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は
じ
め
に
 

  
「

心
中
」

と
い
う

語
に
つ
い

て
『

日
本

国
語
大

辞
典

一』
に

は
こ

の
よ

う
に

解
説
さ
れ
て
い
る
。「
相
愛
の
男
女
が
、合

意
の
う
え
で
い
っ
し
ょ
に
死
ぬ
こ
と
。

一
般
に
、
男
女
に
限
ら
ず
複
数
の
者
が
い
っ
し
ょ
に
死
ぬ
こ
と
。「

親
子
心
中
」

「
一
家
心
中
」。

あ
る
仕
事
や
団
体
な
ど
と
、
運
命
を
と
も
に
す
る
こ
と
」。

佐
伯
順
子

二に
よ
る
と
、そ

も
そ
も「

心
中
」と

い
う
言
葉
は
、相

手
へ
の
真
意
、

誠
意
と
い
う
意
味
だ
っ
た
も
の
が
、
江
戸
時
代
、
天
和
期
（
一
六
八
一
年
―
三

六
年
）
に
か
け
て
の
男
女
の
相
対
死
の
流
行
に
よ
っ
て
、
現
在
の
よ
う
な
「
情

死
」
と
い
う
意
味
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
で
は
、
江
戸
時
代
に
そ
れ
ほ

ど
の
流
行
を
見
せ
た
心
中
、
心
中
を
扱
っ
た
作
品
は
、
明
治
・
大
正
と
時
代
が

移
り
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
 

佐
伯
は
、
古
典
文
学
に
描
か
れ
る
心
中
と
近
代
文
学
に
見
ら
れ
る
心
中
の
対

比
を
通
じ
て
、
近
代
の
「
愛
」
の
諸
相
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
佐
伯
に
よ

る
と
、
古
事
記
以
来
、
心
中
は
「
エ
ロ
ス
と
タ
ナ
ト
ス
の
融
合
」
と
い
う
基
本

構
造
の
も
と
、
死
は
恋
を
成
就
す
る
理
想
郷
と
し
て
幻
想
さ
れ
て
き
た
。
そ
し

て
、死

に
よ
る
恋
の
完
成
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、「

心
中
」が「

心
中
」と

い
う

意
味
を
獲
得
す
る
近
世
に
お
い
て
、
ひ
と
つ
の
物
語
的
到
達
点
を
迎
え
る
。
近

世
の
心
中
文
学
と
言
え
ば
、
近
松
門
左
衛
門
「
曽
根
崎
心
中
」「

心
中
天
網
島
」

な
ど

の
「
心

中
物
」

が
特
に
有

名
で

あ
る

が
、
西

尾
邦
夫

三に
よ

る
と
、

そ
の

こ
ろ
は
物
語
だ
け
で
は
な
く
実
際
の
心
中
も
流
行
し
、
幕
府
を
悩
ま
せ
た
そ
う

だ
。
一
七
二
三
年
に
心
中
禁
止
令
ま
で
出
さ
れ
た
ほ
ど
の
流
行
ぶ
り
か
ら
、
近

松
の
浄
瑠
璃
の
よ
う
な
作
品
が
世
間
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。そ

し
て
佐
伯
は
、「

明
治
以
降
の
心
中
文
学
に
お
い
て
も
、近

世
の
心
中
物
語
の
特
質
を
継
承
し
、
遊
女
、
芸
者
と
い
っ
た
花
柳
界
の
女
性
、

い
わ
ゆ
る
玄
人
の
女
性
が
主
人
公
に
な
る
傾
向
が
残
っ
て
い
る
」
と
し
、
広
津

柳
浪
「
今
戸

心
中

四」
と
樋
口
一

葉
「
に
ご

り
え

五」
を
挙
げ

、「
と
も
に
遊

女
と
娼
婦
、
い
わ
ゆ
る
玄
人
女
性
の
心
中
（
ま
た
は
心
中
ら
し
き
も
の
）
を
描
い

て
い
る
点
で
、
前
時
代
の
特
徴
を
残
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
朴
那

美
六は

「
に
ご
り
え
」
と
、
近
松
門
左
衛
門
「
心
中
天
網
島
」
に
お
い
て
、「

舞
台
と
し
て
の
遊
廓
の
設
定
や
、
遊
女
と
の
三
角
関
係
に
悩
む
男
と
そ
の
妻
と
い

う
三
角
関
係
の
設
定
や
、
さ
ら
に
は
心
中
に
終
わ
る
こ
と
な
ど
浄
瑠
璃
の
情
緒

に
似
通
う
点
を
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
述
べ
、
そ
の
構
成
や
場
面
設
定

に
お
い
て
も
類
似
性
を
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
舞
台
設
定
と
し
て
の
遊
廓
や

日
本
近
代
文
学
に
見
る
心
中

谷
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三
角
関
係
に
お
い
て
は
、
広
津
柳
浪
「
今
戸
心
中
」
に
も
共
通
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。し

か
し
、こ

う
い
っ
た
部
分
で
前
時
代
の
特
徴
を
残
し
な
が
ら
、「

は
っ

き
り
と
し
た
相
思
相
愛
の
結
果
と
し
て
の
心
中
が
描
か
れ
て
い
な
い
」
こ
と
か

ら
、「

今
戸
心
中
」
の
遊
女
・
吉
里
と
「
に
ご
り
え
」
の
下
級
娼
婦
・
お

力
の
死

に
は
、
近
松
の
浄
瑠
璃
が
描
く
よ
う
な
近
世
の
心
中
と
は
異
質
な
性
格
が
あ
る

と
し
て
い
る
。
 

「
に
ご
り
え
」
の
お
力
は
、
結
城
朝
之
助
と
い
う
「
人
品
い
や
し
か
ら
ぬ
」

男
が
店
に
来
る
よ
う
に
な
り
そ
の
男
を
愛
し
た
が
、
そ
れ
以
前
の
馴
染
み
で
、

源
七
と
い
う
客
が
い
た
。
源
七
は
蒲
団
屋
を
営
ん
で
い
た
が
、
お
力
に
入
れ
込

ん
だ
こ
と
で
没
落
し
、
妻
子
と
も
ど
も
長
屋
で
貧
し
い
暮
ら
し
を
し
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
お
力
へ
の
未
練
は
断
ち
切
れ
な
い
。
そ
の
う
ち
に
、
源
七

は
ろ
く
に
仕
事
も
し
な
い
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
妻
子
と
も
別
れ
て
し
ま
う
。

そ
し
て
お
力
は
、
源
七
の
刃
に
よ
っ
て
、
無
理
と
も
合
意
と
も
つ
か
な
い
心
中

の
片
割
れ
と
な
っ
て
死
ぬ
。
 

「
に
ご
り
え
」
の
場
合
は
、
作
品
の
結
末
に
お
力
と
源
七
の
死
が
描
か
れ
て

い
る
だ
け
で
、
心
中
に
至
る
経
緯
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
彼
ら

の
死
に
つ
い
て
先
行
研
究
で
は
、
そ
の
「
心
中
」
に
つ
い
て
無
理
心
中
説
、
合

意
の
心
中
説
な
ど
様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
塚
田

満
江

七は
「

生
前

の
一

葉
を
よ
く

知
る

人
馬

場
孤
蝶

が
先
ず
、

無
理

心
中

か
他

殺
の
如
く
さ
さ
や
か
れ
て
い
る
噂
は
あ
く
ま
で
噂
で
あ
り
、
一
葉
は
合
意
の
心

中
と
見
て
い
る
、
と
断
言
し
た
こ
と
に
私
も
賛
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
」
と

述
べ
、合

意
の
心
中
説
を
支
持
し
て
い
る
。ま

た
、佐

伯
は
、「

下
級
娼
婦
と
し

て
生
き
る
う
ち
、
色
恋
に
と
も
な
う
人
間
の
業
の
深
さ
を
見
極
め
て
し
ま
っ
た

お
力
に
は
、「

今
戸
心
中
」の

吉
里
と
同
じ
く
、人

生
そ
の
も
の
に
対
す
る
深
い

諦
念
や
絶
望
が
宿
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
は
っ
き
り
と
し
た
遺
書
を

残
し
て
い
な
い
だ
け
、
お
力
の
絶
望
は
さ
ら
に
深
い
」
と
指
摘
し
、
源
七
に
つ

い
て
も
、「

お
力
へ
の
純
愛
ゆ
え
に
彼
女
を
殺
し
、自

分
も
死
ん
だ
と
い
う
よ
り

も
、
妻
が
息
子
を
連
れ
て
出
て
行
き
、
家
業
も
傾
き
、
自
暴
自
棄
に
な
っ
て
人

生
が
メ
ン
ド
く
さ
く
な
っ
た
と
い
う
動
機
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
述

べ
て
い
る
。
 

ま
た
、
広
津
柳
浪
「
今
戸
心
中
」
も
、
近
松
の
心
中
も
の
の
構
成
、
手
法
を

用
い
て
い
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
近
世
の
心
中
小
説
と
は
異

な
る
斬
新
な
結
末
を
持
っ
て
い
た
。
 

 
「
今
戸
心
中
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
、
吉
里
は
、
平
田
と
い
う
客
と
愛
し
合
っ
て
い

た
。し

か
し
、平

田
は
実
家
の
都
合
で
東
京
を
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

一
方
、
吉
里
に
は
熱
心
に
店
に
通
い
続
け
て
い
る
善
さ
ん
と
い
う
客
が
い
た
。

善
さ
ん
は
毎
日
吉
里
の
元
を
訪
れ
て
い
た
が
、
吉
里
は
ろ
く
に
相
手
を
し
た
こ

と
が
な
か
っ
た
。善

さ
ん
は
吉
里
の
元
に
通
い
続
け
た
こ
と
で
金
が
な
く
な
り
、

店
も
た
た
み
、
妻
も
里
へ

帰
し
て
し
ま
う
。
つ
い
に
吉
里
の
と
こ
ろ
へ
も
う
通

う
こ
と
が
出
来
な
い
と
告
げ
た
の
は
、
奇
し
く
も
吉
里
が
平
田
と
別
れ
た
す
ぐ

後
で
あ
っ
た
。
平
田
と
い
う
頼
り
を
失
っ
た
吉
里
は
、
善
吉
を
頼
り
に
し
、
文

無
し
の
善
吉
の
た
め
に
借
金
を
し
な
が
ら
善
吉
を
傍
に
置
い
て
お
く
。し

か
し
、

そ
の
よ
う
な
生
活
も
長
く
は
続
か
ず
、
吉
里
は
平
田
の
写
真
と
自
分
の
写
真
を

重
ね
て
残
し
、
善
吉
と
心
中
し
た
。
 

 
「
今
戸
心
中
」
で
は
、
吉
里
が
平
田
の
こ
と
を
思
い
な
が
ら
好
き
で
も
な
い

相
手
と
心
中
し
て
お
り
、
こ
の
斬
新
な
結
末
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
で
も
盛
ん

に
議
論
さ
れ
て
い
る
。こ

の
こ
と
に
つ
い
て
、佐

伯
は
、「

人
生
そ
の
も
の
へ
の

深
い
絶
望
が
、
吉
里
を
、
平
田
で
は
な
く
、
善
吉
と
の
死
へ
と

追
い
や
っ
て
ゆ

く
」と

し
、「

相
手
は
誰
で
も
よ
か
っ
た
吉
里
に
と
っ
て
は
、相

手
が
い
て
も
い

な
く
て
も
、
結
局
は
同
じ
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。
遊
女
の
心
中
と
い
う
近
世
文
芸
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で
好
ま
れ
る
モ
チ
ー
フ
を
踏
襲
し
つ
つ
も
、
エ
ロ
ス
の
完
成
と
し
て
の
死
で
は

な
く
、
無
常
観
や
諦
念
の
末
の
死
と
い
う
新
た
な
心
中
ド
ラ
マ
を
、
柳
浪
は
提

出
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
 

 
こ
の
二
つ
の
作
品
に
つ
い
て
、佐

伯
は
、「
玄
人
女
性
を
主
人
公
と
し
つ
つ
も
、

近
代
文
学
に
お
け
る
心
中
は
、エ

ロ
ス
か
ら
の
脱
却
と
い
う
質
的
変
容
を
遂
げ
」

た
と
し
、
近
世
ま
で
の
文
学
が
持
っ
て
い
た
、
エ
ロ
ス
と
タ
ナ
ト
ス
の
融
合
と

い
う
構
造
の
崩
壊
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、『

古
事
記
』
以
来
、「

オ
ン
リ

ー
ユ
ー
・
フ
ォ
ー
エ
バ
ー
」
の
理
想
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
心
中
は
、
エ

