
享

呆イ
期
近

松

『
関

時
代
浄

八
州
繋
馬
』

瑠
璃

を
め
ぐ

の
つ

て

方
法

田
　
　
　
中

馨

Ｈ
　
は
じ
め
に

　
近
松
時
代
浄
瑠
璃
に
お
げ
る
享
保
期
は
、
総
合
的
に
見
て
、
安
定
円
熟
期
で

あ
る
と
と
も
に
、
技
巧
本
位
の
趣
向
主
義
的
傾
向
が
進
む
、
つ
ま
り
「
完
成
」

と
「
崩
壌
」
が
同
時
進
行
し
て
い
る
時
期
、
と
従
来
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
＠

　
若
月
保
治
氏
は
舞
台
面
の
充
実
整
備
と
い
っ
た
面
を
重
く
見
ら
れ
、
「
雄
大

な
壮
重
た
る
時
代
物
の
語
り
方
の
上
に
義
太
夫
浄
瑠
璃
の
発
展
す
べ
き
基
礎
が

此
処
に
確
立
さ
れ
た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
戦
後
、
広
末
保
氏
は
、
ド
ラ
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
方
法
あ
る
い
は
悲
劇
の
方
法
と
い
う
視
点
か
ら
「
比
較
的
後
期
の
も
の
に
理

想
型
へ
の
暗
示
が
み
ら
れ
る
」
と
し
て
お
ら
れ
る
。
『
国
性
爺
合
戦
』
は
よ
り

「
綜
合
芸
術
的
」
な
方
向
に
近
づ
き
、
『
関
八
州
繋
馬
』
は
よ
り
「
史
劇
的
」

な
方
向
へ
近
づ
い
て
い
る
と
評
価
し
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
段
構
成
や
そ
の
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

質
に
つ
い
て
は
、
高
野
正
已
氏
が
『
用
明
天
王
職
人
鑑
』
（
宝
永
二
年
）
以
来

　
　
　
　
　
享
保
期
近
松
時
代
浄
瑠
璃
の
方
法

「
全
篇
の
山
と
し
て
技
巧
本
位
の
悲
劇
的
場
面
を
設
げ
る
の
が
時
代
物
の
約
束

と
な
っ
た
」
こ
と
、
そ
れ
が
二
、
三
段
目
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を

指
摘
さ
れ
た
が
、
さ
ら
に
近
石
泰
秋
氏
は
、
三
段
目
愁
嘆
、
四
段
目
節
事
・
景

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

事
と
い
う
様
式
を
含
ん
だ
五
段
形
式
が
、
「
『
国
性
爺
合
戦
』
に
い
た
っ
て
一
応

完
成
し
、
以
後
近
松
の
死
ま
で
殆
ん
ど
例
外
な
く
守
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
を
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

証
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
点
か
ら
向
井
芳
樹
氏
は
、
正
徳
以
後
を
二
応
安
定
し

た
時
期
」
と
考
え
ら
れ
た
。
時
代
浄
瑠
璃
は
そ
の
結
句
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

世
話
物
に
対
し
て
「
現
世
に
つ
た
が
る
劇
中
の
世
界
が
安
泰
で
あ
る
べ
き
だ
と

い
う
『
公
的
性
格
』
を
軸
と
し
て
正
徳
以
後
の
時
代
浄
瑠
璃
が
完
成
」
し
た
こ

と
を
説
か
れ
た
。
そ
の
中
で
従
属
的
人
物
の
犠
牲
に
よ
っ
て
葛
藤
を
完
結
さ

せ
る
と
い
う
「
時
代
悲
劇
」
が
創
出
さ
れ
て
き
て
、
そ
う
し
た
三
段
目
の
悲
劇

的
局
面
を
全
体
の
山
と
し
て
善
悪
や
正
邪
の
抗
争
と
い
う
作
品
全
体
を
貫
く

「
世
界
」
が
確
立
し
た
の
が
『
国
性
爺
合
戦
』
あ
た
り
で
あ
る
こ
と
を
言
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



　
　
　
　
　
享
保
期
近
松
時
代
浄
瑠
璃
の
方
法

た
。
　
一
方
、
森
修
氏
は
、
『
外
題
年
鑑
』
の
記
事
に
『
国
性
爺
合
戦
』
以
来
前

狂
言
が
省
か
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
を
、
浄
瑠
璃
の
長
さ
の
検
証
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

か
ら
裏
付
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
で
「
浄
瑠
璃
の
各
段
は
連
続
し
て
上

演
さ
れ
る
と
と
も
に
、
浄
瑠
璃
一
篇
の
統
一
と
変
化
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
く
る
」
こ
と
を
述
べ
ら
れ
た
。
祐
田
善
雄
氏
は
こ
れ
を
さ
ら
に
浄
瑠
璃
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

「
近
世
化
」
と
い
う
観
点
か
ら
「
間
狂
言
な
し
に
上
演
し
て
も
観
客
を
倦
ま
し

め
な
い
だ
げ
の
魅
力
あ
る
芸
に
成
長
」
し
た
こ
と
に
結
び
つ
げ
ら
れ
た
。

　
以
上
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
観
点
に
わ
た
る
諸
説
で
は
あ
る
が
、
享
保
期
は
少
な

く
と
も
「
五
段
組
織
」
と
い
う
も
の
の
方
法
に
関
し
て
は
、
正
徳
年
間
の
達
成

を
継
承
し
て
完
成
し
、
さ
ら
に
安
定
円
熟
し
た
時
期
と
す
る
の
が
一
致
し
た
見

方
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
と
き
に
、
『
国
性
爺
合
戦
』

と
い
う
作
品
が
区
切
り
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
以
後
の
作
品
を
「
享
保
期
」
あ

る
い
は
「
晩
年
」
の
作
品
、
と
一
括
す
る
こ
と
が
研
究
史
の
上
で
定
説
と
な
っ

て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
も
、
段
と
段
の
有
機
的
な
つ
な
が
り
が
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

時
期
に
出
て
く
る
と
い
う
、
段
構
成
の
面
で
の
プ
ラ
ス
の
評
価
が
、
白
方
勝
氏
、

　
　
　
　
＠

松
井
静
夫
氏
の
各
作
品
ご
と
の
分
析
に
お
い
て
、
同
様
に
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
し
か
し
一
方
で
は
、
早
く
か
ら
、
黒
木
勘
蔵
氏
の
よ
う
に
、
晩
年
の
作
品
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

「
散
慢
」
で
「
不
統
一
」
と
い
う
評
価
が
あ
っ
た
。
戦
後
、
郡
司
正
勝
氏
が
後

期
に
な
る
は
ど
時
代
浄
瑠
璃
は
「
閉
鎖
性
」
を
あ
ら
わ
し
て
き
た
、
っ
ま
り

「
身
替
り
」
と
い
う
み
ず
か
ら
の
運
命
に
甘
ん
じ
る
「
低
さ
」
が
定
着
す
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
六
〇

っ
れ
て
時
代
物
は
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
否
定
的
評
価

と
さ
れ
、
内
山
美
樹
子
氏
も
、
た
と
え
ぱ
三
段
目
悲
劇
的
局
面
の
方
法
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

て
、
享
保
期
は
宝
永
正
徳
期
に
比
べ
「
犠
牲
者
自
ら
が
状
況
を
支
配
す
る
積
極

性
は
欠
げ
て
い
る
」
と
同
様
の
評
価
を
さ
れ
た
。
「
身
替
り
」
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
＠

向
井
芳
樹
氏
が
、
危
機
的
た
局
面
を
き
り
ぬ
げ
る
の
は
、
古
浄
瑠
璃
や
初
期
の

作
品
で
は
「
神
仏
の
加
護
や
そ
れ
に
と
も
な
う
主
人
公
の
超
人
的
な
力
」
に
よ

っ
て
い
た
が
、
し
だ
い
に
身
替
り
や
諌
死
と
い
っ
た
人
間
の
力
に
よ
る
も
の
に

な
っ
て
き
た
、
そ
れ
は
む
し
ろ
「
人
間
の
カ
ヘ
の
信
頼
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え

劇
的
な
も
の
で
あ
り
得
た
、
と
い
う
見
解
を
出
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
同

時
に
、
郡
司
氏
、
内
山
氏
と
は
別
の
観
点
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
「
時
代

悲
劇
」
の
タ
ィ
プ
が
常
用
さ
れ
る
こ
と
は
「
構
想
の
マ
ソ
ネ
リ
ズ
ム
」
を
招
く

こ
と
に
た
り
、
享
保
期
に
は
「
技
巧
本
位
の
趣
向
主
義
的
傾
向
」
が
顕
著
に
な

っ
て
ぐ
る
と
い
う
こ
と
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
享
保
期
は
、
そ
う

