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は
じ
め
に

『
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
︵
以
下
︑
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
と
略
す
︶
第
四
八
話
﹁
雀
報
恩

事①
﹂
の
よ
う
な
﹁
隣
の
爺
﹂
型
に
属
す
る
﹁
腰
折
れ
雀
﹂
の
類
話
は
︑
東
北
地

方
か
ら
九
州
地
方
に
及
ぶ
日
本
各
地
に
伝
承
さ
れ
て
い
る②
︒
ま
た
︑
こ
の
話
型

を
持
つ
昔
話
は
日
本
だ
け
で
は
な
く
︑
中
国
や
モ
ン
ゴ
ル
︑
韓
国
な
ど
︑
ア
ジ

ア
諸
国
に
広
く
類
話
が
存
在
す
る③
︒
韓
国
の
場
合
は
︑
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世

紀
に
か
け
て
行
わ
れ
た
民
衆
思
想
運
動
が
口
承
説
話
の
文
献
化
を
推
し
進
め
る

一
方
︑
小
説
化
も
盛
ん
に
行
わ
れ
た④
そ
の
流
れ
の
中
で
︑
口
か
ら
口
へ
と
伝
承

さ
れ
た
作
者
・
年
代
未
詳
の
昔
話
﹁
ホ
ン
ブ
と
ノ
ル
ブ
﹂
が
︑
朝
鮮
︵
一
三
九

二
年
～
一
九
一
〇
年
︶
後
期
に
な
っ
て
︑
﹁
ノ
ル
ブ
傳
﹂
﹁
燕
の
脚
﹂
﹁
朴
興
甫

傳
﹂
﹁
興
甫
傳
﹂
な
ど
パ
ン
ソ
リ
系
小
説
と
し
て
発
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

今
や
﹁
ホ
ン
ブ
と
ノ
ル
ブ
﹂
は
韓
国
で
は
︑
最
も
有
名
な
昔
話
と
な
り
︑
教
科

書
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
︒
鄭
忠
権
に
よ
る
と
︑
﹃
興
夫
伝
﹄
は
︑
小
学
校
教

科
書
の
場
合
︑
一
九
三
五
年
﹃
普
通
学
校
朝
鮮
語
及
漢
文
讀
本
﹄
を
は
じ
め
と

し
て
現
在
に
至
る
ま
で
続
け
て
載
せ
ら
れ
て
お
り
︑
二
〇
〇
一
年
を
基
準
と
し

て
い
え
ば
︑
四
年
生
の
春
学
期
に
要
約
本
が
載
せ
ら
れ
︑
高
等
学
校
教
科
の
場

合
は
︑
十
八
種
の
文
学
教
科
書
の
う
ち
︑
十
二
種
の
教
科
書
に
﹃
興
夫
伝
﹄
が

載
せ
ら
れ
て
い
る⑤
︒

そ
の
﹃
興
夫
伝
﹄
は
︑
日
本
各
地
に
分
布
し
て
い
る
﹁
腰
折
雀
﹂
の
話
型
の

ひ
と
つ
と
内
容
・
構
成
上
か
ら
み
て
も
類
似
し
て
い
る
︒
そ
れ
で
は
︑
そ
の
よ

う
な
類
話
の
根
源
と
は
何
か
︒
ま
た
︑
そ
の
類
話
の
内
容
・
構
成
は
ど
の
よ
う

に
変
化
し
て
い
る
か
︑
な
ど
に
私
は
深
い
興
味
を
持
っ
て
い
る
︒
そ
こ
で
︑
こ

の
よ
う
な
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
前
に
︑
口
承
の
昔
話
と
書
承
の
﹃
宇
治
拾

遺
﹄
の
説
話
を
直
接
比
較
す
る
研
究
が
今
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
注
目

し
た
い
︒
私
は
こ
こ
で
︑
比
較
を
通
じ
て
︑
両
話
の
重
な
り
と
異
な
り
を
明
ら
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か
に
し
︑
社
会
的
な
背
景
を
さ
ぐ
る
と
と
も
に
︑
各
話
の
特
徴
に
み
る
民
族
間

