は
果

た
し
て
そ
こ
に
あ
っ
た
が
、
寺
で
も
や
は
り
詳
し
い
こ
と
は
判
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
住
職
と
話
し
て
い
る
間
に
、
円
朝
の
眼
に
つ
い
た
の
は
、
日
本
橋
長

谷
川
町
の
待
合
「
梅
の
屋
」
の
団
扇
う
ち
わ
が
出
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
、
そ
こ
で
、

梅
の
屋
は
檀
家
で
あ
る
か
と
訊き
く
と
、
檀
家
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
塩

原
家
の
墓
に
つ
い
て
は
当
寺
に
附
け
届
け
を
す
る
者
は
梅
の
屋
だ
け
で
あ
る

と
、
住
職
は
答
え
た
。
梅
の
屋
は
円
朝
も
識
っ
て
い
る
の
で
、
さ
ら
に
梅
の

屋
へ
行
っ
て
聞
き
合
わ
せ
る
と
、
そ
の
老
女
将
お
か
み
は
塩
原
家
の
縁
者
で
あ
っ
た

が
、
こ
れ
も
遠
い
昔
の
事
は
よ
く
知
ら
な
い
と
云
う
。
し
か
も
女
将
の
口
か
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ら
、
初
代
の
多
助
は
上
州
沼
田
在
か
ら
江
戸
へ
出
て
来
た
者
で
あ
る
と
云
う

こ
と
を
聞
き
出
し
た
の
で
、
そ
の
翌
日
す
ぐ
に
上
州
沼
田
へ
向
か
っ
た
。
明

治
九
年
八
月
二
十
九
日
で
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
先
き
の
紀
行
は
「
上
野
下
野
道
の
記
」
に
詳
し
く
書
い
て
あ
る
。

円
朝
は
千
住
か
ら
竹
の
塚
、
越
ヶ
谷
を
経
て
、
第
一
日
の
夜
は
大
沢
町
の
玉

屋
と
い
う
宿
屋
に
泊
ま
っ
た
。
こ
の
方
面
に
は
汽
車
の
開
通
し
な
い
時
代
で

あ
る
か
ら
、
道
中
は
捗
取
は
か
ど
ら
な
い
。
そ
の
夜
の
宿
は
土
地
で
有
名
の
旧
家
で

あ
る
が
、
紀
行
に
は
「
蚤
と
蚊
に
せ
め
ら
れ
て
思
ふ
や
う
に
眠
ら
れ
ず
。
」

と
あ
る
。
翌
三
十
日
は
粕
壁
、
松
戸
を
経
て
、
幸
手
さ
っ
て
の
駅
し
ゅ
くに
入
り
、
釜
林
と

い
う
宿
屋
に
泊
ま
る
。
ま
こ
と
に
気
の
長
い
道
中
で
あ
る
。

　
こ
の
旅
行
に
、
円
朝
は
弟
子
を
伴
わ
ず
、
伝
吉
と
い
う
車
夫
一
人
を
供
に
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連
れ
て
行
っ
た
の
で
、
道
中
は
か
な
り
に
退
屈
し
た
ら
し
い
。
お
ま
け
に
、

今
夜
の
宿
も
よ
ろ
し
く
な
か
っ
た
ら
し
く
、
紀
行
に
は
「
其
夜
は
雨
ふ
り
て

寝
心
も
好
か
ら
ん
と
思
ひ
の
ほ
か
に
て
、
蚤
多
く
眠
り
か
ね
、
五
時
に
起
き

出
で
、
支
度
な
し
た
り
。
」
と
あ
る
。
行
く
先
き
ざ
き
で
蚤
や
蚊
に
責
め
ら

れ
て
い
た
の
は
気
の
毒
で
あ
る
。
円
朝
は
決
し
て
下
等
な
宿
屋
に
泊
ま
っ
た

の
で
は
な
い
が
、
毎
晩
こ
の
始
末
。
む
か
し
の
旅
の
不
自
由
が
思
い
や
ら
れ

る
。

　
三
十
一
日
は
利と
根ね
の
渡
わ
た
しを
越
え
て
、
中
田
の
駅
を
過
ぎ
る
。
紀
行
に
は

「
左
右
貸
座
敷
軒
を
な
ら
べ
、
剥
げ
ち
ょ
ろ
白
粉
の
丸
ポ
チ
ャ
ち
ら
〳
〵
見

ゆ
る
。
」
と
あ
っ
て
、
こ
こ
で
「
あ
だ
し
野
や
馬
に
食
は
る
ゝ 

女 

郎 

花 

お
み
な
え
し

」

と
い
う
俳
句
を
作
っ
て
い
る
。
一
々
紹
介
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
こ
の
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紀
行
の
詳
細
を
極
め
て
い
る
の
は
実
に
驚
く
べ
き
程
で
、
途
中
の
神
社
仏
閣
、

地
理
風
俗
、
旅
館
、
建
場
た
て
ば
茶
屋
、
飲
食
店
、
諸
種
の
見
聞
、
諸
物
価
な
ど
、

こ
と
ご
と
く
明
細
に
記
入
し
て
あ
る
。
後
日
の
参
考
に
書
き
留
め
て
置
い
た

の
で
あ
ろ
う
が
、
円
朝
ほ
ど
の
落
語
家
と
な
れ
ば
、
一
編
の
人
情
話
を
創
作

す
る
に
も
、
こ
れ
だ
け
の
準
備
を
し
て
い
る
。
彼
が
一
代
の
名
人
と
呼
ば
れ

た
の
も
決
し
て
偶
然
で
な
い
。

　
そ
の
晩
は
真
間
田
の
駅
で
旧
本
陣
の
青
木
方
に
泊
ま
る
。
紀
行
に
「
こ
の

宿
は
蚊
帳
も
夜
具
も
清
ら
か
に
て
、
快
く
臥
し
ぬ
。
」
と
あ
る
か
ら
、
円
朝

も
今
夜
は
助
か
っ
た
ら
し
い
。
読
ん
で
い
て
も
、
や
れ
や
れ
と
安
心
す
る
。

九
月
一
日
、
半
田
川
を
渡
っ
て
飯
塚
の
駅
へ
休
み
、
そ
れ
か
ら
小
金
井
の
駅

へ
出
よ
う
と
す
る
時
、
路
に
迷
っ
て
難
儀
す
る
。
さ
ん
ざ
ん
行
き
悩
ん
だ
末
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に
二
十
町
ほ
ど
の
山
を
越
え
て
、
午
後
二
時
頃
に
よ
う
よ
う
小
金
井
の
駅
に

辿
り
着
い
た
が
、
眼
が
ま
わ
る
ほ
ど
空
腹
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
飯
を

食
っ
て
出
る
と
、
途
中
で
夕
立
、
雷
鳴
、
そ
の
夜
は
石
橋
駅
の
旧
本
陣
伊
沢

方
に
泊
ま
り
、
町
へ
出
て
盆
踊
り
を
見
物
す
る
。
紀
行
に
「
昨
年
ま
で
娼
妓

も
踊
に
出
で
た
る
に
、
税
金
一
夜
に
付
き
一
人
金
二
両
二
分
を
差
出
せ
と
の

布
告
あ
り
し
よ
り
、
今
年
は
懲
り
／
″
＼
し
て
出
る
者
無
し
。
」
と
あ
る
。

　
二
日
は
雀
の
宮
を
過
ぎ
て
宇
都
宮
に
着
く
。
東
京
か
ら
五
日
間
を
費
し
た

わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
午
前
十
一
時
頃
に
手
塚
屋
に
泊
ま
る
。
豊
竹
和
国

太
夫
が
こ
こ
に
興
行
中
で
あ
る
と
聞
い
て
、
そ
の
宿
屋
を
た
ず
ね
る
と
、
和

国
太
夫
も
悦
ん
で
迎
え
て
、
思
い
が
け
な
き
面
会
な
り
と
、
た
が
い
に
涙
を

な
が
し
た
。
紀
行
に
は
「
実
に
朋
友
の
信
義
は
言
の
葉
に
述
べ
難
き
も
の
な
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り
。
」
と
て
、
そ
の
当
時
の
光
景
を
叙
し
て
あ
る
。
円
朝
が
多
感
の
人
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
で
察
せ
ら
れ
る
。

　
あ
く
る
三
日
は
宇
都
宮
を
立
っ
て
、
日
光
街
道
に
か
か
る
。
上
戸
祭
村
で

小
休
み
を
す
る
と
、
「
わ
が
作
話
の
牡
丹
燈
籠
の
仇
討
に
用
ひ
た
十
郎
ヶ
峰

は
こ
こ
か
ら
西
北
に
見
え
る
。
」
と
あ
る
か
ら
、
牡
丹
燈
籠
は
こ
の
以
前
の

作
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
今
市
駅
の
櫛
田
屋
に
休
む
と
、
同
業
三
升
屋
勝
次

郎
の
忰
に
出
逢
っ
た
。
こ
れ
は
和
国
太
夫
と
違
っ
て
、
長
の
旅
中
困
難
の
体
て
い

に
見
受
け
た
の
で
、
幾
ら
か
恵
ん
で
別
れ
て
出
る
と
、
途
中
で
大
雨
、
大
雷
、

ず
ぶ
濡
れ
に
な
っ
て
日
光
の
野
口
屋
に
着
い
た
。
四
日
は
好
天
気
で
、
日
光

見
物
で
あ
る
。
こ
れ
は
例
の
筆
法
で
詳
細
に
記
入
、
ほ
と
ん
ど
一
種
の
日
光

案
内
記
の
体
裁
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
夜
は
野
口
屋
に
戻
っ
て
一
泊
。
五
日
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は
登
山
し
て
、
湯
元
温
泉
の
吉
見
屋
に
泊
ま
る
。
日
光
の
奥
で
夜
は
寒
く
、

「
行
燈
に
わ
び
し
夜
寒
の
蠅
ひ
と
つ
」
の
句
が
あ
る
。

　
六
日
の
朝
は
い
よ
い
よ
沼
田
へ
下くだ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
山
越
え
の
案
内
者

を
た
の
む
と
、
宿
の
主
人
が
大
音
で
「
磯
之
丞
、
磯
之
丞
」
と
呼
ぶ
。
紀
行

に
は
「
山
道
の
案
内
者
は
強
壮
の
人
こ
そ
よ
け
れ
、
磯
之
丞
と
は
媚なま
め
き
た

る
弱
々
し
き
人
な
ら
ん
と
心
配
し
て
ゐ
る
折
か
ら
に
、
表
の
方
よ
り
入
り
来

る
男
は
、
年
ご
ろ
四
十
一
二
歳
に
て
、
背
は
五
尺
四
五
寸
、
頬
ひ
げ
黒
く
延

び
、
筋
骨
太
く
、
見
上
ぐ
る
ほ
ど
の
大
男
、
身
に
は
木
綿
縞
の
袷
に
、
小
倉

の
幅
せ
ま
き
帯
を
む
す
び
、
腰
に
狐
の
皮
の
袋
（
中
に
鉄
砲
の
小
道
具
入
り
）

を
さ
げ
、
客
の
荷
物
を
負
ふ  

連    

尺  

れ
ん
じ
ゃ
く

を
細
帯
に
て
手
軽
に
付
け
、
鉈
作
り

の
刀
を
さ
し
、
手
造
り
の
わ
ら
じ
を
端
折
り
高
く
あ
ら
は
し
た
る
毛
脛
の
甲
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ま
で
巻
き
付
け
た
る
有
様
は
、
磯
之
丞
と
は
思
は
れ
ぬ
人
物
な
り
。
」
と
あ

る
。
磯
之
丞
と
い
う
名
を
聞
い
て
不
安
心
に
思
っ
て
い
る
と
、
熊
の
よ
う
な

大
男
が
現
わ
れ
た
の
で
、
大
い
に
安
心
し
た
と
い
う
の
も
面
白
い
。
殊
に
そ

の
磯
之
丞
の
人
品
や
服
装
に
つ
い
て
、
精
細
の
描
写
を
し
て
い
る
の
を
見
て

も
、
円
朝
の
観
察
眼
に
敬
服
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
磯
之
丞
は
よ
ほ
ど
円