し
た
こ
と
が
原
因
で
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
の
崩
壌
へ
の
道
を
た
ど
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　
以
上
よ
り
、
享
保
期
あ
る
い
は
晩
年
の
作
品
は
、
一
応
の
完
成
を
遂
げ
る
と

同
時
に
「
崩
壊
」
の
き
ざ
し
を
孕
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ゆ

え
に
、
こ
の
時
期
の
作
品
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
近
松
の

真
に
達
成
し
た
も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
探
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
『
国
性
爺
合
戦
』
に
っ
い
て
『
今
昔
操
年
代
記
』
が
、
座
主
竹
田
出
雲
が
そ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
魯

の
制
作
に
関
与
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
を
伝
え
て
い
る
所
か
ら
、
森
修
氏
は
、

筑
後
豫
没
後
の
近
松
晩
年
の
浄
瑠
璃
は
、
い
わ
ゆ
る
「
作
者
都
屋
一
が
で
き
て

合
作
げ
」
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、

太
夫
の
数
が
増
加
し
て
こ
の
期
は
各
場
を
一
人
が
受
げ
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
、

そ
こ
か
ら
各
場
の
独
立
性
が
強
ま
る
と
い
う
よ
う
な
事
情
も
考
え
ら
れ
て
き
て

　
＠

い
る
。

　
享
保
期
の
作
品
は
、
段
と
段
の
有
機
的
統
一
が
考
え
ら
れ
て
い
て
全
体
を
貫

く
善
悪
・
正
邪
の
争
い
と
い
う
主
筋
も
固
定
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
一
方

正
徳
期
に
比
べ
て
段
や
場
の
独
立
性
が
強
ま
っ
て
い
る
側
面
が
あ
る
こ
と
は
事

実
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
う
し
た
こ
と
も
考
え
に
入
れ
な
が
ら
、
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ

ー
と
い
う
面
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
各
作
品
論
に
お
い
て
は
、
白
方
勝
氏
が
筑
後
接
没
後
、
つ
ま
り
正
徳
四
年
以

後
の
特
徴
と
し
て
「
悪
」
を
積
極
的
に
描
こ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
点
を
繰
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

返
し
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
少
し
饒
点
は
違
う
が
松
田
修
氏
は
、
晩
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

作
に
「
善
悪
の
相
対
化
」
が
見
ら
れ
る
と
述
べ
ら
れ
、
篠
原
進
氏
も
そ
れ
を
受

げ
て
「
悪
」
の
描
き
方
の
推
移
に
っ
い
て
調
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
論
を

見
て
く
る
と
、
確
か
に
首
肯
で
き
る
面
は
あ
り
そ
う
だ
が
、
そ
れ
を
近
松
の

　
　
　
　
　
　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

「
人
間
把
握
の
深
ま
り
」
と
か
「
理
想
主
義
の
深
ま
り
」
と
直
接
結
び
つ
げ
る

よ
り
は
、
「
趣
向
に
趣
向
を
重
ね
る
」
問
に
た
ま
た
ま
現
わ
れ
た
現
象
と
考
え

る
方
が
穏
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
享
保
期
は
か
つ
て
使
っ
た
趣
向
を
変
化
さ
せ

　
　
　
　
　
享
保
期
近
松
時
代
浄
瑠
璃
の
方
法

た
り
組
み
合
わ
せ
た
り
す
る
こ
と
で
観
客
の
意
表
を
っ
く
と
い
う
よ
う
な
「
縮

　
　
　
ゆ

小
再
生
産
」
の
形
で
技
巧
化
が
す
す
ん
で
い
る
こ
と
が
既
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

が
、
コ
晋
悪
の
相
対
化
」
と
見
え
る
こ
と
も
こ
う
し
た
趣
向
主
義
の
一
つ
の
あ

ら
わ
れ
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
こ
と
を
発
想
の
契
機
と

し
、
享
保
期
一
」
お
い
て
、
三
段
目
を
中
心
と
し
た
劇
的
局
面
の
方
法
が
具
体
的

に
ど
の
よ
う
に
「
完
成
」
と
「
崩
壊
」
の
道
を
た
ど
っ
て
い
く
か
検
証
し
て
い

く
も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
検
討
は
、
長
い
作
品
の
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
面
（
音
曲
．
舞
踊
な

ど
）
の
中
で
限
定
さ
れ
た
部
分
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
段
と
段
、
場
と

場
の
有
機
的
統
一
が
達
成
さ
れ
て
い
く
一
方
で
、
そ
の
段
・
場
内
部
に
描
か
れ

る
劇
的
局
面
が
「
趣
向
に
趣
向
を
重
ね
る
」
こ
と
で
多
様
に
複
雑
に
な
っ
て
い

く
様
相
を
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
は
、
ま
さ
に
ド
ラ
マ
ソ
ル
ギ
ー
の
内
部
か

ら
の
「
崩
壌
」
の
重
要
な
原
因
を
探
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
。

　
こ
れ
ま
で
、
正
徳
期
か
ら
享
保
期
の
作
品
の
全
体
の
傾
向
に
っ
い
て
論
じ
ら

れ
た
も
の
は
、
先
に
挙
げ
た
い
く
っ
か
の
論
文
に
見
出
さ
れ
る
し
、
い
く
っ
か

の
作
品
に
つ
い
て
の
作
品
論
も
個
六
に
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
『
関
八

州
繋
馬
』
（
享
保
九
年
）
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
こ
の
作
に
っ
な
が
る
享
保
期

の
作
品
に
つ
い
て
、
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
の
側
面
か
ら
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と

に
す
る
。
先
述
し
た
よ
う
な
「
趣
向
」
と
い
う
面
を
重
視
し
て
、
絶
筆
『
関
八

州
繋
馬
』
に
向
け
て
、
享
保
期
の
特
質
と
し
て
の
劇
的
局
面
の
複
雑
化
が
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一



　
　
　
　
　
　
享
保
期
近
松
時
代
浄
瑠
璃
の
方
法

に
進
ん
で
い
く
か
、
該
当
す
る
作
品
そ
れ
ぞ
れ
に
却
し
て
具
体
的
に
探
っ
て
い

き
た
い
。
ま
た
、
そ
の
劇
的
局
面
と
主
筋
（
善
意
・
正
邪
の
抗
争
）
と
の
関
係
、

劇
的
局
面
に
お
げ
る
段
あ
る
い
は
場
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
、
一
定
の
傾
向
を

見
出
し
、
近
松
の
「
到
達
点
」
と
は
何
か
を
考
え
た
い
。
ま
た
、
そ
の
中
で
、

従
来
「
享
保
期
」
と
一
括
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
方
法
上
の
新
た
た
メ
ル

ク
マ
ー
ル
を
発
見
し
た
い
。

　◎　＠◎◎＠◎＠＠＠＠＠＠＠ 　
『
人
彩
浄
瑠
璃
史
研
究
』
（
昭
１
８
）

　
『
増
補
近
松
序
説
』
（
昭
３
２
）

　
『
近
世
演
劇
の
研
究
』
（
昭
１
６
）

　
『
操
浄
瑠
璃
の
研
究
　
続
編
』
（
昭
４
０
）

　
「
近
松
時
代
浄
る
り
の
論
理
と
方
法
」
（
「
目
本
文
学
」
昭
３
５
・
１
）

　
「
近
松
頃
の
浄
瑠
璃
組
織
の
問
題
」
（
「
島
田
教
授
古
稀
記
念
国
文
学
論
集
」
昭
３
５

．
・
３
）

　
「
近
世
浄
瑠
璃
の
成
立
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
３
６
・
１
）

　
「
近
松
時
代
浄
瑠
璃
の
段
構
成
に
つ
い
て
ー
享
保
期
を
中
心
に
－
」
（
「
愛
媛
国
文

と
教
育
」
昭
４
６
・
６
）

　
「
近
松
晩
年
の
時
代
浄
瑠
璃
ザ
『
国
姓
爺
合
戦
』
論
の
前
提
１
」
（
日
大
「
語
文
」

昭
４
２
・
４
）

『
浄
瑠
璃
史
』
（
昭
１
８
）

「
近
松
の
時
代
物
の
性
格
に
つ
い
て
」
」
（
日
本
文
学
」
昭
３
１
・
ｎ
）

「
近
松
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
取
材
の
研
究
」
昭
４
６
・
９
）

「
身
替
り
の
論
理
」
（
「
国
文
論
叢
」
昭
３
５
・
８
）

『
講
座
日
本
文
学
近
世
篇
１
』
（
三
省
堂
　
昭
４
４
）

『
近
松
』
（
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
目
本
文
学
７
　
昭
５
１
）