の
表
現
の
持
つ
意
味
の
違
い
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
︒

一

韓
国
昔
話
﹁
ホ
ン
ブ
と
ノ
ル
ブ
﹂
の
構
成

そ
こ
で
︑
昔
話
の
構
成
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
日
本
語
版
﹁
ホ
ン
ブ
と
ノ

ル
ブ
﹂
本
文
を
﹁
主
語
＋
述
語
﹂
の
形
で
事
項
を
取
り
出
し
て
み
る
と
次
の
よ

う
で
あ
る⑥
︒

蛇
が
燕
の
巣
を
襲
う
︒

燕
が
脚
を
折
る
︒

ホ
ン
ブ
が
燕
を
治
療
す
る
︒

燕
が
完
全
に
回
復
す
る
︒

燕
が
九
月
九
日
に
飛
び
去
る
︒

燕
が
三
月
三
日
に
江
南
か
ら
戻
る
︒

ホ
ン
ブ
が
喜
ぶ
︒

燕
が
瓢
の
種
を
持
っ
て
く
る
︒

ホ
ン
ブ
が
不
審
に
思
う
︒

ホ
ン
ブ
が
種
を
植
え
る
︒

五
個
の
実
が
成
る
︒

ホ
ン
ブ
が
一
つ
目
の
瓢
を
切
り
︑
お
米
が
出
る
︒

ホ
ン
ブ
が
二
つ
目
の
瓢
を
切
り
︑
お
金
が
出
る
︒

ホ
ン
ブ
が
三
つ
目
の
瓢
を
切
り
︑
仙
女
が
現
わ
れ
る
︒

仙
女
が
大
き
な
屋
敷
を
立
て
て
く
れ
る
︒

ホ
ン
ブ
は
金
持
ち
に
な
る
︒

ノ
ル
ブ
が
噂
を
聞
く
︒

ノ
ル
ブ
が
金
持
ち
に
な
っ
た
わ
け
を
聞
く
︒

ノ
ル
ブ
が
家
に
巣
を
作
り
︑
燕
を
待
つ
︒

燕
が
巣
に
飛
ん
で
来
て
子
を
産
む
︒

ノ
ル
ブ
が
無
理
に
燕
の
脚
を
折
る
︒

ノ
ル
ブ
が
燕
を
治
療
す
る
︒

ノ
ル
ブ
が
燕
か
ら
種
を
も
ら
う
︒

ノ
ル
ブ
が
種
を
植
え
る
︒

ノ
ル
ブ
が
一
つ
目
の
瓢
を
割
る
と
︑
化
け
者
が
出
る
︒

化
け
者
が
ノ
ル
ブ
を
叩
く
︒

ノ
ル
ブ
が
二
つ
目
の
瓢
を
割
る
と
︑
借
金
取
り
た
ち
が
出
る
︒

借
金
取
り
た
ち
が
金
を
取
っ
て
帰
る
︒

ノ
ル
ブ
が
三
つ
目
の
瓢
を
割
る
と
︑
臭
い
汚
れ
た
水
が
出
る
︒

ノ
ル
ブ
が
ホ
ン
ブ
の
家
に
逃
げ
︑
助
け
を
求
め
る
︒

ホ
ン
ブ
は
半
分
の
財
産
を
ノ
ル
ブ
に
あ
げ
る
︒

ノ
ル
ブ
は
反
省
す
る
︒

兄
弟
は
幸
せ
に
な
る
︒
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こ
れ
を
さ
ら
に
整
理
す
る
と
︑
次
の
よ
う
な
単
純
な
事
項
群
に
ま
と
め
る
こ