ロ
ス
＝
タ
ナ
ト
ス
と
い
う
神
話
を
失
い
、
近
代
小
説
で
は
、
死
や
愛
に
対
す
る

畏
怖
の
念
の
消
失
か
ら
、
死
に
愛
の
救
済
を
み
い
だ
す
心
中
は
描
か
れ
に
く
く

な
っ
て
い
く
。
か
わ
っ
て
、
色
恋
と
は
無
関
係
に
、
生
き
る
こ
と
そ
の
も
の
へ

の
ニ
ヒ
ル
な
諦
観
め
い
た
も
の
が
、
心
中
の
隠
さ
れ
た
動
機
と
な
る
、
と
佐
伯

は
述
べ
て
い
る
。
 

 
「
に
ご
り
え
」
や
「
今
戸
心
中
」
の
よ
う
に
、
前
時
代
の
特
徴
を
残
し
た
作

品
は
他
に
も
あ
る
。
後
に
挙
げ
る
森
鴎
外
「
心
中
」
と
菊
池
寛
「
島
原
心
中
」

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
ど
ち
ら
も
舞
台
が
遊
廓
で
、
遊
女
と
心
中
し
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
作
品
は
佐
伯
の
指
摘
の
よ
う
に
「
生
き
る
こ
と
そ

の
も
の
へ
の
ニ
ヒ
ル
な
諦
観
め
い
た
も
の
」
が
心
中
の
動
機
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
だ
け
に
は
留
ま
ら
な
い
。ま

た
、岡

本
綺
堂「

箕
輪
の
心
中
」「

鳥
辺
山
心

中
」
は
、
江
戸
時
代
を
舞
台
と
し
た
作
品
で
、
近
代
に
書
か
れ
た
作
品
で
は
あ

る
が
、
佐
伯
順
子
の
指
摘
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
佐
伯
順
子

の
指
摘
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
作
品
を
調
査
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
に

書
か
れ
た
心
中
文
学
の
特
徴
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
 

  

  
 
 
 
一
 
森
鴎
外
「
心
中
」
と
菊
池
寛
「
島
原
心
中
」
 

  
森
鴎
外「

心
中
」は

、一
九
一
一
年
八
月
、『

中
央
公
論
』に

発
表
さ
れ
た
。

あ
ら
す
じ
を
以
下
に
紹
介
す
る
。
 

 
あ
る
料
理
店
の
女
中
で
あ
る
お
金
に
は
、
決
ま
っ
て
客
に
話
す
と
っ
て
お
き

の
体
験
が
あ
っ
た
。
そ
の
話
を
好
ん
で
聞
い
て
い
た
あ
る
作
家
が
物
語
を
語
り

な
お
す
。
話
は
、
お
金
が
以
前
に
勤
め
て
い
た
川
桝
と
い
う
料
理
店
で
の
出
来

事
で
あ
る
。
川
桝
に
は
そ
の
こ
ろ
女
中
が
一
四
、
五
人
い
て
二
十
畳
敷
の
二
階

に
並
ん
で
寝
て
い
た
。暮

れ
の
あ
る
晩
、お

金
は
夜
中
に
ふ
と
目
を
覚
ま
し
た
。

一
緒
に
寝
て
い
た
お
松
、
お
花
も
目
を
覚
ま
し
、
小
用
を
済
ま
せ
る
た
め
、
長

く
狭
い
廊
下
を
通
っ
て
憚
り
へ
と
向
か
う
。
二
人
が
部
屋
を
出
て
す
ぐ
、
お
金

は
も
う
一
人
床
が
空
い
て
い
る
も
の
を
見
つ
け
た
。
今
年
の
夏
に
田
舎
か
ら
出

て
き
た
お
蝶
で
あ
る
。
お
蝶
は
機
屋
の
娘
で
、
何
不
自
由
な
く
暮
ら
し
て
い
た

が
、
恋
人
が
い
た
た
め
、
婿
を
嫌
っ
て
親
元
か
ら
逃
げ
出
し
て
来
た
。
そ
し
て

恋
人
が
東
京
の
私
立
に
入
っ
た
の
を
追
い
か
け
て
き
て
、
お
蝶
も
東
京
へ
と
出

て
き
た
の
だ
。
佐
野
は
度
々
お
蝶
の
元
を
訪
れ
た
が
、
客
と
し
て
き
た
こ
と
は

一
度
も
な
い
。
一
方
、
憚
り
へ
と
向
か
う
廊
下
の
途
中
で
、
二
人
は
「
ひ
ゅ
う

ひ
ゅ
う
」
と
い
う
奇
妙
な
音
を
聞
く
。
音
に
つ
ら
れ
て
四
畳
半
の
障
子
を
開
け

る
と
、
そ
こ
で
は
お
蝶
と
そ
の
恋
人
が
喉
を
掻
き
切
っ
て
心
中
し
て
い
た
。
 

 
森

鴎
外

「
心

中
」

に
つ
い
て

は
、

清
田

文
武

八が
こ

の
よ
う

に
指

摘
し

て
い

る
。
 

  
 
秋
江
が
、小

説「
心
中
」に

つ
い
て
、「

当
事
者
の
情
緒
や
対
話
」を

描
か

ず
、
そ
の
晩
の
「
薄
気
味
の
悪
い
光
景
」
を
描
い
て
い
る
と
述
べ
た
こ
と
が
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参
考
に
な
る
。
あ
く
ま
で
相
対
的
観
点
か
ら
で
は
あ
る
が
、
情
緒
・
対
話
を

描
く
視
点
は
時
間
軸
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
光
景
は
空
間
的
把
握
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
作
者
は
長
い
廊
下
と
そ
の
周
辺
の
描
写
に
力
を
発
揮
し
て
い

る
観
が
あ
り
、
こ
れ
が
作
品
世
界
の
特
色
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
場
合
時
間
的
契
機
を
機
軸
に
し
て
い
れ
ば
、
情
死
に
至
る
当
事
者
の
会
話

や
心
理
の
描
写
が
入
り
、
作
品
の
世
界
は
情
緒
性
・
湿
潤
性
を
帯
び
や
す
く

な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
突
如
二
人
の
死
の
場
の
発
見
が
提
出
さ
れ
、

遺
書
の
中
で
死
に
至
る
事
情
が
簡
略
に
記
さ
れ
て
い
る
程
度
で
あ
り
、
情
緒

連
綿
た
る
描
述
は
排
除
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
鴎
外
の
文
体
は
ど
の
よ
う
な

こ
と
で
も
書
け
る
と
は
い
う
が
、
あ
る
い
は
そ
れ
は
作
者
の
好
ま
ぬ
と
こ
ろ

で
あ
り
、ま

た
苦
手
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。「

心
中
」で

は
こ
う
し
て
空
間
的
、
立
体
的
把
握
か
ら
来
る
明
晰
性
が
呈
示
さ
れ
る
こ
と

に
も
な
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
 

 
 清
田
文
武
の
述
べ
る
よ
う
に
、鴎

外「
心
中
」か

ら
は
、「

情
緒
連
綿
た
る
描

述
は
排
除
さ
れ
」、

代
わ
り
に
「
明
晰
性
が
呈
示
」
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、

樋
口

一
葉

「
に

ご
り

え
」

や
、

広
津

柳
浪

「
今

戸
心

中
」

と
比

べ
て

み
る

と
、

「
心
中
」
は
い
か
に
も
あ
っ
さ
り
と
二
人
の
心
中
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
理

由
と
し
て
、
一
つ
は
鴎
外
の
も
う
一
つ
の
職
業
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
周
知
の
よ
う
に
、
鴎
外
は
、
作
家
で
あ
る
前
に
医
学
学
校
を
出
た
医
者
で

あ
っ
た
。
一
八
八
一
年
、
二
十
歳
の
こ
ろ
に
東
京
大
学
医
学
部
を
卒
業
し
、
陸

軍
省
に
出
仕
し
て
い
る
。
文
学
活
動
を
開
始
し
た
の
は
一
八
八
八
年
、
二
十
八

歳
の
と
き
で
、
小
説
の
処
女
作
「
舞
姫
」
を
発
表
し
た
の
は
そ
の
翌
年
で
あ
っ

た
。
医
者
で
あ
っ
た
鴎
外
は
、

職
業
柄
解
剖
学
に
も
一
通
り
の
知
識
が
あ
っ
た

と
思
わ
れ
、ま

た
、明

治
三
十
六
年
に
は
久
米
桂
一
郎
と
共
著
で
、『

芸
用
解
剖

学
九』

と
い
う

本
を
出

版
し
て
い

る
こ

と
か

ら
も
分

か
る
よ
う

に
、

鴎
外

は
日

本
に
お
け
る
美
術
解
剖
学
に
お
い
て
造
型
が
深
か
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
か

ら
、
鴎
外
に
は
芸
術
面
に
お
い
て
も
解
剖
的
な
視
点
を
も
っ
て
い
た
の
だ
と
い

う
こ
と
が

分
か
る

。
ま
た
、
朝

岡
浩
史

一
〇も

「『
心
中
』

は
そ
れ

ま
で
怪

談
と

は
馴
染
み
の
薄
か
っ
た
医
学
的
専
門
性
の
色
合
い
が
濃
厚
な
身
体
器
官
の
語
彙

を
、
怪
談
の
筋
の
〈
主
格
〉
に
す
る
こ
と
で
、〈

他
者
〉
と
し
て
の
〈
身
体
〉
を

自
ら
の
う
ち
に
抱
え
込
む
こ
と
の
違
和
感
に
、『

吾
輩
は
猫
で
あ
る
』と

は
別
の

形
を
与
え
た
の
だ
と
い
え
る
」と

述
べ
、「

心
中
」に

医
学
的
専
門
性
が
濃
い
語

彙
が
意
図
的
に
使
わ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
医
学
的
な
専
門
性
を
持
っ
た
解
剖
的
視
点
は
文
学
に
お
い
て
も
取
り
入
れ
ら

れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
鴎
外
の
、
冷
静
で
、
ま
る
で
解
剖
す
る
か

の
よ
う
に
淡
々
と
事
実
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
く
書
き
ぶ
り
は
、
特
に
お
蝶
と

そ
の
恋
人
と
の
心
中
現
場
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 
 

 
 
四
畳
半
に
は
鋭
利
な
刃
物
で
、
気
管
を
横
に
切
ら
れ
た
お
蝶
が
、
ま
だ
息

が
絶
え
ず
に
倒
れ
て
ゐ
た
。
ひ
ゅ
う
〱

と
云
ふ
の
は
、
切
ら
れ
た
気
管
の

疵
口
か
ら
呼
吸
を
す
る
音
で
あ
つ
た
。
お
蝶
の
傍
に
は
、
佐
野
さ
ん
が
自
分

の
頸
を
深
く
剜
つ
た
、
白
鞘
の
短
刀
の
柄
を
握
つ
て
死
ん
で
ゐ
た
。
頸
動
脈

が
断
た
れ
て
、
血
が
夥
し
く
出
て
ゐ
る
。
火
鉢
の
火
に
は
灰
が
掛
け
て
埋
め

て
あ
る
。
電
灯
に
は
血
の
痕
が
付
い
て
ゐ
る
。
佐
野
さ
ん
が
お
蝶
の
吭
を
切

つ
て
か
ら
、
明
か
り
を
消
し
て
置
い
て
、
自
分
が
死
ん
だ
の
だ
ら
う
と
、
刑

事
係
が
云
つ
た
。
佐
野
さ

ん
の
手
で
書
い
て
連
署
し
た
遺
書
が
床
の
間
に
置

い
て
あ
つ
て
、
其
上
に
佐
野
さ
ん
の
銀
時
計
が
文
鎮
に
し
て
あ
つ
た
。
お
蝶

の
名
丈
は
お
蝶
が
自
筆
で
書
い
て
ゐ
る
。
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こ
の
場
面
で
は
、
異
常
な
ほ
ど
二
人
の
状
態
、
周
り
の
様
子
が
細
か
く
描
写

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
鴎
外
は
、
気
管
を
切
ら
れ
な
が
ら
も
死
に

き
れ
ず
、「

ひ
ゅ
う
〱

」と
音
を
漏
ら
し
な
が
ら
息
を
し
て
い
る
お
蝶
の
苦
し

み
に
は
一
切
心
を
寄
せ
ず
、
た
だ
た
だ
冷
静
に
状
態
を
描
写
し
て
い
る
。
こ
の

書
き
ぶ
り
か
ら
は
、ま

る
で
解
剖
を
す
る
か
の
よ
う
に
容
赦
な
く
メ
ス
を
入
れ
、

淡
々
と
暴
き
出
す
医
者
と
し
て
の
鴎
外
が
現
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
 