朝
の
気
に
入
っ
た
と
見
え
て
、
塩
原
多
助
の
話
の
中
に
も
そ
の
ま
ま
取
り
入

れ
て
あ
る
。

　
こ
の
山
越
し
は
頗
る
難
儀
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
か
の
磯
之
丞
の
話

に
よ
る
と
、
熊
が
出
る
、
猪
が
出
る
。
殊
に
う
わ
ば
み
が
出
る
と
い
う
の
で
、

供
の
伝
吉
は
お
ど
ろ
き
恐
れ
て
中
途
か
ら
引
き
返
そ
う
と
云
い
出
し
た
が
、

円
朝
は
勇
気
を
励
ま
し
て
進
ん
だ
。
紀
行
に
は
「
何
業
も
命
が
け
な
り
と
胸
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を
据
ゑ
」
と
あ
る
。
わ
が
職
業
に
つ
い
て
は
一
身
を
賭と
す
る
覚
悟
で
あ
る
。

こ
の
紀
行
の
一
編
、
読
め
ば
読
む
ほ
ど
敬
服
さ
せ
ら
れ
る
点
が
多
い
。

　
小
川
村
と
い
う
所
ま
で
行
き
着
か
ず
、
途
中
の
温
泉
宿
に
泊
ま
る
。
こ
こ

に
も
山
の
湯
の
宿
屋
の
光
景
に
つ
い
て
精
細
の
描
写
が
あ
る
。
温
泉
は
河
原

の
野
天
風
呂
で
、
蛇
が
這
い
込
ん
で
温
ま
っ
て
い
る
の
を
発
見
し
て
、
驚
い

て
飛
び
あ
が
る
。
そ
の
夜
は
相
宿
の
人
々
と
炉
を
囲
ん
で
、
見
る
も
の
聞
く

も
の
一
々
日
記
帳
に
書
き
留
め
る
の
で
、
警
察
の
探
索
方
と
誤
ら
れ
て
、
非

常
に
丁
寧
に
取
り
扱
わ
れ
た
な
ど
と
い
う
揷
話
が
あ
る
。

　
七
日
の
朝
は
磯
之
丞
に
別
れ
て
、
村
を
過
ぎ
、
山
を
越
え
、
九
里
の
道
を

徒
歩
し
て
、
目
的
地
の
沼
田
の
町
に
行
き
着
い
た
。
宿
は
大
竹
屋
。
早
速
に

主
人
を
呼
ん
で
、
塩
原
多
助
の
本
家
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
尋
ね
る
と
、
原
町
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と
い
う
所
に
塩
原
と
い
う
油
屋
が
あ
る
か
ら
、
と
も
か
く
も
明
日
呼
び
寄
せ

ま
す
と
云
う
。
明
く
る
八
日
の
朝
、
宿
の
女
房
が
原
町
の
塩
原
金
右
衛
門
と

い
う
人
を
案
内
し
て
来
た
。
年
の
頃
は
六
十
二
、
三
で
、
人
品
賤
し
か
ら
ず
、

ひ
ど
く
丁
寧
に
挨
拶
さ
れ
て
円
朝
も
困
っ
た
。
紀
行
に
は
「
わ
た
く
し
は
東

京
長
谷
川
町
梅
の
屋
の
親
類
の
者
な
り
。
少
し
お
尋
ね
申
し
た
き
事
あ
り
と
、

先
づ
日
記
の
手
帳
を
膝
元
に
置
き
、
初
代
多
助
の
出
生
の
跡
は
依
然
と
し
て

在
り
や
な
ど
、
さ
ま
／
″
＼
深
く
問
ひ
け
る
に
、
そ
の
老
人
い
ぶ
か
し
く
思

ひ
し
か
、
恐
る
〳
〵
申
す
や
う
は
、
先
代
塩
原
の
家
は
当
所
よ
り
北
の
方

（
三
里
余
）
へ
隔
た
り
し
下
新
田
村
と
申
す
な
り
と
、
こ
ま
／
″
＼
と
物
語

り
、
わ
た
く
し
は
初
代
の
甥
に
あ
た
る
金
右
衛
門
と
申
す
者
の
家
に
て
、
下

新
田
を
出
で
て
当
今
は
当
駅
の
原
町
に
て
油
屋
を
業
と
し
て
ゐ
る
と
聞
き
、
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あ
ら
〳
〵
事
情
も
解
り
し
が
、 

云  

々 

う
ん
ぬ
ん

。
」
と
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
出
発
し
て
、
そ
の
夜
は
前
橋
駅
の
白
井
屋
に
一
泊
。
九
日
に
は

同
駅
の
紺
屋
町
に
料
理
屋
を
営
ん
で
い
る
妹
お
藤
を
た
ず
ね
、  

兄    

妹  

き
ょ
う
だ
い

久

々
の
対
面
が
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
円
朝
は
泣
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
夜
は
こ

こ
に
一
泊
し
て
、
十
日
の
早
朝
か
ら
帰
途
に
就
く
。
例
の
筆
法
で
帰
途
の
日

記
も
詳
し
く
書
い
て
あ
る
が
、
そ
の
日
は
太
田
の
駅
に
着
い
て
、  

呑    

竜  

ど
ん
り
ゅ
う

上
人
の
新
田
寺
に
参
詣
、
は
せ
を
屋
に
一
泊
。
十
一
日
は
足
利
に
着
い
て
、

原
田
与
左
衛
門
方
に
一
泊
。
十
二
日
は
猿
田
川が
岸し
か
ら
舟
に
乗
っ
て
栗
橋
に

着
き
、
さ
ら
に
堺
川
岸
か
ら
舟
を
乗
り
換
え
て
、
そ
の
夜
は
舟
泊
ま
り
と
な

る
。
蚊
の
多
い
の
に
困
っ
た
と
あ
る
。
十
三
日
は
流
山
、
野
田
を
過
ぎ
て
、

東
京
深
川
の
扇
橋
に
着
く
。
八
月
二
十
九
日
か
ら
十
六
日
間
の
旅
行
で
あ
る
。
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梅
の
屋
の
女
将
の
話
を
聞
い
て
、
翌
日
す
ぐ
に
出
発
は
頗
る
性
急
の
よ
う

で
も
あ
る
が
、
そ
の
当
時
の
習
い
と
し
て
、
八
月
中
は
劇
場
、
寄
席
、
そ
の

他
の
興
行
物
が
す
べ
て
夏
休
み
で
あ
る
。
九
月
も
ま
だ
残
暑
が
強
い
の
で
、

円
朝
な
ど
の
よ
う
な
好
い
芸
人
は
上
半
月
を
休
む
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
そ

の
休
業
の
時
間
を
利
用
し
て
、
こ
の
旅
行
を
企
て
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。

こ
の
地
方
に
は
す
べ
て
汽
車
が
な
い
の
で
、
人
力
車
又
は
舟
の
便
を
仮
る
の

ほ
か
な
く
、
大
抵
は
徒
歩
で
あ
っ
た
か
ら
、
旅
馴
れ
な
い
円
朝
は
定
め
て
疲

れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
こ
う
い
う
わ
け
で
、
最
初
は
塩
原
家
二
代
目
三
代
目
の
怪
談
を
作
る
予
定

が
中
途
か
ら
変
更
し
て
、
初
代
の
立
志
譚
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
変
更

の
理
由
は
別
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
梅
の
屋
の
女
将
の
談
話
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か
ら
何
か
の
ヒ
ン
ト
を
得
た
上
に
、
更
に
沼
田
へ
行
っ
て
塩
原
家
の
遺
族
か

ら
昔
話
を
聞
か
さ
れ
、
却
っ
て
初
代
の
伝
記
に
興
味
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
初
代
の
塩
原
多
助
が
江
戸
へ
出
て
、 

粉  

炭 

こ
な
ず
み

を
七
文
か
九

文
の
計
り
売
り
し
て
、
そ
れ
で
大
き
い 

身  

代 

し
ん
だ
い

を
作
り
あ
げ
た
の
は
事
実
で
、

現
に
そ
の
墓
は
浅
草
高
原
町
の
東
陽
寺
内
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
が
、
詳
細

の
伝
記
は 

判  

然 

は
っ
き
り

し
て
い
な
い
ら
し
く
、
か
の
「
塩
原
多
助
一
代
記
」
は
殆

ん
ど
円
朝
の
創
作
で
、
大
体
は
大
岡
政
談
の
「
越
後
善
吉
」
を
粉
本
に
し
た

も
の
で
あ
る
と
云
う
。
私
も
大
方
そ
う
で
あ
ろ
う
と
察
し
て
い
る
。

　
果
た
し
て
然
ら
ば
、
か
の
有
名
な
「
馬
の
別
れ
」
の
く
だ
り
な
ど
は
、
な

か
な
か
よ
く
出
来
て
い
る
と
思
う
。
勿
論
、
こ
れ
に
も
黙
阿
弥
作
の
「
斎
藤

内
蔵
之
助
の
馬
の
別
れ
」
と
い
う
粉
本
が
無
い
で
も
な
い
が
、
多
助
の
方
が
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情
味
に
富
ん
で
、
聴
衆
を
泣
か
せ
る
よ
う
に
出
来
て
い
る
。
わ
た
し
は
運
わ

る
く
、
円
朝
の
高
坐
で
「
馬
の
別
れ
」
を
聴
か
な
か
っ
た
。
私
の
聴
い
た
の

は
、
お
角
婆
の
庵
室
へ
原
丹
次
と
お
か
め
の
夫
婦
が
泊
ま
り
合
わ
せ
る
件
り

で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
に
つ
い
て
思
わ
れ
る
の
は
、
円
朝
は
人
物
の
名
を
付
け
る
こ
と
が
巧

い
こ
と
で
あ
る
。
又
旅
の
お
角
な
ど
は
先
ず
普
通
で
あ
る
が
、
そ
の
子
が
胡

麻
の
灰
で
道
連
れ
小
平
、
そ
の
同
類
が 

継  

立 

つ
ぎ
た
て

の
仁
助
な
ど
は
、
い
ず
れ
も

好
く
出
来
て
い
る
。
落
語
で
も
芝
居
で
も
、
人
名
な
ど
は
一
種
の
符
牒
に
過

ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
決
し
て
そ
う
で
無
い
。
道
連
れ
の
小
平
な
ど

と
い
う
名
を
聞
け
ば
、
い
か
に
も
そ
れ
が
道
中
の
胡
麻
の
灰
で
、
忌
な
眼
を

光
ら
せ
て
往
来
の
旅
人
を
窺
っ
て
い
る
ら
し
く
連
想
さ
れ
る
。
こ
う
い
う
点
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に
も
、
円
朝
は
相
当
の
苦
心
を
払
っ
て
い
た
ら
し
い
。

　
た
と
い
越
後
善
吉
が
あ
る
に
し
て
も
、
斎
藤
内
蔵
之
助
が
あ
る
に
し
て
も
、

そ
れ
だ
け
の
粉
本
で
は
十
五
席
の
長
い
人
情
話
は
出
来
あ
が
ら
な
い
。
一
席

ご
と
に
皆
そ
れ
ぞ
れ
の
山
を
作
っ
て
、
昨
晩
の
聴
衆
を
今
晩
へ
、
今
晩
の
聴

衆
を
明
晩
へ
と
引
き
摺
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
は
新
聞
の

続
き
物
と
同
様
で
あ
る
が
、
新
聞
は
忌いや
で
も
応
で
も
毎
日
配
達
さ
れ
て
毎
日

読
ま
さ
れ
る
。
寄
席
の
聴
衆
は
自
宅
か
ら
毎
晩
わ
ざ
わ
ざ
通
っ
て
来
る
の
で

あ
る
か
ら
、
よ
ほ
ど
面
白
く
な
い
と
毎
晩
つ
づ
け
て
来
る
こ
と
は
無
い
。
そ

こ
に
多
大
の
苦
心
が
潜
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。
円
朝
を
し
て
今
の
世
に
在