と
が
で
き
る
︒

蛇
が
燕
の
巣
を
襲
う
︒

燕
が
脚
を
折
る
︒

ホ
ン
ブ
が
燕
を
治
療
す
る
︒

燕
が
完
全
に
回
復
す
る
︒

燕
が
飛
び
去
る
︒

燕
が
瓢
の
種
を
持
っ
て
く
る
︒

こ
れ
ら
の
事
項
は
︑
崔
仁
鶴
編
﹃
朝
鮮
昔
話
百
選
﹄
︵
以
下
︑
﹃
百
選
﹄
と
略

す⑦
︶
︑
権
赫
来
編
﹃
朝
鮮
童
話
集

-
我
が
国
最
初
伝
来
童
話
集
︵
一
九
二
四
年
︶

の
翻
訳
研
究
﹄
︵
以
下
︑
﹃
童
話
集
﹄
と
略
す⑧
︶
﹃
金
徳
順
昔
話
集

-
中
国
朝
鮮

族
民
間
故
事
集
﹄
︵
以
下
︑
﹃
金
昔
話
集
﹄
と
略
す
︶
と
比
較
し
て
も
︑
昔
話
の

展
開
の
基
本
に
お
い
て
大
き
な
相
違
は
見
あ
た
ら
な
い
︒

し
か
し
︑
蛇
の
数
や
命
の
助
か
っ
た
燕
の
数
な
ど
は
︑
昔
話
の
特
徴
上
︑
語

り
手
に
よ
っ
て
異
な
る
︒
ま
た
︑
﹁
燕
の
脚
が
折
れ
て
し
ま
う
﹂
と
い
う
こ
と

は
︑
ど
の
事
例
と
も
共
通
す
る
が
︑
怪
我
の
原
因
に
つ
い
て
表
現
は
少
し
ず
つ

違
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
燕
が
飛
び
去
っ
た
時
期
と
戻
っ
た
時
期
に
つ
い
て
も
︑

日
本
語
版
﹃
百
選
﹄
と
韓
国
版
﹃
童
話
集
﹄
で
は
︑
九
月
九
日
・
三
月
三
日
と

具
体
的
な
月
日
が
表
さ
れ
て
い
る
︒
﹃
金
昔
話
集
﹄
で
は
︑
そ
の
時
期
は
示
さ

れ
て
い
な
い
が
︑
燕
か
ら
も
ら
っ
た
種
を
収
穫
し
た
日
が
︑
八
月
十
五
日
の
中

秋
節
で
あ
る
こ
と
だ
け
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
中
秋
節
と
は
︑
正
月
と
と
も
に
韓

