
『
好
色
五
人
女
』
の
出
発
点

『
椀
久
一
世
の
物
語
』
と
の
関
連
を
主
に

　
『
好
色
五
人
女
』
各
巻
の
素
材
と
な
っ
た
実
話
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
が
、
作
者
が
、
歌
祭
文
な
ど
に
伝
え

ら
れ
る
比
較
的
単
純
な
事
件
を
骨
子
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
趣
向
を
た
て
、
思

う
ま
ま
に
創
作
の
筆
を
走
ら
せ
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
問
違
い
な
く
推
測
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
作
晶
が
わ
れ
わ
れ
の
興
趣
を
呼
び
、
文

学
と
し
て
の
お
も
し
ろ
さ
を
主
張
で
き
る
の
も
ま
た
、
事
件
そ
の
も
の
の
願
末

で
は
な
く
て
、
奔
放
に
付
加
さ
れ
た
こ
の
脚
色
の
ゆ
え
で
あ
る
と
称
す
る
こ
と

も
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
「
各
巻
各
章
と
も
に
、
物
語
が
平
板
な
記
述
に
流
れ
る

こ
と
な
く
、
極
め
て
劇
的
な
場
面
を
中
心
に
し
て
立
体
的
に
凝
結
し
」
「
人
物

の
配
置
・
動
作
も
演
劇
的
で
」
　
二
巻
五
章
か
ら
成
る
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
が
、

全
部
五
幕
か
ら
な
る
芝
居
の
よ
う
に
有
機
的
な
構
成
を
持
っ
て
い
る
。
」
と
い

う
野
間
光
辰
氏
の
評
（
「
岩
波
講
座
・
日
本
文
学
史
」
所
収
『
酉
鶴
と
酉
鶴
以

　
　
　
　
　
　
『
好
色
五
人
女
』
の
出
発
点

＼

刈

森
　
　
啓

助

後
』
）
も
、
主
と
し
て
こ
の
点
に
っ
い
て
い
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
巻
一
の
お
な
つ
・
清
十
郎
物
語
の
第
一
章
「
恋
は
闇
夜
を
昼
の
国
」
は
、
主

人
公
清
十
郎
が
お
な
つ
と
知
り
合
う
、
姫
路
の
但
馬
屋
に
奉
公
す
る
ま
で
の
生

活
を
述
べ
た
部
分
に
あ
た
る
が
、
さ
し
あ
た
り
、
作
者
の
設
け
た
脚
色
の
主
要

な
も
の
の
一
っ
に
数
え
ら
れ
よ
う
。
播
州
室
津
の
裕
福
な
酒
屋
の
息
子
に
生
ま

れ
た
渚
十
郎
は
、
生
来
の
美
貌
に
も
恵
ま
れ
、
年
少
の
こ
ろ
か
ら
土
地
の
遊
廓

に
入
り
び
た
る
。
あ
げ
く
に
は
、
乱
痴
気
騒
ぎ
の
馬
鹿
遊
び
を
し
て
い
る
と
こ

ろ
へ
、
た
ま
り
か
ね
た
親
仁
に
ふ
み
こ
ま
れ
て
し
ま
う
。
も
は
や
内
売
に
な
ら

ず
と
み
た
揚
屋
で
は
、
と
た
ん
に
サ
ー
ビ
ス
が
悪
く
な
り
、
な
じ
み
の
遊
女
皆

川
の
情
死
の
申
入
れ
も
さ
え
ぎ
ら
れ
て
、
十
九
歳
の
清
十
郎
は
、
無
理
や
り
に

旦
那
寺
へ
預
け
ら
れ
る
身
と
な
っ
た
。
以
上
が
こ
の
章
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。

　
お
な
つ
と
の
恋
物
語
に
直
接
関
係
の
な
い
こ
う
い
う
話
が
、
ま
ず
最
初
に
掲

げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ど
う
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

ど
う
い
う
意
義
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
章
の
趣
向
に
つ
い
て
、
東
明
雅
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



　
　
　
　
　
　
『
好
色
五
人
女
』
の
出
発
点

は
、
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
の
傾
城
場
を
こ
と
さ
ら
に
挿
入
し
ょ
う
と
し
た
感
が
強

く
、
特
に
、
当
時
評
判
の
坂
田
藤
十
郎
狂
言
の
濡
れ
や
や
っ
し
を
あ
て
こ
ん
だ

趣
が
あ
る
、
と
さ
れ
る
（
岩
波
文
庫
本
『
好
色
五
人
女
』
解
説
）
が
、
そ
う
い

う
意
味
で
の
趣
向
の
問
題
は
と
も
か
く
と
し
よ
う
。
続
く
第
二
章
を
読
ん
で
い

く
と
、
但
馬
屋
の
店
に
入
っ
た
清
十
郎
が
、
あ
る
時
、
女
申
に
く
け
直
し
を
頼

ん
だ
構
の
問
か
ら
、
お
び
た
だ
し
い
室
津
の
遊
女
の
手
紙
が
出
て
き
て
、
そ
れ

を
み
た
お
な
つ
が
、
「
さ
て
内
証
に
し
こ
な
し
の
よ
き
事
も
あ
り
や
。
女
の
あ

ま
ね
く
お
も
ひ
つ
く
こ
そ
ゆ
か
し
け
れ
。
」
と
、
思
慕
の
念
を
燃
や
す
に
い
た

る
場
面
が
出
て
く
る
。
第
一
章
の
遊
興
歴
が
そ
の
伏
線
で
あ
っ
た
の
だ
と
、
誰

し
も
そ
う
思
う
に
違
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
重
友
毅
氏
は
、
こ
う
い
う
常
識
論

に
き
び
し
い
批
判
を
く
だ
す
。
こ
こ
に
い
う
「
内
証
」
は
閨
房
の
テ
ク
ニ
ッ
ク

な
の
で
あ
っ
て
、
「
説
を
な
す
者
」
が
、
お
な
っ
の
恋
慕
の
動
機
を
、
清
十
郎

が
遊
興
に
よ
っ
て
得
た
、
洗
練
さ
れ
た
美
意
識
や
教
養
の
持
主
で
あ
っ
た
た
め

で
あ
る
と
す
る
の
は
、
明
ら
か
な
誤
り
で
あ
る
、
そ
れ
は
美
意
識
や
教
養
な
ど

と
は
結
び
つ
か
な
い
、
下
の
下
の
も
の
で
あ
っ
た
清
十
郎
の
遊
び
そ
の
も
の
か

ら
も
証
明
さ
れ
る
、
ま
た
、
お
な
っ
と
の
交
渉
に
入
っ
た
後
の
清
十
郎
に
し
て

も
、
遊
興
体
験
の
厚
み
が
な
く
、
妙
に
初
心
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
（
『
近
世

文
学
史
の
諸
間
題
』
所
収
「
好
色
五
人
女
の
本
質
」
）
。

　
な
る
ほ
ど
、
清
十
郎
の
遊
び
方
に
は
、
美
意
識
や
教
養
の
糧
と
な
り
そ
う
な

も
の
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
お
な
つ
に
対
し
て
初
心
め
い
て
も
い
た
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

あ
ろ
う
。
だ
が
し
か
し
、
第
一
章
に
書
か
れ
て
い
る
、
は
め
を
外
し
た
清
十
郎

の
放
蕩
か
ら
の
み
、
彼
の
前
歴
を
無
意
味
な
も
の
と
否
定
し
去
り
、
こ
れ
を
一

つ
の
理
由
と
し
て
、
お
な
つ
と
の
結
び
つ
き
の
動
機
を
他
に
求
め
よ
う
と
す
る

考
え
方
に
も
、
な
お
、
い
さ
さ
か
の
疑
問
が
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
清
十
郎
が

初
心
め
い
て
い
た
か
ど
う
か
に
っ
い
て
も
、
も
う
一
度
あ
ら
た
め
て
検
討
し
て

み
る
必
要
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　
室
津
は
、
本
邦
遊
女
発
祥
の
地
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
土
地
の
人
さ
え
、
「
野

夫
船
子
や
う
の
者
の
み
入
り
こ
み
て
、
心
あ
る
人
の
来
る
は
稀
な
り
。
」
と
訴

え
る
（
『
色
道
大
鏡
』
）
。
所
詮
は
、
品
位
の
高
さ
な
ど
求
め
得
べ
く
も
な
い

が
、
と
は
い
え
、
何
の
風
情
も
な
い
、
全
く
の
あ
り
ふ
れ
た
田
舎
遊
廓
で
あ
る

の
で
も
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
「
室
の
傾
城
は
、
さ
ま
で
邸
め
か
ず
、
物
い
ひ
の

色
も
聞
き
に
く
か
ら
ず
、
あ
さ
は
か
に
い
や
し
げ
す
く
な
し
。
」
（
『
色
道
大

鏡
』
）
「
風
儀
も
さ
の
み
大
坂
に
か
は
ら
ず
。
」
（
『
好
色
一
代
男
』
巻
五
の
三
）

と
書
か
れ
て
い
る
土
地
柄
で
あ
っ
た
。
二
代
男
』
で
は
、
大
津
や
堺
な
ど
と

と
も
に
、
巻
五
に
出
て
い
る
。
順
序
か
ら
い
え
ば
、
そ
の
第
一
章
で
、
世
之
介

が
吉
野
太
夫
と
裡
言
を
取
り
か
わ
し
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。
世
之
介
の
好
色
修

行
も
仕
上
げ
の
段
階
に
入
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
室
津
が
二
代

男
』
で
こ
の
位
置
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
西
鶴
の
室
津
に
対
す
る

一
つ
の
評
価
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
世
之
介
は
は
じ
め
、
ひ
や
か
し
半
分
で
こ
こ
を
訪
れ
る
。
気
に
入
る
相
手
が