 
ま
た
、「

心
中
」
か
ら
、「

情
緒
性
」
が
排
除
さ
れ
た
理
由
の
も
う
一
つ
と
し

て
、
樋
口
一
葉
「
に
ご
り
え
」
や
、
広
津
柳
浪
「
今
戸
心
中
」
を
意
識
し
て
い

た
可
能
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。
 

塚
田
満
江

一
一が

指
摘

す
る
よ

う
に

、
鴎
外

と
推
定

さ
れ
る

人
物

は
、「

幸
田

露
伴
・
斎
藤
緑
雨
と
共
に
「
三
人
冗
語
」（『

め
さ
ま
し
草
』
明
治
二
九
・
七
）

の
合
評
で
、情

死
を
描
い
た
作
品
に
道
義
評
を
も
っ
て
す
る
こ
と
の
否
を
発
言
」

し
て
お
り
、「

今
戸
心
中
」に

目
を
通
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。ま

た
、

「
め
さ
ま
し
草
」
巻
七
「
三
人
冗
語
」
の
一
部
に
「
縦
令
吉
里
に
濁
江
の
お
力

が
履
歴
な
し
と
せ
む
も
、
そ
の
気
風
そ
の
心
中
す
る
に
至
る
筋
と
の
釣
合
頗
る

あ
や
し
か
ら
ず
や
…
…
」
と
あ
り
、「

に
ご
り
え
」「

今
戸
心
中
」
の
両
方
を
読

ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
る
。周

知
の
通
り
、「

に
ご
り
え
」と「

今
戸
心
中
」は

、
明
治
時
代
の
代
表
作
と
も
い
わ
れ
て
お
り
、
同
時
代
評
も
多
い
。
そ
し
て
鴎
外

も
こ
の
二
つ
の
作
品
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
た
一
人
で
あ
っ
た
。
で
は
、
鴎
外

は
明
治
を
代
表
す
る
こ
れ
ら
の
作
品
を
批
評
し
た
十
六
年
後
に
、
ど
の
よ
う
な

意
図
を
も
っ
て
こ
の
作
品
を
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
 

 
「
心
中
」
と
樋
口
一
葉
「
に
ご
り
え
」、

広
津
柳
浪
「
今
戸
心
中
」
で
は
、
清

田
文
武
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
情
緒
性
・
湿
潤
性
を
帯
び
て
い
る
か
否
か
と
い

う
点
に
お
い
て
、「

に
ご
り
え
」や「

今
戸
心
中
」は

展
開
の
ほ
と
ん
ど
が
心
中

へ
の
道
行
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、「

心
中
」の

方
は
二
人
が
心
中
を

し
て
か
ら
事
情
が
明
か
さ
れ
、
そ
の
書
き
ぶ
り
も
淡
々
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
に
よ
り
も
、心

中
の
場
面
に
お
い
て
、そ

の
違
い
は
歴
然
と
し
て
い
る
。「

に
ご
り
え
」「

今
戸
心
中
」で

は
、遺

体
の
様
子
に
つ
い
て「

切
ら
れ
た
は
後
袈
裟
、

頬
先
の
か
す
り
疵
、
頭
筋
の
突
疵
な
ど
色
々
あ
れ
ど
も
、
た
し
か
に
逃
げ
る
處

を
遣
ら
れ
た
に
相
違
な
い
、
引
き
か
へ
て
男
は
美
事
な
切
腹
、
蒲
団
や
の
時
代

か
ら
左
の

み
の
男
と
思
は
な
ん
だ
が
あ
れ
こ
そ
は
死
花
、
え
ら
そ
う
に
見
え
た

と
い
ふ
」、「

顔
は
腐
っ
て
其
ぞ
と
は
決
め
ら
れ
な
い
が
、
着
物
は
正
し
く
吉
里

が
着
て
出
た
も
の
に
相
違
な
か
っ
た
」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
に
止
ま
り
、
な
ん

と
な
く「

あ
は
れ
」を

も
感
じ
さ
せ
る
が
、「

心
中
」の

方
は
、先

ほ
ど
本
文
を

引
用
し
た
よ
う
に
、
断
ち
切
れ
な
か
っ
た
気
管
か
ら
「
ひ
ゅ
う
〱

」
と
い
う

音
が
聞
こ
え
、「

頸
動
脈
が
断
た
れ
て
、血

が
夥
し
く
出
て
い
る
」と

い
う
よ
う

な
生
々
し
い
表
現
が
使
わ
れ
て
い
て
、
自
ら
命
を
絶
っ
た
あ
と
の
遺
体
の
無
残

さ
を
、
は
っ
き
り
と
描
き
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
鴎
外
の
心
中
を
美
化

し
な
い
書
き
方
は
、「

に
ご
り
え
」「

今
戸
心
中
」
を
意
識
し
た
上
で
、
あ
え
て

対
照
的
に
な
さ
れ
た
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
鴎
外
は
、
あ
え
て
「
心

中
」
か
ら
道
行
を
無
く
し
、
そ
の
む
ご
た
ら
し
さ
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
る

よ
う
な
書
き
方
を
す
る
こ
と
で
、
江
戸
時
代
か
ら
の
心
中
物
、
そ
し
て
「
に
ご

り
え
」「

今
戸
心
中
」へ

と
続
い
て
い
る
心
中
の
美
し
さ
を
壊
し
、新

た
な
心
中

観
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
。
 

 
同
じ
く
、
心
中
を
美
化
し
な
い
作
品
と
し
て
、
菊
池
寛
「
島
原
心
中

一
二」

が
挙
げ
ら
れ
る
。
 

 
「
島
原
心
中
」
は
、
一
九
二
一
年
三
月
、『

新
潮
』
に
発
表
さ
れ
た
。
時
代
は

下
っ
て
大
正
で
あ
る
。
簡
単
に
あ
ら
す
じ
を
紹
介
し
て
お
く
。
 

 
あ
る
小
説
家
が
新
聞
小
説
の
筋
を
考
え
る
た
め
に
、
法
学
士
に
な
っ
た
か
つ

て
の
学
友
、
綾
部
の
元
へ
訪
れ
た
。
綾
部
は
、
小
説
家
の
彼
の
た
め
に
検
事
時



－ 161 －

代
の
経
験
を
話
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
が
島
原
の
遊
廓
で
起
き
た
心
中
事
件
で
あ

る
。女

は
喉
を
突
き
刺
し
て
死
に
、男

は
気
管
を
切
っ
た
だ
け
で
生
き
残
っ
た
。

法
学
士
で
あ
る
綾
部
は
、
男
が
女
の
死
に
手
を
貸
し
て
い
な
い
か
調
べ
る
た
め

男
を
詰
問
す
る
。
女
の
名
は
錦
木
と
い
い
、
こ
の
頃
郷
里
の
方
か
ら
母
が
病
気

に
な
っ
た
と
知
ら
さ
れ
、
見
舞
い
に
行
き
た
い
と
言
い
な
が
ら
、
日
々
の
勤
め

の
た
め
果
た
せ
て
い
な
か
っ
た
。
男
の
方
は
、
遊
廓
通
い
の
た
め
に
周
り
の
人

に
借
金
を
し
て
い
た
上
に
、
兵
に
入
る
の
が
嫌
で
、
そ
れ
を
女
に
打
ち
明
け
た

と
こ
ろ
、
心
中
し
よ
う
と
い
う
運
び
に
な
っ
た
そ
う
だ
。
男
は
は
じ
め
、
女
の

死
に
手
を
貸
し
て
い
な
い
と
主
張
し
て
い
た
が
、
詰
問
の
末
、
実
は
女
が
自
分

で
喉

を
突
き
刺
し
た
が
死
に
き
れ
ず
、
苦
し
ん
で
い
た
と
こ
ろ
を
自
分
が
奥
ま

で
刺
し
て
や
っ
た
と
告
白
し
た
。
 

 「
島
原
心
中
」に

お
い
て
も
心
中
は
美
化
さ
れ
て
い
な
い
。森

鴎
外「

心
中
」

の
よ
う
に
、
心
中
の
悲
惨
さ
を
生
々
し
く
描
い
て
い
る
。
 

  
 

女
が

倒
れ

か
か

る
弾

み
に

外
れ

た
ら

し
い

障
子

の
中

の
畳

に
は

、
ド

ロ
〱

と
凝
り
固
ま
っ
て
居
る
血
が
、
一
面
に
こ
び
り
付
い
て
居
る
の
で
す
。

そ
の
血
の
中
に
、
更
紗
か
何
か
ら
し
い
古
び
た
蒲
団
が
、
敷
き
放
さ
れ
て
居

て
、女

の
両
足
は
蒲
団
の
上
に
わ
づ
か
ば
か
り
、か

か
つ
て
居
る
の
で
し
た
。

天
井
が
頭
に
閊
へ
る
ほ
ど
低
い
部
屋
の
中
は
、
小
さ
い
明
り
取
り
の
窓
が
、

あ
る
丈
で
、
昼
で
も
薄
暗
い
の
で
す
が
、
そ
の
薄
暗
い
片
隅
に
は
、
心
中
前

に
男
女
が
飲
食
し
た
ら
し
い
丼
と
か
、
徳
利
な
ど
が
、
ゴ
タ
〱

片
寄
せ
ら

れ
て
居
る
の
で
す
。
壁
は
京
都
の
遊
廓
に
よ
く
あ
る
、
黄
つ
ぽ
い
砂
壁
で
す

が
、
よ
く
見
る
と
、
突
き
当
り
の
壁
に
は
、
口
に
含
ん
で
霧
に
で
も
吹
い
た

や
う
に
、血

が
一
面
に
吹
き
か
か
つ
て
居
る
の
で
し
た
。（

中
略
）女

は
、見

事
に
頸
動
脈
を
切
つ
た
と
見
え
、
身
体
中
の
血
潮
が
悉
く
、
そ
の
傷
口
か
ら

迸
つ
た
や
う
に
、
胸
か
ら
膝
へ
か
け
て
、
汚
れ
切
つ
た
ネ
ル
の
寝
衣
を
、
ベ

ト
〱

に
、
浸
し
た
上
、
畳
の
上
か
ら
廊
下
に
か
け
て
一
面
に
流
れ
か
か
つ

て
居
る
の
で
し
た
。
が
、
傷
口
を
見
て
居
る
う
ち
に
、
も
つ
と
僕
の
心
を
打

つ
た
も
の
は
、
そ
の
荒
み
果
て
た
顔
で
し
た
。
も
う
確
に
三
十
近
い
細
面
の

顔
で
す
が
、
そ
の
土
の
や
う
に
カ
サ
〱

し
た
青
い
皮
膚
や
、
眼
尻
の
赤
く

爛
れ
た
眼
な
ど
を
見
て
居
る
と
、
顔
と
云
ふ
気
は
何
う
し
て
も
起
ら
な
い
の

で
す
。
人
間
だ
と
い
ふ
気
さ
へ
起
ら
な
い
の
で
す
。
た
だ
、
名
状
し
が
た
い

浅
ま
し
さ
丈
を
、
感
じ
た
の
で
す
。
 

 
「
島
原
心
中
」に

お
け
る
心
中
に
つ
い
て
の
描
写
は
、「

心
中
」よ

り
も
む
ご

た
ら
し
く
、
そ
し
て
む
な
し
い
。
鴎
外
の
よ
う
に
ま
る
で
解
剖
す
る
か
の
よ
う

な
容
赦
な
い
書
き
方
で
心
中
を
暴
き
、第

三
者
の
目
に
さ
ら
し
て
い
る
。ま

た
、

「
島
原
心
中
」
に
お
け
る
、
鴎
外
の
よ
う
な
解
剖
的
な
書
き
方
は
場
面
描
写
だ

け
で
な
く
、心

理
描
写
に
お
い
て
も
現
れ
て
い
る
。「

憂
鬱
な
る
シ
ヨ
ウ
―
―
菊

池
寛
へ
―
―

一
三」

に
お
い
て
、
芥
川
龍
之
介
は
、
菊
池
の
こ
と
を
こ
の
よ
う
に

評
価
し
て
い
る
。
 

 
彼
の
価
値
を
問
ふ
為
に
は
、
ま
づ
此
処
に
心
を
留
む
る
べ
き
で
あ
る
。
 

何
か
著
し
い
特
色
？
―
―
世
間
は
必
ず
わ
た
し
と
共
に
、
幾
多
の
特
色
を

数
へ
得
る
で
あ
ら
う
。
彼
の
構
想
力
、
彼
の
性
格
解
剖
、
彼
の
ペ
エ
ソ
ス
、

そ
れ
は
勿
論
彼
の
作
品
に
、
光
彩
を
与
へ
て
ゐ
る
の
に
相
違
な
い
。
し
か
し

わ
た
し
は
そ
れ
ら
の
背
後
に
、
も
う
一
つ
、
―
―
い
や
、
そ
れ
よ
り
も
遥
か

に
意
味
の
深
い
、
興
味
の
あ
る
特
色
を
指
摘
し
た
い
。
そ
の
特
色
と
は
何
で

あ
る
か
？
そ
れ
は
道
徳
的
意
識
に
根
ざ
し
た
、
何
者
を
も
容
赦
し
な
い
リ
ア

リ
ズ
ム
で
あ
る
。
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芥
川
は
、「

性
格
解
剖
」
と
い
う
語
を
用
い
、
性
格
の
解
剖
的
な
書
き
方
を
、

菊
池
の
作
品
に
お
け
る
特
色
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
菊

池
は
周
り
か
ら
も
解
剖
的
な
文
章
を
指
摘
さ
れ
る
作
家
で
あ
っ
た
。と

こ
ろ
で
、

心
理
の
解
剖
に
つ
い
て
は
、
徳
田
秋
声
『
小
説
入
門

一
四』

に
こ
の
よ
う
な
記
述

が
あ
る
。
 

 
心
理
の
解
剖
は
、
ど
う
し
て
も
作
者
自
ら
の
心
理
の
解
剖
か
ら
出
発
し
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。（