国
の
有
名
な
名
節
で
︑
旧
暦
の
八
月
十
五
日
の
こ
と
を
言
う
︒
日
本
語
版
﹃
百

選
﹄
と
韓
国
版
﹃
童
話
集
﹄
は
﹁
江
南
﹂
と
︑
﹃
金
昔
話
集
﹄
で
も
︑
南
に
あ

る
燕
の
国
で
あ
る
︒
ま
た
︑
そ
の
種
か
ら
出
た
実
の
数
に
つ
い
て
︑

日
本
語
版
﹃
百
選
』

韓
国
語
版
『
童
話
集
』

『
金
昔
話
集
』

①
一
つ
目
の

瓢
か
ら

お
米
(
壷
五
個
の
量
︶

仙
薬
を
持
っ
た
童
子

金
・
銀

②
二
つ
目
の

瓢
か
ら

山
ほ
ど
の
お
金

様
々
な
物

白
米

③
三
つ
目
の

瓢
か
ら

仙
女

宝
物
︑
穀
物
︑
大
工

う
す
絹
︑
ね
り
絹

④
四
つ
目
の

瓢
か
ら

大
工

五
人
の
大
工

⑤
五
つ
目
の

瓢
か
ら

材
木

美
人

と
な
っ
て
い
る
︒

昔
話
の
特
徴
上
︑
語
り
手
ま
た
は
地
域
に
よ
っ
て
語
り
口
の
変
化
も
考
え
ら

れ
る
が
︑
こ
れ
ら
の
事
例
の
表
現
に
即
し
て
み
る
か
ぎ
り
︑
三
つ
の
事
例
と
も

米
や
宝
物
︑
大
工
が
出
て
く
る
な
ど
の
点
で
は
大
き
な
変
化
は
な
い
︒
韓
国
最

初
の
童
話
集
で
あ
る
﹃
朝
鮮
童
話
集
﹄
を
韓
国
語
で
翻
訳
し
た
権
赫
来
編
﹃
童

話
集
﹄
中
に
収
録
さ
れ
た
﹁
ホ
ン
ブ
と
ノ
ル
ブ
﹂
は
︑
日
本
語
版
﹁
ホ
ン
ブ
と

ノ
ル
ブ
﹂
と
比
較
す
る
と
︑
﹁
よ
し
︑
来
た
！
﹂
﹁
今
回
こ
そ
！
﹂
﹁
よ
し
！

や
っ
た
﹂
ま
た
は
泣
く
と
き
は
﹁
ア
イ
コ
！

ア
イ
コ
！
﹂
と
い
う
泣
き
声
を
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出
す
な
ど
︑
感
嘆
詞
が
多
く
認
め
ら
れ
る
︒
そ
の
他
︑
主
人
公
の
心
境
や
感
情

を
表
す
よ
う
な
所
も
多
く
見
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
韓
国
版
﹃
童
話

集
﹄
は
︑
日
本
語
版
﹃
百
選
﹄
に
比
べ
︑
採
録
さ
れ
た
昔
話
が
全
体
的
に
小
説

化
さ
れ
た
も
の
に
変
え
ら
れ
て
い
る
︒

二

『
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
﹁
雀
報
恩
事
﹂
の
構
成

次
に
日
本
の
説
話
の
事
例
と
し
て
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
﹁
雀
報
恩
事
﹂
か
ら
同
様

に
事
項
を
取
り
出
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
︒
実
際
の
語
り
口
は
繰
り
返
し
に
よ

っ
て
展
開
す
る
が
︑
表
現
に
即
し
て
取
り
出
し
た
具
体
的
な
事
項
群
を
さ
ら
に

整
理
し
︑
抽
象
化
す
る
と
隣
爺
型
の
基
本
的
形
式
は
次
の
よ
う
に
示
す
こ
と
が

で
き
る
︒

媼
が
腰
折
れ
雀
を
助
け
る
︒

雀
が
媼
に
瓢
の
種
を
与
え
る
︒

媼
が
瓢
の
種
か
ら
白
米
を
得
る
︒

隣
の
媼
が
雀
を
傷
つ
け
る
︒

雀
が
隣
の
媼
に
瓢
の
種
を
与
え
る
︒

隣
の
媼
が
瓢
の
種
か
ら
毒
虫
を
得
る
︒

こ
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
と
す
れ
ば
︑
こ
こ
で
よ
う
や
く
同
じ
話
型
を
持
つ

韓
国
昔
話
と
日
本
昔
話
や
説
話
を
比
較
す
る
段
階
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

す
な
わ
ち
︑
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
の
特
質
は
次
の
よ
う
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
︒

媼
が
腰
折
れ
雀
を
助
け
る

○
子
孫
が
媼
を
憎
み
笑
う
︒

○
雀
が
媼
に
感
謝
す
る
︒

雀
が
媼
に
瓢
の
種
を
与
え
る
︒

媼
が
た
く
さ
ん
の
瓢
を
得
る
︒

○
子
孫
が
瓢
を
食
べ
る
︒

○
媼
が
瓢
の
中
か
ら
白
米
を
得
る
︒

瓢
の
実
が
熟
す
る
︒

媼
が
裕
福
に
な
る
︒

隣
媼
が
雀
を
傷
つ
け
る
︒

○
雀
が
隣
媼
を
憎
み
恨
む
︒

雀
が
隣
媼
に
瓢
の
種
を
与
え
る
︒

隣
媼
は
味
の
悪
い
瓢
を
得
る
︒

○
隣
媼
が
瓢
の
中
か
ら
毒
虫
を
得
る
︒

隣
媼
が
命
を
落
と
す
︒

右
の
事
項
の
中
︑
○
印
を
付
け
た
も
の
に
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
の
特
質
は
端
的
に