あ
ろ
う
と
も
思
え
ず
、
「
女
郎
お
も
ひ
く
の
身
嗜
、
み
る
程
笑
し
。
一
と
な
め

て
か
か
っ
て
い
る
。
香
木
な
ど
に
は
一
向
に
興
味
も
な
さ
そ
う
な
、
「
は
し
た

な
」
い
女
ど
も
ば
か
り
と
み
え
た
。
と
こ
ろ
が
、
偶
然
そ
の
中
に
、
一
人
の
ま

こ
と
に
心
ゆ
か
し
い
遊
女
を
発
見
す
る
。
世
之
介
の
取
り
出
し
た
香
を
ぴ
た
り

と
い
い
あ
て
な
が
ら
、
し
か
も
控
え
め
な
様
子
の
し
お
ら
し
さ
、
部
屋
に
あ
っ

て
は
、
「
秋
ま
で
の
こ
る
蛍
を
数
包
み
て
、
禿
に
遣
は
し
、
蚊
屋
の
内
に
飛
ば

し
て
、
水
草
の
花
桶
入
れ
て
、
心
の
涼
し
き
や
う
な
し
て
、
都
の
人
の
野
と
や

み
る
ら
ん
」
と
の
心
づ
か
い
、
「
仮
に
も
さ
も
し
き
耶
は
い
は
ず
」
「
人
の
ほ
し

が
る
物
」
を
手
に
取
ろ
う
と
も
し
な
い
気
晶
、
こ
れ
ら
が
世
之
介
を
魅
了
し
尽

く
す
の
で
あ
る
。
さ
す
が
に
「
丙
国
第
一
の
湊
」
の
由
緒
古
い
遊
廓
だ
け
の
こ

と
は
あ
っ
た
。
「
春
の
海
し
づ
か
に
、
宝
舟
の
浪
枕
、
室
津
は
に
ぎ
は
へ
る
大

婆
な
り
。
」
と
、
清
十
郎
物
語
を
書
き
起
こ
し
た
西
鶴
の
頭
の
中
に
、
『
一
代

男
』
の
読
者
な
ら
す
で
に
知
っ
て
い
る
は
ず
の
、
あ
の
室
津
の
話
で
す
よ
、
と

い
う
前
提
が
あ
っ
た
と
み
て
も
、
不
当
で
は
あ
る
ま
い
と
思
う
。
そ
う
い
う
場

所
で
鍛
え
ら
れ
た
彼
の
ど
こ
か
に
、
た
だ
の
田
舎
大
尽
で
は
な
い
も
の
の
内
在

が
想
定
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
も
ち
ろ
ん
、
土
地
柄
が
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
直
ち
に
、
清
十
郎

の
美
意
識
や
教
養
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
程
度
の
条
件
を
っ
け
る

に
し
て
も
、
『
五
人
女
』
に
描
か
れ
た
清
十
郎
の
言
動
に
よ
っ
て
、
こ
の
想
定

を
積
極
的
に
証
明
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
実
の
と
こ
ろ
本
文
で
は
、
「
十

　
　
　
　
　
　
『
好
色
五
人
女
』
の
出
発
点

四
の
秋
よ
り
色
逝
に
身
を
な
し
、
此
津
の
遊
女
八
十
七
人
」
に
総
当
り
し
て
、

心
申
立
て
の
誓
紙
や
爪
・
髪
の
類
を
「
浮
泄
蔵
」
に
貯
蔵
し
て
い
た
「
た
は

け
」
ぷ
り
と
、
塵
敷
の
建
具
を
閉
め
き
ら
せ
て
「
昼
の
な
い
国
」
を
す
る
、
趣

味
の
悪
い
馬
鹿
遊
び
以
外
の
こ
と
は
、
遊
興
状
況
に
関
し
て
、
呵
も
わ
か
ら
な

い
。
「
下
の
下
」
だ
と
い
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
し
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
こ

う
い
う
遊
び
に
よ
っ
て
得
た
教
養
が
お
な
っ
を
ひ
き
っ
け
た
と
す
る
の
は
、
「
説

を
な
す
者
の
想
像
」
の
域
を
出
な
い
と
も
い
え
よ
、
つ
。

　
一
応
そ
う
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
浮
世
蔵
」
の
件
は
、
『
色
道
大
鏡
』
に

も
、
「
有
功
の
家
貨
に
し
て
色
道
の
霊
宝
た
り
。
」
と
あ
る
く
ら
い
で
、
別
段
問

題
は
な
い
。
ま
た
、
「
昼
の
な
い
国
」
の
方
も
、
曄
峻
康
隆
氏
（
『
酉
鶴
．
評
論

と
研
究
』
酉
鶴
著
作
考
）
の
指
摘
の
と
お
り
、
す
で
に
前
作
『
椀
久
一
世
の
物

語
』
（
上
巻
第
五
章
）
に
、
類
似
の
遊
び
が
出
て
い
る
。
笠
井
清
氏
は
、
『
好
色

二
代
男
』
巻
一
の
三
「
詰
り
肴
に
戒
大
黒
」
申
の
狂
態
の
允
端
が
、
『
椀
久
』

の
右
の
個
所
に
似
た
叙
述
で
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
『
椀

久
一
世
の
物
語
－
評
釈
と
論
考
－
』
）
。
『
椀
久
』
の
方
は
大
阪
の
新
町
、
『
二
代

男
』
の
方
は
京
都
の
島
原
の
揚
屋
で
の
話
で
あ
る
。
あ
く
ど
さ
の
程
度
に
多
少

の
差
が
あ
り
、
も
と
よ
り
品
の
高
い
ま
と
も
な
遊
び
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
実

際
に
は
、
新
町
や
島
原
に
お
い
て
さ
え
、
こ
の
種
の
遊
び
が
し
ば
し
ば
行
な
わ

れ
て
い
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、
椀
久
の
遊
び
方
と
相
似
し
て
い

る
点
は
、
後
述
す
る
両
物
語
の
関
係
の
一
環
を
な
す
。
こ
れ
も
笠
井
氏
に
よ
っ
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『
好
色
五
人
女
』
の
出
発
点

て
す
で
に
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
『
好
色
盛
衰
記
』
（
巻
一
の
二
）
に
は
、

　
　
大
か
た
の
事
し
て
は
お
も
し
ろ
か
ら
ず
。
昼
の
月
見
、
夜
の
花
見
、
世
の

　
　
つ
ね
を
は
な
れ
、
人
の
せ
ぬ
事
を
す
る
こ
そ
、
悪
所
宿
の
自
由
な
れ
。

と
あ
る
。
一
通
り
の
歓
楽
を
経
験
し
て
し
ま
っ
た
人
た
ち
の
追
い
求
め
た
も
の

の
一
つ
が
、
「
人
の
せ
ぬ
」
悪
ふ
ざ
け
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
か
。
重
友
氏

が
、
当
時
の
遊
興
一
般
が
や
や
も
す
る
と
放
埼
に
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
は

事
実
で
あ
る
に
し
て
も
、
と
断
っ
て
い
ら
れ
る
の
は
、
こ
う
い
う
事
例
に
も
づ

く
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
を
み
る
と
、
清
十
郎
の
行
動
を
、
一
概
に
、
田

舎
遊
廓
に
岩
け
る
田
舎
青
年
の
泥
く
さ
い
遊
び
だ
と
、
き
め
て
し
ま
う
わ
け
に

は
い
か
な
い
と
思
う
。

　
新
町
や
島
原
の
大
尽
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
清
十
郎
と
て
、
い
つ
も
か

も
こ
ん
な
遊
び
ば
か
り
に
熱
中
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
暴
露
的
な
興

味
に
筆
が
進
む
の
は
西
鶴
の
常
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
も
う
少
し
ま
と
も

な
遊
び
が
あ
っ
た
こ
と
も
当
然
考
え
ら
れ
る
。
大
阪
や
京
都
の
客
が
、
何
ら
か

の
意
味
で
、
美
意
識
や
教
養
を
身
に
っ
け
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
お
な
っ
の

前
に
現
わ
れ
た
清
十
郎
に
も
ま
た
、
清
十
郎
な
り
の
美
意
識
や
教
養
が
た
だ
よ

っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
取
り
上
げ
ら
れ
た
馬
鹿
さ
わ
ぎ
の
一
事
を

も
っ
て
、
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
お
な
つ
が
清
十
郎
を
慕
う
動
機
が
、
閨
房
に
関
す
る
「
内
証
」
の
よ
さ
で
あ

る
と
す
る
と
、
良
家
の
子
女
の
感
覚
と
し
て
は
、
や
や
異
常
と
せ
ね
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

い
と
は
い
え
、
な
る
ほ
ど
西
鶴
は
、
お
な
っ
を
そ
の
よ
う
な
性
情
の
娘
に
仕
立

て
て
い
る
。
の
ち
に
第
三
章
の
花
見
の
場
で
、
大
勢
の
女
中
た
ち
の
眼
を
盗

み
、
わ
ず
か
な
チ
ャ
ン
ス
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
お
な
っ
は
、
「
か
か
る
時
、

は
や
業
の
首
尾
も
が
な
と
気
の
っ
く
事
、
町
女
房
は
ま
た
あ
る
ま
じ
き
帥
さ
ま

也
。
」
と
評
さ
れ
る
。
そ
う
い
う
娘
な
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
「
内
証
」
の
意
味

を
そ
の
よ
う
に
限
定
す
る
の
も
、
一
つ
の
見
方
と
し
て
首
肯
で
き
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
お
な
っ
は
た
だ
単
に
、
清

十
郎
を
情
欲
の
相
手
と
し
て
の
み
選
ん
だ
の
で
は
な
く
て
、
彼
に
あ
る
、
も
っ

と
内
面
的
な
も
の
に
も
心
ひ
か
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
帯
の
問