中
略
）自

分
の
心
理
を
、純

粋
な
客
観
的
態
度
か
ら

観
察
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
寧
ろ
、
冷
酷
に
過
ぎ
た

態
度
を
と
つ
て
も
い
ヽ
の
で
す
。
自
分
に
便
利
の
い
ヽ
、
都
合
の
い
ヽ
、
反

省
や
内
省
は
い
け
な
い
の
で
す
。
自
己
弁
護
の
多
い
作
品
ほ
ど
い
け
な
い
も

の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
を
責
め
苛
む
や
う
な
心
も
ち
で
、
反
省
す
る
か
、

内
省
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。
自
分
の
心
理
を
究
め
な
く
て
は
、
ど

う
し
て
他
人
の
心
理
が
分
か
り
ま
せ
う
か
。
自
分
の
心
理
を
解
剖
し
、
分
析

し
た
結
果
を
、
今
度
は
他
人
の
心
理
に

応
用
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
自
己
の

心
理
状
態
を
も
つ
て
、
他
人
の
心
理
状
態
を
推
定
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
他

人
に
ば
か
り
に
限
り
ま
せ
ん
。
自
分
が
書
か
う
と
思
ふ
人
物
が
、
実
在
の
人

物
で
な
く
と
も
、
そ
の
性
格
特
有
の
心
理
に
、
自
己
の
心
理
を
適
用
す
る
の

で
あ
り
ま
す
。
 

  
こ
の
「
純
粋
な
客
観
的
態
度
」「

冷
酷
に
過
ぎ
た
態
度
」
と
い
う
の
は
、「

島
原
心
中
」
に
お
け
る
菊
池
の
書
き
ぶ
り
に
ま
さ
に
当
て
は
ま
る
。
こ
こ
で
興
味

深
い
の
は
、
実
際
に
作
中
に
遺
体
の
解
剖
の
場
面
が
あ
る
こ
と
だ
。
死
ん
だ
女

は
ま
ず
服
を
剝
ぎ
取
ら
れ
、
そ
の
様
子
を
見
た
語
り
手
は
、
服
を
剥
ぎ
取
ら
れ

る
「
前
よ
り
も
も
っ
と
、
み
じ
め
な
浅
ま
し
い
も
の
」
だ
と
思
い
、
そ
こ
に
十

年
の
悲
惨
な
生
活
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
ら
れ
た
感
じ
が
す
る
。
汚
れ
た
下
着
が

露
わ
に
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
も
取
り
去
り
、
咽
喉
、
胸
、
腹
部
へ
と
解
剖
さ
れ

て
い
く
。
解
剖
が
進
む
に
つ
れ
て
、
女
に
は
肺
尖
カ
タ
ル
の
痕
が
あ
る
こ
と
が

分
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
解
剖
の
場
面
は
、
菊
池
の
解
剖
的
な
書
き
方
を
象
徴

的
に
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「

島
原
心
中
」
に
は
、
森
鴎
外
「
心
中
」
を
意
識

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
類
似
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。

ま
ず
、
話
が
人
か
ら
聞
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
語
り
手
で
あ
る
自
分

が
物
書
き
を
職
業
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。「

心
中
」で

は
、お

金
の
話
を

「
い
つ
か
書
か
う
と
思
つ
た
」
と
言
い
、
自
分
の
書
く
も
の
が
「
神
聖
な
る
評

論
壇
が
、「

上
手
な
落
語
の
や
う
だ
」と

云
ふ
紋
切
形
の
一
言
で
褒
め
て
く
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
小
説
家
と
は
限
ら
な
く
と
も
物
書
き

を
生
業
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。「

島
原
心
中
」の

ほ
う
で
も
、語

り
手
に

対
し
て
「
貴
公
が
、
小
説
家
と
し
て
、
法
律
の
點
に
、
注
意
を
し
て
居
る
の
は

感
心
で
す
」と

声
を
か
け
て
い
る
場
面
が
あ
る
た
め
、「

島
原
心
中
」の

語
り
手

は
小
説
家
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
作
品
の
設
定
に
お
い
て
こ
の
二
つ
の
点
が

類
似
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
第
三
者
か
ら
の
ま
た
聞
き
と
い
う
形

は
、
解
剖
的
な
書
き
方
に
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
徳
田
秋
声
が
述
べ
て
い
る

よ
う
に
、
心
理
の
解
剖
は
、「

純
粋
な
客
観
的
態
度
」「

冷
酷
に
過
ぎ
た
態
度
」

か
ら
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
こ
の
作
品
に
お
い
て
叶
え
ら
れ
る

た
め
に
、
こ
の
二
つ
の
設
定
を
取
り
入
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
語
り
手
を
作
家

と
い
う
自
分
と
近
い
設
定
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
心
理
を
投
影
し
、
第

三
者
か
ら
の
ま
た
聞
き
と
い
う
設
定
に
よ
っ
て
客
観
的
で
冷
酷
な
態
度
を
取
り

得
た
の
で
あ
る
。
 

 
ま
た
、「

島
原
心
中
」は

、相
手
を
死
に
至
ら
せ
る
い
き
さ
つ
に
お
い
て
、鴎
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外
の
「
高

瀬
舟

一
五」

に
も
よ
く
似

て
い
る

。「
高

瀬
舟
」

は
、
病

気
の
自

分
の

た
め
に
、
兄
で
あ
る
喜
助
に
負
担
を
か
け
て
い
る
こ
と
を
気
に
病
み
、
自
ら
で

喉
を
掻
き
切
っ
て
死
の
う
と
試
み
る
が
、
う
ま
く
切
れ
ず
中
途
半
端
に
刃
が
喉

に
刺
さ
っ
た
ま
ま
苦
し
ん
で
い
た
。
そ
こ
に
喜
助
が
や
っ
て
き
て
、
刃
を
ぬ
い

て
楽
に
し
て
ほ
し
い
、
死
な
せ
て
ほ
し
い
と
懇
願
さ
れ
、
迷
っ
た
末
に
刃
を
抜

き
、弟

を
死
に
至
ら
せ
た
。「

島
原
心
中
」で

も
、女

が
先
に
首
を
切
っ
た
あ
と
、

死
に
き
れ
ず
に
苦
し
ん
で
い
た
と
こ
ろ
を
、
奥
ま
で
刺
し
て
や
っ
て
女
を
死
な

せ
て
い
る
。こ

の
よ
う
に
、「

島
原
心
中
」に

は
、菊

池
寛
が
鴎
外
を
意
識
し
て

い
た
と
思
わ
せ
る
点
が
多
く
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
鴎
外
は
さ
き
ほ
ど
述
べ
た

よ
う
に
、
元
々
は
医
者
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
解
剖
的
な
場
面
描
写
、
心

理
描
写
に
優
れ
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
菊
池
寛
は
ど
う
だ
ろ
う

か
。
菊
池
寛
も
ま
た
、
性
格
解
剖
が
特
色
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
な
作
家
で

あ
っ
た
。森

鴎
外
の「

高
瀬
舟
」、「

心
中
」の

二
作
品
と
菊
池
寛「

島
原
心
中
」

と
の
類
似
点
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
解
剖
的
な
書
き
方
は
、
鴎
外
の
作
品
か
ら
取

り
入
れ
ら
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
作
品
中
に
実
際
の
解
剖
の

場
面
が
入
っ
て
い
る
こ
と
も
、
医
者
で
あ
っ
た
鴎
外
の
存
在
を
よ
り
強
く
示
し

て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
 

こ
こ
ま
で
、菊

池
寛
が
鴎
外
の
解
剖
的
な
書
き
方

を
取
り
入
れ
て
、「

島
原
心

中
」
を
心
中
を
美
化
し
な
い
作
品
に
し
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
心
中
の
表
し
方

だ
け
で
な
く
、「

島
原
心
中
」で

は
遊
廓
と
い
う
舞
台
の
絢
爛
さ
さ
え
も
失
わ
れ

て
い
た
。「

に
ご
り
え
」や「

今
戸
心
中
」で

は
、や

は
り
遊
廓
と
し
て
の
華
や

か
さ
が
あ
っ
た
。「

心
中
」に

お
い
て
は
あ
ま
り
そ
こ
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い

が
、「

島
原
心
中
」で

は
あ
か
ら
さ
ま
に
遊
廓
の
華
や
か
さ
を
殺
し
て
い
る
。次

に
引
用
す
る
の
は
、語

り
手
に
島
原
で
の
心
中
の
こ
と
を
話
し
て
い
る
綾
部
が
、

初
め
て
島
原
に
訪
れ
た
と
き
の
感
想
を
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。
 

  
 
俥
が
、大

門
を
潜
っ
た
と
き「

あ
あ
島
原
と
は
茲
だ
な
。」と

、思
ふ
と
同

時
に
、
可
な
り
激
し
い
幻
滅
と
そ
れ
に
伴
ふ
寂
し
さ
と
を
、
感
ぜ
ず
に
は
居

ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
お
恥
ず
か
し
い
話
で
す
が
、
僕
が
島
原
へ
行
っ
た

の
は
そ
の
時
が
初
で
す
。（

中
略
）だ

か
ら
、大

学
を
出
て
間
も
な
い
そ
の
頃

ま
で
、
僕
の
頭
に
描
い
て
居
た
島
原
は
、
や
っ
ぱ
り
小
説
や
芝
居
や
小
唄
や

伝
説
の
島
原
だ
っ
た
の
で
す
。
壮
麗
な
建
物
の
打
ち
続
い
た
、
美
し
い
花
魁

の
行
き
交
う
て
居
る
、
錦
絵
に
あ
る
よ
う
な
色
街
だ
っ
た
の
で
す
。（

中
略
）

が
、俥

が
そ
れ
ら
し
い
大
門
を
通
り
過
ぎ
て
、廓

の
中
へ
駆
け
込
ん
だ
と
き
、

下
し
た
幌
の
セ
ル
ロ
イ
ド
の
窓
か
ら
十
一
月
の
鈍
い
午
後
の
日
光
の
裡
に
、

澱
ん
だ
よ
う
に
立
ち
並
ん
で
居
る
、
屋
根
の
低
い
朽
ち
か
け
て
居
る
よ
う
な

建
物
を
見
た
と
き
に
、
そ
れ
が
名
高
い
色
街
で
あ
る
と
云
ふ
だ
け
に
、
一
層

悲
惨
な
あ
さ
ま
し
い
よ
う
な
気
が
し
た
の
で
す
。（

中
略
）俥

が
、横

町
に
折

れ
た
と
き
、
僕
の
目
の
前
に
現
れ
た
建
物
は
、
も
っ
と
悲
惨
で
し
た
。
悲
惨

と
云
ふ
よ
り
も
、
醜
悪
と
云
っ
た
方
が
、
適
当
で
せ
う
。
ど
れ
も
、
こ
れ
も

粗
末
な
木
口
を
使
っ
た
安
普
請
で
、
毒
々
し
く
塗
り
立
て
た
格
子
や
、
櫺
子

窓
の
紅
殻
色
が
、
ム
ッ
と
す
る
よ
う
な
不
快
な
感
じ
を
与
え
る
の
で
す
。
煤

け
た
角
行
燈
に
、第

二
清
開
棲
と
か
、相

川
棲
な
ど
と
書
い
た
文
字
ま
で
が
、

田
舎
の
遊
廓
に
で
も
見
る
よ
う
な
、
下
等
な
感
じ
を
与
え
ま
し
た
。
 

  
ま
だ
見
ぬ
島
原
の
様
子
を
、「

小
説
や
芝
居
や
小
唄
や
伝
説
」に

あ
る
よ
う
な

「
壮
麗
な
建
物
の
打
ち
続
い
た
、
美
し
い
花
魁
の
行
き
交
う
て
居
る
、
錦
絵
の

よ
う
な
色
街
」
と
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
、
実
際
に
目
に
し
た
島
原
は
、
悲
惨

で
、
醜
悪
で
、
下
等
な
感
じ
を
与
え
る
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
こ
の
、
ま
だ
見

ぬ
島
原
の
イ
メ
ー
ジ
は
、「

に
ご
り
え
」や「

今
戸
心
中
」の

舞
台
で
あ
る
遊
廓
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に
近
い
。「

今
戸
心
中
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
、
吉
里
が
公
娼
で
あ
る
の
に
対
し
、「

に
ご
り
え
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
お
力
は
私
娼
で
あ
る
た
め
華
や
か
さ
に
つ
い
て
は
少

し
劣
る
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
二
つ
の
作
品
に
は
色
街
と
し
て
の
艶
や
か
さ
が
あ