＠＠＠＠ゆゆ 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

　
「
『
双
生
隅
田
川
』
の
成
立
と
人
買
物
と
し
て
の
意
義
」
（
「
新
居
浜
工
業
高
専
紀

要
」
昭
４
０
・
８
）
・
「
『
津
国
女
夫
池
』
に
お
げ
る
悪
の
悲
劇
」
（
「
国
語
国
文
」
昭
４
１

・
ｕ
）
・
「
『
国
性
爺
後
日
合
戦
』
小
考
」
（
「
愛
媛
国
文
研
究
」
昭
４
２
・
ｕ
）

　
『
近
世
の
文
学
（
上
）
』
（
有
斐
閣
選
書
　
昭
５
１
）

　
「
近
松
く
悪
Ｖ
の
論
理
」
（
「
緑
岡
詞
林
」
（
昭
５
５
・
４
）

　
白
方
勝
氏
「
『
津
国
女
夫
池
』
に
お
け
る
悪
の
悲
劇
」

　
内
山
美
樹
子
氏
「
近
松
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
」

　
向
井
芳
樹
氏
「
近
松
時
代
浄
る
り
の
構
造
と
方
法
」

○
　
正
徳
期
時
代
浄
瑠
璃
に
つ
い
て

　
享
保
期
、
つ
ま
り
『
国
性
爺
合
戦
』
（
正
徳
五
年
）
を
区
切
り
と
し
て
そ
れ

以
後
の
作
品
の
特
徴
は
、
勿
論
、
『
国
性
爺
合
戦
』
に
お
い
て
突
然
毘
わ
れ
た

わ
げ
で
は
な
い
。
そ
の
以
前
の
正
徳
期
の
作
品
に
、
準
備
段
階
と
し
て
の
意
義

が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
序
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
も
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
＠

　
近
石
泰
秋
氏
は
、
『
国
性
爺
合
戦
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
三
段
目
愁
嘆
、

四
段
目
節
事
・
景
事
と
い
う
よ
う
抵
様
式
を
含
ん
だ
五
段
型
式
が
「
正
徳
二
・

三
年
頃
か
ら
定
型
化
し
は
じ
め
」
た
と
述
べ
ら
れ
、
こ
う
し
た
段
の
性
格
は
、

筑
後
豫
没
後
あ
と
を
引
き
継
い
だ
政
太
夫
の
芸
風
に
か
た
っ
た
も
の
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

さ
れ
て
い
る
。
向
井
芳
樹
氏
は
、
正
徳
ご
ろ
に
段
と
段
の
有
機
的
な
関
違
が
で

き
て
く
る
こ
と
、
国
を
ね
ら
う
も
の
、
ま
も
る
も
の
、
と
い
う
基
本
的
な
対
立



が
全
体
を
貫
く
筋
と
し
て
固
定
す
る
よ
う
に
た
る
こ
と
　
　
つ
ま
り
、
五
段
組

織
が
上
演
移
式
で
あ
る
と
同
時
に
戯
曲
構
造
と
し
て
の
性
格
も
持
ち
始
め
る
の

が
正
徳
ご
ろ
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
こ
う
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
白
方
勝
氏
は
、
正
徳
期
の
個
々
の
作
品
の
段

構
成
に
つ
い
て
、
筑
後
橡
没
以
前
の
１
・
１
、
筑
後
擦
没
後
、
と
計
三
段
階
に

分
げ
て
、
段
と
段
の
有
機
的
関
連
が
形
成
さ
れ
る
過
程
を
検
証
さ
れ
た
。
松
井

　
　
＠

静
夫
氏
は
、
正
徳
期
の
作
品
に
は
、
そ
の
五
段
全
体
を
貫
く
善
悪
葛
藤
の
性
質

と
し
て
、
「
謀
反
型
」
「
外
敵
型
」
「
譲
奏
型
」
と
い
う
三
タ
イ
プ
が
あ
り
、
そ

れ
が
『
国
性
爺
合
戦
』
を
始
め
享
保
期
の
作
品
に
受
げ
継
が
れ
発
展
し
て
い
る

こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
正
徳
期
に
三
段
目
に
定
着
し
て
く
る
劇
的
局
面
に
っ
い

　
　
　
　
　
　
　
◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
、
　
、

て
は
、
向
井
芳
樹
氏
が
「
従
属
的
人
物
を
主
人
公
と
す
る
と
こ
ろ
の
時
代
悲
劇

の
方
法
」
が
創
出
さ
れ
て
く
る
こ
と
、
そ
れ
が
「
劇
の
中
心
葛
藤
の
解
決
に
決

定
的
な
役
割
を
果
た
し
」
て
い
る
が
、
実
は
「
葛
藤
の
す
り
か
え
」
で
あ
る
こ

と
を
説
か
れ
た
。
白
方
勝
氏
は
、
そ
う
し
た
「
時
代
悲
劇
」
が
正
徳
期
の
作
品

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
か
検
討
さ
れ
、
「
な
さ
げ
と
義
理
」

　
　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

「
因
果
悲
劇
」
「
錯
誤
の
悲
劇
」
と
い
う
三
タ
ィ
プ
別
に
分
析
さ
れ
た
。

　
以
上
か
ら
、
正
徳
期
は
享
保
期
に
見
ら
れ
る
よ
う
た
段
構
成
・
劇
的
局
面
の

基
本
的
た
彩
が
定
着
し
始
め
た
時
期
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
ふ

ま
え
な
が
ら
も
、
新
た
な
視
点
を
加
え
て
み
た
い
。
劇
的
局
面
の
発
端
と
し
て

の
「
善
」
方
の
人
物
の
「
悪
」
へ
の
接
近
と
い
う
こ
と
を
あ
く
ま
で
も
中
心
と

　
　
　
　
　
享
保
期
近
松
時
代
浄
瑠
璃
の
方
法

し
、
そ
れ
を
享
保
期
を
通
じ
て
『
関
八
州
繋
馬
』
に
至
る
ま
で
発
展
し
て
い
き

得
る
も
の
と
し
て
、
縦
の
っ
な
が
り
に
重
点
を
置
い
て
捉
え
た
い
。

　
享
保
期
の
作
品
群
を
経
て
『
関
八
州
繋
馬
』
に
っ
た
が
り
得
る
も
の
と
し
て

正
徳
期
に
お
い
て
代
表
的
な
方
法
は
、
『
相
模
入
道
千
疋
犬
』
（
正
徳
四
年
秋
以

前
）
に
見
ら
れ
る
。
　
「
悪
」
の
陣
営
内
都
に
安
藤
聖
秀
の
よ
う
な
「
義
を
知
る

人
物
」
が
設
定
さ
れ
、
新
田
義
貞
の
弟
義
助
と
夫
婦
に
た
り
「
善
」
方
に
組
し
た

娘
絵
合
姫
の
翻
心
の
願
い
と
、
主
君
相
模
入
道
へ
の
義
と
双
方
か
ら
の
板
ぱ
さ

　
　
　
　
　
　
＠

み
の
故
自
害
す
る
。
「
悪
中
の
善
で
あ
る
人
物
は
、
主
家
へ
の
節
義
と
、
反
面
、

悪
と
知
り
っ
っ
悪
に
ー
組
し
て
い
る
矛
盾
し
た
心
情
の
た
か
で
苦
悶
す
る
。
安
東

聖
秀
か
ら
甘
輝
へ
の
系
譜
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
」
と
松
井
静
夫
氏
が
既
に
述
べ

て
お
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
「
悪
」
と
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
関
わ
り
を
持
つ
人
物

の
設
定
こ
そ
が
、
『
国
性
爺
合
戦
』
を
経
て
『
関
八
州
繋
馬
』
に
集
成
さ
れ
て

い
く
劇
的
局
面
の
方
法
を
方
向
づ
け
る
大
き
た
契
機
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

　
こ
う
し
た
方
向
は
、
ま
た
、
劇
的
局
面
が
主
動
か
ら
の
遊
離
を
促
し
て
い
る

と
い
う
意
味
で
も
享
保
期
の
傾
向
に
既
に
近
づ
い
て
い
る
。
そ
の
結
果
は
、
善

陣
営
の
結
束
を
固
め
「
悪
」
に
対
し
て
一
層
強
い
力
を
持
つ
と
い
う
形
で
主
筋

に
返
る
が
、
こ
れ
は
、
『
大
職
冠
』
（
正
徳
元
年
）
の
面
向
不
背
の
玉
を
得
る
と

か
『
燦
静
胎
内
摺
』
（
正
徳
三
年
）
の
義
経
の
若
君
の
命
を
救
う
と
か
い
う
こ

と
で
直
接
そ
の
劇
的
局
面
の
結
果
が
、
「
悪
」
に
対
し
て
決
定
的
な
影
響
力
を
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享
保
期
近
松
時
代
浄
瑠
璃
の
方
法