ら
し
め
ば
、
そ
の
創
意
、
そ
の
文
才
、
い
わ
ゆ
る
大
衆
作
家
と
し
て
も
相
当

の
地
位
を
占
め
得
た
と
思
う
。
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こ
の
旅
行
は
、
彼
が
三
十
八
歳
の
秋
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
四
　
塩
原
多
助
そ
の
他

　
円
朝
の
「
塩
原
多
助
」
を
初
め
て
舞
台
に
上の
せ
た
の
も
、
か
の
「
牡
丹
燈

籠
」
と
同
様
、
や
は
り
春
木
座
で
あ
っ
た
。
そ
の
狂
言
名
題
は
「
塩
原
多
助

経
済
鑑
」
と
い
う
の
で
あ
っ
た
が
、
私
は
そ
の
芝
居
を
観
な
か
っ
た
の
で
詳

し
い
こ
と
を
知
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
牡
丹
燈
籠
」
と
「
塩
原
多
助
」

を
上
演
し
た
の
は
春
木
座
が
初
め
で
、
歌
舞
伎
座
は
後
で
あ
る
。

　
歌
舞
伎
座
で
初
め
て
「
塩
原
多
助
」
を
上
演
し
た
の
は
、
明
治
二
十
五
年

の
一
月
興
行
で
、
名
題
は
原
作
通
り
の
「
塩
原
多
助
一
代
記
」
、
そ
の
主
な
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る
役
割
は
原
丹
次
、
塩
原
角
左
衛
門
（
八
百
蔵
、
後
の
中
車
）
角
左
衛
門
の

妻
お
せ
い
、
塩
原
の
後
家
お
か
め
（
秀
調
）
原
丹
三
郎
（
菊
之
助
）
娘
お
栄

（
栄
三
郎
）
又
旅
お
角
、
明
樽
買
久
八
（
松
助
）
塩
原
多
助
、
道
連
小
平

（
菊
五
郎
）
で
あ
っ
た
。
円
朝
の
原
作
で
は
多
助
と
小
平
が
顔
を
合
わ
せ
る

件
り
が
し
ば
し
ば
あ
る
が
、
菊
五
郎
が
そ
の
二
役
を
兼
ね
る
都
合
か
ら
、
舞

台
の
上
で
は
両
者
の
出
会
う
場
面
を
作
る
こ
と
が
出
来
ず
、
小
平
の
活
動
す

る
件
り
は
殆
ん
ど
省
略
さ
れ
た
。
そ
れ
が
少
し
く
遺
憾
で
あ
っ
た
が
、
役
々

い
ず
れ
も
好
評
、
取
り
分
け
て
例
の
「
馬
の
別
れ
」
が
大
好
評
で
、
こ
の
以

来
、
塩
原
多
助
と
い
え
ば
直
ぐ
に
「
馬
の
別
れ
」
を
思
い
出
す
ほ
ど
に
有
名

な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
そ
の
時
に
、
い
わ
ゆ
る
劇
通
連
の
あ
い
だ
に
は
、
菊
五
郎
の
芝
居
よ
り
も
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円
朝
の
話
の
方
が
や
は
り
面
白
い
と
い
う
評
が
あ
っ
た
。
高
坐
の
上
で
は
、

あ
ら
ゆ
る
人
物
を
こ
と
ご
と
く
円
朝
が
話
す
の
で
あ
る
が
、
舞
台
の
上
で
は
、

あ
ら
ゆ
る
人
物
を
菊
五
郎
が
勤
め
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
大
抵
は
菊
五
郎

以
下
の
俳
優
が
勤
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
興
味
は
そ
れ
だ
け
減
殺
さ
れ
る
結

果
に
陥
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
一
般
の
観
客
は
そ
ん
な
こ
と
に
無
頓

着
で
、
こ
の
興
行
は
大
入
り
大
当
た
り
で
あ
っ
た
。
原
作
者
の
円
朝
も
頗
る

得
意
で
、
そ
の
一
門
の
三
遊
派
落
語
家
数
十
名
を
率
い
て
見
物
し
た
。

　
つ
い
で
に
記しる
す
が
、
こ
の
時
の
中
幕
は
「
箱
根
山
曾
我
初
夢
」
で
、
工
藤

祐
経
が
箱
根
権
現
に
参
詣
し
、
そ
の
別
当
所
で
五
郎
の
箱
王
丸
に
出
会
い
、

例
の
対
面
に
な
る
と
い
う
筋
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
道
具
が 

居 

所 

替 

い
ど
こ
ろ
が
わ
り
で
信

州
軽
井
沢
の
八
幡
屋
と
い
う
女
郎
屋
に
な
り
、
屏
風
の
な
か
に
一
番
目
の
道
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連
れ
小
平
が
寝
て
い
る
。
祐
経
と
小
平
は
菊
五
郎
の
早
替
り
で
あ
る
。
そ
こ

へ
栄
三
郎
の
女
郎
お
あ
さ
が
出
て
来
る
と
、
小
平
は
そ
れ
を
相
手
に
し
て
曾

我
に
因ちな
ん
だ
口
上
茶
番
の
よ
う
な
こ
と
を
云
う
。
勿
論
、
「
塩
原
多
助
」
の

本
筋
に
は
何
の
関
係
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
う
い
う
一
種
の
趣
向
が
そ
の

当
時
の
観
客
に
喜
ば
れ
た
。
こ
の
狂
言
も
中
幕
も
三
代
目
河
竹
新
七
の
作
で

あ
る
。
三
代
目
の
新
七
は
二
代
目
（
黙
阿
弥
）
に
及
ば
な
か
っ
た
が
、
さ
す

が
は
そ
の
高
弟
だ
け
に
、
師
匠
の
作
風
を
よ
く
学
ん
で
い
た
。

「
塩
原
多
助
」
が
大
当
た
り
を
取
っ
た
の
で
、
そ
の
盆
狂
言
に
は
「
牡
丹
燈

籠
」
を
上
演
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
好
評
で
あ
っ
た
こ
と

は
前
に
云
っ
た
。
座
方
も
俳
優
も
そ
れ
に
味
を
占
め
て
、
翌
二
十
六
年
一
月

の
歌
舞
伎
座
で
は
「
安
政
三
組
盃
」
を
上
演
し
た
。
こ
れ
は  

松    

林  

し
ょ
う
り
ん

伯
円
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の
講
談
に
拠
っ
た
も
の
で
、
人
情
話
の
好
評
か
ら
更
に
講
談
物
の
脚
色
に
及

ん
だ
の
で
あ
る
。
今
日
、
映
画
の
劇
化
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
頃
は

寄
席
の
読
み
物
の
劇
化
が
行
な
わ
れ
る
時
代
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
講
談
は
町
奉
行
所
の
与
力
よ
り
き
鈴
木
藤
吉
郎
を
主
人
公
と
し
て
、
そ
れ
に

上
野
の
寺
侍
杉
田
大
内
蔵

お
お
く
ら

と
柳
橋
の
芸
妓
小
染
を
配
し
た
も
の
で
、
「
三
組

盃
」
の
題
名
は
こ
の
三
人
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
た
。
菊
五
郎
は
藤
吉
郎
と

馬
丁
幸
吉
の
二
タ
役
を
つ
と
め
、
家
橘
（
羽
左
衛
門
の
父
）
が
大
内
蔵
、
福

助
（
歌
右
衛
門
）
が
小
染
を
勤
め
、
こ
れ
も
役
々
の
評
判
が
よ
か
っ
た
。
取

り
分
け
て
菊
五
郎
は
主
人
公
の
藤
吉
郎
よ
り
も
、
二
タ
役
の
馬
丁
幸
吉
の
方

が
好
評
で
、
五
幕
目
小
村
井
梅
屋
敷
の
場
で
主
人
の
跡
部
甲
斐
守
（
松
助
）

に
嚇
さ
れ
た
り
賺すか
さ
れ
た
り
し
て
、
藤
吉
郎
の
秘
密
を
口
外
す
る
件
り
は
、
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松
助
の
跡
部
と
共
に
大
当
た
り
で
あ
っ
た
。
但
し
こ
の
狂
言
も
春
木
座
が
先

き
で
、
歌
舞
伎
座
は
あ
と
で
あ
る
。

「
三
組
盃
」
の
作
者
は
や
は
り
三
代
目
新
七
で
あ
っ
た
が
、 

大  

切 

お
お
ぎ
り

の
浄
瑠

璃
に
「
奴
凧
」
が
上
演
さ
れ
た
。
こ
の
浄
瑠
璃
が
黙
阿
弥
の
絶
筆
で
あ
る
。

菊
五
郎
が
奴
凧
を
勤
め
る
に
就
い
て
、
座
方
で
は
去
年
の
「
牡
丹
燈
籠
」
以

上
の
宣
伝
法
を
案
出
し
、
一
月
六
、
七
日
の
両
日
、
浅
草
の
凌
雲
閣
、
新
橋

の
江
木
の
塔
、
芝
愛
宕
山
の
愛
宕
館
の
三
カ
所
か
ら
歌
舞
伎
座
の
印
を
捺
し

た
奴
凧
数
百
枚
を
放
ち
、
そ
れ
を
拾
っ
て
来
た
も
の
に
は
無た
料だ
で
見
物
を
さ

せ
る
こ
と
に
し
た
。

「
塩
原
多
助
」
が
当
た
り
、
次
い
で
「
牡
丹
燈
籠
」
が
当
た
り
、
更
に
「
三

組
盃
」
が
当
た
っ
た
の
で
、
盆
と
正
月
に
は
寄
席
の
読
み
物
に
限
る
と
い
う

49



風
に
な
っ
て
、
そ
の
七
月
の
歌
舞
伎
座
で
は
、
又
も
や
円
朝
の
安 

中 

草 

三 

あ
ん
な
か
そ
う
ざ

を
上
演
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
作
者
は
三
代
目
新
七
、
名
題
は
「
榛  

名 

梅 

は
る
な
の
う
め

香 

団 
扇 
画 

か
お
る
う
ち
わ
え

」
と
い
い
、
主
な
る
役
割
は
恒
川
半
三
郎
（
左
団
次
）
妙
義
四

郎
蔵
（
松
助
）
安
中
草
三
、
溝
呂
木
の
幸
吉
（
菊
五
郎
）
人
来
鳥
の
お
歌

（
栄
三
郎
）
で
、
こ
の
興
行
に
は
団
十
郎
も
出
勤
し
、
中
幕
の
上
「  

繿  

縷

つ
つ
れ
の

  

錦  

に
し
き
」
大
晏
寺
堤
は
団
十
郎
の
春
藤
次
郎
右
衛
門
、
左
団
次
の
嘉
村
宇
田
右

衛
門
、
菊
五
郎
の
高
市
武
右
衛
門
、
中
幕
の
下
「
水
滸
伝   

雪      

挑   

ゆ
き
の
だ
ん
ま
り

」
は

団
十
郎
の
九
紋
竜
史
進
、
左
団
次
の
花
和
尚
魯
智
深
と
い
う
役
割
。
殊
に
大

晏
寺
堤
は
団
菊
左
の
顔
合
わ
せ
で
、
開
幕
前
の
噂
は
な
か
な
か
高
か
っ
た
が
、

さ
て
初
日
を
出
し
て
み
る
と
客
足
が
思
わ
し
か
ら
ず
、
通
し
狂
言
の
「
安
中

草
三
」
も
在
来
の
円
朝
物
ほ
ど
に
面
白
く
な
い
と
云
う
不
評
で
、
こ
の
興
行
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は
さ
ん
ざ
ん
の
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
そ
れ
に
懲
り
た
と
み
え
て
、
歌
舞
伎
座