っ
た
。
着
物
や
女
性
の
描
写
も
美
し
く
、
そ
し
て
、
ど
ち
ら
の
ヒ
ロ
イ
ン
も
そ

れ
ぞ
れ
店
で
一
番
の
器
量
よ
し
で
あ
る
。し

か
し
、「

島
原
心
中
」で

は
そ
う
い

っ
た
遊
廓
、
遊
女
の
美
し
さ
を
一
切
排
し
て
あ
る
。
ま
た
、
島
原
を
訪
れ
る
前

の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、「「

島
原
心
中
」
と
云
ふ
言
葉
が
、
小
説
か
芝
居
か
の
題

目
の
や
う
に
僕
の
心
に
美
し
く
浮
ん
で
居
た
の
で
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
、

実
際
に
島
原
で
感
じ
た
の
は
、
哀
れ
な
女
の
絶
望
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
伏

線
は
、「

島
原
心
中
」に

お
け
る「

心
中
」の

む
ご
た
ら
し
さ
を
さ
ら
に
強
調
さ

せ
る
た
め
に
用
意
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
菊
池
寛
は
鴎
外

の
「
心
中
」
に
お
け
る
心
中
美
の
破
壊
を
、
さ
ら
に
徹
底
的
に
行
っ
た
の
だ
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
 

  
 
 
 
二
 
岡
本
綺
堂
「
箕
輪
の
心
中
」「

鳥
辺
山
心
中
」
 

  
岡
本
綺
堂
は
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
活
躍
し
た
劇
作
家
・
小
説
家
で
、
江

戸
時
代
を
舞
台
と
し
て
設
定
し
た
作
品
を
多
く
執
筆
し
て
い
る
。「
箕
輪
の
心
中

一
六」「

鳥
辺
山
心
中

一
七」

も
、
江
戸
時
代
が
舞
台
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

江
戸
時
代
を
舞
台
と
し
て
い
な
が
ら
、
こ
の
二
つ
の
作
品
に
は
む
し
ろ
江
戸
時

代
ら
し
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
部
分
が
い
く
つ
か
あ
る
。
 

 
岡
本
綺
堂
「
箕
輪
の
心
中
」
は
、
坂
下
智
昭

一
八に

よ
る
と
、
一
九
一
一
年
五

月
に
雑
誌
『
演
藝
画
報
』
に
発
表
さ
れ
た
戯
曲
で
あ
る
。
発
表
時
は
「
藤
枝
屋

敷
」、「

箕
輪
農
家
」
の
上
下
巻
、
同
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
の
初
演
時
に
あ
る

序
幕
「
梅
若
境
内
」
と
「
武
蔵
屋
門
口
」
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
さ
ら

に
、
序
幕
を
含
ん
だ
三
幕
物
と
し
て
発
表
さ
れ
た
最
初
は
、
一
九
一
二
年
に
博

文
館
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
綺
堂
脚
本
集
』
で
あ
る
と
、
坂
下
は
述
べ
て
い
る
。

以
下
に
あ
ら
す
じ
を
紹
介
し
て
お
く
。
 

 
金
沢
五
千
石
の
旗
本
で
あ
っ
た
藤
枝
外
記
が
、
大
菱
屋
の
綾
衣
と
い
う
遊
女

に
惚
れ
込
み
、
度
重
な
る
遊
廓
通
い
に
よ
り
身
持
放
埓
の
廉
で
小
普
請
入
り
を

命
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
外
記
は
綾
衣
に
か
な
り
入
れ
込
ん
で
お
り
、
妹
の
お

縫
を
は
じ
め
、
伯
父
の
五
郎
、
用
人
の
三
左
衛
門
な
ど
ま
わ
り
の
者
が
止
め
て

も
全
く
聞
き
入
れ
よ
う
と
し
な
い
。
一
方
、
綾
衣
の
方
も
、
器
量
も
よ
し
、
気

前
も
よ
し
の
売
れ
っ
子
だ
っ
た
の
が
、
外
記
に
惚
れ
て
か
ら
は
外
記
一
筋
で
、

他
の
客
に
は
見
向
き
も
し
な
い
た
め
客
が
寄
り
付
か
ず
、
借
金
が
増
え
て
い
っ

て
い
た
。
つ
い
に
、
綾
衣
は
遊
廓
を
抜
け
出
し
、
箕
輪
に
住
ん
で
い
る
外
記
の

乳
母
の
と
こ
ろ
に
身
を
潜
め
、

追
い
つ
め
ら
れ
た
二
人
は
そ
こ
で
あ
い
び
き
を

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
あ
る
日
二
人
は
出
会
っ
た
き
っ
か
け
で
あ
る
刀
で
心
中

を
し
よ
う
と
い
う
考
え
に
至
る
。
 

 『
日
本
近
世
人
名
辞
典

一
九』に

よ
る
と
、坂

下
智
昭
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

作
中
の
藤
枝
外
記
と
い
う
の
は
、
江
戸
時
代
後
期
に
実
在
し
た
幕
臣
で
あ
る
。

安
永
二
年
に
家
督
を
継
ぎ
、
武
蔵
・
相
模
両
国
に
て
四
千
石
を
知
行
す
る
。
当

時
、
旗
本
・
御
家
人
な
ど
で
遊
興
の
た
め
問
題
を
起
こ
す
者
が
少
な
く
な
か
っ

た
が
、
外
記
も
吉
原
の
大
菱
屋
久
右
衛
門
の
抱
遊
女
で
あ
っ
た
綾
絹
と
な
じ
み

に
な
り
、
通
い
つ
め
た
と
い
う
。
そ
し
て
天
明
五
年
八
月
十
四
日
、
二
人
は
心

中
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
遊
女
綾
衣
と
の
心
中
事
件
も
実
際
に
起
こ
っ
た
こ
と

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
作
中
で
は
流
し
が
現
れ
、
唄
で
登
場
人
物
の
心
情
、
状
況

を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
三
浦
大
輔

二
〇が

述
べ
る
よ
う
に
『
曽
根
崎
心

中
』に

あ
る
他
所
事
浄
瑠
璃
の
手
法
と
同
じ
で
、「

箕
輪
の
心
中
」は

、ま
さ
に

江
戸
時
代
の
心
中
を
描
い
た
作
品
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
に
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は
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
心
中
物
と
違
っ
た
思
想
が
見
ら
れ

る
。
 

 
江
戸
時
代
、
封
建
的
支
配
体
制
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
武
士
は
、
主
君

か
ら
与
え
ら
れ
る
俸
禄
で
生
活
を
維
持
し
て
い
た
。飯

田
哲
也

二
一 に

よ
る
と
、

主
君
か
ら
与
え
ら
れ
る
俸
禄
は
、個

人
に
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、「

家
」に

与
え
ら
れ
て
い
た
。
あ
る
い
は
、「

家
」
に
俸
禄
が
つ
い
て
い
た
。
こ
の
「
家
」

が
家
名
と
い
う
き
わ
め
て
観
念
的
な
も
の
で
表
現
さ
れ
、
家
族
員
の
結
合
の
観

念
的
支
柱
に
な
っ
て
い
る
と
同
時
に
、俸

禄
と
い
う
物
質
的
な
も
の
に
よ
っ
て
、

こ
の
時
代
の
武
士
階
級
の
単
位
で
あ
る
実
体
と
し
て
の
家
族
が
存
続
し
て
い
た

の
で
あ
る
。た

し
か
に
、藤

枝
家
も
こ
の
指
摘
の
例
外
で
は
な
い
。「

箕
輪
の
心

中
」に

お
い
て
、外

記
の
周
り
の
人
間
が
、外

記
の
気
持
ち
よ
り
も
藤
枝
の
家
、

家
名
の
存
続
を
最
優
先
に
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
 

  
 
よ
し
原
が
よ
ひ
に
現
を
ぬ
か
し
て
、
三
年
越
し
の
身
持
放
埓
、
こ
の
叔
父

が
陰
に
な
り
ひ
な
た
に
な
り
、
隠
し
て
も
庇
つ
て
も
も
う
及
ば
ぬ
。
す
で
に

今
冬
は
小
普
請
入
り
仰
せ
つ
け
ら
れ
、
す
こ
し
は
眼
も
醒
む
る
か
と
思
ひ
の

外
、
ま
す
〱
乱
行
募
る
趣
、
頭
支
配
の
耳
に
も
入
つ
て
、
ひ
と
間
住
居
を
申

付
け
ら
る
ゝ
か
、
あ
る
ひ
は
甲
府
勝
手
を
い
ひ
渡
さ
れ
う
も
知
れ
ぬ
と
、
組

中
で
も
専
ら
噂
す
る
。か

く
て
は
家
の
恥
、親

類
縁
者
の
恥
、所

詮
こ
の
ま
ゝ

に
は
捨
て
お
か
れ
ぬ
奴
。
囲
碁
の
争
ひ
に
こ
と
よ
せ
て
、
一
刀
に
斬
つ
て
捨

て
、
表
向
き
は
頓
死
と
披
露
し
て
、
妹
に
然
る
べ
き
婿
を
と
れ
ば
、
世
間
に

恥
も
あ
ら
は
れ
ず
、
藤
枝
の
家
に
疵
も
つ
く
ま
い
。
 

  
こ
れ
は
、
外
記
の
叔
父
が
囲
碁
の
諍
い
に
紛
れ
て
外
記
を
殺
し
て
し
ま
お
う

と
試
み
、
未
遂
に
終
わ
っ
て
述
べ
た
言
葉
で
あ
る
。
何
よ
り
も
家
の
存
続
を
大

切
に
す
る
叔
父
は
、
藤
枝
の
家
を
守
る
た
め
に
は
甥
の
外
記
を
殺
し
て
し
ま
う

こ
と
も
か
ま
わ
な
い
。
ま
た
、
妹
の
お
縫
は
「
あ
ま
り
身
分
が
違
ふ
の
で
、
た

と
ひ
わ
た
し
達
は
承
知
し
て
も
親
類
大
勢
が
承
知
し
ま
い
」
と
、
少
し
は
兄
の

気
持
ち
に
寄
り
添
お
う
と
い
う
態
度
が
見
え
る
が
、
や
は
り
家
の
た
め
に
は
思

い
人
と
別
れ
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
の
も
仕
方
な
い
こ
と
と
考
え
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
さ
ら
に
、
藤
枝
家
の
用
人
で
あ
る
堀
部
三
佐
衛
門
は
、
綾
衣
か
ら
の

文
を
、「

こ
れ
へ
出
せ
」と

い
う
外

記
に
逆
ら
っ
て
、破

り
捨
て
て
し
ま
っ
て
い

る
。
こ
う
い
っ
た
藤
枝
の
家
を
守
る
者
た
ち
の
態
度
は
、
外
記
、
綾
衣
ら
と
対

立
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
時
代
の
家
族
の
実
体
と
し
て
は
普
通
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
逆
に
、
外
記
は
江
戸
時
代
に
お
け
る
家
族
の
在
り
方
、
考
え
方
に
反

し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

命
が
惜
い
と
申
し
た
ら
、
む
か
し
気
質
の
叔
父
様
は
、
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
 

御
立
腹
で
あ
つ
た
が
、
家
の
為
や
親
類
縁
者
の
た
め
に
、
命
を
捨
て
ろ
と
い
 

ふ
の
は
無
理
な
注
文
。
自
分
の
命
は
自
分
の
も
の
、
人
の
た
め
に
な
ん
で
死
 

な
う
ぞ
。
外
記
の
命
も
自
分
の
為
な
ら
、
な
ん
時
で
も
見
事
に
捨
て
て
見
せ
 

る
わ
。
 

  
こ
の
台
詞
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
外
記
は
藤
枝
家
の
一
員
で
あ
る
と
い
う

こ
と
よ
り
も
、
一
人
の
人
間
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
優
先
し
て
い
る
。
こ
の
考

え
方
に
つ
い
て
、坂

下
智
昭
は
、「

そ
れ
ま
で
の
忠
義
第
一
と
す
る
武
士
の
姿
と

は
違
う
、
自
我
を
第
一
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
家
族
間
の
義
理

や
人
情
に
葛
藤
す
る
、
こ
れ
ま
で
の
近
松
の
心
中
物
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
男
の

姿
は
な
い
」と

し
、外

記
に
は
、「

確
固
た
る
自
我
が
存
在
し
て
い
る
」と

指
摘

し
て
い
る
。
こ
の
「
確
固
た
る
自
我
」
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
個
人
主
義
と
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い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
坂
下
智
昭
が
指
摘
す
る
よ
う
な
「
近
松
の
心

中
物
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
男
の
姿
」
や
、
外
記
と
綾
衣
の
仲
を
裂
こ
う
と
す
る

周
り
の
人
々
が
、
前
時
代
に
即
し
た
集
団
主
義
の
人
間
で
、
対
す
る
外
記
は
近

代
的
な
個
人
主
義
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
個
人
主
義
と
い
う
の
は
近
代
に
入
っ
て
か
ら
浸
透
し
た
思
想