持
っ
形
よ
り
も
、
主
筋
に
対
し
て
お
の
ず
か
ら
消
極
的
な
性
質
の
も
の
に
な
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
見
方
を
変
え
れ
ぱ
、
面
向
不
背
の
玉
や
若
君

と
い
っ
た
象
徴
的
た
「
も
の
」
を
獲
得
す
る
こ
と
で
大
団
円
が
約
東
さ
れ
る
よ

り
は
む
し
ろ
合
理
的
な
主
筋
と
の
関
わ
り
方
が
発
見
で
き
た
と
い
え
る
。
以
上

の
よ
う
た
正
徳
期
の
方
向
づ
げ
が
ど
の
よ
う
に
『
関
八
州
繋
馬
』
に
集
成
さ
れ

て
い
く
か
を
次
章
で
具
体
的
に
検
証
し
て
い
く
。

．
◎◎　＠

ユ
◎◎＠＠

，
＠
．

『
操
浄
瑠
璃
の
研
究
続
編
』

「
近
松
時
代
浄
瑠
璃
の
構
造
と
方
法
」
（
「
近
松
論
集
」
昭
３
７
・
９
）

「
近
松
時
代
浄
瑠
璃
の
段
構
成
に
つ
い
て
」
（
「
近
世
文
芸
稿
」
昭
４
４
・
２
）

近
松
の
時
代
浄
瑠
璃
－
正
徳
か
ら
享
保
へ
１
」
（
「
近
松
論
集
」
昭
４
７
・
３
）

「
近
松
時
代
浄
る
り
の
論
理
と
方
法
」

。
「
な
さ
げ
と
義
理
」
（
愛
媛
大
「
国
文
学
研
究
会
報
」
昭
４
３
・
６
）

「
近
松
の
因
果
悲
劇
」
（
「
新
居
浜
工
業
高
専
紀
要
」
昭
４
４
・
２
）

「
『
槽
狩
剣
本
地
』
三
段
目
の
錯
誤
の
悲
劇
」
（
「
近
世
文
芸
稿
」
昭
４
８
・
３
）

「
近
松
の
時
代
浄
瑠
璃
　
正
徳
か
ら
享
保
へ
ー
」

嘗
　
『
関
八
州
繋
馬
』

の
劇
的
局
面
の
方
法

　
一
段
口
で
平
将
門
の
遺
子
良
門
謀
反
の
兆
し
に
よ
り
、
鎮
守
府
将
軍
源
頼
光

一
門
と
良
阿
の
対
立
抗
争
が
暗
示
さ
れ
る
。
中
で
は
頼
光
の
世
継
定
め
の
く
じ

引
き
が
頼
官
頼
平
の
間
で
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
場
で
小
蝶
が
頼
平
へ
詠
歌
の
前

か
ら
の
嘘
の
言
づ
て
を
告
げ
る
。
こ
れ
が
切
で
頼
平
と
詠
歌
の
前
を
結
び
つ
げ
、

後
の
劇
的
局
面
へ
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ま
た
一
方
、
小
蝶
に
濡
れ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四

か
り
不
義
者
と
罵
ら
れ
た
箕
田
二
郎
が
頼
平
の
機
転
で
恥
を
免
れ
、
こ
の
恩
が

三
段
で
箕
田
二
郎
が
頼
平
の
身
替
り
と
な
る
動
機
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

既
に
、
三
段
の
劇
的
局
面
に
向
げ
て
の
準
傭
が
整
え
ら
れ
、
つ
ま
り
後
段
へ
の

有
機
的
関
連
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
切
で
は
、
頼
平
が
小
蝶
の
手
引
き
で
詠
歌

の
前
の
も
と
へ
忍
ぶ
が
、
良
門
一
味
が
旗
印
を
奪
い
に
来
る
騒
ぎ
の
中
で
、
頼

平
は
詠
歌
の
前
と
駈
げ
落
ち
す
る
。

　
二
段
で
は
小
蝶
が
斬
ら
れ
る
口
に
続
い
て
、
「
詠
歌
の
前
道
行
」
で
二
人
は

市
原
野
に
着
く
。
こ
こ
で
良
門
に
詠
歌
の
前
を
人
質
に
敢
ら
れ
一
味
と
た
ら
ね

ぱ
殺
す
と
迫
ら
れ
た
頼
平
は
、
女
を
殺
さ
れ
て
は
源
氏
の
恥
屠
と
降
伏
し
、
良

門
と
義
兄
弟
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
は
、
頼
平
が
「
悪
」
に
加
担
す
る
い

き
さ
つ
が
場
面
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
『
博
多
小
女
郎
波
枕
』
（
享
保
三

年
）
の
、
惣
七
が
小
女
郎
を
人
質
に
取
ら
れ
た
た
め
や
む
た
く
毛
剃
一
味
に
加

わ
る
と
い
う
、
世
話
浄
瑠
璃
か
ら
の
取
り
込
み
が
明
確
に
見
ら
れ
る
所
で
あ
る
。

こ
う
し
て
頼
平
が
良
門
の
一
味
と
な
っ
た
所
へ
頼
信
一
行
と
出
合
い
、
頼
平
は

謀
反
人
と
し
て
捕
縛
さ
れ
る
。
乳
兄
弟
の
箕
田
二
郎
が
そ
の
身
柄
を
預
る
こ
と

を
許
さ
れ
る
。
こ
こ
は
、
『
目
本
武
尊
吾
妻
鑑
』
（
享
保
五
年
）
の
謀
反
人
と
た

っ
た
大
碓
皇
子
を
乳
兄
弟
吉
備
武
彦
が
預
り
改
心
さ
せ
よ
う
と
す
る
三
段
口
の

再
用
で
あ
る
。
三
段
口
で
は
、
謀
反
人
頼
平
の
一
味
と
み
次
さ
れ
た
詠
歌
の
前

の
父
江
文
宰
相
が
閉
門
、
追
放
の
処
分
を
受
げ
る
。
箕
田
二
郎
の
母
の
頼
平
の

助
命
嘆
願
に
対
し
頼
光
は
刑
執
行
に
七
目
間
の
猶
予
を
与
え
、



＠

　
　
　
其
問
に
教
訓
し
野
心
な
き
心
底
顕
は
れ
、
江
文
の
宰
相
勅
勘
を
免
さ
れ

　
　
帰
参
あ
ら
ぱ
永
く
命
を
助
く
べ
し

と
◎
＠
二
つ
の
間
題
の
解
決
を
条
件
と
し
て
出
す
。
頼
平
が
許
さ
れ
、
頼
光
頼

平
兄
弟
の
関
係
が
正
常
に
戻
る
た
め
に
は
、
こ
の
＠
＠
が
両
方
と
も
果
た
さ
れ

ね
ぱ
た
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
＠
は
意

固
地
に
良
門
に
義
に
立
て
よ
う
と
す
る
頼
平
を
翻
心
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
＠

は
江
文
の
宰
相
と
い
う
謀
反
人
の
係
累
が
償
い
を
し
て
世
間
広
く
な
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
◎
の
「
償
い
」
と
は
、
こ
こ
で
は
頼
平
を
討
つ
こ
と
し
か
考
え
ら

れ
た
い
か
ら
、
＠
と
＠
は
も
と
も
と
相
矛
盾
す
る
、
困
難
、
と
い
う
よ
り
不
可

能
に
近
い
条
件
で
あ
る
。
切
で
、
結
局
、
箕
田
二
郎
が
、
頼
平
を
討
と
う
と
す

る
江
文
の
宰
相
の
妻
萩
の
対
に
対
し
頼
平
の
身
替
り
に
な
ろ
う
と
し
た
詠
歌
の

前
の
、
そ
の
ま
た
身
替
り
と
な
っ
て
斬
ら
れ
る
。
こ
の
箕
田
二
郎
の
斬
ら
れ
、

さ
ら
に
、
自
害
は
、
萩
の
対
の
償
い
の
た
め
の
行
為
を
意
味
あ
る
も
の
に
す
る
と

い
う
点
で
＠
の
条
件
を
満
た
し
、
さ
ら
に
、
「
諌
死
」
と
し
て
頼
平
の
翻
心
を

実
現
さ
せ
る
と
い
う
＠
の
条
件
を
満
た
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
上
、
身
替
り
と

た
っ
て
詠
歌
の
前
の
命
を
救
う
と
い
う
、
三
重
の
重
味
を
も
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
詠
歌
の
前
が
討
た
れ
た
と
見
え
て
実
は
箕
田
二
郎
だ
っ
た
と
い
う
意
外
性

と
い
う
趣
向
も
加
味
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
、
箕
田
二
郎
の
死
で
一
応
の
解
決

を
み
る
劇
的
局
面
の
方
法
が
、
享
保
期
を
通
じ
て
成
長
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
経
過
を
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
享
保
期
近
松
時
代
浄
瑠
璃
の
方
法