か
ら
出
て
き
た
多
く
の
実
君
の
手
紙
が
、
い
ず
れ
も
、
「
勤
め
の
つ
や
ら
し
き

事
」
は
ぬ
き
に
し
た
、
「
誠
を
こ
め
し
筆
の
あ
ゆ
み
」
で
あ
る
の
を
み
て
、

　
　
是
な
れ
ば
、
傾
城
と
て
も
に
く
か
ら
ぬ
も
の
ぞ
か
し
。
又
此
男
の
身
に
し

　
　
て
は
浮
世
ぐ
る
ひ
せ
し
甲
斐
こ
そ
あ
れ
。
さ
て
内
証
に
し
こ
な
し
の
よ
き

　
　
事
も
あ
り
や
。
女
の
あ
ま
ね
く
お
も
ひ
っ
く
こ
そ
ゆ
か
し
け
れ
と
、
い
っ

　
　
と
な
く
、
お
な
つ
、
清
十
郎
に
思
ひ
つ
き
、
…
…

と
あ
る
。
「
浮
世
ぐ
る
ひ
せ
し
甲
斐
」
、
つ
ま
り
遊
興
の
成
果
が
、
お
な
つ
の
考

え
る
「
内
証
」
の
よ
さ
で
あ
っ
た
。
「
内
証
」
の
語
義
に
つ
い
て
も
、
再
検
討

が
加
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
水
掛
論
の
そ
し
り
を
免
れ
ぬ
か
も
し
れ
な
い

が
、
私
は
そ
う
思
う
。



　
　
　
　
　
　
二

　
『
五
人
女
』
は
、
西
鶴
が
一
応
遊
里
と
訣
別
し
て
、
市
井
男
女
の
愛
欲
を
取

り
上
げ
た
作
晶
で
あ
り
、
『
椀
久
一
世
の
物
語
』
と
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
モ
デ

ル
小
説
で
も
あ
る
。
『
椀
久
一
世
』
は
、
大
阪
の
豪
内
椀
屋
久
右
衛
門
の
狂
蕩

と
、
没
落
か
ら
水
死
ま
で
の
過
程
を
、
上
下
二
巻
・
十
三
章
（
上
巻
七
章
．
下

巻
六
章
）
に
綴
っ
た
物
語
で
あ
る
が
、
特
に
『
五
人
女
』
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
類

似
点
や
共
通
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
前
に
引
い
た
笠
井
清
氏
『
１
評
釈
と

論
考
－
』
の
丹
念
な
対
照
に
詳
し
い
。
好
色
物
を
中
心
と
す
る
西
鶴
の
諸
作
品

の
申
で
、
抜
き
去
り
得
な
い
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
同
書
に

論
及
さ
れ
て
い
る
。
笠
井
氏
が
、
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
逆
に
、
そ
れ
が
『
五
人

女
』
と
ほ
ぼ
同
一
の
時
期
に
書
か
れ
た
西
鶴
の
作
品
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
よ

う
と
さ
れ
る
の
も
、
も
っ
と
も
と
い
え
よ
う
。
刊
記
は
貞
享
二
年
二
月
二
十
一

日
、
『
五
人
女
』
出
版
の
約
一
年
前
に
あ
た
る
。

　
こ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
二
つ
の
作
晶
で
あ
る
か
ら
、
『
椀
久
一
世
』
の
残

照
が
、
『
五
人
女
』
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
そ
の
第
一
巻
の
第
一
章
に
、
色
濃

く
投
影
し
て
い
て
当
然
で
は
あ
ろ
う
が
、
笠
井
氏
の
指
摘
以
外
に
も
、
い
ろ
い

ろ
な
相
関
性
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
目
に
触
れ
た
主
要
点
を
あ
げ
て
み

る
こ
と
と
す
る
。

　
ま
ず
、
起
筆
の
部
分
で
あ
る
。
　
『
椀
久
一
世
』
の
、

　
　
　
　
　
　
『
好
色
五
人
女
』
の
出
発
点

　
　
毎
年
正
月
七
日
に
、
津
国
箕
面
山
の
弁
才
天
の
富
突
と
て
、
諸
人
福
徳
を

　
　
願
ひ
ま
ゐ
る
事
あ
り
。
是
を
思
ふ
に
、
皆
欲
に
目
の
見
え
ぬ
夜
の
道
、
浮

　
　
泄
小
路
の
悪
所
駕
籠
、
四
人
揃
へ
の
ひ
と
へ
物
に
染
込
の
扇
の
丸
、
肩
で

　
　
風
き
ら
し
て
行
く
人
を
み
れ
ば
、
大
坂
堺
筋
に
名
を
聞
き
し
椀
久
と
い
え

　
　
る
男
、
縞
縮
緬
の
浅
黄
に
、
白
縞
子
の
長
羽
織
に
京
の
幽
禅
が
墨
絵
の
源

　
　
氏
、
人
の
目
立
つ
程
…
…

と
い
う
の
を
、
　
『
五
人
女
』
の
、

　
　
春
の
海
し
づ
か
に
、
宝
船
の
浪
枕
、
案
津
は
に
ぎ
は
へ
る
大
湊
な
り
。
麦

　
　
に
、
酒
つ
く
れ
る
南
人
に
、
和
泉
清
左
術
門
と
い
ふ
あ
り
。
家
栄
え
て
、

　
　
万
に
不
足
な
し
。
然
も
、
男
子
に
清
十
郎
と
て
、
自
然
と
生
れ
つ
き
て
、

　
　
む
か
し
男
を
う
っ
し
絵
に
も
増
り
、
其
さ
ま
う
る
は
し
く
、
女
の
好
き
ぬ

　
　
る
風
俗
…
…

と
い
う
の
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
両
者
が
相
似
て
い
る
と
称
す
る
の
は
、
少
し

強
引
す
ぎ
る
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
主
人
公
の
紹
介
と
い
う
点
で
共
通

し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
別
段
こ
の
場
合
に
以
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

け
れ
ど
も
、
一
方
が
正
月
の
福
徳
祈
願
を
冒
頭
に
出
し
て
、
浪
速
津
の
繁
栄
を

暗
示
す
れ
ば
、
他
方
も
ま
た
、
「
春
の
海
」
以
下
、
室
津
の
般
賑
を
た
た
え
る
。

「
堺
筋
に
名
を
聞
き
し
」
に
対
し
て
は
、
和
泉
清
左
衛
門
と
い
う
同
有
名
詞
を

あ
げ
て
、
著
名
な
酒
造
業
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
。
墨
絵
の
源
氏

に
代
え
て
は
、
清
十
郎
自
身
が
「
む
か
し
男
を
う
つ
し
絵
に
も
増
り
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



　
　
　
　
　
　
『
好
色
五
人
女
』
の
出
発
点

う
。
露
骨
な
一
致
は
み
ら
れ
な
い
に
し
て
も
、
類
似
点
は
か
な
り
多
い
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
五
人
女
』
の
こ
の
章
の
標
題
に
「
恋
は
闇
夜
を
昼
の
国
」

と
あ
る
の
も
、
『
椀
久
』
の
「
皆
欲
に
目
の
見
え
ぬ
夜
の
国
」
と
対
比
す
れ
ば
、

物
欲
を
色
欲
に
転
じ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
二
つ
の
文
章
は
、
同
じ
発
想
か
ら

出
た
も
の
と
い
え
う
。

　
こ
の
あ
と
、
『
椀
久
一
世
』
で
は
、
二
十
七
歳
の
正
月
、
弁
才
天
の
客
殿
で
ま

ど
ろ
む
椀
久
に
お
告
げ
が
あ
り
、
内
蔵
の
合
鍵
が
授
け
ら
れ
る
。
帰
宅
し
て
み

る
と
、
こ
れ
が
正
夢
で
あ
っ
た
。
亡
父
の
遺
産
を
自
由
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
椀
久
は
、
自
己
流
の
遊
興
哲
学
で
、
漸
次
深
み
に
は
ま
り
こ

み
、
病
的
な
様
相
を
さ
え
呈
し
て
い
く
。
上
巻
の
数
章
に
わ
た
る
こ
の
部
分

を
、
も
し
『
五
人
女
』
に
求
め
、
清
十
郎
の
遊
興
歴
如
何
と
い
え
ば
、
さ
き
に

紹
介
し
た
と
お
り
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
の
だ
が
、
い
ず
れ
劣
ら
ず
、

家
の
金
を
気
ま
ま
に
費
消
し
た
痴
呆
状
態
に
は
差
異
が
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

「
此
た
け
は
け
、
い
つ
世
に
あ
が
り
を
請
く
べ
し
。
」
と
作
者
も
あ
き
れ
て
み
せ

る
。
　
「
浮
世
蔵
」
の
こ
と
は
、
椀
久
に
も
同
様
の
経
験
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と

が
、
第
六
章
の
高
野
詣
で
の
条
で
知
ら
れ
る
。

　
も
う
一
つ
の
「
昼
の
な
い
国
」
の
遊
び
も
、
前
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
『
椀
久