で
あ
る
。
江
戸
時
代
を
舞
台
と
し
て
い
な
が
ら
、
主
要
人
物
で
あ
る
藤
枝
外
記

は
、
近
代
人
ら
し
い
性
格
を
付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
綾
衣
も
そ

の
時
代
の
女
性
に
そ
ぐ
わ
な
い
豪
気
な
考
え
方
を
し
て
い
た
。
外
記
の
乳
母
か

ら
、
外
記
の
た
め
を
思
っ
て
別
れ
て
く
れ
と
言
わ
れ
、
こ
の
よ
う
に
返
し
て
い

る
。
 

 
な
る
ほ
ど
お
前
の
こ
ゝ
ろ
で
は
、
五
百
石
の
お
家
が
大
事
で
あ
ら
う
が
、

主
と
わ
た
し
の

戀
を
唄
う
た
此
ご
ろ
の
流
行
唄
を
、
お
前
は
な
ん
と
聞
き
な

さ
ん
し
た
。
な
ん
の
五
千
石
、
君
と
ね
よ
…
…
。
五
百
石
や
五
千
石
は
お
は

ぐ
ろ
溝
へ
流
す
白
粉
の
水
も
お
な
じ
こ
と
、
百
万
石
で
も
買
は
れ
ぬ
は
、
廓

の
女
の
ま
こ
と
で
ご
ざ
ん
す
。（

中
略
）そ

れ
ほ
ど
尊
い
女
の
誠
を
五
百
石
で

買
つ
た
と
お
も
へ
ば
、
廉
い
も
の
で
は
ご
ざ
ん
せ
ぬ
か
。
お
た
が
ひ
に
惚
れ

た
が
因
果
、
あ
す
が
日
ど
の
や
う
な
こ
と
が
あ
つ
て
も
、
わ
た
し
を
恨
ん
で

く
だ
さ
ん
す
な
。
 

  
五
百
石
や
五
千
石
、そ

し
て
そ
れ
が
得
ら
れ
る
た
め
の
家
の
価
値
を
否
定
し
、

遊
女
で
あ
る
自
分
の
恋
情
を「

尊
い
女
の
誠
」と

し
て
、高

く
評
価
し
て
い
る
。

さ
ら
に
乳
母
が
、
外
記
の
命
に
か
か
わ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
ら
ど
う
す
る

の
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
と
、
こ
の
よ
う
に
返
し
て
い
る
。
 

 

殿
様
が
死
ね
ば
私
も
死
ぬ
ま
で
の
こ
と
。
殿
様
が
斯
う
な
つ
た
は
わ
た
し

の
為
、わ

た
し
が
斯
う
な
つ
た
も
殿
様
の
為
、云

は
ゞ
両
方
が
五
分
五
分
で
、

秤
に
か
け
た
ら
重
い
軽
い
は
ご
ざ
ん
す
ま
い
。
わ
た
し
一
人
が
悪
い
や
う
に

思
は
ん
す
は
、
あ
ん
ま
り
身
勝
手
で
ご
ざ
ん
そ
う
ぞ
。
 

  
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
、
坂
下
智
昭
は
、「

身
分
の
違
い
を
全
く
問
題
と
せ
ず
、

お
互
い
が
こ
の
恋
愛
に
お
い
て
平
等
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
」と

し
、「

相
手
が
旗
本
の
殿

様
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
ら
の
意
志
を
犠
牲
に
し
て
身
を
引

く
こ
と
は
な
い
、
相
手
が
誰
で
あ
ろ
う
と
も
自
分
は
自
分
の
意
志
に
し
た
が
う

こ
と
を
述
べ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
綾
衣
の
考
え
で
は
、

こ
の
時
代
に
し
て
は
驚
く
ほ
ど
、
遊
女
で
あ
る
自
分
と
武
士
で
あ
る
外
記
と
の

立
場
が
対
等
で
あ
る
。
江
戸
時
代
、
女
は
男
よ
り
劣
っ
た
存
在
と
み
な
さ
れ
て

い
た
。
飯
田
哲
也
は
、
江
戸
時
代
に
書
か
れ
た
『
女
大
学
』
と
い
う
書
物
を
引

き
合
い
に
だ
し
、
こ
の
時
代
を
「
女
性
が
最
悪
の
状
態
に
あ
っ
た
時
代
に
他
な

ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
特
に
、
綾
衣
は
遊
女
で
あ
る
た
め
、
そ
の
立
場
は

さ
ら
に
低
い
は
ず
で
あ
る
。し

か
し
、綾

衣
は
男
女
、身

分
に
関
係
な
く
、堂

々
と
恋
愛
に
お
け
る
平
等
を
説
い
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
自
由
平
等
思

想
と
い
う
の
も
、
近
代
に
入
っ
て
か
ら
浸
透
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
で

は
「
平
等
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
出
て
き
て
い
な
い
が
、
二
人
が
心
中
の
意
志

を
固
め
る
場
面
で
は
、「

冥
途
へ
ゆ
け
ば
家
柄
も
な
し
身
分
も
な
し
、武

士
も
町

人
も
自
他
平
等
、
う
る
さ
い
此
世
に
ゐ
る
よ
り
も
優
し
で
あ
ら
う
よ
」
と
「
平

等
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
し
て
い
る
。
外
記
は
、
藤
枝
家
存
続
よ
り
も
個
人
の

恋
愛
を
優
先
し
、
綾
衣
は
、
恋
愛
に
お
け
る
立
場
の
平
等
を
語
っ
て
い
る
。
こ

の
二
人
は
江
戸
時
代
に
生
き
な
が
ら
も
、
近
代
思
想
を
先
取
り
し
た
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
な
の
だ
。そ

し
て
二
人
は
、「

家
柄
も
な
し
身
分
も
な
し
」の「

自
他
平
等
」
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な
時
代
を
目
指
し
て
、
二
人
の
た
め
だ
け
に
死
ん
で
い
く
。
 

 
同
じ
よ
う
に
、
登
場
人
物
に
近
代
的
な
性
格
が
付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
作
品
と
し
て
、
同
作
家
の
「
鳥
辺
山
心
中
」
が
挙
げ
ら
れ

る
。「

鳥
辺
山
心
中
」
は
、
一
幕
二
場
の
戯
曲
で
、
一
九
一
五
年
八
月
の
作
で
、

翌
月
に
本
郷
座
で
初
演
が
行
わ
れ
て
い
る
。一

九
一
七
年
に『

新
脚
本
叢
書
 
第

三
篇

二
二』

に
て
単
行
本
化
さ
れ
た
。
以
下
に
あ
ら
す
じ
を
紹
介
す
る
。
 

 
寛
永
三
年
十
二
月
中
旬
。
江
戸
の
武
士
で
あ
る
半
九
郎
は
将
軍
の
上
洛
に
従

っ
て
京
に
来
て
い
た
。
も
う
足
か
け
二
月
遊
女
の
お
染
の
と
こ
ろ
へ
通
っ
て
い

た
が
、
ま
た
将
軍
に
つ
い
て
江
戸
へ
帰
る
こ
と
に
な
っ
た
。
店
に
出
て
か
ら
ず

っ
と
半
九
郎
し
か
客
を
知
ら
な
い
お
染
に
す
っ
か
り
情
が
移
っ
て
い
た
半
九
郎

は
、
自
分
の
刀
を
売
っ
て
で
も
お
染
を
自
由
に
し
て
や
り
た
い
と
願
う
が
、
友

人
市
之
助
に
止
め
ら
れ
る
。
そ
こ
へ
、
市
之
助
の
弟
、
源
三
郎
が
現
れ
、
市
之

助
の
遊
郭
通
い
を
責
め
、友

人
で
あ
る
半
九
郎

の
せ
い
だ
と
半
九
郎
を
詰
っ
た
。

口
論
に
な
り
、
頭
に
血
が
上
っ
た
二
人
は
真
剣
で
勝
負
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

結
果
、
源
三
郎
は
負
け
、
死
ん
だ
。
さ
し
た
る
遺
恨
も
な
く
侍
を
殺
し
て
し
ま

っ
た
半
九
郎
は
、
切
腹
す
る
か
市
之
助
に
弟
の
か
た
き
と
し
て
討
た
れ
る
他
な

い
。
一
人
で
死
ぬ
く
ら
い
な
ら
、
と
二
人
は
心
中
す
る
こ
と
を
決
め
る
。
 

「
鳥
辺
山
心
中
」
も
「
箕
輪
の
心
中
」
と
同
じ
く
江
戸
時
代
を
舞
台
と
し
た
作

品
で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
注
目
し
た
い
の
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
お
染
だ
。
お

染
は
、ま

だ
廓
に
身
を
沈
め
て
か
ら
日
数
も
浅
い
。そ

し
て
、「

店
出
し
の
晩
か

ら
お
な
じ
み
に
な
つ
た
江
戸
の
お
侍
が
、
わ
た
し
の
や
う
な
者
で
も
可
愛
が
つ

て
く
だ
さ
れ
て
、
夜
も
昼
も
揚
げ
詰
め
、
ほ
か
の
座
敷
へ
は
ま
だ
一
度
も
出
た

こ
と
が
ご
ざ
ん
せ
ぬ
」
と
述
べ
て
お
り
、
お
染
は
遊
女
で
あ
り
な
が
ら
、
半
九

郎
一
人
し
か
男
を
知
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
作
品
の
後
半
で

は
、
さ
ら
に
お
染
の
身
体
の
清
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
 

 
店
出
し
の
宵
か
ら
お
前
さ
ま
の
揚
詰
め
で
、汚

れ
の
な
い
妾
の
か
ら
だ
は
、

ど
こ
ま
で
も
半
様
ひ
と
り
を
夫
と
し
て
、
清
い
一
生
を
送
り
た
さ
。
 

  
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
お
染
に
対
し
て
、
半
九
郎
も
以
下
の
よ
う
に
返
し
て
い

る
。
 

  
 
わ
し
も
そ
な
た
を
色
里
に
沈
め
て
置
く
が
い
ぢ
ら
し
く
、
身
う
け
し
て
親

許
へ
と
、
思
ひ
し
こ
と
も
食
ひ
違
う
て
、
か
う
な
る
か
ら
は
寧
そ
の
こ
と
、

そ
な
た
を
殺
す
は
そ
な
た
を
救
ふ
、
慈
悲
の
殺
生
で
あ
ら
う
も
知
れ
ぬ
。
濁

り
に
沈
ん
で
濁
り
に
染
ま
ぬ
、
清
い
處
女
と
戀
を
し
て
…
…
。
 

  
こ
の
よ
う
に
、
二
人
は
や
た
ら
と
お
染
の
「
清
さ
」
を
重
視
し
て
い
る
。
し

か
し
、
遊
女
で
あ
る
お
染
が
一
人
し
か
男
を
知
ら
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
が
普

通
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。「

夜
も
昼
も
揚
げ
詰
め
」と

あ
る
が
、二

月
も
遊
女

を
揚
げ
続
け
る
と
い
う
の
は
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
い
。
絶
対
に
あ
り
え
な
い

と
い
う
こ
と
で
も
な
い
が
、
現
実
的
に
考
え
て
不
可
能
に
近
い
だ
ろ
う
。
そ
も

そ
も
、遊

女
の
身
体
が
清
い
と
い
う
考
え
が
そ
の
当
時
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。

で
は
な
ぜ
お
染
は
そ
の
よ
う
な
特
殊
な
女
性
と
し
て
描
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
 

 
佐
伯
順
子

二
三は

、そ
の
理
由
と
し
て
、明

治
の
近
代
化
に
お
い
て
芽
生
え
た

廃
娼
論
を
挙
げ
て
い
る
。牟

田
和
恵

二
四に

よ
る
と
、明

治
期
に
唱
え
ら
れ
た
廃

娼
論
と
そ
れ
に
伴
っ
た
廃
娼
運
動
は
、「
娼
婦
を
表
舞
台
か
ら
隠
匿
し
売
娼
や
娼

婦
を
罪
深
い
も
の
と
し
て
一
般
の
家
庭
や
「
ま
っ
と
う
な
」
婦
人
と
は
隔
離
さ

れ
峻
別
さ
れ
る
裏
面
の
存
在
と
す
る
こ
と
で
、
新
し
い
性
の
秩
序
を
作
り
上
げ

る
機
能
」が

あ
っ
た
と
し
、『

青
鞜
』を

は
じ
め
と
す
る
女
性
の
言
論
が
活
発
に
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な
っ
た
大
正
の
初
め
に
は「「

処
女
」や「

貞
操
」に

特
殊
な
価
値
付
与
」が

な
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ま
た
佐
伯
順
子
の
主
張
に
戻
る
と
、
救
世
軍