示
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
で
は
次
に
日
・
韓
の
昔
話
と
説
話
を
具
体
的
に
比
較
し

考
察
し
て
み
た
い
︒
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三

｢
雀
報
恩
事
﹂
と
韓
国
昔
話
﹁
ホ
ン
ブ
と
ノ
ル
ブ
﹂
と
の

比
較

�

｢
雀
報
恩
事
﹂
と
﹁
ホ
ン
ブ
と
ノ
ル
ブ
﹂
の
構
成

こ
の
章
で
は
︑
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
﹁
雀
報
恩
事
﹂
と
韓
国
昔
話
﹁
ホ
ン
ブ
と
ノ
ル

ブ
﹂
と
の
内
容
を
比
較
し
て
み
よ
う
︒

｢
雀
報
恩
事
﹂
︵
日
本
)

｢
ホ
ン
ブ
と
ノ
ル
ブ
﹂
︵
韓
国
)

発
端

①

子
供
が
投
げ
た
石
に
当
た
っ
て
腰

を
折
っ
た
雀
を
婆
が
介
抱
す
る
︒

ホ
ン
ブ
は
蛇
の
襲
い
か
ら
燕
を
救

い
折
ら
れ
た
脚
を
介
抱
す
る
︒

②

隣
の
老
婆
は
自
ら
石
を
投
げ
︑
当

た
っ
て
飛
べ
な
い
雀
を
介
抱
す
る
︒
ノ
ル
ブ
は
巣
か
ら
燕
を
取
り
出
し
︑

無
理
に
脚
を
折
っ
て
か
ら
介
抱
す

る
︒

展
開

①

翌
年
春
︑
雀
か
ら
も
ら
っ
た
一
つ

の
種
か
ら
た
く
さ
ん
の
実
が
出
る
︒
翌
年
春
︑
雀
か
ら
も
ら
っ
た
一
つ

の
種
か
ら
五
個
の
瓢
の
実
が
出
る
︒

②

隣
の
老
婆
も
三
つ
の
瓢
の
種
を
も

ら
う
︒
︵
七
つ
八
つ
程
の
瓢
の
実
︶

翌
年
春
︑
ノ
ル
ブ
も
一
粒
の
種
を

も
ら
う
︒
︵
幾
つ
の
瓢
の
実
︶

③

白
米

米
︑
お
金
︑
赤
・
青
い
魔
法
の
瓶

④

虻
︑
蜂
︑
ム
カ
デ
︑
ト
カ
ゲ
︑
蛇

な
ど

ト
ケ
ビ
︑
借
金
取
り
た
ち
︑
汚
れ

た
水
で
家
が
沈
ん
で
し
ま
う
︒

結
果

①

婆
は
裕
福
に
な
る
＝
幸
せ
な
結
末

ホ
ン
ブ
は
裕
福
に
な
る
＝
幸
せ
な

結
末

②

隣
の
老
婆
を
刺
し
殺
す
︒
︵
不
幸

な
結
末
︶

ノ
ル
ブ
は
悪
行
を
反
省
し
︑
兄
弟

は
幸
せ
に
な
る
︒
＝
幸
せ
な
結
末

さ
ら
に
︑
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
﹁
雀
報
恩
事
﹂
と
韓
国
昔
話
﹁
ホ
ン
ブ
と
ノ
ル
ブ
﹂

と
の
内
容
を
詳
し
く
比
較
し
て
み
よ
う
︒

｢
雀
報
恩
事
﹂
︵
日
本
)

｢
ホ
ン
ブ
と
ノ
ル
ブ
﹂
︵
韓
国
)