一
世
』
の
第
五
章
に
、
類
似
の
も
の
が
出
て
い
る
。
し
か
し
、
実
質
的
に
は
、

こ
の
と
こ
ろ
は
、
『
椀
久
』
で
は
、
上
巻
の
最
終
章
（
第
七
章
）
「
世
界
は
夜
が

昼
」
に
相
当
す
る
。
標
題
か
ら
し
て
符
号
し
て
い
る
。
導
入
部
の
文
章
も
ま

五
四

た
、
内
容
的
に
み
て
、
非
常
に
近
い
。

　
　
椀
久
其
頃
は
丹
波
屋
の
松
山
と
い
ふ
に
あ
ひ
そ
め
、
ち
ぎ
り
き
な
形
見
の

　
　
袖
の
絞
を
究
め
、
横
堀
を
浪
は
越
す
と
も
、
変
る
な
変
ら
じ
と
云
ひ
か
は

　
　
し
て
、
明
け
暮
れ
通
ひ
ぬ
。
椀
久
も
其
頃
は
、
手
た
れ
ど
も
に
も
み
入
ら

　
　
れ
て
、
大
か
た
に
帥
に
な
っ
て
お
も
し
ろ
き
最
中
な
れ
ば
、
誰
が
意
見
に

　
　
て
も
、
聴
か
ぬ
は
ず
な
り
。
　
（
『
椀
久
一
世
』
）

　
　
其
比
は
、
み
な
川
と
い
へ
る
女
郎
に
相
馴
れ
、
大
か
た
な
ら
ず
命
に
掛
け

　
　
て
、
人
の
そ
し
り
、
世
の
取
沙
汰
、
な
ん
と
も
お
も
は
ず
、
（
『
五
人
女
』
）

と
な
っ
て
い
る
。

　
有
名
な
松
山
が
椀
久
の
最
も
深
い
な
じ
み
で
あ
っ
た
ご
と
く
、
清
十
郎
に
対

す
る
皆
川
も
そ
う
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
男
の
方
は
両
人
と
も
、
実
は
、
の
ぼ
り

つ
め
て
す
で
に
破
滅
寸
前
の
状
況
に
あ
る
時
で
あ
っ
た
。
結
局
、
こ
れ
ら
の
女

が
直
接
の
命
と
り
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
椀
久
は
、
女
房
の
粋
な
は
か
ら
い

で
、
松
山
を
請
け
出
そ
う
と
す
る
け
れ
ど
も
、
も
は
や
そ
れ
だ
け
の
資
力
が
な

い
。
そ
の
女
房
も
心
配
の
う
ち
に
死
ん
で
し
ま
い
、
「
捨
っ
る
身
」
と
な
っ
て

遊
里
へ
の
足
も
と
だ
え
、
　
「
人
の
交
は
り
も
う
と
く
」
、
放
心
状
態
に
陥
る
。

一
方
の
清
十
郎
に
は
、
か
わ
い
い
女
房
の
か
わ
り
に
、
馬
鹿
遊
び
の
最
中
、
こ

わ
い
親
仁
が
現
わ
れ
た
。
勘
当
同
然
の
宣
告
を
う
け
、
こ
の
女
ば
か
り
は
と
思

っ
た
皆
川
と
の
仲
も
ひ
き
さ
か
れ
る
。
次
の
第
二
章
の
は
じ
め
に
な
る
が
、
心

申
し
ぞ
こ
な
っ
た
皆
川
は
自
害
し
て
果
て
、
死
に
遅
れ
た
清
十
郎
は
、
旦
那
寺



の
永
興
院
で
「
を
し
か
ら
ぬ
身
を
な
が
ら
へ
」
る
こ
と
に
な
る
。
椀
久
同
様
の

放
心
状
態
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
椀
久
の
栄
華
が
こ
こ
で
終
わ
っ
て
い
る
の
と
同
じ
く
、
渚
十
郎
の
前
半
生

も
、
こ
こ
で
終
止
符
が
打
た
れ
る
。
い
わ
ば
、
清
十
郎
は
、
一
個
の
生
ま
れ
か

わ
っ
た
人
問
と
な
っ
て
、
お
な
っ
の
い
る
但
馬
屋
に
姿
を
み
せ
る
の
で
あ
る
。

室
津
の
一
件
の
際
、
「
こ
れ
で
焼
け
と
ま
り
ま
す
程
に
、
ゆ
る
し
給
へ
。
」
と
親
仁

に
泣
き
つ
い
た
の
は
、
と
っ
さ
の
場
合
の
出
ま
か
せ
と
ば
か
り
は
い
え
ま
い
。

こ
ん
な
こ
と
が
な
く
て
も
、
や
が
て
は
卒
業
の
時
期
だ
と
、
ふ
だ
ん
か
ら
そ
う

考
え
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
永
興
院
で
の
し
ぱ
ら
く
の
放
心
生
活
は
、

彼
に
、
過
去
を
清
算
し
、
新
し
い
人
と
な
り
を
形
成
す
る
機
会
を
与
え
た
も
の

と
思
う
。
姫
路
の
清
十
郎
は
、
た
し
か
に
質
的
な
変
貌
を
と
げ
て
い
る
。
そ
の

後
の
彼
が
、
お
な
っ
か
ら
の
は
た
ら
き
か
け
だ
っ
た
と
は
い
え
、
再
び
色
恋
沙

汰
に
身
を
投
じ
る
に
至
る
の
は
、
全
く
別
の
人
格
が
さ
せ
る
わ
ざ
で
あ
っ
た
。

焼
け
ぼ
っ
く
い
に
火
が
っ
い
た
、
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
理
由
は
簡

単
だ
。
遊
里
の
遊
び
と
索
人
相
手
と
で
は
、
次
元
が
違
う
だ
ろ
う
。
「
い
っ
と

な
く
身
を
捨
て
、
恋
に
あ
き
は
て
、
明
け
く
れ
律
義
か
ま
へ
」
（
第
二
章
）
と
あ

る
よ
う
に
、
清
十
郎
は
、
店
に
入
っ
た
当
初
、
「
女
の
好
け
る
男
ぷ
り
」
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

か
か
わ
ら
ず
、
根
っ
か
ら
の
堅
物
を
装
っ
て
い
た
ら
し
い
。
　
「
律
義
か
ま
へ
」

で
あ
る
。
そ
こ
が
ま
た
、
女
申
ど
も
に
ま
で
騒
が
れ
る
彼
の
魅
力
で
も
あ
っ

た
。
本
心
が
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
表
面
上
の
装
い
か
ら
の
み
判
断
は
で
き
な

　
　
　
　
　
　
『
好
色
五
人
女
』
の
串
発
点

い
。
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
彼
の
心
の
中
に
は
、
か
っ
て
の
遊
興
の
体
験

を
、
こ
の
店
に
ま
で
持
ち
こ
む
気
持
は
さ
ら
さ
ら
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
体

験
を
生
か
そ
う
に
も
生
か
し
得
な
い
別
の
世
界
で
あ
る
。
ま
た
、
た
と
え
生
か

し
得
た
と
し
て
も
、
生
か
す
意
思
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
素
人
娘
相
手
に
牛

刀
を
用
い
る
野
暮
な
ま
ね
は
、
色
道
の
熟
達
者
と
自
負
す
る
彼
の
自
尊
心
が
許

さ
な
い
。
重
友
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
遊
興
体
験
者
ら
し
か
ら
ぬ
「
初
心
」

と
い
う
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。

　
と
と
も
に
、
勝
手
の
違
っ
た
恋
の
遣
に
は
、
少
な
か
ら
ぬ
と
ま
ど
い
も
あ
っ

た
だ
ろ
う
。
お
な
っ
の
度
重
な
る
通
わ
せ
文
に
、
「
清
十
郎
も
も
や
も
や
と
な

り
て
」
　
（
第
二
章
）
と
あ
る
。
こ
れ
が
、
清
十
郎
の
お
な
つ
に
対
し
て
示
す
最

初
の
反
応
で
あ
っ
た
が
、
女
中
ど
も
に
ち
や
ほ
や
さ
れ
て
、
「
嬉
し
か
な
し

く
」
、
や
が
て
は
面
倒
く
さ
く
も
思
っ
て
い
た
矢
先
で
あ
る
。
女
中
と
の
場
合

よ
り
は
一
層
複
雑
な
微
苦
笑
が
、
上
気
し
た
彼
の
面
上
に
隠
し
き
れ
な
い
よ
う

に
思
う
。
そ
の
意
味
で
も
、
単
純
に
初
心
と
は
い
え
ま
い
。
後
の
話
（
第
四
章
）

に
な
る
が
、
駈
落
の
途
申
捕
え
ら
れ
て
幽
閉
さ
れ
、
「
誰
ぞ
こ
ろ
し
て
く
れ
い

か
し
。
」
と
じ
だ
ん
だ
ふ
ん
で
「
男
泣
き
」
し
な
が
ら
も
、
お
な
つ
の
美
形
が

画
餅
に
帰
し
た
計
画
の
蹉
欧
に
、
舌
打
ち
す
る
清
十
郎
で
あ
っ
た
。

三

さ
て
、
西
鶴
が
二
代
男
』
か
ら
『
二
代
男
』

へ
、

五
五

さ
ら
に
『
椀
久
一
世
』
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か
ら
『
五
人
女
』
へ
と
、
好
色
物
の
創
作
を
進
め
て
い
っ
た
過
程
に
つ
い
て

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
多
い
の
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
い
ま
は
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
は
じ
め
に
提
起
し
た
、
『
五
人

女
』
巻
一
に
お
け
る
第
一
章
の
存
在
理
由
や
そ
の
意
義
に
つ
い
て
の
み
、
な
お

し
ば
ら
く
考
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
野
田
寿
雄
氏
は
、
『
二
代
男
」
の
特
に
際
だ
っ
た
特
徴
と
し
て
、
次
の
二
点

を
あ
げ
て
い
る
（
ゴ
ニ
書
房
刊
『
酉
鶴
』
）
。
第
一
は
、
遊
里
も
結
局
は
金
銀
の

世
界
で
あ
る
こ
と
を
言
い
出
し
て
い
る
点
、
第
二
は
、
今
の
遊
里
は
昔
に
く
ら

べ
て
劣
る
と
書
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
野
田
氏
が
主
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る

の
は
、
む
し
ろ
第
二
の
点
で
あ
っ
て
、
こ
う
い
う
遊
里
の
衰
退
・
堕
落
は
当
時

の
実
情
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
二
代
男
』
を
失
わ
れ
た
過
去
の
美