の
山
室
軍
平
が
、
公
娼
廃
止
論
の
代
表
作
と
さ
れ
る
『
社
会
廓
清
論
』
を
出
し

た
の
が
大
正
三
年
十
月
で
、「

鳥
辺
山
心
中
」初

演
の
ほ
ぼ
一
年
前
で
あ
る
。そ

の
よ
う
な
社
会
背
景
の
中
で
、
江
戸
時
代
の
歌
舞
伎
と
全
く
同
じ
よ
う
な
遊
女

を
主
役
に
で
き
る
わ
け
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
近
代
の
歌
舞
伎
の
ヒ
ロ
イ
ン

と
し
て
許
さ
れ
た
の
が
、「

清
い
處
女
」で「

汚
れ
の
な
い
か
ら
だ
」を

持
っ
た

お
染
と
い
う
登
場
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
理
由
か
ら
お
染
に
は
、
遊
女

で
あ
り
な
が
ら
「
清
い
」
と
い
う
無
理
な
設
定
を
も
う
け
ら
れ
た
の
だ
と
佐
伯

順
子
は
述
べ
て
い
る
。
 

 
こ
の
よ
う
に
し
て
、「

鳥
辺
山
心
中
」の

お
染
に
は
、当

時
の
社
会
の
動
き
か

ら
、
や
む
を
え
ず
「
近
代
ら
し
い
」
特
徴
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し

か
し
、考

え
ら
れ
る
理
由
は
、社

会
背
景
だ
け
で
は
な
い
。佐

伯
順
子
は
、『

読
売

新
聞
』

に
て
連

載
さ
れ
た
、

尾
崎
紅

葉
「
伽
羅

枕
二
五」

を
例

に
挙
げ

、「
出

張
先
の
恋
を
楽
し
ん
で
去
る
江
戸
の
男
と
い
う
設
定
も
、『

鳥
辺
山
心
中
』と

共
通
し
て
い
る
。だ

が
、主

人
公
が
、島

原
、吉

原
の
太
夫
と
し
て
活
躍
す
る『

伽
羅
枕
』
に
は
、
遊
女
を
「
清
い
お
と
め
」
に
捏
造
し
よ
う
な
ど
と
い
う
意
志
は

露
ほ
ど
も
存
在
し
な
い
。そ

れ
ゆ
え
に
こ
そ
、『

伽
羅
枕
』は

同
時
代
の
文
学
批

評
か
ら
、古

臭
い
西
鶴
の
焼
き
直
し
と
し
て
糾
弾
さ
れ
た
」と

指
摘
し
て
い
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
、「『

鳥
辺
山
心
中
』
に
、
そ
う
し
た
批
判
を
免
れ
る
新
た
な
ヒ

ロ
イ
ン
像
が
求
め
ら
れ
た
の
も
、
時
代
の
趨
勢
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
述

べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「

箕
輪
の
心
中
」
に
つ
い
て
坂
下
智
昭
が
述
べ
て
い
た
、

「
近
松
の
よ
う
な
心
中
物
を
書
き
な
が
ら
、
近
松
と
は
決
定
的
に
違
う
独
自
の

新
し
さ
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
と
、
同
じ
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
く
ら

江
戸
時
代
を
舞
台
と
し
て
い
て
も
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
描
い
て
い
て
は
、
そ
れ

こ
そ
「
伽
羅
枕
」
の
よ
う
に
、
古
典
文
学
の
「
焼
き
直
し
」
と
評
価
さ
れ
て
し

ま
い
、
二
番
煎
じ
と
み
な
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
近
代
的
要
素
を
入
れ
す

ぎ
て
し
ま
う
と
、
や
は
り
江
戸
時
代
と
い
う
舞
台
に
合
わ
ず
、
観
客
に
違
和
感

を
与
え
て
し
ま
う
。そ

こ
で
と
っ
た
の
が
、こ

の
よ
う
に
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
で
、

作
品
内
に「

近
代
ら
し
さ
」を

取
り
込
む
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

岡
本
綺
堂
は
、
江
戸
時
代
と
い
う
舞
台
を
設
定
し
な
が
ら
も
、
近
代
の
人
々
に

も
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
よ
う
な
工
夫
を
凝
ら
す
こ
と
で
、
多
く
の
ヒ
ッ
ト
作

を
世
に
送
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
 

 
お
わ
り
に
 

  
こ
こ
ま
で
近
代
の
心
中
を
テ
ー
マ
と
し
て
扱
っ
た
作
品
の
中
で
も
、前

時
代

の
特
徴
を
残
し
た
、も

し
く
は
前
時
代
を
舞
台
と
し
た
作
品
を
調
査
し
て
き
た
。

第
二
章
で
は
、
ま
ず
森
鴎
外
「
心
中
」
に
つ
い
て
、
そ
の
解
剖
的
な
書
き
方
を

指
摘
し
、「

に
ご
り
え
」、「

今
戸
心
中
」へ

の
意
識
に
つ
い
て
述
べ
た
。森

鴎
外

が「
に
ご
り
え
」、「

今
戸
心
中
」を

読
ん
で
い
た
こ
と
は
、「

め
さ
ま
し
草
」で

の
発
言
か
ら
も
明
ら
か
で
、
作
品
の
描
き
方
で
心
中
の
美
し
さ
を
壊
し
、
逆
に

そ
の
悲
惨
さ
を
生
々
し
く
描
い
て
い
る
こ
と
は
、「

に
ご
り
え
」「

今
戸
心
中
」

を
意
識
し
て
あ
え
て
行
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。し

か
し
、

鴎
外
が
こ
の
二
つ
の
作
品
を
意
識
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
部
分
は
こ
れ
だ
け
で

は
な
い
。「

心
中
」の

ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
お
蝶
の
恋
人
で
、お

蝶
と
一
緒
に
心
中

を
す
る
佐
野
が
、
一
度
も
お
蝶
の
客
と
し
て
店
に
来
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
部

分
に
お
い
て
、「

に
ご
り
え
」、「

今
戸
心
中
」と

異
な
っ
て
い
る
。「

に
ご
り
え
」

「
今
戸
心
中
」
で
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
心
中
の
相
手
は
、
ど
ち
ら
と
も
ヒ
ロ
イ
ン
の

客
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
。
遊
女
と
の
心
中
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
客
が
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相
手
と
い
う
の
が
自
然
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。し

か
し
、「

心
中
」で

は
、佐

野
が
「
お
客
に
な
つ
て
来
た
こ
と
は
な
い
」
と
さ
れ
、
佐
野
は
初
め
か
ら
終
わ

り
ま
で
、
一
度
も
お
蝶
の
客
に
な
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
設
定

が
ど
う
し
て
も
作
品
内
に
必
要
だ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
こ
の

設
定
を
わ
ざ
わ
ざ
加
え
た
の
か
。
こ
れ
は
、
第
二
章
で
述
べ
た
の
と
同
じ
よ
う

に
、「

に
ご
り
え
」、「

今
戸
心
中
」を

意
識
し
て
い
た
か
ら
、あ

え
て
こ
の
よ
う

に
両
作
品
の
反
対
に
な
る
よ
う
に
、
佐
野
を
お
蝶
の
客
に
し
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
ら
え
る
。
鴎
外
は
、
こ
の
よ
う
な
や
り
方
で
「
に
ご
り

え
」、「

今
戸
心
中
」
と
の
違
い
を
さ
ら
に
強
調
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
 

 
そ
し
て
、
第
二
章
の
後
半
で
は
、
菊
池
寛
「
島
原
心
中
」
と
森
鴎
外
の
「
心

中
」を

比
較
し
、そ

の
類
似
点
か
ら
、両

者
の
解
剖
的
な
書
き
方
を
指
摘
し
た
。

徳
田
秋
声

二
六に

よ
る
と

、
心
理
の

解
剖
に
は

、「
純
粋
な
客

観
的

態
度
」、「

冷
酷
に
過
ぎ
た
態
度
」
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
叶
え
る
た
め
に
、
第

三
者
か
ら
の
ま
た
聞
き
と
い
う
作
品
の
形
と
、
語
り
手
が
自
分
に
近
い
人
物
設

定
で
あ
る
こ
と
を
、菊

池
寛
は
作
品
に
取
り
込
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

ま
た
、「

島
原
心
中
」
と
森
鴎
外
「
高
瀬
舟
」
の
類
似
か
ら
、「

島
原
心
中
」
に

お
け
る
森
鴎
外
へ
の
意
識
は
、
単
に
「
心
中
」
か
ら
「
島
原
心
中
」
一
作
へ
の

影
響
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
彼
の
特
徴
と
さ
れ
る
性
格
解
剖
と
い
う
書
き
方

す
べ
て
に
お
い
て
、
菊
池
寛
が
森
鴎
外
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
た
可
能
性
を
表

し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
 

第
三
章
で
扱
っ
た
、
岡
本
綺
堂
「
箕
輪
の
心
中
」、「

鳥
辺
山
心
中
」
で
は
、

両
作
品
と
も
に
、
近
世
を
舞
台
と
し
な
が
ら
も
、
近
代
人
ら
し
い
思
想
を
持
っ

た
登
場
人
物
に
つ
い
て
言
及
し
た
。「

箕
輪
の
心
中
」の

主
人
公
で
あ
る
藤
枝
外

記
は
、
恋
人
で
あ
る
遊
女
、
綾
衣
の
た
め
な
ら
、
家
族
の
こ
と
も
顧
み
な
い
と

い
う
男
で
あ
っ
た
。
遊
廓
通
い
を
主
君
か
ら
咎
め
ら
れ
、
小
普
請
入
り
を
命
じ

ら
れ
て
も
な
お
、
綾
衣
と
会
う
の
を
や
め
よ
う
と
し
な
い
。
そ
れ
を
、
家
族
が

あ
の
手
こ
の
手
で
な
ん
と
か
別
れ
て
も
ら
お
う
と
す
る
の
だ
が
、
外
記
は
が
ん

と
し
て
譲
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
家
名
を
大
切
に
す
る
家
族
と
、
一
人
の
人

間
と
し
て
の
自
由
な
恋
愛
を
優
先
す
る
外
記
と
の
対
立
関
係
が
表
れ
る
。
坂
下

智
昭

二
七が「

こ
れ
ま
で
の
近
松
の
心
中
物
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
男
の
姿
は
な
い
」

と
指
摘
し
て
お
り
、
家
族
や
、
主
君
に
迷
惑
を
か
け
な
が
ら
も
「
人
の
た
め
に

な
ん
で
死
な
う
ぞ
」
と
は
っ
き
り
口
に
し
て
い
る
外
記
は
、
お
よ
そ
江
戸
時
代

の
武
士
ら
し
く
な
い
。
む
し
ろ
、
個
人
主
義
の
浸
透
し
た
近
代
人
ら
し
い
考
え

方
で
あ
る
。
ま
た
、
綾
衣
の
ほ
う
も
、
恋
愛
に
お
い
て
、
武
士
で
あ
る
外
記
と

自
分
の
立
場
を
対
等
と
考
え
、そ

の
考
え
を
き
っ
ぱ
り
と
口
に
し
て
さ
え
い
る
。

綾
衣
の
男
女
も
身
分
も
関
係
な
し
、
す
べ
て
平
等
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
も
、

江
戸
時
代
と
い
う
よ
り
は
、近

代
思
想
に
近
い
。同

じ
よ
う
に
、「
鳥
辺
山
心
中
」

に
お
い
て
も
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
お
染
に
近
代
的
な
特
徴
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
お

染
は
、
郭
に
沈
ん
で
日
が
浅
い
と
い
え
ど
も
、
遊
女
に
も
関
わ
ら
ず
、
半
九
郎

と
い
う
武
士
し
か
男
を
知
ら
な
か
っ
た
。
半
九
郎
が
「
昼
も
夜
も
揚
げ
詰
め
」

て
く
れ
て
い
た
お
か
げ
で
、
他
の
座
敷
に
で
な
く
て
も
済
ん
だ
の
で
あ
る
。
遊

女
を
二
月
あ
ま
り
も
揚
げ
続
け
る
に
は
か
な
り
の
財
力
が
必
要
で
、
一
介
の
武

士
で
あ
る
半
九
郎
が
容
易
に
行
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
作
品
で

は
、
お
染
が
半
九
郎
し
か
男
を
知
ら
な
い
清
い
身
体
で
あ
る
こ
と
を
や
た
ら
と

強
調
し
て
い
た
。
岡
本
綺
堂
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
無
理
な
設
定
を
施
し
、
お

染
が
清
い
身
体
で
あ
る
と
強
調
し
た
の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
佐
伯
順
子

二
八が

挙
げ
て
い
た
廃
娼
論
等
の
社
会
的
背
景
に
あ
る
だ
ろ
う
。明

治
期
に
唱
え

ら
れ
た
廃
娼
論
と
そ
れ
に
伴
っ
た
廃
娼
運
動
、さ

ら
に
、『

青
鞜
』を

は
じ
め
と

す
る
女
性
の
言
論
が
活
発
に
な
っ
た
大
正
の
初
め
に
は
「「

処
女
」
や
「
貞
操
」
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に
特
殊
な
価
値
付
与
」 が