　
こ
の
劇
的
局
面
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
用
い
ら
れ
た
二
種
の
方
法
の
形
態
が
流

れ
込
ん
で
い
る
。
そ
の
一
種
は
『
国
性
爺
合
戦
』
（
正
徳
五
年
）
を
先
駆
と
す

る
も
の
で
、
『
聖
徳
太
子
絵
伝
記
』
（
享
保
二
年
）
、
『
目
本
武
尊
吾
妻
鑑
』
（
享

保
五
年
）
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
『
国
性
爺
合
戦
』
を
代
表
例
と
し
て
見
て

お
こ
う
。

　
『
国
性
爺
合
戦
』
三
段
切
の
甘
輝
は
、
す
で
に
そ
の
場
が
始
ま
っ
た
と
き
に

は
、
敵
の
轄
輻
方
か
ら
散
騎
将
軍
に
任
命
さ
れ
国
性
爺
追
討
の
命
を
受
げ
て
し

ま
っ
て
い
る
。
劇
的
局
面
の
お
膳
立
て
は
そ
の
場
が
始
ま
る
以
前
に
整
っ
て
い

る
。
そ
の
劇
的
局
面
は
、
甘
輝
の
、
妻
の
縁
に
引
か
れ
て
翻
心
す
る
こ
と
を

「
武
士
の
恥
」
と
す
る
か
た
く
な
な
心
に
起
因
す
る
。
ゆ
え
に
、
妻
錦
祥
女
の

自
害
に
よ
っ
て
そ
れ
は
解
決
す
る
。
甘
輝
は
「
せ
ん
ぞ
は
大
明
の
臣
下
」
で
あ

る
か
ら
当
然
、
国
性
爺
の
味
方
に
な
る
べ
き
人
で
あ
る
。
妻
の
死
で
、
そ
れ
以

上
縫
輻
に
義
を
立
て
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

甘
輝
が
味
方
に
．
な
る
こ
と
は
、
明
っ
ま
り
「
善
」
の
勝
利
に
不
可
欠
の
条
件
で

あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
主
筋
に
つ
た
が
る
。
も
と
も
と
「
善
」
の
側
に
あ
る
べ

き
人
物
の
、
「
悪
」
に
１
組
し
た
意
志
を
ど
の
よ
う
に
し
て
断
ち
切
り
、
「
善
」
の

側
に
翻
心
さ
せ
る
か
と
い
う
内
面
的
結
着
を
め
ぐ
っ
て
起
こ
る
劇
的
局
面
で
あ

る
。
『
聖
徳
太
子
絵
伝
記
』
（
享
保
二
年
）
は
、
物
部
守
屋
に
義
を
立
て
よ
う
と

す
る
秦
川
勝
が
太
子
方
の
親
友
葛
木
嶋
主
の
遺
子
が
母
月
益
を
傷
っ
げ
た
こ
と

が
契
機
と
な
っ
て
太
子
方
に
翻
心
す
る
。
『
日
本
武
尊
吾
妻
鑑
』
（
享
保
五
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五



　
　
　
　
　
享
保
期
近
松
時
代
浄
瑠
璃
の
方
法

も
、
一
時
は
謀
反
を
起
こ
そ
う
と
し
た
大
碓
皇
子
が
、
家
臣
武
彦
の
わ
が
子
田

鶴
若
を
殺
し
て
ま
で
の
諌
め
に
よ
っ
て
改
心
す
る
。
こ
れ
ら
も
、
細
か
な
シ
チ

ュ
ユ
ー
シ
ョ
ソ
の
違
い
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
「
敵
方
か
ら
の
翻
心
」
を
め
ぐ

っ
て
劇
的
局
面
が
展
開
す
る
と
い
う
方
法
に
お
い
て
同
一
項
に
括
る
こ
と
が
で

き
ょ
う
。
先
に
述
べ
た
『
関
八
州
繋
馬
』
の
箕
田
二
郎
の
死
に
至
る
行
為
の
動

機
　
、
つ
ま
り
頼
平
が
敵
方
良
門
に
義
を
立
て
よ
う
と
す
る
の
を
翻
心
さ
せ
よ

う
と
い
う
部
分
は
、
こ
の
方
法
を
踏
襲
発
展
さ
せ
た
も
の
と
い
え
る
。

　
も
う
一
種
は
『
国
性
爺
後
目
合
戦
』
（
享
保
二
年
）
、
『
本
朝
三
国
志
』
（
享
保

四
年
）
、
『
傾
城
島
原
蛙
合
戦
』
（
享
保
四
年
）
三
作
の
三
段
に
見
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
『
本
朝
三
国
志
』
を
例
に
挙
げ
る
。

　
『
本
朝
三
国
志
』
に
お
げ
る
劇
的
局
面
の
中
心
と
な
る
松
下
嘉
平
次
は
、

「
善
」
の
世
界
の
代
表
で
あ
る
真
柴
久
吉
の
旧
主
人
で
あ
り
そ
の
娘
お
通
も
久

吉
の
現
在
の
主
人
平
春
忠
の
世
継
と
な
る
べ
き
子
を
み
ご
も
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
一
段
の
春
忠
の
父
春
長
の
詞
で
、
お
通
が
「
悪
」
の
代
表
惟
任
判
官
光
秀

の
養
女
と
な
っ
て
い
て
、
親
子
は
完
全
に
光
秀
の
一
味
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る

し
、
同
じ
く
一
段
で
光
秀
自
身
の
詞
で
も
嘉
平
次
謀
反
の
連
判
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
。
二
人
は
作
品
の
始
め
か
ら
「
善
」
に
敵
対
す
る
一
味
と
し
て
出
て

く
る
の
で
あ
る
。
ま
た
三
段
切
で
若
者
が
誕
生
し
た
と
き
、
嘉
平
次
は
こ
う
嘆

く
。　

　
　
二
二
い
た
は
し
や
、
母
か
た
の
悪
縁
に
て
、
も
し
春
忠
公
の
若
君
に
た

六
六

　
　
二
ね
ぱ
匹
夫
の
で
つ
ち
同
然

　
「
若
君
」
で
あ
る
こ
と
が
絶
対
性
を
持
た
ず
、
「
匹
夫
の
で
っ
ち
」
と
な
り

得
る
可
能
性
す
ら
あ
る
の
は
お
通
ら
が
光
秀
の
一
味
で
あ
る
こ
と
が
明
白
だ
か

ら
で
あ
る
。
「
敵
の
子
」
で
あ
る
以
上
、
春
長
の
御
台
所
や
そ
の
意
を
受
け
た

久
吉
は
、
お
通
の
子
を
世
継
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
世
継
と
認
め
さ
せ

る
に
は
、
敵
と
の
関
わ
り
を
清
算
す
る
、
こ
こ
で
は
敵
方
の
首
を
取
り
光
秀
と

の
連
判
状
を
廃
棄
し
な
げ
れ
ぱ
た
ら
な
い
。
嘉
平
次
お
通
は
世
継
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
の
み
を
希
求
し
光
秀
へ
の
義
理
立
て
は
全
く
考
え
て
い
淀
い
。
こ
れ
が

前
の
『
国
性
爺
合
戦
』
型
と
決
定
的
に
異
た
る
所
で
あ
る
。
結
局
、
お
通
の
自

害
が
「
手
に
か
げ
た
嘉
平
次
を
討
た
る
同
然
」
と
た
り
、
連
判
状
か
ら
嘉
平
次

の
名
が
削
ら
れ
世
継
は
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
「
悪
」
に
組
し
た
事
実
を
罪

と
し
て
間
わ
れ
、
そ
の
償
い
を
し
て
世
間
に
は
ぽ
か
る
所
の
な
い
身
と
認
め
ら

れ
る
た
め
に
展
開
す
る
劇
的
局
面
で
あ
る
。
『
国
性
爺
後
目
合
戦
』
（
享
保
二

年
）
で
は
、
軍
資
金
調
達
の
た
め
轄
輯
方
の
一
味
と
た
り
捕
え
ら
れ
た
老
一
官

は
、
一
国
の
主
で
あ
る
子
国
性
爺
の
民
に
対
す
る
面
目
を
保
っ
た
め
自
害
し
て

罪
を
償
う
。
『
傾
城
島
原
蛙
合
戦
』
（
享
保
四
年
）
で
は
、
手
塚
幡
楽
が
、
「
悪
」

の
代
表
者
七
草
四
郎
の
一
味
と
み
な
さ
れ
た
娘
更
級
の
命
を
助
げ
四
郎
と
の
悪

縁
を
断
っ
た
め
に
自
害
す
る
。
こ
れ
ら
も
そ
う
い
う
意
味
で
ほ
ぼ
同
工
と
い
え

る
。
さ
き
の
『
関
八
外
繋
馬
』
で
の
箕
田
二
郎
の
　
、
詠
歌
の
前
の
父
江
文
宰

相
の
罪
を
結
果
と
し
て
身
替
り
で
償
う
と
い
う
方
は
、
こ
ち
ら
の
系
譜
を
引
く



方
法
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
『
国
性
爺
合
戦
』
（
正
徳
五
年
）
以
後
二
種
の
流
れ
と
し
て
出
て