に
対
す
る
「
憧
僚
」
、
『
二
代
男
』
を
現
実
に
対
す
る
「
反
省
」
の
書
と
規
定
さ

れ
る
。
こ
れ
も
第
一
の
点
と
無
関
係
で
は
な
い
と
思
う
が
、
そ
の
問
題
は
、
こ

こ
で
は
一
応
除
外
す
る
。
第
一
の
点
に
っ
い
て
は
、
同
氏
も
い
わ
れ
る
よ
う

に
、
極
め
て
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
あ
る
。
「
今
い
ふ
も
ふ
る
け
れ
ど
も
、
極

ま
る
所
は
銀
の
世
の
中
。
一
一
一
好
色
盛
衰
記
一
巻
二
の
五
一
・
「
な
が
く
と
つ
ま

ら
ぬ
い
ひ
ぷ
ん
、
つ
ま
る
所
は
銀
。
」
（
同
、
巻
五
の
二
）
と
い
う
。
ど
ち
ら
も

そ
の
章
の
結
尾
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
　
『
二
代
男
』
で
は
、
む
し
ろ
遊
里
の
機
構

や
遊
女
の
生
活
に
関
し
て
、
種
々
の
角
度
か
ら
の
鋭
い
分
析
や
暴
露
が
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
対
象
に
な
っ
た
こ
と
が
ら
は
、
直
接
に
は
金
銀
に
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六

関
す
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
よ
う
に
み
え
る
け
れ
ど
も
、
根
本
は
要
す
る
に

す
べ
て
金
の
支
配
す
る
世
界
で
あ
る
こ
と
に
帰
す
る
。
西
鶴
か
ら
い
ま
さ
ら
ら

し
く
い
わ
れ
る
ま
で
も
な
い
の
だ
が
、
］
兀
来
は
此
事
」
（
巻
五
の
一
）
な
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
西
鶴
は
、
　
『
二
代
男
』
で
に
わ
か
に
こ
れ
を
認
識
し
出
し

た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
書
こ
う
と
す
る
動
機
は
、
二
代
男
」
執
筆
中
、
も
し

く
は
、
そ
の
直
後
く
ら
い
に
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
認
識
そ
の
も
の
は
、
早

く
か
ら
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
二
代
男
』
で
取
り
上
げ
な
か
っ
た
の
は
、
別

の
理
由
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
と
思
う
。

　
コ
兀
来
は
此
事
」
と
は
、
し
か
し
、
よ
く
も
い
っ
た
も
の
だ
。
金
力
な
く
し

て
は
成
立
し
な
い
遊
び
で
あ
る
こ
と
ほ
ど
、
歴
然
た
る
事
実
は
な
い
。
だ
が
、

あ
ま
り
に
も
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
た
め
に
、
か
え
っ
て
そ
こ
に
、
一

種
の
盲
点
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
ち
ろ
ん
遊
女
や
業
者
の
側
に
で

は
な
い
。
『
二
代
男
』
巻
二
の
五
「
百
物
語
に
恨
が
出
る
」
に
、
こ
う
い
う
話

が
あ
る
。
夜
半
に
な
っ
て
、
や
っ
と
勤
め
か
ら
解
放
さ
れ
た
遊
女
た
ち
が
集
ま

り
、
し
ば
ら
く
の
自
由
な
時
間
を
楽
し
ん
で
い
る
う
ち
、
た
め
し
に
百
物
語
を

始
め
よ
う
か
と
な
っ
た
。
怪
談
が
百
に
及
ぷ
と
、
化
物
が
出
現
す
る
と
い
う
百

物
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
向
に
そ
の
し
る
し
が
な
い
。
話
題
が
か
わ
っ
て
、

こ
ん
ど
は
、
各
自
の
体
験
談
を
語
り
出
す
。
手
練
手
管
で
し
ぼ
り
上
げ
、
見
る

か
げ
も
な
く
零
落
さ
せ
て
し
ま
っ
た
男
の
話
と
な
る
と
、
際
限
も
な
く
続
く
の

だ
が
、
さ
す
が
に
衷
れ
を
催
し
て
、
み
ん
な
し
ん
み
り
し
て
し
ま
う
。
と
、
そ



の
時
・
天
井
の
裏
板
が
鳴
り
ひ
び
き
、
い
ま
話
題
に
の
ぼ
せ
た
ば
か
り
の
男
た

ち
の
姿
が
幻
に
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
偽
り
の
心
申
立
て
の
品
は
返
す
と
の
、

さ
ん
ざ
ん
の
恨
み
言
に
、
手
の
施
し
よ
う
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
、
「
中

に
も
物
か
し
こ
き
女
郎
」
の
た
っ
た
ひ
と
言
が
、
霊
妙
な
威
力
を
発
揮
し
た
。

「
各
・
揚
屋
の
算
用
残
り
は
」
と
声
高
に
一
喝
す
る
と
、
そ
の
声
で
、
幻
は
た

ち
ま
ち
に
し
て
消
え
失
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
彼
女
ら
に
は
、
毎
日
が
生
き
ん
が
た
め
の
必
死
の
戦
い
な
の
だ
。
こ
の
話
に

出
て
く
る
客
の
噂
話
に
も
、
命
を
か
け
た
戦
場
の
追
憶
が
、
興
奮
と
快
感
を
も

っ
て
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
の
前
の
、
こ
の
章
の
前
半
に
は
ま
た
、

決
戦
に
臨
む
ま
で
の
、
裏
面
に
か
く
れ
た
遊
女
生
活
の
苦
悩
の
日
常
が
切
実
に

描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
客
は
違
う
。
万
全
の
避
撃
態
勢
に
も
ろ
く
も

打
ち
ひ
し
が
れ
、
文
な
し
に
お
ち
ぷ
れ
て
目
が
さ
め
る
も
の
は
、
ま
だ
浮
か
ば

れ
よ
う
。
浮
か
ば
れ
な
い
連
中
の
妄
執
が
生
霊
と
な
っ
て
、
臆
面
も
な
く
舞
い

戻
っ
て
き
た
の
が
、
こ
の
話
の
幻
な
の
で
あ
る
。
百
物
語
が
と
る
に
た
ら
ぬ
迷

信
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
す
ぐ
さ
ま
証
明
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
事
実
に
も

と
づ
く
体
験
談
は
、
百
物
語
が
不
可
能
と
し
た
化
物
の
姿
を
現
前
さ
せ
た
。
み

ず
か
ら
の
招
い
た
こ
の
恐
怖
に
、
み
ず
か
ら
が
お
の
の
く
か
に
み
え
た
彼
女
ら

で
は
あ
っ
た
が
、
態
勢
の
た
て
直
し
に
さ
ほ
ど
の
時
問
は
要
し
な
か
っ
た
。
情

に
溺
れ
て
は
い
け
な
い
。
心
中
立
て
が
か
り
そ
め
の
手
管
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
さ
え

知
ら
ぬ
や
っ
ら
だ
と
す
れ
ば
、
わ
か
ら
せ
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
物
か
し

　
　
　
　
　
　
　
『
好
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こ
き
女
郎
」
の
一
喝
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
作
者
西
鶴
の
一
喝
で
あ
っ
た

か
・
虚
構
を
利
用
し
、
作
者
自
身
の
口
か
ら
で
は
な
く
、
当
事
者
の
声
を
代
表

し
て
発
言
さ
せ
た
結
晶
の
ひ
と
言
で
あ
る
だ
に
、
ぬ
き
さ
し
な
ら
ぬ
迫
真
力
が

あ
る
。
わ
か
ら
ず
や
の
な
ま
は
ん
か
な
男
ど
も
に
、
そ
ろ
そ
ろ
引
導
を
渡
す
べ

き
だ
と
い
う
気
持
が
、
す
で
に
西
鶴
に
き
ざ
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
次
の
作
『
椀
久
一
世
の
物
語
』
の
松
山
は
、
上
巻
最
後
の
章
で
は
じ
め
て
登

場
す
る
。
そ
の
と
こ
ろ
は
前
に
も
引
用
し
た
と
お
り
で
、
椀
久
は
そ
の
こ
ろ

「
大
方
に
帥
に
な
っ
て
」
い
て
、
　
「
誰
が
意
見
に
て
も
聴
か
ぬ
」
状
態
で
あ
っ

た
・
も
っ
と
も
、
松
山
に
っ
い
て
は
、
彼
女
ｎ
身
の
こ
と
も
、
椀
久
と
の
か
か

わ
り
あ
い
も
、
直
接
旦
ハ
体
的
な
記
述
は
な
い
が
、
椀
久
が
異
常
な
執
心
を
抱
い

て
い
た
に
違
い
な
い
こ
と
が
、
下
巻
の
待
章
か
ら
問
接
的
に
読
み
と
れ
る
。
と

も
あ
れ
、
椀
久
は
こ
の
時
す
で
に
衰
運
に
傾
い
て
い
た
。

　
　
必
ず
色
あ
そ
び
、
物
も
使
は
ず
か
し
こ
く
な
る
時
分
は
、
銀
が
な
い
も
の

　
　
な
り
。
銀
が
あ
る
う
ち
に
帥
に
な
る
も
の
な
ら
ば
、
久
離
き
ら
る
る
者
は

　
　
あ
る
ま
じ
。
椀
久
も
泄
上
の
つ
も
り
よ
り
は
早
く
畳
ま
れ
し
卒
不
思
議
な

　
　
り
。
さ
の
み
人
の
目
立
つ
程
の
事
も
な
か
り
き
。

と
い
う
一
般
論
の
形
で
、
せ
っ
か
く
頂
上
を
き
わ
め
か
け
た
椀
久
で
は
あ
っ
た

が
・
肝
心
の
軍
資
金
が
沽
渇
し
て
、
粋
人
の
地
位
か
ら
引
退
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
『
一
代
勇
』
巻
二
の
四
「
折
、
一
、
一
紙
の
う
る