な
さ
れ
、そ

の
よ
う
な
時
代
に
江
戸
時
代
の
歌
舞
伎

と
同
じ
よ
う
な
遊
女
を
ヒ
ロ
イ
ン
に
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
で

取
ら
れ
た
策
が
、
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
お
染
を
、
遊
女
で
あ
り
な
が
ら
も
一
人
の

男
に
し
か
身
体
を
許
し
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
設
定
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
工
夫
が
、
近
代
の
社
会
的
な
動
き
に
合
わ
せ
て
設
け
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、結

果
と
し
て
こ
の
作
品
に
、「

箕
輪
の
心
中
」と

同
じ

よ
う
に
、「

旧
劇
の
型
に
溢
る
ゝ
ば
か
り
の
新
味
を
加
へ
、飽

く
ま
で
心
中
を
美

化
し
た

二
九」

の
と
同

じ
こ
と
で
あ

っ
た
。

こ
の
こ
と

に
よ
っ
て

、「
箕

輪
の

心
中
」
は
、
古
典
文
学
の
「
焼
き
直
し
」
と
さ
れ
る
の
を
免
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
岡
本
綺
堂
は
、
近
世
を
舞
台
と
し
な
が
ら
も
、
近
代
の
人
々
に
受

け
入
れ
や
す
い
作
品
に
す
る
た
め
、作

品
中
に
近
代
的
な
思
想
を
加
え
て
い
た
。 

こ
う
や
っ
て
、
森
鴎
外
「
心
中
」、

菊
池
寛
「
島
原
心
中
」、

岡
本
綺
堂
「
箕

輪
の
心
中
」、「

鳥
辺
山
心
中
」
の
四
作
品
に
つ
い
て
調
査
し
て
き
た
が
、
い
ず

れ
も
近
世
の
特
徴
、
型
を
継
承
し
な
が
ら
、
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
近
代
の
心
中
文

学
と
し
て
、
近
世
と
は
異
な
る
特
徴
を
有
し
て
い
る
。「

心
中
」、「

島
原
心
中
」

で
は
、佐

伯
順
子

三
〇が

近
代
に
書
か
れ
る
心
中
文
学
の
特
徴
と
し
て
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
、「

色
恋
と
は
無
関
係
に
、生

き
る
こ
と
そ
の
も
の
へ
の
ニ
ヒ
ル
な

諦
観
め
い
た
も
の
」
が
心
中
の
動
機
と
な
っ
て
い
る
心
中
文
学
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
二
作
品
は
そ
こ
に
留
ま
ら
な
い
。
解
剖
的
な
書
き
方
で
、
心
中
の
美
し
さ

を
徹
底
的
に
破
壊
し
、そ

の
悲
惨
さ
を
暴
き
出
し
て
い
る
。そ

し
て
、「

心
中
を

美
化
し
な
い
」
こ
と
を
意
識
的
に
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
逆
に
江
戸
時
代
か

ら
の
心
中
文
学
の
流
れ
を
強
く
意
識
し
て
い
る
こ
と
も
う
か
が
え
る
。
ま
た
、

岡
本
綺
堂
「
箕
輪
の
心
中
」、「

鳥
辺
山
心
中
」
に
お
い
て
は
、
同
書
で
佐
伯
順

子
が
述
べ
た
「
色
恋
と
は
無
関
係
に
、
生
き
る
こ
と
そ
の
も
の
へ
の
ニ
ヒ
ル
な

諦
観
め
い
た
も
の
」
が
動
機
と
な
っ
た
作
品
で
は
な
い
。
近
代
に
書
か
れ
た
作

品
で
は
あ
る
が
、
近
世
の
型
を
踏
襲
し
、
作
品
の
舞
台
も
江
戸
時
代
で
あ
る
。

そ
し
て
、主

人
公
と
ヒ
ロ
イ
ン
は「

死
に
愛
の
救
済
」を

求
め
て
死
ん
で
い
く
。

し
か
し
、
作
品
内
に
は
近
代
的
な

思
想
が
見
え
隠
れ
し
、
完
璧
な
近
松
の
踏
襲

で
は
な
か
っ
た
。
型
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
近
代
の
心
中
文
学
ら
し
い
特
徴
を

持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

こ
う
し
て
み
る
と
、
明
治
・
大
正
期
の
心
中
文
学
は
、
近
世
の
心
中
文
学
の

要
素
を
い
く
つ
か
残
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
近
代
ら
し
い
個
性
を
発
揮
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
そ
の
近
代
ら
し
い
個
性
は
、
近
代
の
感
覚
で

自
由
に
発
揮
さ
れ
た
だ
け
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
逆
に
近
世
の
文
学
を
強
く

意
識
さ
せ
る
か
ら
こ
そ
、
あ
え
て
強
く
押
し
出
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
。
特
に
、
森
鴎
外
「
心
中
」、

菊
池
寛
「
島
原
心
中
」
で
は
、
遊
廓
と

い
う
舞
台
、
遊
女
と
の
心
中
な
ど
、
近
世
の
心
中
文
学
の
鉄
板
と
も
い
え
る
設

定
を
使
い
な
が
ら
、「

解
剖
」
と
い
う
い
か
に
も
近
代
的
な
要
素
が
み
ら
れ
た
。

で
は
、
こ
の
二
作
品
の
よ
う
に
、
近
代
ら
し
い
「
解
剖
的
な
」
書
き
方
で
、
心

中
の
美
し
さ
を
排
し
て
、
そ
れ
で
も
「
心
中
」
と
い
う
近
世
文
学
の
代
表
格
と

も
い
え
る
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
、
近
世
の
心
中

文
学
か
ら
変
容
し
、近

代
ら
し
い
心
中
文
学
が
確
立
さ
れ
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、

い
ま
だ
に
近
世
の
心
中
文
学
の
要
素
を
残
し
て
い
る
、
い
わ
ば
、
近
代
に
お
け

る
心
中
文
学
の
在
り
方
と
い
う
の
を
模
索
し
て
い
る
時
期
に
、
あ
え
て
こ
の
よ

う
な
作
品
を
書
く
こ
と
で
、
近
世
の
心
中
文
学
の
内
実
を
暴
き
、
そ
れ
を
越
え

て
い
こ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
こ
と
か
ら「

心
中
」「

島
原
心
中
」で

の
心
中
の
描
か
れ
方
は
明
治
・
大
正
期

の
心
中
文
学
に
お
い
て
、
非
常
に
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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一『
日

本
国
語
大
辞
典
 
第
二
版
第
七
巻
』
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
七
月
二
日

 

二
 佐

伯
順

子
『「

愛
」
と
「
性
」
の
文
化
史
』
角
川
学
芸
出
版
、
平
成
二
十
年
十
一
月
十
日

 

三
 西

尾
邦

夫
「
心
中
文
学
の
成
立
―
―
殉
死
か
ら
心
中
へ
」『

国
文
学
論

輯
』
一
九
九
六
年

三
月

 

四
 広

津
柳

浪
「
今
戸
心
中
」『

文
芸
倶
楽
部
 

第
二
巻
八
編
』
一
八
九
六
年
九
月

 

五
 樋

口
一

葉
「
に
ご
り
え
」『

文
芸
倶
楽
部
 

第
一
巻
九
編
』
一
八
九
五
年
九
月

 

六
 朴

那
美
「
樋
口
一
葉
の
『
に
ご
り
え
』
と
近
松
門
左
衛
門
『
心
中
天

網
島
』
―
―
そ
の
愛

の
形

、
行
方
―
―
」『

東
ア
ジ
ア
日

本
語
教
育
・
日
本
文
化
研
究
』
二
〇
〇
三
年
三
月

 

七
 塚

田
満

江
「
明
治
の
心
中
と
「
に
ご
り
え
」」『

女
子
大
国
文
』
一
九

六
二
年
十
二
月

 

八
 清

田
文

武
「
森
鴎
外
「
心
中
」
論
」『

文
芸
研
究
』
二
〇
〇
六
年
九
月

 

九
 森

林
太

郎
、
久
米
桂
一
郎
同
選
『
芸
葉
解
剖
学
』
画
報
社
、
一
九
〇
五
年
十
二
月

 

一
〇

 朝
岡

浩
史
「
森
鴎
外
『
心
中
』
―
―
徘
徊
す
る
幽
霊
―
―
」『

表
現
研
究
』
二
〇
〇
五
年

三
月

 

一
一

 塚
田

満
江
「
明
治
の
心
中
と
「
に
ご
り
え
」」『

女
子
大
国
文
』
一
九

六
二
年
十
二
月

 

一
二

 引
用

は
『
日
本
現
代
文
学
全
集
 

第
五
十
七
巻
』
講
談
社
、
一
九
六
七
年
二
月
十
九
日

を
使

用
し
た
。

 

一
三

 「
憂

鬱
な
る
シ
ヨ
ウ
―
―
菊
池
寛
へ
―
―
」『

東
京
日
日
マ
ガ
ジ
ン
』
一
九
二
二
年
三
月

五
日

 

一
四

 徳
田

秋
聲
「
小
説
入
門
」『

文
芸
研
究
叢
書
 
第
二
編
』
春
陽
堂
、
一
九
一
八
年
四
月
二

十
日

（
た
だ
し
引
用
は
、
徳
田
秋
聲
『
徳
田
秋
聲
全
集
 

第
二
十
四
巻
』
八
木
書
店
、
二

〇
〇

一
年
九
月
十
八
日
を
使
用
し
た
。）

 

一
五

 森
鴎

外
「
高
瀬
舟
」『

中
央
公
論
』
一
九
一
六
年
一
月

 

一
六

 引
用

は
『
現
代
日
本
文
学
全
集
 

第
五
十
六
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
五
七
年
六
月
十
五

日
を

使
用
し
た
。

 

一
七

 引
用

は
『
日
本
現
代
文
学
全
集
 

第
三
十
四
巻
』
講
談
社
、
一
九
六
八
年
六
月
十
九
日

を
使

用
し
た
。

 

一
八

 坂
下

智
昭
「『

箕
輪
の
心
中
』
に
内
包
す
る
「
型
」
―
―
岡
本
綺
堂
が
描
く
藤
枝
外
記
心

中
事

件
―
―
」『

近
代
文
学
 

第
二

次
 
研
究
と
資
料
４
』
二
〇
一
〇
年
三
月

 

一
九

 竹
内

誠
、
深
井
雅
海
［
編
］、『

日
本
近
世
人
名
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
十

二
月

二
十
日

 

二
〇

 三
浦

大
輔「

広
津
柳
浪『

今
戸
心
中
』論

 
:
 心

中
事
件
の「

解
釈
」と「

二
上
り
新
内
」

を
め

ぐ
っ
て
」『

同
志
社
国
文
学
』

二
〇
一
四
年
三
月

 

二
一

 飯
田

哲
也
『
家
族
の
社
会
学
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
六
年
十
一
月
十
日

 

                                        
 

二
二

 岡
本
綺
堂
『
新
脚
本
叢
書
 
第
三
編
』
平
和
出
版
社
、
一
九
一
七
年
四
月

 

二
三

 佐
伯
順
子
「
お
染

 鳥
辺

山
心

中
」『

国
文
学
 
五
十
二
巻
一
』
二
〇
〇
七
年
一

月
 

二
四

 牟
田
和
恵
『
戦
略
と
し
て
の
家
族
』
新
曜
社
、
一
九
九
六
年
七
月
三
十
日

 

二
五

 尾
崎
紅
葉
「
伽
羅
枕
」『

読
売

新
聞

』
一

八
九

〇
年

七
月

～
九

月
 

二
六

 徳
田
秋
聲
「
小
説
入
門
」『

文
芸
研
究
叢
書
 
第
二
編
』
春
陽
堂
、
一
九
一
八

年
四
月

二
十
日
、（

た
だ
し
引
用
は
、「

徳
田

秋
聲
『
徳
田
秋
聲
全
集
 
第
二

十
四

巻
』

八
木

書
店

、
二
〇
〇
一
年
九
月
十
八
日
」
を
使
用
し
た
。）

 

二
七

 坂
下
智
昭
「『

箕
輪
の
心
中
』
に
内
包
す
る
「
型
」
―
―
岡
本
綺
堂
が
描
く
藤
枝

外
記
心

中
事
件
―
―
」『

近
代
文
学
 
第
二

次
 
研

究
と

資
料

４
』

二
〇

一
〇

年
三

月
 

二
八

 佐
伯
順
子
「
お
染

 鳥
辺

山
心

中
」『

国
文
学
 
五
十
二
巻
一
』
学
燈
社
、
二
〇

〇
七
年

一
月

 

二
九

 石
橋
思
案
「
本
町
誌
」『

文
芸

倶
楽

部
』

一
九

一
一

年
十

一
月

 
 

三
〇

 佐
伯
順
子
『「

愛
」
と
「
性
」
の

文
化
史
』
角

川
学

芸
出

版
、
平

成
二

十
年

十
一

月
十

日
 