も
そ
の
翌
二
十
七
年
の
一
月
興
行
に
は
寄
席
の
読
み
物
は
出
さ
な
か
っ
た
。

　
し
か
も
菊
五
郎
と
円
朝
物
と
は
離
れ
ぬ
因
縁
が
結
ば
れ
た
ら
し
く
、
二
十

八
年
一
月
の
新
富
座
で
は
又
も
や
円
朝
の
「
粟
田
口
」
を
上
演
し
た
。
名
題

は
「
粟
田
口 

鑑  
定  
折  

紙 

め
き
き
の
お
り
か
み

」
主
な
る
役
割
は
小
森
新
之
丞
、
下
男
与
助

（
菊
五
郎
）
大
野
惣
兵
衛
（
市
蔵
）
荷
足
の
仙
太
（
猿
之
助
）
稲
垣
小
左
衛

門
、
矢
切
村
の
お
し
の
（
松
助
）
稲
垣
小
三
郎
（
菊
之
助
）
小
三
郎
の
妻
お

み
よ
（
栄
三
郎
）
等
で
、
矢
切
村
の
丈
助
殺
し
が
見
せ
場
で
あ
っ
た
。
稲
垣

の
下
男
丈
助
が
悪
人
に
語
ら
わ
れ
て
主
人
を
破
滅
に
陥
れ
、
素
知
ら
ぬ
顔
で

矢
切
村
の
実
家
へ
立
ち
寄
る
と
、
母
の
お
し
の
は
已すで
に
そ
の
秘
密
を
知
っ
て

い
て
、
わ
が
子
に
だ
ま
さ
れ
た
よ
う
な
顔
を
し
な
が
ら
、
不
意
に
短
刀
を
丈
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助
の
脇
腹
に
突
き
立
て
る
。
丈
助
は
手
負
い
に
な
っ
て
か
ら
本
心
に
戻
り
、

悪
事
を
懺
悔
し
て
落
ち
入
る
と
い
う
筋
で
、
円
朝
の
原
作
が
已
に
「
千
本
桜
」

の
権
太
を
粉
本
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
菊
五
郎
が
そ
れ
に
扮
し
て
い
よ
い

よ
権
太
化
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
も
松
助
の
お
し
の
と
相
俟
っ
て
、
息
も

つ
け
な
い
よ
う
な
面
白
い
芝
居
を
見
せ
て
い
た
。
こ
の
時
は
中
幕
に
「
鎌
倉

三
代
記
」
が
出
て
、
菊
五
郎
の
三
浦
、
福
助
の
時
姫
、
芝
翫
の
佐
々
木
と
い

う
顔
揃
い
で
、
そ
れ
も
一
つ
の
呼
び
物
と
な
っ
た
為
か
、
興
行
成
績
は
頗
る

好
か
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
新
富
座
で
は
そ
の
年
の
十
月
興
行
に
又
も
や
円
朝
物
の
「
名
人

長
次
」
を
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
い
つ
の
代
で
も
そ
う
で
あ
る
が
、
一
つ
当

た
る
と
と
か
く
に
追
い
掛
け
た
が
る
の
が
芝
居
道
の
癖
で
あ
る
。
円
朝
の
続
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き
話
に
は
外
国
の
翻
案
物
が
数
種
あ
る
が
、
こ
れ
も
モ
ウ
パ
ッ
サ
ン
の
「
親

殺
し
」
の
翻
案
で
、
円
朝
の
作
と
し
て
は
余
り
面
白
い
も
の
で
は
な
く
、
円

朝
物
も
だ
ん
だ
ん
猟あさ
り
尽
く
さ
れ
た
形
で
あ
っ
た
。
狂
言
の
名
題
は
「
指
物

師
名
人
長
次
」
、
主
な
る
役
割
は
坂
倉
屋
助
七
、
長
次
の
弟
子
兼
松
（
松
助
）

坂
倉
屋
の
娘
お
し
ま
（
福
助
）
亀
甲
屋
幸
兵
衛
（
市
蔵
）
幸
兵
衛
の
女
房
お

り
う
（
秀
調
）
指
物
師
長
次
（
菊
五
郎
）
等
で
、
差
し
た
る
見
せ
場
も
な
い

芝
居
だ
け
に
問
題
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。

　
三
十
年
十
一
月
に
は
、
菊
五
郎
が
市
村
座
で
「
塩
原
多
助
」
を
再
演
し
て

い
る
。
今
日
と
違
っ
て
、
五
、
六
年
間
に
同
じ
狂
言
を
繰
り
返
す
の
は
、
よ

く
よ
く
の
当
た
り
狂
言
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
菊
五
郎
の
塩
原
多
助
が
如

何
に
人
気
を
呼
ん
で
い
た
か
が
想
像
さ
れ
る
。
但
し
二
度
目
で
あ
る
た
め
に
、
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通
し
狂
言
と
は
し
な
い
で
一
番
目
に
据
え
、
菊
五
郎
は
多
助
の
一
役
だ
け
を

勤
め
て
、
道
連
れ
小
平
の
件
り
は
省はぶ
い
て
い
た
。

　
円
朝
物
が
行
な
わ
れ
る
に
従
っ
て
、
各
所
の
小
劇
場
で
も
そ
れ
を
上
演
す

る
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
三
十
年
九
月
に
は
中
洲
な
か
ず
の
真
砂
座
で
「
乳
房

榎
」
を
上
演
し
、
翌
三
十
一
年
二
月
に
は
同
座
で
「
真
景
累
ヶ
淵
」
を
上
演

し
た
。
い
ず
れ
も
座
付
作
者
の
新
作
で
、
作
者
は
竹
柴
万
治
で
あ
っ
た
よ
う

に
記
憶
し
て
い
る
。
前
者
は
一
種
の
怪
談
物
で
、
柳
川
重
信
（
菊
五
郎
）
重

信
の
妻
お
き
は
（
秀
調
）
磯
貝
浪
江
（
八
百
蔵
）
下
男
庄
助
（
松
助
）
で
上

演
の
噂
も
あ
っ
た
が
、
若
手
の
役
が
無
い
の
と
、
大
体
の
筋
が
さ
び
し
い
の

と
で
、
上
演
の
機
会
を
失
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
近
年
、
六
代
目

菊
五
郎
に
よ
っ
て
上
演
さ
れ
、
梅
幸
の
豊
志
賀
、
菊
五
郎
の
新
吉
、
い
ず
れ
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も
好
評
を
取
っ
た
。

　
三
十
二
年
十
二
月
の
歌
舞
伎
座
で
「
鏡
ヶ
池
操
み
さ
お
の松
影
」
を
上
演
し
た
。
こ

れ
も
円
朝
物
の
江
島
屋
騒
動
で
あ
る
。
主
な
る
役
割
は
江
島
屋
治
右
衛
門

（
蟹
十
郎
）
同
治
兵
衛
（
家
橘
）
番
頭
金
兵
衛
（
松
助
）
後
家
お
と
せ
（
八

百
蔵
）
治
兵
衛
女
房
お
菊
（
福
助
）
嫁
お
里
（
栄
三
郎
）
等
で
、
江
島
屋
を

呪
っ
て
い
る
後
家
お
と
せ
の
家
へ
番
頭
金
兵
衛
が
来
合
わ
せ
る
件
り
が
、
一

日
じ
ゅ
う
の
見
せ
場
と
な
っ
て
い
た
が
、
他
は
い
た
ず
ら
に
筋
を
運
ぶ
の
み

で
劇
的
の
場
面
が
少
な
く
、
時
は
歳
末
と
い
い
、
俳
優
も
中
流
で
あ
っ
た
の

で
、
か
た
が
た
不
評
の
不
入
り
に
終
わ
っ
た
。

　
そ
の
翌
年
、
三
十
三
年
八
月
に
円
朝
は
世
を
去
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
年

の
十
一
月
、
春
木
座
で
円
朝
物
の
「
敵
討
札
所
の
霊
験
」
を
上
演
し
た
。
主
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な
る
役
割
は
水
司
又
市
（
市
蔵
）
白
鳥
山
平
（
稲
丸
）
お
や
ま
（
莚
女
）
お

つ
ぎ
（
九
女
八
）
等
で
、
こ
れ
も
差
し
た
る
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の

ほ
か
に
も
、
円
朝
物
で
脚
光
を
浴
び
た
も
の
に
は
「
舞
扇
恨
の
刃
」
「
業
平

文
治
漂
流
奇
談
」
「  

緑    

林    

門    

松    

竹  

み
ど
り
の
は
や
し
か
ど
の
ま
つ
た
け

」
等
々
、
更
に
数
種
に
の
ぼ

る
の
で
あ
る
が
、
小
さ
い
芝
居
は
一
々
こ
こ
に
挙
げ
な
い
。

　
か
く
の
如
く
に
、
円
朝
物
の
劇
化
が
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、

そ
の
歿
後
に
は
一
向
に
舞
台
に
の
ぼ
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
を
話
す
人
が
こ

の
世
に
い
な
く
な
っ
て
は
、
興
行
価
値
が
乏
し
い
為
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
人

去
っ
た
後
は
、
そ
の
続
き
話
も
自
然
に
忘
れ
ら
れ
た
為
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
、

円
朝
の
話
も
大
か
た
忘
れ
ら
れ
て
、
そ
の
代
表
的
作
物
と
し
て
「
塩
原
多
助
」

「
牡
丹
燈
籠
」
「
真
景
累
ヶ
淵
」
等
が
舞
台
の
上
に
も
繰
り
返
さ
れ
、
一
般
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の
人
に
も
記
憶
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
　
五
　
団
十
郎
の
円
朝
物

　
以
上
列
挙
し
た
と
こ
ろ
に
拠
る
と
、
大
劇
場
で
円
朝
物
を
上
演
し
た
の
は
、

ほ
と
ん
ど
五
代
目
菊
五
郎
の
一
手
専
売
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
情

話
の
性
質
上
、
す
べ
て
が
世
話
狂
言
式
の
物
で
あ
る
か
ら
、
団
十
郎
や
左
団

次
の
出
し
物
に
は
適
し
な
い
。
も
う
一
つ
に
は
、
菊
五
郎
と
違
っ
て
団
十
郎

ら
は
、
人
情
話
の
脚
色
物
な
ど
を
喜
ば
な
か
っ
た
為
で
も
あ
る
。

　
し
か
し
団
十
郎
ら
も
全
く
円
朝
物
に
手
を
着
け
な
い
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。

左
団
次
は
前
に
も
云
っ
た
通
り
、
菊
五
郎
の
安
中
草
三
に
附
き
合
っ
て
、
恒
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川
半
三
郎
の
役
を
勤
め
て
い
る
。
猶
そ
の
以
前
、
即
ち
か
の
「
塩
原
多
助
」

「
牡
丹
燈
籠
」
な
ど
が
菊
五
郎
に
よ
っ
て
上
演
さ
れ
な
い
頃
、
明
治
十
九
年

新
富
座
一
月
興
行
に
於
い
て
団
十
郎
と
左
団
次
は
已すで
に
円
朝
物
を
上
演
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
西
洋
話
日
本
写
絵
」
と
い
う
六
幕
十
五
場
の
長

編
で
黙
阿
弥
が
七
十
二
歳
の
作
で
あ
る
。
勿
論
、
黙
阿
弥
一
人
の
筆
に
成
っ

た
の
で
は
な
く
、
門
下
の
新
七
や
其
水
も
手
伝
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
七
十

二
歳
に
し
て
こ
の
作
あ
り
、
そ
の
後
に
も
「
加
賀
鳶
」
「
渡
辺
崋
山
」
「
花

井
お
梅
」
そ
の
他
の
長
編
を
続
々
発
表
し
て
い
る
の
を
見
て
も
、
黙
阿
弥
の

老
健
が
思
い
や
ら
れ
る
。
外
国
の
例
は
し
ば
ら
く
措
き
、
日
本
で
も
近
松
と

い
い
、
南
北
と
い
い
、
黙
阿
弥
と
い
い
、
い
ず
れ
も
筆
を
執
っ
て
は
老
健
無

比
、
ま
こ
と
に
畏
る
べ
き
で
あ
る
。
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こ
の
「
西
洋
話
」
は
円
朝
の
「
英
国
孝
子
伝
」
を
脚
色
し
た
も
の
で
、
原