し
判
」
は
奈
良
の
話
で
あ
る
が
、
相
床
の
田
舎
客
が
帰
り
ぎ
わ
に
、
「
惣
じ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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此
申
の
し
な
し
、
物
も
っ
か
は
ず
、
お
そ
ら
く
今
と
い
ふ
今
す
ゐ
に
な
っ
た
と

存
ず
る
」
と
い
え
ば
、
揚
屋
の
亭
主
が
す
か
さ
ず
、
「
ま
だ
た
ら
ぬ
所
が
あ
り
・

ま
こ
と
の
す
ゐ
は
麦
へ
は
ま
ゐ
ら
ず
、
内
に
て
小
判
を
よ
う
て
居
ま
す
る
」
と

た
し
な
め
る
一
幕
が
あ
る
。
十
七
歳
の
世
之
介
は
、
ま
だ
序
の
口
に
近
い
。
粋

と
金
と
が
両
立
し
が
た
い
こ
と
を
、
遊
び
に
志
す
者
と
し
て
、
ま
ず
肝
に
銘
じ

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
世
之
介
は
天
文
学
的
数
字
と
も
い
え
る
遺
産
を

継
承
し
た
か
ら
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
た
い
て
い
の
財
カ
で

は
か
な
わ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
椀
久
が
破
産
し
て
し
ま
っ
た
の
を
「
不
思

議
」
と
い
う
の
は
、
尋
常
の
計
算
で
は
律
し
き
れ
な
い
急
速
度
の
没
落
で
あ
っ

た
こ
を
い
っ
た
ま
で
で
あ
り
、
実
情
は
「
さ
の
み
人
の
目
立
っ
程
の
事
も
な

か
」
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
五
人
女
』
の
清
十
郎
は
、
幸
か
不
幸
か
、
ま
だ
親
が
か
り
の
身
分
で
あ
っ

た
。
生
家
の
財
産
を
使
い
果
た
す
ま
で
に
は
至
ら
ぬ
先
に
、
親
仁
か
ら
ス
ト
ッ

プ
が
か
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
事
実
上
、
彼
は
破
産
し
て
し
ま
う
。
金
が
な
く
な

っ
た
と
み
た
客
に
は
用
が
な
い
か
ら
、
「
は
や
揚
屋
に
は
げ
ん
を
見
せ
て
、
手

如
き
て
も
返
事
せ
ず
、
吸
物
の
出
時
淋
し
く
、
茶
の
も
と
い
へ
ば
、
両
の
手
に

呑
二
つ
、
か
へ
り
さ
ま
に
油
火
の
灯
心
を
へ
し
て
ゆ
く
、
女
郎
そ
れ
ぐ
に

呼
び
た
つ
る
。
」
と
い
う
豹
変
も
や
む
を
得
な
い
。

　
　
さ
て
も
く
替
る
は
色
宿
の
な
ら
ひ
、
人
の
情
は
一
歩
小
判
あ
る
う
ち
な

　
　
り
。
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と
、
こ
こ
で
も
西
鶴
は
、
清
十
郎
の
述
懐
と
も
、
作
者
自
身
の
こ
と
ば
と
も
っ

か
ぬ
か
た
ち
で
、
遊
里
の
本
質
を
極
め
て
明
確
に
断
定
し
て
い
る
。
い
ず
れ
は

誰
も
が
必
定
的
に
迎
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
冷
酷
な
現
実
で
あ
る
。
遊
興
と
金

銀
と
の
相
関
関
係
は
、
窮
極
的
に
は
、
「
人
の
情
は
一
歩
小
判
あ
る
う
ち
な
り
。
」

と
い
う
、
こ
の
一
句
に
集
約
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
『
椀
久
一
世
』
に
お
け
る
椀
久
の
没
落
ま
で
と
、
『
五
人
女
』

に
お
け
る
清
十
郎
の
遊
興
停
止
ま
で
と
を
、
対
照
し
な
が
ら
み
て
く
る
と
・
ほ

ぼ
同
じ
よ
う
な
経
路
を
歩
ん
で
き
た
両
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
・
ど
ち
ら

も
親
の
財
産
を
遊
蕩
一
途
に
っ
ぎ
こ
み
、
時
に
は
人
の
眉
を
ひ
そ
め
し
め
る
馬

鹿
遊
び
も
し
た
あ
げ
く
、
よ
う
や
く
に
し
て
一
つ
の
頂
点
に
達
し
た
こ
ろ
に
・

身
の
破
滅
が
訪
れ
る
の
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
『
五
人
女
』
の
執
筆
に
と
り

か
か
っ
た
西
鶴
の
構
想
の
中
に
、
前
作
『
椀
久
一
世
』
が
か
な
り
強
く
意
識
さ

れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
と
思
う
。
創
作
意
識
の
推
移
を
、
さ
も
必
然

的
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
て
、
そ
の
あ
と
づ
け
を
試
み
る
こ
と
は
、
西
鶴
に

あ
っ
て
は
、
当
を
失
し
た
う
が
ち
す
ぎ
に
陥
る
弊
も
生
じ
よ
う
。
し
か
し
、
い

ま
の
場
合
、
も
と
よ
り
う
が
ち
す
ぎ
で
も
何
で
も
な
い
、
極
く
常
識
的
な
検
討

の
結
果
か
ら
い
っ
て
も
、
同
じ
モ
デ
ル
小
説
で
あ
り
、
制
作
年
代
の
上
で
も
連
続

す
る
二
作
晶
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
こ
と
だ
と
、
そ
っ
ぽ
を
向
い
て
し
ま
え
な
い

ほ
ど
、
密
接
な
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
・

　
も
っ
と
も
、
『
五
人
女
』
が
、
巻
の
順
番
に
従
っ
て
、
第
一
巻
か
ら
書
き
は



じ
め
ら
れ
た
も
の
か
ど
う
か
は
知
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
ま
ず
普
通
の
順
序
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
五
つ
の
話
を
一
つ
の
作
晶
に
ま
と
め
た
構
想
、
な
い
し

は
・
こ
れ
を
『
好
色
五
人
女
』
と
名
づ
け
た
由
来
や
巻
の
順
序
な
ど
に
っ
い

は
、
諸
説
の
あ
る
こ
と
が
、
岩
波
文
庫
本
『
好
色
五
人
女
』
の
解
説
な
ど
に
も

紹
介
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
同
解
説
に
は
、
山
口
剛
氏
（
日
本
名
著
全

集
『
茜
鶴
名
作
集
』
）
の
能
の
五
番
立
て
に
擬
す
る
説
、
瞬
峻
康
隆
氏
（
『
好
色

五
人
女
評
釈
』
）
の
浄
瑠
璃
の
五
段
組
織
を
と
り
入
れ
た
と
す
る
説
、
野
間
光

辰
氏
一
一
酉
鶴
年
譜
考
証
一
一
の
一
五
人
女
一
と
題
し
た
専
本
の
存
在
姦
定

す
る
説
・
こ
れ
ら
を
あ
げ
て
、
さ
ら
に
、
校
註
者
・
東
明
雅
氏
昼
の
、
歌
舞

伎
の
当
り
狂
言
の
外
題
に
類
似
の
も
の
が
存
す
る
と
い
う
説
が
付
け
加
え
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
野
問
光
辰
氏
の
説
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
・
伝
存
す
る
歌
祭
文
を
み
る
と
、
大
経
師
・
お
さ
ん
の
も
の
に
は
「
五
人
女

の
一
の
筆
」
、
八
百
屋
お
七
の
も
の
に
は
「
五
人
女
の
三
の
筆
」
、
お
な
っ
．

清
十
郎
の
も
の
に
は
「
五
人
女
の
四
の
筆
」
と
あ
り
、
西
鶴
の
『
五
人
女
』
と

順
序
が
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
別
に
、
『
お
せ
ん
長
右
衛
門
い
せ
さ
ん

ぐ
う
新
五
人
女
』
（
貞
享
三
年
冬
刊
）
と
題
す
る
歌
祭
文
の
寄
せ
本
が
存
在
す

る
こ
と
か
ら
、
『
好
色
五
人
女
』
以
前
に
、
同
じ
よ
う
な
歌
祭
文
の
寄
せ
本
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
も
し
こ
の
仮
説
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
と
、
な
ぜ
西
鶴
が
「
四
の
筆
」
の
お

な
っ
．
清
十
郎
物
語
を
筆
頭
に
置
い
た
か
が
、
一
っ
の
疑
問
と
な
っ
て
く
る
。

　
　
　
　
　
　
　
『
好
色
五
人
女
』
の
串
発
点

曄
峻
康
隆
氏
は
、
年
代
的
に
遠
い
、
そ
し
て
地
方
に
起
こ
っ
た
班
件
を
浴
一
と

巻
五
に
・
三
郁
で
担
こ
っ
た
新
し
い
乎
件
を
巻
二
．
三
．
四
に
置
い
て
、
時
問

的
・
空
問
的
な
配
列
の
考
慮
が
払
わ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
（
『
酉
鶴
．
評
論

と
研
究
』
）
・
そ
こ
に
、
作
者
を
文
配
し
た
題
材
の
実
在
性
と
、
西
鶴
文
学
の

諸
国
咄
的
性
格
を
認
め
よ
う
と
す
る
。
こ
の
説
も
た
し
か
に
う
な
ず
け
る
け
れ

ど
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
結
果
論
で
あ
っ
て
、
清
十
郎
物
語
を
第
一
に
し
な

け
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
理
由
に
は
、
必
ず
し
も
な
り
仙
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
ろ

ん
・
そ
う
い
う
意
図
を
も
っ
て
発
想
さ
れ
て
い
る
説
で
も
な
い
。
ヲ
ゲ
、
の
他
、
同

氏
の
浄
瑠
璃
に
な
ら
っ
た
五
段
組
織
と
の
論
は
、
存
巻
五
革
構
成
の
理
由
を
説

明
す
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
し
、
山
口
剛
氏
の
説
は
、

や
や
付
会
に
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
東
呪
雅
氏
説
も
こ
れ
に
は
関
係
が
な