き
た
劇
的
局
面
の
方
法
の
両
方
を
組
み
合
わ
せ
て
こ
の
上
な
く
複
雑
な
形
に
な

っ
た
の
が
『
関
八
州
繋
馬
』
の
三
段
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
四
段
口
で
は
、
良
門
が
生
け
捕
ら
れ
て
く
る
が
、
頼
平
は
良
門
を
逃
が
し
て

義
。
を
立
て
る
。
頼
光
も
旗
印
を
良
門
に
返
し
て
武
土
の
情
を
見
せ
る
。
こ
こ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

は
、
松
田
修
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
親
将
門
の
仇
討
ち
を
し
よ
う
と
す
る
良

門
の
「
孝
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
国
性
爺
後
目
合
戦
』
（
享
保
二

年
）
の
轄
輯
王
や
『
傾
城
島
原
娃
合
戦
』
（
享
保
四
年
）
の
七
草
四
郎
に
見
ら

れ
る
。
綾
小
・
単
純
で
な
い
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
敵
役
の
系
譜
を
引
く
も
の

で
あ
り
、
ま
た
、
晩
年
の
作
品
が
総
じ
て
１
国
争
い
」
と
い
う
ス
ケ
ー
ル
の
大

き
な
世
界
を
も
っ
よ
う
に
な
る
こ
と
と
の
関
連
で
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
四
段
切
で
出
玩
し
た
小
蝶
の
亡
霊
は
五
段
で
も
土
ぐ
も
と
な
っ
て
出
て
く
る

が
、
頼
平
の
活
躍
で
切
ら
れ
、
良
門
も
退
治
さ
れ
祝
言
と
な
る
。

　
先
述
の
三
段
の
方
法
だ
げ
で
な
く
、
そ
の
劇
的
局
面
の
段
と
の
関
わ
り
方
か

ら
改
め
て
全
体
を
見
直
し
て
み
る
と
、
別
の
意
味
で
の
「
到
達
点
」
と
し
て
の

『
関
八
州
繋
馬
』
の
存
在
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
先
の
二
種
の
劇
的
局
面

の
タ
イ
プ
別
に
、
そ
れ
が
三
段
だ
げ
で
な
く
他
の
段
と
有
機
的
な
関
わ
り
を
持

っ
て
く
る
過
程
を
追
っ
て
い
き
た
い
。

　
『
国
性
爺
合
戦
』
型
か
ら
見
て
い
こ
う
。
『
国
性
爺
合
戦
』
の
場
合
、
前
述

　
　
　
　
　
享
保
期
近
松
時
代
浄
瑠
璃
の
方
法

し
た
劇
的
局
面
は
、
三
段
の
み
で
発
端
か
ら
解
決
ま
で
が
描
か
れ
る
。
三
段
に

な
っ
て
は
じ
め
て
局
面
が
顕
在
化
す
る
の
で
あ
る
。
『
聖
徳
太
子
絵
伝
記
』
で

は
、
太
子
方
の
葛
木
嶋
主
と
守
屋
方
に
１
義
を
立
て
よ
う
と
す
る
秦
川
勝
の
間
に

展
開
す
る
劇
的
局
面
の
発
端
は
、
二
段
口
で
二
人
の
「
詰
合
」
と
い
う
形
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ら
か
じ
め
描
か
れ
て
い
る
。
二
段
切
は
、
近
石
泰
秋
氏
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
、

こ
の
期
に
固
定
し
て
き
た
一
、
二
段
目
」
の
特
徴
と
し
て
の
二
皿
役
方
の
敗
退
」
、

こ
の
場
合
は
太
子
方
の
敗
北
と
そ
れ
に
伴
う
嶋
主
の
討
死
が
描
か
れ
る
。
そ
こ

で
も
、
嶋
主
が
二
人
の
子
に
川
勝
と
の
結
着
を
遺
言
と
し
て
託
す
と
い
う
よ
う

に
三
段
に
つ
な
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
９
目
本
武
尊
吾
妻
鑑
』
に
な
る
と
、
大
碓
皇
子
は
初
め
一
．
悪
」
と
し
て
の
形

象
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
一
段
、
二
段
と
徐
六
に
そ
の
陰
謀
が
現
わ
れ
、
三
段

口
の
捕
縛
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
、
二
段
、
さ
ら
に
二
段
か
ら
、

三
段
の
劇
的
局
面
に
関
連
を
っ
げ
て
い
こ
う
と
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ

は
、
単
に
詞
の
中
で
説
明
的
に
触
れ
ら
れ
る
と
い
う
く
ら
い
の
「
仕
込
み
」
で

は
な
く
、
場
面
と
し
て
、
局
面
が
顕
在
化
し
て
い
く
過
程
が
前
段
に
描
か
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
『
本
朝
三
国
志
』
型
の
方
は
、
ま
ず
、
『
国
性
爺
後
目
合
戦
』
（
享
保
二
年
）

で
は
、
老
一
官
の
難
鞄
と
の
関
係
が
明
ら
か
に
た
り
、
局
面
が
顕
在
化
す
る
の

は
三
段
か
ら
で
、
そ
の
解
決
も
三
段
切
で
果
た
さ
れ
る
。
『
本
朝
三
国
志
』
は
、

二
段
口
で
、
お
通
と
御
台
所
の
対
立
が
場
面
化
さ
れ
、
三
段
と
関
連
を
持
っ
て
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保
期
近
松
時
代
浄
瑠
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法

い
る
。
『
傾
域
島
原
蛙
合
戦
』
は
、
二
段
切
で
捕
手
に
囲
ま
れ
て
四
郎
と
更
級

が
一
緒
に
逃
げ
た
た
め
に
、
更
級
も
そ
の
父
婚
楽
も
四
郎
と
同
罪
と
み
な
さ
れ

て
、
三
段
で
の
娘
の
悪
縁
を
断
つ
た
め
の
幡
楽
の
死
に
つ
た
が
る
。
ま
た
、
こ

の
作
は
、
源
六
琵
琶
姫
兄
妹
が
、
父
が
四
郎
を
討
ち
損
じ
た
こ
と
で
閉
門
の
身

と
た
る
と
い
う
も
う
一
つ
の
従
属
者
の
劇
的
要
素
を
も
っ
プ
ロ
ヅ
ト
が
重
ね
ら

れ
て
お
り
、
そ
の
発
端
は
一
段
に
兄
弟
の
父
葛
西
郡
司
の
切
腹
、
琵
琶
姫
の
右

馬
允
か
ら
の
縁
切
り
、
と
い
う
形
で
場
面
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
が
、
二

段
切
で
、
お
家
再
興
と
復
縁
を
か
げ
て
四
郎
を
討
と
う
と
す
る
琵
琶
姫
と
、
四

郎
を
「
金
の
男
」
と
し
て
廓
か
ら
出
る
た
め
に
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
更
級

の
間
の
争
い
へ
と
展
開
し
て
、
更
級
の
方
の
劇
的
局
面
に
関
連
を
持
っ
て
い
く
。

さ
ら
に
三
段
で
も
、
更
級
の
愛
人
で
あ
る
源
六
が
局
面
に
加
わ
り
、
幡
楽
の
立

場
を
一
層
困
難
な
も
の
に
し
て
い
る
。
葛
西
家
再
興
の
方
は
、
さ
ら
に
四
段
で

更
級
・
琵
琶
姫
の
努
力
で
源
六
に
四
郎
を
討
た
せ
て
終
結
し
、
五
段
は
、
源
六

更
級
・
琵
琶
姫
右
馬
允
の
二
組
の
塑
言
の
節
事
が
、
こ
の
作
の
し
め
く
く
り
と

た
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
見
て
も
、
や
は
り
、
こ
の
タ
ィ
プ
の
劇
的
局
面
の
場

合
、
そ
の
発
端
・
経
過
・
解
決
が
、
複
数
の
段
に
わ
た
っ
て
、
つ
ま
り
劇
的
な

要
素
を
持
続
さ
せ
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
傾
向
が
あ
る
と
い
え
そ
う

で
あ
る
。

　
前
述
し
た
二
種
の
流
れ
か
ら
は
、
や
や
傍
系
的
た
作
品
と
な
る
が
、
基
本
的

に
は
同
傾
向
を
も
つ
、
『
平
家
女
護
島
』
（
享
保
四
年
）
と
『
后
州
川
中
島
合
戦
』
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八