作
は
や
は
り
若
林
坩
蔵
の
速
記
本
と
し
て
、
か
の
「
牡
丹
燈
籠
」
な
ど
と
同

様
、
日
本
紙
綴
じ
の
分
冊
と
し
て
発
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
番

附
の
カ
タ
リ
の
中
に
も
「
若
林
坩
蔵
子
が
速
記
法
に
て
綴
り
し
絵
本
を
、
初

席
の
種
に
仕
組
み
し
新
狂
言
」
と
記
し
て
あ
る
。
こ
の
時
代
に
は
「
速
記
法
」

な
ど
と
い
う
名
称
が
耳
新
し
く
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
英
国
の
小
説
を

福
地
桜
痴
居
士
が
円
朝
に
口
授
し
、
そ
れ
に
拠
っ
て
円
朝
が
翻
案
し
た
も
の

で
、
外
国
種
だ
け
に
明
治
時
代
の
話
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
主
人
公
の
孝
子

ジ
ョ
ン
・
ス
ミ
ス
を
清
水
重
次
郎
と
い
う
名
で
市
川
小
団
次
が
勤
め
た
。
小

団
次
は
晩
年
あ
ま
り
振
わ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
当
時
は
新
富
座
の
花
形
で
あ

っ
た
。
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他
の
役
割
は
春
見
丈
助
（
団
十
郎
）
井
生
森
又
作
、
家
根
屋
清
次
（
左
団

次
）
丈
助
の
娘
お
い
さ
（
源
之
助
）
重
次
郎
の
姉
お
ま
き
（
秀
調
）
で
、
団

十
郎
の
丈
助
は
川
越
藩
の
家
老
で
あ
る
。
維
新
後
に
上
京
し
て
宿
屋
を
開
業

し
た
が
、
士
族
の
商
法
で
思
わ
し
く
な
い
。
そ
こ
へ
旧
藩
地
の
百
姓
助
右
衛

門
が
何
か
の
仕
入
れ
に
三
千
円
を
携
え
て
上
京
し
、
旧
藩
の
関
係
で
丈
助
の

宿
屋
に
滞
在
す
る
と
、
丈
助
は
助
右
衛
門
を
ぶ
ち
殺
し
て
三
千
円
を
奪
い
、

そ
の
死
体
の
始
末
を
友
人
井
生
森
又
作
に
頼
む
。
団
十
郎
が
勤
め
る
役
だ
け

に
、
同
じ
貧
乏
士
族
で
も
筆
売
り
幸
兵
衛
な
ど
の
よ
う
に
じ
め
じ
め
し
て
い

る
の
で
は
な
い
。
積
極
的
に
相
手
を
ど
し
ど
し
ぶ
ち
殺
し
て
、
そ
の
当
時
で

は
大
金
と
い
う
べ
き
三
千
円
を
着
服
し
て
涼
し
い
顔
を
し
て
い
る
。

　
そ
の
友
人
の
又
作
な
る
者
も
同
じ
く
貧
乏
士
族
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
金
に
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な
る
な
ら
何
で
も
引
き
受
け
る
と
云
っ
て
、
助
右
衛
門
の
死
体
を
行
李
詰
め

に
し
て
人
力
車
に
積
み
込
み
、
上
州
沼
田
在
の
川
に
捨
て
る
。
そ
の
車
を
挽

い
て
行
っ
た
車
夫
が
怪
し
ん
で
強ゆ
請す
り
か
け
る
と
、
又
作
は
お
ど
ろ
か
ず
、

車
の
蹴
込
み
の
板
を
取
っ
て
車
夫
を
ぶ
ち
殺
し
て
立
ち
去
る
。
揃
い
も
揃
っ

て
き
び
き
び
し
て
い
る
の
は
さ
す
が
に
団
十
郎
と
左
団
次
の
芝
居
で
、
セ
ン

チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
な
ど
は
微
塵
も
な
く
、
い
ず
れ
も
徹
底
し
た
も
の
で
あ
る
。

又
作
は
そ
れ
を
種
に
し
て
、
丈
助
の
家
へ
た
び
た
び
無
心
に
来
る
の
で
、
丈

助
は
面
倒
に
な
っ
て
、
こ
れ
を
も
殺
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
こ
ん
な
話
ば
か
り
で
は
人
情
話
ど
こ
ろ
か
、
不
人
情
話
と
云
う
べ
き
で
あ

る
が
、
さ
き
に
殺
さ
れ
た
助
右
衛
門
の
娘
お
ま
き
と
忰
重
次
郎
、
こ
の  

姉  

き
ょ
う

  

弟  

だ
い

が
父
の
か
た
き
を
尋
ね
る
苦
心
談
が
あ
り
、
結
局
は
丈
助
が
前
非
を
悔
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い
て
切
腹
し
、
め
で
た
し
め
で
た
し
に
終
わ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
新
富

座
で
ど
う
し
て
こ
ん
な
物
を
上
演
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
私
は
そ
の
事

情
を
知
ら
な
い
が
、
円
朝
物
の
速
記
本
が
流
行
す
る
の
で
、
そ
の
脚
色
を
思

い
付
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
り
と
て
「
牡
丹
燈
籠
」
「
塩
原
多
助
」
の
た
ぐ

い
は
こ
の
一
座
に
不
向
き
で
あ
る
の
で
、
団
十
郎
や
左
団
次
に
出
来
そ
う
な

物
と
い
う
注
文
か
ら
、
こ
の
「
西
洋
話
」
が
選
抜
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。

　
前
年
以
来
、
新
富
座
は
と
か
く
に
不
入
り
続
き
で
あ
っ
た
の
で
、
団
十
郎

は
一
番
目
に
石
川
五
右
衛
門
、
中
幕
に
「
八
陣
」
の
加
藤
、
二
番
目
が
「
西

洋
話
」
の
丈
助
を
勤
め
、 

大  

切 

お
お
ぎ
り

浄
瑠
璃
に
「
か
っ
ぽ
れ
」
を
踊
る
と
い
う

大
勉
強
に
、
ま
ず
相
当
の
成
績
を
収
め
た
が
、
二
番
目
の
円
朝
物
は
好
評
で

な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
十
年
後
の
明
治
二
十
九
年
十
一
月
、
明
治
座
で
再
演
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さ
れ
た
。
役
割
は
井
生
森
又
作
、
家
根
屋
清
次
（
左
団
次
）
春
見
丈
助
（
権

十
郎
）
娘
お
い
さ
（
莚
女
）
清
水
重
次
郎
（
米
蔵
）
姉
お
ま
き
（
秀
調
）
で
、

左
団
次
と
秀
調
が
初
演
以
来
の
持
ち
役
で
あ
る
た
め
に
、
こ
の
狂
言
が
選
抜

さ
れ
た
ら
し
い
が
、
そ
の
後
ど
こ
の
大
劇
場
で
も
重
ね
て
上
演
し
な
い
の
で
、

円
朝
物
の
中
で
も
忘
れ
ら
れ
た
物
の
一
つ
と
な
っ
た
。

　
私
は
余
り
に
多
く
円
朝
を
語
り
過
ぎ
た
観
が
あ
る
が
、
な
ん
と
云
っ
て
も

円
朝
が
明
治
時
代
に
お
け
る
落
語
界
の 

大 

立 

者 

お
お
だ
て
も
の
で
、
劇
方
面
に
も
最
も
関

係
が
多
い
の
で
あ
る
か
ら
已
む
を
得
な
い
。
こ
れ
か
ら
転
じ
て
他
の
落
語
講

談
の
舞
台
と
の
関
係
を
説
く
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
非
常
に
範
囲
が
広
い
。

江
戸
時
代
に
は
小
説
作
者
と
狂
言
作
者
と
の
あ
い
だ
に
一
種
の
不
文
律
が
あ

っ
て
、
非
常
に
大
当
た
り
を
取
っ
た
小
説
は
格
別
、
普
通
は
小
説
を
劇
化
し
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な
い
事
に
な
っ
て
い
た
。
互
い
に
相
侵
さ
ざ
る
の
意
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
し

か
も
天
保
以
後
に
は
そ
の
慣
例
が
だ
ん
だ
ん
に
頽
れ
て
来
た
。
そ
れ
と
同
時

に
、
講
談
や
人
情
話
を
脚
色
す
る
こ
と
も
流
行
し
て
来
た
。
黙
阿
弥
が
二
代

目
新
七
の
頃
、
仮
名
垣
魯
文
と
共
に 

葺 

屋 

町 

ふ
き
や
ち
ょ
う
の
寄
席
へ
行
っ
た
こ
と
が
あ

る
。
そ
の
と
き
高
坐
に
上
が
っ
て
玉
屋
栄
次
（
二
代
目
狂
訓
亭
と
自
称
し
て

い
た
）
が
聴
衆
に
向
か
っ
て
こ
ん
な
事
を
云
っ
た
。

「
わ
た
く
し
共
の
話
を
お
聴
き
に
な
る
の
は
、
お
笑
い
の
為
ば
か
り
で
な
く
、

い
ろ
い
ろ
と
お
為
に
な
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
現
に
今
晩
も
狂
言
作
者
で

名
高
い
河 

竹 

其 

水 

か
わ
た
け
き
す
い

（
黙
阿
弥
の
俳
名
）
さ
ん
、
戯
作
で
売
り
出
し
の
鈍
亭

魯
文
先
生
な
ぞ
が
お
見
え
に
な
っ
て
居
り
ま
す
。
こ
の
先
生
方
も
わ
た
く
し

共
の
話
を
聴
い
て
、
御
商
売
の
種
に
な
さ
い
ま
す
の
で
…
…
。
」
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彼
は
黙
阿
弥
と
魯
文
の
坐
っ
て
い
る
方
を
見
な
が
ら
云
っ
た
の
で
、
他
の

聴
衆
も
一
度
に
二
人
を
見
返
る
と
、
魯
文
は
に
や
に
や
笑
っ
て
い
た
。
黙
阿

弥
は
む
っ
と
し
て
起た
っ
て
帰
っ
た
。
こ
こ
に
も
魯
文
と
黙
阿
弥
の
性
格
が
よ

く
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
高
坐
の
上
で
そ
う
い
う
形
式
の
自
己

宣
伝
を
試
み
る
の
は
穏
当
で
な
い
が
、
栄
次
も
無
根
の
こ
と
を
口
走
っ
た
の

で
は
無
い
。
実
際
そ
の
当
時
の
戯
作
者
や
狂
言
作
者
が
寄
席
の
高
坐
か
ら
種

々
の
材
料
を
摂
取
し
て
い
た
の
は
、
争
い
が
た
き
事
実
で
あ
っ
た
。
唯
そ
の

人
情
話
や
講
談
の
た
ぐ
い
を
小
説
化
し
又
は
戯
曲
化
す
る
場
合
に
、
ど
れ
だ

け
自
己
の
創
意
を
加
え
る
か
は
、
そ
の
作
家
の
技
倆
如
何
に
因
る
の
で
あ
っ

た
。
黙
阿
弥
な
ど
の
作
に
は
自
己
の
創
意
が
多
量
に
加
わ
っ
て
い
る
の
が
多

い
。
そ
ん
な
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
江
戸
末
期
か
ら
明
治
の
初
年
に
わ
た
る
各
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種
の
世
話
狂
言
に
つ
い
て
、
一
々
そ
の
出
所
を
寄
席
の
高
坐
に
求
め
る
こ
と

に
な
る
と
、
お
そ
ら
く
其
の
多
き
に
堪
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
六
　
柳
桜
と
燕
枝