�．

対
立
関
係

六
〇
才
の
老
婆
対
隣
の
老
婆

兄

対

弟

	．

登
場
動
物

雀

燕


．

怪
我
原
因

子
供
が
投
げ
た
石
に
当
た
っ
て

�
蛇
の
襲
い
か
ら
逃
げ
る
時
︑

巣
か
ら
落
ち
る
︒

�．

怪
我
部
位

腰
を
折
ら
れ
る
︒

�
脚
を
折
ら
れ
る
︒

．

飛
び
去
る

怪
我
し
て
幾
月
後

�
九
月
九
日

�．

戻
っ
た
時
期

二
十
日
後

�
翌
年
春
︵
三
月
三
日
︶

�．

贈
り
物

瓢
の
種
一
粒
(
た
く
さ
ん
の
瓢

の
実
が
出
る
︶

�
瓢
の
種
一
粒
︵
五
個
の
大
き

な
瓢
の
実
︶

�．

瓢
か
ら
出
た

物

い
く
ら
取
り
出
し
て
も
量
が
減

ら
さ
な
い
お
米

�
米
︵
大
き
な
壺
五
個
と
三
石

ほ
ど
︶

�
青
い
魔
法
の
瓶
︵
建
築
材

料
︶

�
お
金

�
仙
女
︵
赤
い
魔
法
の
瓶
︶

�
赤
い
魔
法
の
瓶
︵
大
工
が
出

る
︶

�．

悪
役
の
行
動

自
ら
石
を
投
げ
︑
腰
を
折
っ
た

雀
を
介
抱
す
る
︵
三
羽
︶
︒

�
巣
か
ら
燕
を
取
り
出
し
︑
無

理
に
脚
を
折
っ
て
介
抱
す
る

︵
一
羽
︶
︒

10．

悪
人
へ
の
贈

り
物

十
日
後
︑
三
羽
か
ら
三
粒
の
種

七
つ
︑
八
つ
ほ
ど
の
瓢
の
実

�
一
つ
の
種
か
ら
幾
つ
の
瓢
の

実

11．

悪
役
の
瓢
か

ら
出
た
物

虻
︑
蜂
︑
ム
カ
デ
︑
ト
カ
ゲ
︑

蛇
な
ど

�
ト
ケ
ビ
︵
棒
で
叩
く
︶

�
借
金
取
り
︵
何
も
か
も
持
っ

て
行
っ
て
し
ま
う
︶

�
汚
れ
た
水
︵
家
が
汚
れ
た
水

に
沈
ん
で
し
ま
う
︶

12．

結
果

毒
虫
な
ど
が
子
供
を
刺
し
︑
老

婆
を
刺
し
殺
す
︒

弟
か
ら
助
か
れ
︑
悪
行
を
反
省

し
︑
兄
弟
は
幸
せ
に
な
る
︒
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両
者
の
内
容
を
比
較
し
︑
最
も
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
点
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
︒(

一
)

主
人
公
の
対
立
関
係

日
本
説
話
は
六
〇
才
の
老
婆
対
隣
の
老
婆
と
い
う
隣
人
の
対
立
関
係
が
あ
る

の
に
対
し
︑
韓
国
昔
話
は
兄
弟
間
の
対
立
関
係
が
あ
る
︒
た
だ
し
︑
日
本
に
分

布
す
る
昔
話
の
中
で
は
︑
小
沢
謙
一
編
﹃
お
ば
ば
の
昔
ば
な
し
﹄
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
事
例
は
︑
兄
弟
間
の
対
立
関
係
を
な
す
も
の
で
︑
脚
を
折
ら
れ
た
燕
が

登
場
す
る
な
ど
﹁
ホ
ン
ブ
と
ノ
ル
ブ
﹂
と
類
似
し
て
い
る⑨
︒

(
二
)