（
享
保
六
年
）
の
二
作
も
、
こ
こ
で
は
視
野
に
入
れ
て
お
き
た
い
。

　
『
平
家
女
護
島
』
三
段
は
、
弥
平
兵
衛
宗
清
が
元
源
氏
の
侍
だ
が
、
今
は
平

重
盛
に
仕
え
て
い
る
の
で
、
常
盤
や
牛
若
を
逃
が
す
と
き
、
源
氏
の
方
の
娘
に

斬
ら
れ
る
こ
と
で
重
盛
へ
の
義
を
果
た
す
と
い
う
展
開
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
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『
相
模
入
道
千
疋
犬
』
（
正
徳
四
年
秋
以
前
）
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、

む
し
ろ
正
徳
期
的
展
開
で
あ
る
。
ま
た
、
一
段
で
常
盤
が
清
盛
に
囲
わ
れ
て
い

る
こ
と
が
言
わ
れ
る
程
度
で
、
局
面
は
三
段
の
み
の
も
の
で
あ
る
。

　
『
信
州
川
中
島
合
戦
』
の
三
段
は
、
武
田
信
玄
方
の
軍
師
山
本
勘
介
を
長
尾

輝
虎
方
が
奪
お
う
と
し
、
勘
介
の
母
が
、
息
子
を
長
尾
の
城
か
ら
無
事
に
帰
す

た
め
、
自
分
が
長
尾
か
ら
受
げ
た
恩
を
償
い
長
尾
と
の
縁
を
断
つ
た
め
自
害
す

る
。
勘
介
を
め
ぐ
っ
て
起
こ
る
局
面
は
、
二
段
口
で
武
田
信
玄
が
勘
介
と
主
従

の
契
約
を
結
ぶ
と
い
う
所
で
発
端
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
五
段
で
、
「
老
母

の
ゆ
い
ご
ん
」
で
、
信
玄
の
影
武
者
と
た
っ
て
謙
信
（
輝
虎
）
の
太
刀
を
受
げ
、

両
者
の
和
解
の
契
機
と
す
る
と
い
う
展
開
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
段
・
三

段
・
五
段
と
、
劇
的
局
面
の
発
端
か
ら
終
結
ま
で
が
描
か
れ
る
よ
う
に
た
っ
て

き
て
い
る
。

　
そ
の
複
数
の
段
に
わ
た
る
局
面
の
描
き
方
が
、
ど
う
い
う
方
向
で
す
す
む
か

と
い
う
と
、
『
国
性
爺
合
戦
』
（
正
徳
五
年
）
、
『
聖
徳
太
子
絵
伝
記
』
（
享
保
二

年
）
、
『
本
朝
三
国
志
』
（
享
保
四
年
）
、
『
平
家
女
護
島
』
（
享
保
四
年
）
あ
た
り

ま
で
、
っ
ま
り
『
義
太
夫
年
表
』
に
従
う
と
享
保
四
年
ご
ろ
ま
で
に
は
描
か
れ



た
か
っ
た
、
「
た
ぜ
悪
（
あ
る
い
は
敵
方
）
に
組
し
た
か
」
と
い
う
い
き
さ
っ

が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
段
ご
と
に
見
る
と
、
二
段
は
、

『
聖
徳
太
子
絵
伝
記
』
や
『
本
朝
三
国
志
』
で
は
、
対
立
関
係
が
明
示
さ
れ
る

だ
げ
で
あ
る
が
『
傾
城
島
原
娃
合
戦
』
（
享
保
四
年
）
や
『
信
州
川
中
島
合
戦
』

（
享
保
六
年
）
で
は
、
そ
の
陣
営
に
加
担
し
て
い
く
、
あ
る
い
は
そ
う
見
た
さ

れ
て
い
く
過
程
が
場
面
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
い
ず
れ
も
、
口
か
切
か
、

い
ず
れ
か
一
場
に
描
か
れ
る
。
三
段
は
、
段
全
体
を
使
い
、
劇
的
な
ク
ラ
イ
マ

ッ
ク
ス
が
あ
っ
て
一
応
の
終
結
を
見
る
の
は
享
保
初
め
か
ら
一
貫
し
て
い
る
が
、

『
傾
城
島
原
娃
合
戦
』
や
『
信
州
川
中
島
合
戦
』
で
は
、
四
段
あ
る
い
は
五
段

に
そ
の
結
着
が
あ
る
程
度
持
ち
越
さ
れ
て
い
る
。

　
『
関
八
州
繋
島
』
は
、
や
は
り
二
段
に
頼
平
が
「
悪
」
に
加
担
す
る
い
き
さ

つ
が
場
面
化
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
、
こ
こ
で
新
し
い
の
は
、
詠
歌
の
前
が

良
門
に
人
質
に
取
ら
れ
る
と
い
う
、
や
む
を
得
な
い
事
情
を
加
え
て
い
る
点
で

あ
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
そ
の
原
因
と
も
い
え
る
頼
平
と
詠
歌
の
前
の
「
駆
げ
落

ち
」
は
、
一
段
切
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
駆
げ
落
ち
」
が
劇
的
局
面

に
。
至
る
大
本
の
発
端
と
な
り
、
そ
の
後
複
数
の
段
に
わ
た
っ
て
描
か
れ
て
い
く

の
は
、
『
信
州
川
中
島
合
戦
』
（
享
保
六
年
）
で
勝
頼
と
衛
門
の
姫
の
駆
げ
藩
ち

を
め
ぐ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
親
武
田
、
長
尾
が
対
立
し
、
こ
の
勝
頼
と
衛
門
の
姫

の
こ
と
が
、
勘
介
争
奪
と
並
行
し
て
、
一
段
以
後
、
二
段
切
、
四
段
と
描
か
れ

て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
、
そ
の
方
法
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
『
傾

　
　
　
　
　
享
保
期
近
松
時
代
浄
瑠
璃
の
方
法

城
島
原
娃
合
戦
』
も
そ
う
で
あ
る
が
、
恋
の
危
機
と
成
就
を
主
筋
と
な
い
ま
ぜ

て
副
プ
ロ
ッ
ト
と
し
て
い
く
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
『
関
八
州
繋
島
』
は
、
こ

の
方
法
を
、
「
悪
」
へ
の
加
担
の
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
「
『
悪
』
と
の
か
か
わ

り
を
め
ぐ
る
劇
的
局
面
」
の
お
膳
立
て
の
中
に
取
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
ま
た
、

四
段
に
は
、
三
段
で
翻
心
し
た
頼
平
が
、
捕
え
ら
れ
た
良
門
を
逃
が
し
て
義
を

立
て
る
と
い
う
関
連
も
つ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
、
享
保
期
の
、
三
段
を
頂
点
と
し
て
描
か
れ
る
「
悪
」
と
の
か
か

わ
り
に
起
因
す
る
劇
的
局
面
の
様
相
を
見
て
く
る
と
、
「
『
悪
』
と
い
か
に
し
て

か
か
わ
る
か
」
か
ら
描
く
方
向
へ
進
ん
で
い
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
部
分
を
二

段
の
口
か
切
か
一
場
を
使
っ
て
場
面
化
す
る
と
い
う
の
が
、
享
保
四
年
ご
ろ
を

境
に
し
て
出
て
く
る
こ
と
が
わ
か
る
。
具
体
的
に
作
品
で
い
う
と
、
『
傾
城
島

原
娃
合
戦
』
が
、
『
関
八
州
繋
馬
』
と
い
う
作
品
を
生
み
出
し
て
い
く
大
き
な

布
石
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
「
悪
」
に
加
担
す
る
「
や
む
を
得
な
い
事
情
」
の
も
と
に
、
み
ず
か
ら
の
意

志
で
「
悪
」
へ
の
道
を
選
び
と
っ
て
い
く
と
い
う
展
開
は
、
そ
れ
だ
け
敵
方
と

の
関
わ
り
が
抜
き
差
し
な
ら
な
い
も
の
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
三
段

に
お
げ
る
局
面
の
解
決
を
一
層
困
難
な
も
の
に
し
、
劇
的
緊
張
は
高
ま
る
。
こ

う
し
た
方
法
が
出
て
き
た
背
景
に
。
は
、
世
話
浄
瑠
璃
の
存
在
が
少
な
か
ら
ず
関

わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
時
代
浄
瑠
璃
と
世
話
浄
瑠
璃
の
関
係
は
、

　
　
　
＠

「
楯
の
表
裏
」
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
近
松
に
と
っ
て
最
初
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代
浄
瑠
璃
の
方
法