　
黙
阿
弥
の
作
で
し
ば
し
ば
上
演
を
繰
り
返
さ
れ
る
世
話
狂
言
の
一
つ
に

「
髪
結
新
三
」
が
あ
る
。
五
代
目
菊
五
郎
が
初
演
以
来
の
当
た
り
狂
言
で
、

六
代
目
も
幾
た
び
か
舞
台
の
上
に
復
活
し
て
い
る
。
書
き
お
ろ
し
は
明
治
六

年
、
中
村
座
の
六
月
興
行
で
、
名
題
は
「
梅
雨
小
袖
昔
八
丈
」
と
い
う
。
原

作
は
四
幕
十
一
場
で
あ
る
が
、
大
詰
の
町
奉
行
所
な
ど
は
初
演
だ
け
に
と
ど

ま
っ
て
、
再
び
舞
台
に
の
ぼ
ら
な
い
。
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誰
も
知
る
ご
と
く
、
こ
の
劇
の
見
せ
場
は
二
幕
目
の
深
川
富
吉
町
新
三
宅

の
場
で
、
菊
五
郎
の
新
三
と
中
村
仲
蔵
の
家
主
長
兵
衛
が
大
好
評
を
博
し
た

の
で
あ
る
。
作
と
し
て
も
黙
阿
弥
の
作
中
で
屈
指
の
傑
作
と
称
せ
ら
れ
て
い

る
。
し
か
も
こ
れ
は
黙
阿
弥
の
創
作
で
は
な
く
、
や
は
り
寄
席
の
高
坐
か
ら

移
植
さ
れ
た
も
の
で
、  

春  

錦  

亭  

柳  

桜  

し
ゅ
ん
き
ん
て
い
り
ゅ
う
お
う
の
人
情
話
で
あ
る
。

　
柳
桜
は
名
前
を
柳
叟
と
云
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。
江
戸
末
期
か
ら

明
治
の
中
期
に
わ
た
る
人
情
話
の
真
打
株
で
、
円
朝
ほ
ど
に
華
や
か
な
人
気

は
な
か
っ
た
が
、
江
戸
以
来
の
人
情
話
の
本
道
を
伝
え
て
い
る
よ
う
な
、
手

堅
い
話
し
口
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
部
の
人
か
ら
は
旧ふる
い
と
も
云
わ

れ
た
が
、
そ
の
「
四
谷
怪
談
」
の
如
き
、
円
朝
と
は
又
別
種
の
凄
味
を
帯
び

て
い
た
。
か
の
「
髪
結
新
三
」
も
柳
桜
が
得
意
の
読
み
物
で
あ
っ
た
。
私
は

67



麹
町
の
万
長
亭
で
、
柳
桜
の
「
髪
結
新
三
」
を
聴
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
例

の
鰹
の
片
身
を
分
け
る
と
い
う
件
り
は
、
芝
居
と
ち
っ
と
も
違
わ
な
か
っ
た
。

し
て
見
る
と
、
こ
の
件
り
は
黙
阿
弥
の
創
意
を
ま
じ
え
ず
、
ほ
と
ん
ど
柳
桜

の
口
演
を
そ
の
ま
ま
に
筆
記
し
た
も
の
ら
し
い
。
ひ
と
り
円
朝
ば
か
り
で
な

く
、
昔
の
落
語
家
で
真
打
株
と
な
る
ほ
ど
の
人
は
、
皆
こ
の
く
ら
い
の
才
能

を
所
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
私
は
明
治
五
年
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
も
と
よ
り
「
髪
結
新
三
」

の
初
演
を
知
ら
な
い
。
五
代
目
菊
五
郎
の
新
三
を
初
め
て
観
た
の
は
明
治
二

十
六
年
五
月
の
歌
舞
伎
座
で
あ
る
。
書
き
お
ろ
し
の
仲
蔵
は
長
兵
衛
と
弥
太

五
郎
源
七
の
二
タ
役
を
勤
め
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
は
初
代
左
団
次
が
源

七
を
勤
め
、
松
助
が
長
兵
衛
を
勤
め
て
い
た
。
左
団
次
の
源
七
は
不
評
で
あ
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っ
た
が
、
松
助
の
家
主
は
仲
蔵
以
来
の
出
来
と
称
せ
ら
れ
て
、
や
は
り
富
吉

町
の
新
三
宅
が
呼
び
物
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
も
私
は
世
評
の
高
い
割
合
に
、

こ
の
場
を
面
白
い
と
は
感
じ
な
か
っ
た
。  

先  

入  

主  

せ
ん
に
ゅ
う
し
ゅ

の
関
係
が
あ
る
の
か

も
知
れ
な
い
が
、
私
に
は
高
坐
で
聴
い
た
柳
桜
の
話
の
方
が
面
白
い
よ
う
に

思
わ
れ
て
な
ら
な
か
っ
た
。
新
三
と
家
主
と
の
鰹
の
対
話
の
呼い
吸き
な
ど
は
、

柳
桜
の
方
が
確
か
に
巧
か
っ
た
。
こ
う
云
う
と
、
私
は
黙
阿
弥
の
作
に
ケ
チ

を
付
け
、
あ
わ
せ
て
菊
五
郎
と
松
助
の
技
芸
に
ケ
チ
を
付
け
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
と
も
か
く
も
春
錦
亭
柳
桜
と
い
う
落
語
家
が
な
け

れ
ば
、
こ
の
当
た
り
狂
言
は
生
ま
れ
出
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
云
う
こ
と
だ

け
を
は
っ
き
り
と
云
っ
て
置
き
た
い
。
落
語
家
の
柳
桜
は
薄
暗
い
ラ
ン
プ
の

寄
席
で
一
生
を
終
わ
っ
て
、
今
は
そ
の
名
を
記
憶
す
る
者
も
少
な
い
。
黙
阿
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弥
や
、
菊
五
郎
や
、
松
助
や
、
い
ず
れ
も
名
人
の
誉
れ
を
後
世
に
残
し
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
て
一
種
の
感
慨
が
な
い
で
も
無
い
。

　
大
岡
政
談
の
中
で
最
も
有
名
な
の
は
「
天
一
坊
」
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
黙

阿
弥
作
の
「  
扇  
音  

々  
お
う
ぎ
び
ょ
う
し

大
岡
政
談
」
に
よ
っ
て
今
も
し
ば
し
ば
上
演
を
繰

り
返
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
原
作
は
神
田 

伯  

山 

は
く
さ
ん

の
講
談
で
あ
る
。
伯
山
は

こ
の
講
談
の
創
作
に
苦
心
し
、
殊
に
紀
州
調
べ
に
遣
わ
し
た
る
家
来
ら
が
容

易
に
帰
ら
ず
、
百
日
の
期
日
が
尽
き
ん
と
し
て
越
前
守
が
切
腹
を
覚
悟
す
る

と
こ
ろ
へ
、
白
石
治
右
衛
門
、
吉
田
三
五
郎
の
二
人
が
馳
せ
着
け
る
一
節
は
、

大
い
に
肺
肝
を
砕
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
舞
台
で
観
て
も
こ
こ
が
一
日
の
見

せ
場
で
あ
る
。

　
私
は
高
坐
で
伯
山
の
「
天
一
坊
」
を
聴
い
た
こ
と
が
無
い
の
で
、
高
坐
と
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舞
台
と
の
間
に
ど
れ
だ
け
の
相
違
が
あ
る
か
を
知
ら
な
い
が
、
物
が
物
だ
け

に
、
こ
れ
は
「
髪
結
新
三
」
な
ど
の
世
話
物
と
は
違
っ
て
、
原
作
以
上
に
劇

化
さ
れ
て
い
る
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。

　
こ
の
狂
言
を
初
演
の
当
時
、
越
前
守
を
勤
め
る
坂
東
彦
三
郎
と
作
者
黙
阿

弥
と
の
あ
い
だ
に
衝
突
が
あ
り
、
黙
阿
弥
は
脚
本
を
取
り
返
し
て
立
ち
帰
ろ

う
と
す
る
の
を
、
座
主
ざ
ぬ
し
の
守
田
勘
弥
ら
が
仲
裁
し
て
無
事
に
納
ま
っ
た
と
い

う
。
彦
三
郎
が 

座  

頭 

ざ
が
し
ら

の
位
地
と
人
気
を
恃たの
ん
で
、
脚
本 

改  

竄 

か
い
ざ
ん

の
我
儘
を

主
張
し
た
が
為
で
あ
る
。
彦
三
郎
と
い
え
ど
も
黙
阿
弥
に
は
敵
し
得
な
い
。

結
局
屈
伏
し
て
原
作
の
通
り
に
上
演
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
狂
言
は

非
常
の
好
評
で
あ
っ
た
と
云
え
ば
、
彦
三
郎
も
い
よ
い
よ
屈
伏
し
た
で
あ
ろ

う
。
黙
阿
弥
も
定
め
て
痛
快
を
感
じ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
初
演
は
明
治
八
年
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一
月
の
新
富
座
で
、
主
な
る
役
割
は
大
岡
越
前
守
（
坂
東
彦
三
郎
）
天
一
坊
、

白
石
治
右
衛
門
（
尾
上
菊
五
郎
）
山
内
伊
賀
之
助
、
吉
田
三
五
郎
（
市
川
左

団
次
）
等
で
あ
っ
た
。

　
明
治
以
後
の
黙
阿
弥
作
と
し
て
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
に
「
河
内

山
」
が
あ
る
。
明
治
十
四
年
三
月
の
新
富
座
初
演
で
、
名
題
は
「 

天 

衣 

紛 

く
も
に
ま
が
う

上
野
初
花
」
と
云
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
黙
阿
弥
は
明
治
七
年
十
月
の

河
原
崎
座
で
「
雲
上
野 

三  
衣  
策  

前 

さ
ん
え
の
さ
く
ま
え

」
の
名
題
の
も
と
に
同
じ
題
材
を
取

り
扱
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
「
上
野
初
花
」
は
「
雲
上
野
」
の
改
作
で
あ
る
。

こ
れ
も
原
作
は
松
林
伯
円
の
講
談
で
あ
る
が
、
舞
台
と
高
坐
と
は
大
い
に
相

違
し
、
単
に
原
作
の
人
名
と
略
筋
を
借
り
た
だ
け
で
、
ほ
と
ん
ど
黙
阿
弥
の

創
作
と
云
っ
て
好
い
ほ
ど
に
劇
化
さ
れ
て
い
る
。
今
日
し
ば
し
ば
繰
り
返
さ
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れ
る
大
口
の
寮
の
場
の
如
き
は
、
た
と
い
寺
西
閑
心
や
鳥
目
の
一
角
の
焼
き

直
し
で
あ
ろ
う
と
も
、
講
談
以
外
の
創
作
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
作
が
こ
れ
ほ
ど
有
名
に
な
っ
た
の
は
、
新
富
座
の
初
演
当
時
、

河
内
山
宗
俊
（
団
十
郎
）
片
岡
直
次
郎
（
菊
五
郎
）
金
子
市
之
丞
（
左
団
次
）

大
口
屋
の
三
千
歳
（
岩
井
半
四
郎
）
と
い
う
顔
ぞ
ろ
い
で
、
い
ず
れ
も
好
評

を
博
し
た
と
云
う
こ
と
も
確
か
に
一
つ
の
原
因
で
あ
っ
て
、
も
し
第
二
流
の

俳
優
に
よ
っ
て
上
演
せ
ら
れ
、
そ
の
当
時
さ
し
た
る
評
判
も
な
く
て
終
わ
っ

た
ら
ば
、
お
そ
ら
く
舞
台
の
上
に
長
い
生
命
を
持
続
し
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。

　
黙
阿
弥
の
作
と
し
て
は
余
り
に
高
く
評
価
す
べ
き
種
類
の
も
の
で
無
い
。

　
落
語
界
に
於
い
て
三
遊
亭
円
朝
に
対
峙
し
た
の
は 

柳  

亭  

燕  

枝 

り
ゅ
う
て
い
え
ん
し

で
あ
る
。
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円
朝
一
派
を 

三  

遊 

さ
ん
ゆ
う

派
と
い
い
、
燕
枝
一
派
を
柳
や
な
ぎ派
と
称
し
、
明
治
の
落
語

界
は
殆
ん
ど
こ
の
二
派
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
観
が
あ
っ
た
。