い
。

　
そ
れ
よ
り
も
私
は
や
は
り
、
平
凡
で
も
、
　
『
椀
久
一
世
の
物
語
』
と
の
関
連

を
考
え
た
方
が
よ
く
は
な
い
か
と
思
う
。
実
説
が
定
か
で
な
い
以
上
、
清
十
郎

が
、
『
五
人
女
』
に
み
る
よ
う
な
、
椀
久
型
の
遊
蕩
歴
を
も
っ
た
人
物
で
あ
っ

た
か
ど
う
か
は
、
不
明
と
い
う
ほ
か
は
な
い
、
が
、
お
な
つ
と
の
箏
件
を
起
こ

し
た
場
所
が
姫
路
で
あ
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
確
か
な
班
実
で
あ
ろ
う
か
ら
、

姫
路
と
聞
い
て
、
西
鶴
の
頭
に
す
ぐ
浮
ん
で
き
た
の
が
、
室
津
と
い
う
、
古
い

遊
廓
の
あ
る
港
町
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
推
察
さ
れ
る
。
作
者
が
十
分
な
関
心
を

抱
い
て
い
た
土
地
で
あ
る
。
そ
こ
が
実
際
に
清
十
郎
の
出
生
地
で
あ
れ
ば
、
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



『
好
色
五
人
女
』
の
出
発
点

お
さ
ら
好
都
合
で
あ
る
が
、
仮
に
そ
う
で
な
く
て
も
、
こ
の
地
に
一
人
の
遊
蕩

児
を
誕
生
さ
せ
る
こ
と
は
、
西
鶴
に
お
い
て
、
お
の
ず
か
ら
な
連
想
だ
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
う
い
う
い
き
さ
っ
を
推
定
す
る
な
ら
ば
、
五
組
の
男
女

の
話
を
書
こ
う
と
す
る
場
合
、
ま
ず
第
一
番
目
に
ど
れ
を
と
り
あ
げ
る
か
が
・

お
お
よ
そ
き
ま
っ
て
く
る
よ
う
に
思
う
。
そ
の
契
機
が
、
上
に
述
べ
た
『
椀
久

一
世
の
物
語
』
か
ら
の
創
作
意
識
の
推
移
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ

と
は
、
さ
ら
に
、
同
物
語
の
下
巻
を
ひ
も
ど
き
な
が
ら
、
検
討
を
進
め
て
い
か

ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
四

　
　
『
椀
久
一
－
肚
』
の
下
巻
は
、
椀
久
が
家
屋
敷
を
売
り
に
出
す
と
こ
ろ
か
ら
始

ま
り
、
以
下
、
急
速
度
な
そ
の
転
落
過
程
を
描
い
て
ゆ
く
。
場
末
に
隠
遁
し

て
、
一
時
は
妾
と
の
と
も
か
せ
ぎ
に
安
ん
じ
る
か
に
み
え
た
椀
久
で
は
あ
っ
た

が
、
売
家
の
金
も
ほ
ど
な
く
使
い
果
た
し
、
前
途
は
暗
い
。
そ
こ
へ
偶
然
訪
ね

て
き
た
比
丘
尼
姿
の
か
つ
て
の
遊
女
の
口
か
ら
、
な
じ
み
の
松
山
も
「
是
非
な

き
か
た
」
に
身
請
さ
れ
た
と
聞
き
、
「
狂
人
の
ご
と
く
」
な
る
、
そ
の
女
に
路

銀
を
恵
ま
れ
て
、
江
戸
へ
下
ろ
う
と
す
る
が
、
間
も
な
く
途
中
で
引
き
返
し
、

前
に
も
増
し
て
う
ら
ぶ
れ
た
生
活
に
落
ち
た
。
そ
れ
で
も
ま
だ
性
こ
り
も
な

く
、
昔
の
色
友
達
の
あ
と
に
っ
い
て
新
町
を
の
ぞ
い
て
み
た
り
す
る
。
し
か

し
、
松
山
の
こ
と
が
話
題
に
の
ぼ
っ
て
、
一
人
で
逃
げ
出
し
、
使
い
捨
て
た
金
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の
愚
痴
を
こ
ぼ
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
友
達
ら
に
っ
か
ま
り
、
そ
の
は
ず
み
に
・

と
う
と
う
本
式
に
発
狂
し
て
し
ま
う
。
か
り
そ
め
に
正
気
に
戻
っ
た
折
に
、
す

す
め
ら
れ
て
頭
を
そ
る
が
、
と
も
す
れ
ば
思
う
は
松
山
の
こ
と
ば
か
り
◎
住
居

も
定
ま
ら
ぬ
錯
乱
の
状
態
で
、
あ
ら
ぬ
た
わ
ご
と
を
口
走
り
、
大
坂
の
街
を
さ

ま
よ
い
歩
く
乞
食
坊
主
の
身
と
な
っ
て
も
、
意
識
の
う
ち
に
は
ま
だ
昔
の
栄
華

が
残
っ
て
い
る
。
大
川
筋
の
舟
で
騒
い
で
い
る
客
を
か
い
ま
見
れ
ば
、
身
請
け

し
た
女
郎
を
西
国
へ
連
れ
て
帰
る
と
こ
ろ
ら
し
く
、
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
わ
が

身
の
不
運
が
嘆
か
わ
し
い
。
ね
た
ま
し
さ
に
た
え
き
れ
ず
、
そ
の
舟
に
愚
か
な

ち
よ
っ
か
い
を
か
け
た
ば
か
り
に
、
大
尽
の
怒
り
に
ふ
れ
て
水
申
に
た
た
き
落

さ
れ
、
つ
い
に
三
十
三
歳
の
命
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
没
落
後
の
椀
久
は
、
こ
う
し
て
水
死
す
る
ま
で
の
三
年
間
を
、
虚
無
と
狂
乱

の
う
ち
に
終
始
す
る
。
こ
の
物
語
は
、
そ
の
椀
久
の
心
理
や
行
動
を
よ
く
描
写

し
得
て
、
な
か
な
か
の
異
彩
を
放
つ
。
も
っ
と
も
、
松
山
の
名
は
そ
う
た
び
た

び
出
て
く
る
わ
け
で
は
な
く
、
椀
久
の
彼
女
に
対
す
る
思
慕
の
情
も
、
右
の
あ

ら
す
じ
の
紹
介
で
述
べ
た
ほ
ど
、
必
ず
し
も
文
章
の
表
面
に
あ
ら
わ
に
さ
れ
て

は
い
な
い
。
む
し
ろ
作
者
は
、
意
識
的
に
こ
れ
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
を
避
け

て
い
る
ら
し
い
。
た
と
え
ば
「
現
の
情
物
語
」
（
第
四
章
）
で
、
宿
も
定
ま
ら

ず
、
材
木
置
場
に
ご
ろ
寝
し
て
い
た
椀
久
に
話
し
か
け
る
一
人
の
女
性
が
あ

る
。
ゆ
り
起
こ
し
て
も
目
覚
め
な
い
の
で
、
再
会
の
あ
て
も
あ
る
か
ど
う
か
わ

か
ら
ぬ
ま
ま
、
女
物
の
黄
八
丈
を
着
せ
か
け
、
紙
包
み
の
氷
砂
糖
を
枕
元
に
残



し
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
を
松
山
と
見
る
か
ど
う
か
は
、
読
者
の
判
断
に

委
ね
ら
れ
て
い
る
。
棚
に
な
っ
て
目
覚
め
た
椀
久
は
、
氷
砂
糖
は
「
う
れ
し

く
」
頂
戴
す
る
け
れ
ど
も
、
黄
八
丈
は
は
そ
の
場
で
捨
て
て
し
ま
う
。
こ
れ
な

ど
も
、
単
に
椀
久
の
痴
果
性
を
写
す
た
め
で
は
な
い
。
松
山
が
実
際
に
そ
ん
な

こ
と
を
し
た
だ
ろ
う
か
、
な
ど
と
い
う
の
も
愚
問
に
属
す
る
。
椀
久
の
身
に
な

っ
て
み
れ
ば
、
事
実
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
松
山
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず

だ
と
、
読
者
は
考
え
る
に
違
い
な
い
。
故
意
に
あ
い
ま
い
に
し
て
読
者
の
推
定

を
誘
導
し
よ
う
と
す
る
、
作
者
の
用
意
が
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
思
う
。
こ
う

い
う
扱
い
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
、
没
落
後
の
椀
久

は
、
片
時
も
松
山
の
幻
影
を
払
拭
し
得
な
い
、
痛
ま
し
い
純
情
の
持
主
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
身
の
破
滅
も
、
発
狂
の
原
因
も
、
こ
の
純
情

の
ゆ
え
で
あ
る
が
、
同
時
に
一
面
で
は
、
忘
れ
よ
う
と
し
て
忘
れ
得
な
い
脳
裡

の
面
影
を
支
え
と
し
て
、
ど
う
に
か
三
年
問
を
過
ご
し
得
た
椀
久
で
あ
っ
た
と

も
い
え
よ
う
。
少
し
極
端
に
い
え
ば
、
下
巻
の
椀
久
は
、
す
べ
て
松
山
を
軸
と

し
て
回
転
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
宿
命
的
な
悲
劇
の
人
物
で
あ
っ
た
。
結
び
の
一
文
な
ど
、
こ
の
作
者
に
し
て

は
比
較
的
珍
ら
し
い
感
傷
的
な
筆
致
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
が
、
そ
れ
は
、

　
『
五
人
女
』
の
大
半
の
巻
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
顕
著
で
は
な
い
。
『
五
人
女
』