の
世
話
浄
瑠
璃
『
曽
根
崎
心
中
』
（
元
禄
十
六
年
）
が
書
か
れ
て
以
来
、
宝
永

・
正
徳
・
享
保
と
、
互
い
に
影
響
を
与
え
合
い
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
完

成
」
を
遂
げ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
享
保
期
の
時
代
浄
瑠
璃
を
考
え
る
た

ら
ぽ
、
当
然
、
そ
の
影
響
関
係
は
問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
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世
話
浄
瑠
璃
が
時
代
浄
瑠
璃
に
何
を
も
た
ら
し
た
か
と
い
う
と
、
横
山
正
氏

が
、
序
詞
の
変
遷
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
中
で
時
代
浄
瑠
璃
の
詞
章
の
「
近
世

化
」
に
世
話
浄
瑠
璃
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
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る
。
ま
た
、
向
井
芳
樹
氏
は
、
時
代
浄
瑠
璃
の
結
句
の
「
公
的
性
格
」
は
世
話

浄
瑠
璃
の
「
私
的
性
格
」
に
対
し
て
自
覚
的
に
打
ち
出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ

る
こ
と
、
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
「
公
的
性
格
」
の
自
覚
は
、
「
時
代
浄
る
り
の

方
法
や
構
想
の
変
化
に
ま
で
か
か
わ
っ
て
く
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
横
山

　
＠

正
氏
は
、
世
話
浄
瑠
璃
の
中
の
「
犯
罪
浄
瑠
璃
」
と
い
う
作
品
群
を
抽
出
さ
れ
、

徐
々
に
主
人
公
の
「
犯
罪
意
識
」
が
高
ま
る
傾
向
に
あ
り
、
享
保
期
に
な
る
と

「
（
主
人
公
の
）
犯
罪
は
本
格
化
し
、
犯
罪
意
識
は
極
め
て
濃
厚
に
な
る
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

い
う
展
開
を
指
摘
さ
れ
、
こ
の
論
か
ら
示
唆
を
与
え
ら
れ
て
白
方
勝
氏
は
、
享

保
期
の
時
代
浄
瑠
璃
の
特
徴
と
し
て
「
悪
へ
の
志
向
」
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て

お
ら
れ
、
そ
れ
を
「
世
話
物
の
影
響
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
所
か
ら
世
話
浄
瑠
璃
を
見
直
し
て
み
る
と
確
か
に
『
冥
途
の
飛

脚
』
（
正
徳
元
年
）
ご
ろ
か
ら
、
破
局
に
向
か
わ
せ
る
敵
役
の
行
為
は
『
曽
根
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跨
心
中
』
の
九
丘
ハ
次
の
偽
判
と
い
っ
た
犯
罪
的
た
も
の
か
ら
「
合
法
化
」
し
て
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い
き
、
逆
に
主
人
公
が
自
覚
的
に
犯
罪
へ
の
道
を
選
び
と
っ
て
い
く
よ
う
に
．
な
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ゑ
さ
ら
に
『
今
宮
の
心
中
』
（
正
徳
元
年
）
以
後
の
作
品
で
は
、
敵
役
の
存

在
よ
り
も
主
人
公
の
犯
罪
が
決
定
的
に
破
局
に
向
か
わ
し
め
て
い
る
の
は
明
ら

か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
主
人
公
自
身
の
「
悪
」
と
の
か
か
わ
り
が
し
だ
い
に
抜

き
差
し
な
ら
た
い
深
刻
た
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
変
化

は
、
ち
ょ
う
ど
時
代
浄
瑠
璃
に
お
い
て
「
悪
」
の
陣
営
と
の
関
わ
り
が
「
善
」

内
部
に
深
刻
な
局
面
を
生
む
よ
う
に
な
る
過
程
と
相
似
形
に
あ
る
と
い
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
時
期
と
し
て
は
世
話
浄
瑠
璃
の
方
の
変
化
は
正
徳
元
年

の
『
冥
途
の
飛
脚
』
あ
た
り
が
境
目
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
時
代
浄
瑠

璃
の
方
は
正
徳
の
終
わ
り
ご
ろ
か
ら
そ
う
し
た
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
の

点
で
は
、
時
代
浄
瑠
璃
は
世
話
浄
瑠
璃
の
形
を
受
げ
て
発
展
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
『
関
八
州
繋
馬
』
は
、
世
話
浄
瑠
璃
の
方
法
も
含
め
て
、
そ
れ
ま
で
に
作
り

上
げ
た
劇
的
局
面
の
方
法
、
そ
れ
ま
で
に
使
っ
た
趣
向
を
飽
和
的
な
状
態
ま
で

取
り
込
ん
で
作
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ぱ
、
あ
る
も
の
す
べ
て
を
使
い
切
っ
て
、

い
く
と
こ
ろ
ま
で
い
き
つ
い
て
し
ま
っ
た
作
品
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

＠◎　

『
近
世
の
文
学
（
上
）
』

『
操
浄
瑠
璃
の
研
究
』
続
編

阪
口
弘
之
氏
「
『
平
家
女
護
島
』
三
段
目
考
１
『
鎌
倉
尼
将
軍
』
と
の
関
連
を
中
心



＠◎◎◎＠＠＠ に
１
」
（
「
人
文
研
究
」
昭
螂
・
１
２
）

向
井
芳
樹
氏
「
近
松
時
代
浄
る
り
の
論
理
と
方
法
」

　
『
浄
瑠
璃
操
芝
居
の
研
究
』
（
昭
３
８
）

　
「
近
松
時
代
浄
る
り
の
論
理
と
方
法
」

横
山
氏
前
掲
書
「
犯
罪
浄
瑠
璃
の
展
開
」

　
「
『
津
国
女
夫
池
』
に
お
げ
る
悪
の
悲
劇
」

横
山
氏
前
掲
書
「
近
松
心
中
浄
瑠
璃
の
展
開
」

　
『
今
宮
の
心
中
』
（
正
徳
元
年
）
『
長
町
女
腹
切
』
（
正
徳
二
年
）
『
大
経
師
昔
暦
』

（
正
徳
五
年
）
『
博
多
小
女
郎
波
枕
』
（
享
保
三
年
）
『
女
殺
油
地
獄
』
（
享
保
六
年
）

因
　
終
わ
り
に

　
『
関
八
州
繋
馬
』
に
集
成
さ
れ
て
い
く
劇
的
局
面
の
方
法
は
、
他
の
段
へ
の

つ
な
が
り
が
つ
い
て
い
く
、
つ
ま
り
戯
曲
構
造
と
し
て
の
形
を
備
え
て
い
く
、

と
い
う
特
徴
的
な
傾
向
を
持
っ
て
い
る
。
『
国
性
爺
合
戦
』
（
正
徳
五
年
）
で
は
、

そ
れ
以
前
の
方
法
、
つ
ま
り
そ
れ
ま
で
の
筋
か
ら
少
し
離
れ
た
所
に
設
定
さ
れ
、

そ
の
劇
的
局
面
の
解
決
が
結
果
と
し
て
主
筋
に
有
効
一
」
働
い
て
、
「
善
」
の
勝

利
を
決
定
的
に
す
る
と
い
う
、
「
主
筋
に
返
る
」
と
い
う
形
が
残
っ
て
い
た
が
、

そ
の
後
は
『
国
性
爺
合
戦
』
の
方
法
が
先
駆
に
な
っ
て
、
別
の
方
向
へ
脱
し
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
正
徳
期
か
ら
す
で
に
見
ら
れ
る
「
善
内
部

の
危
機
と
そ
の
解
消
」
と
い
う
彫
で
の
主
筋
と
の
つ
な
が
り
も
越
え
て
、
主
筋

と
ほ
ぽ
全
段
に
わ
た
っ
て
絡
ん
で
い
く
作
品
も
生
み
出
す
よ
う
に
な
る
。
こ
れ

　
　
　
　
　
享
保
期
近
松
時
代
浄
瑠
璃
の
方
法

ま
で
「
享
保
期
」
と
し
て
一
括
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
劇
的
局
面
の
方
法

と
い
う
側
面
か
ら
見
る
か
ぎ
り
、
享
保
四
年
、
『
傾
城
島
原
蛙
合
戦
』
と
い
う

作
品
を
そ
の
中
の
一
つ
の
区
切
り
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

劇
的
局
面
の
方
法
以
外
の
側
面
に
。
お
い
て
も
、
こ
の
年
が
区
切
り
と
た
り
得
る

の
か
、
作
品
全
体
を
ト
ー
タ
ル
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
捉
え
て
い
く
中
で
外
側
か

ら
検
証
し
て
い
く
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
文
中
、
作
品
の
引
用
は

出
版
）
に
よ
っ
た
。

『
近
松
全
集
』
（
藤
井
紫
影
校
註

七
一

昭
５
３
　
思
文
閣
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