殊
に
燕
枝
は
非
常
な
好
劇
家
で
、
常
に
団
十
郎
の
家
に
も
出
入
り
し
、
団
十

郎
の
俳
名
団
洲
に
模
し
て
、
み
ず
か
ら
談
洲
楼
と
号
し
て
い
た
。
円
朝
は
温

順
な
人
物
で
あ
っ
た
が
、
燕
枝
は
江
戸
っ
子
肌
の
暴
っ
ぽ
い
人
物
で
、
高
坐

に
お
け
る
話
し
口
に
も
よ
く
そ
の
性
質
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
。
好
劇
の
結
果
、

彼
は
落
語
家

は
な
し
か

芝
居
を
は
じ
め
、
各
劇
場
で
幾
た
び
か
公
演
し
て
人
気
を
取
っ

た
こ
と
も
あ
る
。

　
燕
枝
も
円
朝
と
同
様
、
文
字
の
素
養
が
あ
っ
て
俳
句
な
ど
を
も
善
く
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
自
作
の
続
き
話
も
多
か
っ
た
が
、
速
記
本
な
ど
に
は
余
り
多

く
現
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
彼
が
得
意
と
す
る
人
情
話
に
は
、
悪
侍
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や
無
頼
漢
が
活
動
す
る
世
界
が
多
く
、
何
と
な
く
円
朝
は
上
品
、
燕
枝
は
下

品
で
あ
る
か
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
た
の
は
、
彼
と
し
て
一
割
方
の
損
で
あ
っ

た
か
も
知
れ
な
い
。
燕
枝
は
明
治
三
十
三
年
二
月
十
一
日
、
六
十
八
歳
を
以

て
世
を
去
っ
た
。
彼
は
円
朝
よ
り
も
五
歳
の
兄
で
、
円
朝
と
同
年
に
死
ん
だ

の
で
あ
る
。
三
遊
派
も
柳
派
も
同
時
に
そ
の
頭
領
を
う
し
な
っ
て
、
わ
が
落

語
界
も
漸
く
不
振
に
向
か
う
こ
と
と
な
っ
た
。

　
燕
枝
の
人
情
話
の
中
で
、
彼
が
最
も
得
意
と
す
る
の
は
「
嶋
千
鳥
沖
津
白

浪
」
で
あ
っ
た
。
大
坂
屋
花
鳥
に
佐
原
の
喜
三
郎
を
配
し
た
も
の
で
、
吉
原

の
放
火
や
、
伝
馬
町
の
女
牢
や
、
嶋
破
り
や
、
人
殺
し
や
、
そ
の
人
物
も
趣

向
も
彼
に
適
当
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
二
十
二
年
六
月
、
大
坂
屋

花
鳥
（
坂
東
家
橘
）
梅
津
長
門
（
市
川
猿
之
助
）
佐
原
の
喜
三
郎
（
中
村
駒
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之
助
）
等
の
役
割
で
、
通
し
狂
言
と
し
て
春
木
座
に
上
演
さ
れ
た
。

　
以
上
の
ほ
か
に
も
、
講
談
又
は
人
情
話
の
劇
化
さ
れ
た
も
の
は
た
く
さ
ん

あ
る
。
こ
こ
で
は
最
も
有
名
な
物
の
み
を
紹
介
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
劇
場
で

講
談
又
は
人
情
話
を
上
演
す
る
の
は
、
あ
な
が
ち
に
題
材
に
窮
し
た
為
で
は

な
く
、
寄
席
の
高
坐
で
売
り
込
ん
だ
も
の
を
利
用
す
る
と
い
う
一
種
の
興
行

策
で
あ
る
。
講
談
師
や
落
語
家
も
自
分
の
読
み
物
を
上
演
さ
れ
る
こ
と
を
喜

ん
だ
。
こ
れ
も
一
種
の
宣
伝
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
寄
席
と
芝

居
と
、
た
が
い
に
持
ち
つ
持
た
れ
つ
の
関
係
で
、
高
坐
の
話
が
舞
台
に
移
植

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
前
に
云
う
通
り
、
円
朝
、
燕
枝
ら
の
死
後
は
殆

ん
ど
絶
え
た
。
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今
日
で
は
寄
席
の
高
坐
が
映
画
館
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
変
わ
っ
て
、
映
画
の

ス
ト
ー
リ
ー
が
舞
台
に
し
ば
し
ば
移
植
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
も
時

代
の
変
化
で
あ
る
。
唯
そ
れ
を
劇
化
す
る
人
々
が
如
何
な
る
態
度
を
以
て
そ

れ
に
臨
む
か
。
映
画
を
そ
の
ま
ま
に
伝
え
る
か
、
あ
る
い
は
自
己
の
創
意
を

加
え
る
か
。
そ
れ
に
因
っ
て
劇
作
家
の
価
値
も
お
の
ず
か
ら
定
ま
る
で
あ
ろ

う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
一
〇
・
舞
台
）

　
　
　
　
　
附
・
明
治
時
代
の
寄
席

　
私
は
先
き
頃
あ
る
雑
誌
に
円
朝
や
燕
枝
の
む
か
し
話
を
か
い
た
。
そ
れ
は

特
に
め
ず
ら
し
い
材
料
で
も
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
今
の
若
い
人
た
ち
に
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は
珍
し
か
っ
た
と
見
え
て
、
私
を
相
当
の
寄
席
通
と
心
得
た
ら
し
く
、
明
治

時
代
の
寄
席
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
問
い
合
わ
せ
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。
そ

こ
で
老
人
、
好
い
気
に
な
っ
て
、
も
う
少
し
寄
席
の
お
し
ゃ
べ
り
を
す
る
。

今
度
は
円
朝
や
燕
枝
の
個
人
に
就
い
て
語
る
の
で
な
く
、
明
治
時
代
の
寄
席

は
ど
ん
な
物
で
あ
っ
た
か
と
云
う
こ
と
を
一
般
的
に
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

　
明
治
と
い
っ
て
も
初
期
と
末
期
と
の
間
に
は
、
著
し
い
世
態
人
情
の
相
違

が
あ
る
。
そ
れ
を
一
と
口
に
云
い
尽
く
す
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
、
ま
ず
明

治
二
十
年
前
後
か
ら
四
十
年
頃
ま
で
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
大
略
を
語
る
こ

と
に
し
た
い
。

　 

今  

日 

こ
ん
に
ち

と
違
っ
て
、
娯
楽
機
関
の
少
な
い
江
戸
以
来
の
東
京
人
は
、
芝
居

と
寄
席
を
普
通
の
保
養
場
所
と
心
得
て
い
た
。
殊
に
交
通
機
関
は
発
達
せ
ず
、
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電
車
も
バ
ス
も
円
タ
ク
も
無
く
、
わ
ず
か
に
下
町
の
大
通
り
に
鉄
道
馬
車
が

開
通
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
時
代
に
あ
っ
て
は
、
日
が
暮
れ
て
か
ら
滅
多
に

銀
座
や
浅
草
ま
で
出
か
け
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
ま
ず
は
近
所
の
夜
見
世

か
縁
日
ぐ
ら
い
を
散
歩
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
人
々
に
取
っ
て
は
、

寄
席
が
唯
一
の
保
養
場
所
で
あ
っ
た
。

　
自
宅
に
居
て
も
退
屈
、
さ
り
と
て
近
所
の
家
々
を
毎
晩
訪
問
す
る
の
も
気

の
毒
、
殊
に
雨
で
も
降
る
晩
に
は
夜
見
世
の
そ
ぞ
ろ
歩
き
も
出
来
な
い
。
こ

ん
な
晩
に
は
寄
席
へ
で
も
行
く
の
ほ
か
は
無
い
。
寄
席
は
劇
場
と
違
っ
て
、

市
内
各
区
に
幾
軒
も
散
在
し
て
い
て
、
め
い
め
い
の
自
宅
か
ら
余
り
遠
く
な

い
か
ら
、
往
復
も
便
利
で
あ
る
。
木
戸
銭
も
廉
い
。
そ
れ
で
一
夜
を
楽
し
ん

で
来
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
み
ん
な
寄
席
へ
出
か
け
て
行
く
。
今
日
の
寄

79



席
が
と
か
く
に
不
振
の
状
態
に
あ
る
の
は
、
そ
の
内
容
い
か
ん
よ
り
も
、
映

画
そ
の
他
の
娯
楽
機
関
が
増
加
し
た
の
と
、
交
通
機
関
が
発
達
し
た
為
で
あ

る
と
思
う
。
実
際
、
明
治
時
代
の
一
夜
を
楽
し
む
に
は
、
近
所
の
寄
席
へ
で

も
行
く
の
ほ
か
は
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
近
所
の
寄
席
へ
行
く
と
、
か
な
ら
ず
近
所
の
知
人
に

出
逢
う
の
で
あ
っ
た
。
私
は
麹
町
区
元
園
町
（
此
頃
は
麹
町
二
丁
目
に
編
入

さ
れ
て
し
ま
っ
た
）
に
生
長
し
た
が
、
近
所
の
寄
席
は
元
園
町
の
青
柳
亭
、

麹
町
二
丁
目
の
万
よ
し
、
山
元
町
の
万
長
亭
で
、
こ
れ
ら
の
寄
席
へ
行
っ
た

時
に
、
顔
を
見
識
っ
て
い
る
人
に
逢
わ
な
か
っ
た
例
は
一
度
も
な
か
っ
た
。

か
な
ら
ず
二
、
三
人
の
知
人
に
出
逢
う
。
殊
に
正
月
な
ど
は
、
十
人
乃
至
な
い
し
二

十
人
の
知
人
に
逢
う
こ
と
は
珍
し
く
な
か
っ
た
。
私
が
子
供
の
時
に
は
、
そ
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の
大
勢
の
人
達
か
ら
菓
子
や
煎
餅
や
蜜
柑
な
ど
を
貰
う
の
で
、
両
方
の
袂
が

重
く
な
っ
て
困
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
そ
ん
な
わ
け
で
、
そ
の
頃
の
寄
席
は
繁
昌
し
た
の
で
あ
る
。
時
に
多
少
の

盛
衰
は
あ
っ
た
が
、
私
の
聞
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
明
治
時
代
の
寄
席
は

各
区
内
に
四
、
五
軒
乃
至
六
、
七
軒
、
大
小
あ
わ
せ
て
百
軒
を
越
え
て
い
た

と
い
う
。
そ
の
中
で
も
本
郷
の
若
竹
亭
、
日
本
橋
の
宮
松
亭
を
第
一
と
称
し
、

他
に
も
大
き
い
寄
席
が
五
、
六
十
軒
あ
っ
た
。
江
戸
以
来
、
最
も
旧
い
歴
史

を
有
し
て
い
る
の
は
、
私
の
近
所
の
万
長
亭
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

私
は
子
供
の
時
か
ら
し
ば
し
ば
こ
の
万
長
亭
へ
聴
き
に
行
っ
た
の
で
、
江
戸

時
代
の
寄
席
は
こ
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
云
う
昔
の
お
も
か
げ
を
想
像
す

る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
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寄
席
の
種
類
は
色
物
席
と
講
談
席
の
二
種
に
分
か
れ
て
い
た
。
色
物
と
は

落
語
、
人
情
話
、
手
品
、 

仮  

声 

こ
わ
い
ろ

、
物
真
似
、
写
し
絵
、
音
曲
の
た
ぐ
い
を

あ
わ
せ
た
も
の
で
、
そ
れ
を
普
通
に
「
寄
席
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
方
の

講
談
席
は
文
字
通
り
の
講
談
専
門
で
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
の
初
期
ま
で
は

講
釈
場
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
寄
席
は
原
則
と
し
て
夜
席
、
す
な
わ