で
は
、
た
と
え
ば
巻
一
で
も
、
第
五
章
の
全
部
を
費
し
て
、
清
十
郎
没
後
の
お

な
っ
に
、
深
い
傷
心
と
同
倍
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
讃
美
的
で
さ
え
あ
る
。
同

　
　
　
　
　
　
　
『
好
色
五
人
女
』
の
串
発
点

じ
悲
劇
の
主
人
公
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
問
に
、
か
な
り
の
開
き
が
あ
る
。
椀

久
の
場
合
も
、
男
女
の
荒
こ
そ
あ
れ
、
お
な
っ
と
同
様
、
純
情
に
殉
じ
た
の
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
哀
愁
に
満
ち
た
境
涯
に
、
作
者
の
同
情
心
な
ど

は
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
い
。
と
い
っ
て
、
こ
と
さ
ら
に
冷
た
く
あ
し
ら
っ
て

い
る
ふ
う
で
も
な
く
、
い
わ
ば
、
感
情
を
押
し
殺
し
て
冷
静
に
、
淡
々
と
筆
を

進
め
て
い
る
。

　
理
由
は
、
同
じ
く
純
情
に
殉
じ
た
と
い
っ
て
も
、
そ
の
純
情
あ
る
い
は
殉
じ

方
に
つ
い
て
の
西
鶴
の
評
価
が
、
は
っ
き
り
左
右
に
分
か
れ
て
い
る
か
ら
な
の

で
あ
ろ
う
。
お
な
っ
は
清
十
郎
の
た
め
に
、
文
字
ど
お
り
、
乙
女
の
純
情
を
捧

げ
た
。
だ
が
、
椀
久
は
そ
う
で
は
な
い
。
相
手
が
遊
女
で
あ
る
。
「
人
の
情
は

一
歩
小
判
あ
る
う
ち
な
り
。
」
と
は
、
遊
興
と
金
銀
と
の
窮
極
的
な
関
係
を
集

約
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
さ
き
に
述
べ
た
。
清
十
郎
が
親
仁
に
見
放
さ
れ

て
、
揚
屋
の
待
遇
が
掌
を
か
え
す
よ
う
に
悪
く
な
っ
た
個
所
で
あ
る
。
単
に

「
金
銀
」
と
い
わ
な
い
で
、
　
二
歩
小
判
」
と
い
つ
た
。
祝
儀
に
は
普
通
こ
れ

が
用
い
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
情
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
が
ほ

し
さ
の
、
心
に
も
な
い
お
愛
想
で
あ
る
。
下
り
坂
の
客
に
い
つ
ま
で
も
御
機
嫌

を
と
る
ほ
ど
の
ん
び
り
し
て
は
い
ら
れ
な
い
。
全
盛
の
大
尽
が
も
て
は
や
さ
れ

る
の
も
、
ほ
か
に
魅
力
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
金
が
す
べ
て
で
あ
る
。
わ
か

り
き
っ
た
こ
と
だ
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
か
ろ
う
。
遊
女
の
真
情
と
覚
し
き
も

の
も
ま
た
、
そ
の
実
態
は
偽
装
さ
れ
た
仮
面
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
「
此
里
の
乎
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『
好
色
五
人
女
』
の
出
発
点

手
と
し
て
の
使
命
も
生
じ
よ
う
。
封
建
制
度
の
も
た
ら
し
た
き
び
し
い
現
実
の

壁
に
、
身
を
挺
し
て
突
入
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
壁
は
打
ち
破
ら
れ
な
い

で
あ
ろ
う
、
勝
利
を
つ
か
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
敗
北
は
覚
悟
の
純

情
と
至
誠
と
勇
気
が
あ
つ
て
、
は
じ
め
て
こ
の
使
命
が
達
成
さ
れ
る
・
清
十
郎

は
、
そ
の
旗
手
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
と
し
て
、
十
分
な
素
質
と
経
歴
に
恵

ま
れ
る
よ
う
に
仕
立
て
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
椀
久
の
よ
う
な
・
妄
執
に
さ
ま

よ
う
亡
者
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。
木
石
で
は
困
る
、
遊
興
歴
は
豊
富
で
あ
る

こ
と
が
望
ま
し
い
け
れ
ど
、
い
ま
は
す
で
に
完
全
に
足
を
洗
一
た
男
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
別
の
世
界
で
活
躍
さ
せ
る
の
だ
。
表
面
は
い
か
に
律
義
者
を
装

つ
て
い
て
も
、
お
の
ず
か
ら
に
じ
み
出
る
「
内
証
一
の
よ
さ
。
色
好
み
の
士
ハ

娘
が
う
っ
っ
を
抜
か
す
ほ
ど
の
相
手
と
し
て
は
、
こ
う
い
う
男
で
あ
っ
て
こ

そ
、
最
も
す
ぐ
れ
た
適
格
性
を
そ
な
え
る
。

清
十
郎
の
人
物
形
象
を
こ
の
よ
う
に
想
定
す
る
と
き
、
彼
の
前
歴
を
紹
介
し

た
第
一
章
の
意
味
が
、
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
◎
そ
れ
は
決
し
て

本
筋
か
ら
離
れ
た
無
用
の
存
在
で
は
な
い
ば
か
り
か
、
さ
ら
に
積
極
的
な
理
由

と
意
義
を
も
つ
た
、
重
要
な
発
端
で
あ
る
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
西
鶴
ら
し
い
描
写
の
お
も
し
ろ
さ
の
み
に
満
足
す
べ
き
も
の
で
は

な
い
と
思
う
。
　
『
五
人
女
』
の
構
想
が
、
必
然
的
に
こ
れ
を
必
要
と
し
た
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
、
椀
久
型
の
亡
者
は
ど
う
処
理
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
ハ
四

が
依
然
と
し
て
残
る
。
清
十
郎
ば
か
り
が
成
仏
し
得
て
も
、
椀
久
は
救
わ
れ
な

い
。
だ
が
、
や
は
り
西
鶴
は
、
こ
れ
を
持
て
あ
ま
し
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。
解

答
は
『
置
土
産
』
ま
で
保
留
さ
れ
る
。
そ
の
か
わ
り
、
し
ば
ら
く
は
遊
里
か
ら

別
れ
る
。
『
五
人
女
』
首
章
の
、
清
十
郎
の
遊
里
訣
別
は
、
あ
る
い
は
、
作
者

の
こ
の
気
持
を
代
弁
す
る
、
未
完
成
な
答
案
で
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
◎
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以
上
、
　
『
五
人
女
』
お
な
つ
・
清
十
郎
物
語
の
第
一
章
の
意
義
を
、
主
と
し

て
『
椀
久
一
世
の
物
語
』
と
の
関
連
か
ら
考
察
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
が
、
な

お
、
こ
の
二
つ
の
物
語
全
体
の
関
係
に
つ
い
て
、
簡
単
に
付
け
加
え
て
お
こ
う
。

　
お
な
つ
は
、
清
十
郎
が
処
刑
さ
れ
た
と
知
っ
て
、
一
時
発
狂
す
る
場
面
が

『
五
人
女
』
に
あ
る
。
椀
久
も
松
山
の
身
請
け
を
聞
い
た
瞬
間
、
「
狂
人
の
ご

と
く
」
な
っ
て
い
る
。
と
も
に
、
失
っ
た
愛
人
に
対
す
る
追
慕
の
心
が
彼
ら

を
狂
わ
せ
た
。
お
な
っ
の
発
狂
が
、
も
し
も
作
者
の
創
作
で
あ
る
の
な
ら
ば
・

そ
の
ヒ
ン
ト
が
椀
久
に
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
創
作
で
な
く
、
事
実

に
も
と
づ
く
の
で
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
、
椀
久
の
人
間
像
が
・
こ
の
こ

と
を
媒
介
項
と
し
て
、
清
十
郎
の
人
物
形
象
に
大
き
く
反
映
し
た
の
で
は
な
い

か
と
の
推
測
が
成
り
立
っ
で
あ
ろ
う
・

　
ま
た
、
　
『
五
人
女
』
の
方
の
末
尾
は
、

　
　
其
比
は
上
方
の
狂
一
一
一
一
一
に
な
し
、
遠
国
村
く
里
く
迄
、
ふ
た
り
が
名
を



　
　
流
し
け
る
。
是
ぞ
恋
の
新
川
、
舟
を
つ
く
り
て
、
お
も
ひ
を
の
せ
て
、
泡

　
　
の
あ
は
れ
な
る
世
や
。

と
な
っ
て
い
る
が
、
　
『
椀
久
一
世
』
に
も
、

　
　
世
の
取
沙
汰
を
大
和
屋
が
狂
言
に
作
り
て
、
甚
兵
衛
が
身
ぷ
り
、
其
の
ま

　
　
ま
椀
久
を
生
き
う
つ
し
、
是
を
見
し
人
、
恋
を
知
る
も
知
ら
ぬ
も
泪
を
求

　
　
め
け
る
。
　
（
下
巻
第
六
章
）

と
あ
る
。
文
章
の
趣
も
似
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
ど
ち
ら
も
「
狂
言
」

云
々
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
両
作
晶
の
外
面
的
な
制
作
動
機
が
同
一
で
あ

っ
た
こ
と
を
語
る
。

　
こ
れ
ら
二
っ
の
点
は
、
『
五
人
女
』
の
巻
一
が
、
　
『
椀
久
一
世
』
を
強
く
意

識
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
一
証
と
な
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
　
『
椀
久

一
世
』
が
、
単
に
『
五
人
女
』
の
発
端
の
部
分
に
密
接
に
つ
な
が
る
だ
け
で
は

な
く
、
実
は
物
語
全
体
と
し
て
も
、
両
者
が
少
な
か
ら
ぬ
関
連
性
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
が
察
知
で
き
る
と
思
う
。

『
好
色
五
人
女
』
の
出
発
点

六
五
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