ち
午
後
六
時
頃
か
ら
開
演
す
る
の
を
例
と
し
て
い
た
が
、
下
町
に
は
正
午
か

ら
開
演
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
れ
を
昼
席
と
称
し
て
、
昼
夜
二
回
興
行
で

あ
る
。
但
し
昼
夜
の
出
演
者
は
同
一
で
な
い
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
講
談
席

は
大
抵
二
回
興
行
と
決
ま
っ
て
い
た
。

　
寄
席
の
木
戸
銭
は
普
通
三
銭
五
厘
、
廉
い
の
は
三
銭
乃
至
二
銭
五
厘
、
円

朝
の
出
演
す
る
席
だ
け
が
四
銭
の
木
戸
銭
を
取
る
と
云
わ
れ
て
い
た
が
、
日
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清
戦
争
頃
か
ら
次
第
に
騰
貴
し
て
、
一
般
に
四
銭
と
な
り
、
五
銭
と
な
り
、

以
後
十
年
間
に
八
銭
又
は
十
銭
ま
で
に
騰あが
っ
た
。
ほ
か
に
座
蒲
団
の
代
が
五

厘
、
烟
草
盆
が
五
厘
、
こ
れ
も
だ
ん
だ
ん
に
騰
貴
し
て
、
一
銭
と
な
り
、
二

銭
と
な
っ
た
の
で
、
日
露
戦
争
頃
に
於
け
る
一
夕
の
寄
席
の
入
費
は
木
戸
銭

と
蒲
団
と
烟
草
盆
あ
わ
せ
て
、
一
人
十
四
、
五
銭
と
な
っ
た
。
中
入
り
に
は

番
茶
と
菓
子
と
鮨
を
売
り
に
来
る
。
茶
は
土
瓶
一
個
が
一
銭
、
菓
子
は
駄
菓

子
や
塩
煎
餅
の
た
ぐ
い
で
一
個
五
厘
、
鮨
は
細
長
い
箱
に
入
れ
て
六
個
三
銭

で
あ
っ
た
が
、
鮨
を
売
る
こ
と
は
早
く
廃すた
れ
た
。

　
東
京
電
燈
会
社
の
創
立
は
明
治
二
十
年
で
あ
る
が
、
そ
の
電
燈
が
一
般
に

普
及
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
十
数
年
の
後
で
あ
っ
て
、
大
抵
の
寄
席
は

客
席
に
大
ラ
ン
プ
を
吊
り
、
高
坐
に
は
二
個
の
燭
台
を
置
い
て
い
た
。
し
た
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が
っ
て
、
高
坐
に
出
て
い
る
芸
人
は
途
中
で
蝋
燭
の
芯しん
を
切
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
落
語
家
な
ど
が
自
分
の
話
を
つ
づ
け
な
が
ら
蝋
燭
の
芯
を
切
る
の

は
頗
る
む
ず
か
し
く
、
そ
れ
が
満
足
に
出
来
る
よ
う
に
な
れ
ば
一
人
前
の
芸

人
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
た
。
今
か
ら
思
え
ば
、
場
内
は
薄
暗
か
っ
た
に
相

違
な
い
が
、
そ
の
時
代
の
夜
は
世
間
一
般
が
暗
い
の
で
、
別
に
暗
い
と
も
感

じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
円
朝
が
得
意
の
「
牡
丹
燈
籠
」
に
も
「
真

景
累
ヶ
淵
」
に
も
、
こ
の
薄
暗
い
と
云
う
こ
と
が
余
ほ
ど
の
便
利
を
あ
た
え

て
い
た
ら
し
い
。
円
朝
の
話
術
が
い
か
に
巧
妙
で
も
、
今
日
の
よ
う
に
電
燈

煌
々
の
場
内
で
は
、
あ
れ
だ
け
に
幽
暗
の
気
分
を
漂
わ
す
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
察
せ
ら
れ
る
。

　
暗
い
話
の
つ
い
で
に
云
う
が
、
そ
の
頃
の
夜
は
甚
だ
暗
い
の
で
、
寄
席
へ
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ゆ
く
に
は
提
灯
を
持
参
す
る
人
が
多
か
っ
た
。
女
は
み
な
提
灯
を
持
っ
て
行

っ
た
。
往
く
時
は
と
も
か
く
も
、
帰
り
路
が
暗
い
か
ら
で
あ
る
。
寄
席
の
下

足
場
に
は
め
い
め
い
の
下
駄
の
上
に
提
灯
が
懸
け
て
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
閉は

場ね
に
な
る
と
、
場
内
の
客
が
一
度
に
ど
や
ど
や
と
出
て
来
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
提
灯
の
火
を
一
々
に
点つ
け
て
渡
す
の
で
あ
る
か
ら
、
下
足
番
は
非
常
に

忙
が
し
い
。
雨
天
の
節
に
は
傘
も
あ
る
。
傘
と
提
灯
と
下
駄
と
、
こ
の
三
つ

を
一
度
に
渡
す
の
で
あ
る
か
ら
、
寄
席
の
下
足
番
は
よ
ほ
ど
馴
れ
て
い
な
け

れ
ば
勤
め
ら
れ
な
い
事
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
混
雑
を
恐
れ
て
、
自
宅
か
ら

提
灯
を
持
っ
て
迎
い
に
来
る
の
も
あ
っ
た
。
そ
れ
も
明
治
二
十
二
、
三
年
頃

か
ら
だ
ん
だ
ん
に
廃
れ
て
、
日
清
戦
争
以
後
に
は
提
灯
を
さ
げ
て
寄
席
へ
ゆ

く
人
の
姿
を
見
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
明
治
四
十
一
年
の
秋
、
私
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が
新
宿
の
停
車
場
附
近
を
通
る
と
、
こ
れ
か
ら
寄
席
へ
ゆ
く
と
話
し
な
が
ら

通
る
二
人
づ
れ
の
女
、
そ
の
一
人
は
普
通
の
提
灯
を
持
ち
、
ひ
と
り
は
大
き

い
河ふ
豚ぐ
提
灯
を
持
っ
て
い
る
の
を
見
た
。
そ
の
頃
の
新
宿
の
夜
は
ま
だ
暗
か

っ
た
の
で
あ
る
。
今
日
の
新
宿
に
比
べ
る
と
、
実
に
今
昔
の
感
に
堪
え
な
い
。

　
今
日
の
若
い
人
達
も
薄
々
そ
の
噂
を
聞
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
当

時
に
お
け
る
女
義
太
夫
の
人
気
は
恰
も
今
日
の
映
画
女
優
や
レ
ビ
ュ
ー
・
ガ

ー
ル
に
比
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
の
女
義
太
夫
は
頗
る
卑
し
め

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
東
京
の
寄
席
で
お
い
お
い
売
り
出
す
よ
う
に
な

っ
た
の
は
明
治
十
八
、
九
年
頃
か
ら
の
こ
と
で
、
竹
本
京
枝
な
ど
が
そ
の
先

駆
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
や
が
て
竹
本
綾
之
助
が
現
わ
れ
、
住
之
助
が
出

で
、
高
坐
の
上
は
紅
紫
爛
熳
、
大
阪
上のぼ
り
と
か
阿
波
上
り
と
か
い
ろ
い
ろ
の
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名
を
つ
け
て
、
四
方
か
ら
お
び
た
だ
し
い
女
義
太
夫
が
東
京
に
集
ま
っ
て
来

た
の
で
あ
る
。
そ
の
全
盛
時
代
は
明
治
二
十
二
、
三
年
頃
か
ら
四
十
年
前
後

に
至
る
約
二
十
年
間
で
、
東
京
の
寄
席
の
三
分
の
一
以
上
は
、
女
義
太
夫
一

座
に
よ
っ
て
占
領
さ
る
る
有
様
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
の
う
ち
に
は
勿
論
老
巧

の
上
手
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
大
部
分
は
若
い
女
で
、
高
島
田
に
紅
い
花
か
ん

ざ
し
を
売
り
物
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
一
般
に
女
義
太
夫
と
云
わ
ず

し
て
娘
義
太
夫
と
称
し
て
い
た
。
芸
の
巧
拙
は
二
の
次
ぎ
と
し
て
、
所
詮
は

「
娘
」
で
あ
る
か
ら
人
気
を
博
し
た
の
で
あ
る
。

　
今
日
の
映
画
女
優
や
レ
ビ
ュ
ー
・
ガ
ー
ル
の
支
持
者
に
対
し
て
は
、
フ
ァ

ン
と
い
う
外
来
語
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
当
時
の
娘
義
太
夫
支
持

者
に
対
し
て
は
、
ド
ウ
ス
ル
連
と
い
う
名
称
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
た
。
字
を
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宛
て
れ
ば
、
堂
摺
連
と
書
く
の
で
あ
る
。
そ
の
名
称
の
由
来
は
、
義
太
夫
の

サ
ワ
リ
の
糸
に
連
れ
て
、
ド
ウ
ス
ル
ド
ウ
ス
ル
と
奇
声
を
発
し
て
拍
手
喝
采

す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
じ
め
な
聴
衆
の
妨
害
に
な
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
が
、

何
分
に
も
多
数
が
騒
ぎ
立
て
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
の
跋
扈
ば
っ
こ
に
任
せ
る
の

ほ
か
は
無
か
っ
た
。
堂
摺
連
に
は
学
生
が
多
か
っ
た
か
ら
、
今
日
は
社
会
的

に
相
当
の
地
位
を
占
め
て
い
る
実
業
家
や
政
治
家
や
学
者
の
う
ち
に
も
、
か

つ
て
ド
ウ
ス
ル
に
憂
き
身
を
や
つ
し
た
経
歴
の
所
有
者
を
少
な
か
ら
ず
見
い

だ
す
で
あ
ろ
う
。

　
娘
義
太
夫
全
盛
の
証
拠
に
は
、
そ
の
当
時
の
諸
新
聞
は
、
二
、
三
の
大
新

聞
を
除
い
て
大
抵
は
「
今
晩
の
語
り
物
」
と
い
う
一
欄
を
設
け
て
、
各
寄
席

毎
晩
の
浄
瑠
璃
外
題
と
太
夫
の
名
を
掲
載
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
日
露
戦
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争
前
後
か
ら
堂
摺
連
も
次
第
に
お
と
ろ
え
、
娘
義
太
夫
も
ま
た
衰
え
た
。

　
日
清
戦
争
以
後
か
ら
は
浪
花
節
が
流
行
し
て
来
た
。
そ
の
以
前
の
浪
花
節

は
専
ら
場
末
の
寄
席
に 

逼  

塞 

ひ
っ
そ
く

し
て
、
聴
衆
も
下
層
の
人
々
が
多
か
っ
た
の

で
あ
る
が
、
次
第
に
勢
力
を
増
し
て
来
て
、
市
内
で
相
当
の
地
位
を
占
め
て

い
る
席
亭
も
「
御
座
敷
浄
瑠
璃
、
浪
花
節
」
の
ビ
ラ
を
懸
け
る
よ
う
に
な
っ

た
。
聴
衆
も
ま
た
高
ま
っ
て
、
相
当
の
商
人
も
行
き
、
髭
の
生
え
た
旦
那
も

行
き
、
黒
縮
緬
の
羽
織
を
着
た
奥
さ
ん
も
行
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
ほ
か

に
、
明
治
三
十
年
以
後
に
は
源
氏
節
、
大
阪
仁
和
賀
、
改
良
剣
舞
の
た
ぐ
い

ま
で
が
東
京
の
寄
席
に
あ
ら
わ
れ
て
、
在
来
の
色
物
は
だ
ん
だ
ん
に
圧
迫
さ

れ
て
来
た
。
今
日
落
語
界
の
不
振
を
説
く
人
が
あ
る
が
、
右
の
事
情
で
東
京

の
落
語
界
は
そ
の
当
時
か
ら
已
に
凋
落
の
経
路
を
辿
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
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る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
一
一
・
一
・
日
本
及
日
本
人
）
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