登
場
動
物

日
本
説
話
は
雀
で
あ
る
が
︑
韓
国
昔
話
は
燕
で
あ
る
︒
雀
は
韓
国
に
お
い
て

も
一
般
的
な
鳥
で
あ
る
が
︑
燕
は
﹁
三

四
月
に
渡
来
し
︑
人
家
付
近
に
巣
を

作
っ
て
三

七
個
の
卵
を
産
む⑩
﹂
と
さ
れ
︑
燕
と
雀
は
昔
か
ら
人
間
と
親
し
い

動
物
で
あ
る
︒
韓
国
で
は
︑
﹁
ツ
バ
メ
を
殺
す
と
盲
目
に
な
っ
た
り
火
難
に
あ

っ
た
り
す
る
と
い
う
俗
信
は
︑
こ
う
し
た
保
護
思
想
の
現
れ
と
見
ら
れ
る
︒
さ

ら
に
は
ツ
バ
メ
の
営
巣
を
家
運
も
勃
興
す
る
兆
し
と
見
︑
反
対
に
ツ
バ
メ
の
渡

来
の
途
絶
を
そ
の
家
が
没
落
す
る
兆
し
と
考
え
た⑪
﹂
と
言
う
︒
日
本
で
は
昔
か

ら
﹁
白
い
ス
ズ
メ
は
来
福
の
兆
し
と
考
え
ら
れ
た
﹂
し
︑
﹁
ス
ズ
メ
を
と
る
と

火
事
に
な
る
︑
夜
盲
症
に
な
る
と
す
る
俗
信
は
多
く
︑
ス
ズ
メ
を
保
護
し
よ
う

と
す
る
思
想
﹂
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る⑫
︒
日
本
で
は
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
﹁
雀
報

恩
事
﹂
の
類
話
の
中
で
︑
﹃
通
観
﹄
に
よ
る
と
︑
京
都
府
与
謝
郡
伊
根
町
新
井

﹁
燕
と
か
ぼ
ち
ゃ
種⑬
﹂
︑
大
島
建
彦
氏
に
よ
る
と
︑
広
島
県
世
羅
郡
甲
山
町
の

﹃
芸
備
昔
話
集
﹄
︑
甲
奴
郡
総
領
町
﹃
備
後
の
昔
話⑭
﹄
に
伝
わ
れ
て
い
る
類
話
に

は
燕
が
登
場
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
日
本
で
は
地
域
に
よ
っ
て
︑
燕
が
登
場
す
る

話
も
あ
る
が
︑
韓
国
昔
話
﹁
ホ
ン
ブ
と
ノ
ル
ブ
﹂
の
類
話
の
中
で
は
日
本
の
よ

う
な
雀
の
登
場
は
見
当
た
ら
な
い
︒

(
三
)

怪
我
の
原
因

｢
雀
報
恩
事
﹂
の
場
合
は
︑
﹁
童
部
石
を
取
り
て
打
ち
た
れ
ば
︑
当
た
り
て
腰

を
う
ち
折
ら
れ
に
け
り
﹂
と
︑
子
供
が
投
げ
た
石
に
当
た
っ
て
腰
を
折
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
が
︑
﹁
興
夫
伝
﹂
は
︑
﹁
一
匹
の
蛇
が
現
れ
て
︑
燕
の
巣
を
襲

っ
た
︒
燕
は
片
は
し
か
ら
喰
い
殺
さ
れ
た
が
︑
そ
の
中
の
た
だ
一
匹
の
雛
燕
だ

け
は
︑
危
い
と
こ
ろ
を
辛
う
じ
て
逃
れ
る
こ
と
が
出
来
た
﹂
と
︑
蛇
か
ら
逃
げ

る
過
程
に
怪
我
を
し
て
い
る
︒
﹃
通
観
﹄
に
よ
る
と
︑
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
﹁
雀
報
恩

事
﹂
の
よ
う
な
子
供
が
投
げ
た
石
に
当
た
っ
て
腰
を
折
ら
れ
る
と
い
う
類
話
は
︑

埼
玉
県
所
沢
市⑮
に
も
伝
わ
る
︒
そ
の
他
︑
静
岡
県
浜
松
市
の
﹁
羽
折
れ
雀
﹂
に

は
︑
﹁
屋
根
か
ら
落
ち
て
き
た
足
の
折
れ
た
雀⑯
﹂
︑
勝
田
郡
勝
田
町
の
﹁
腰
折
れ

雀⑰
﹂
︑
苫
田
郡
上
斎
原
村
本
村
の
﹁
腰
折
れ
雀⑱
﹂
︑
福
岡
県
甘
木
市
の
﹁
足
折
れ

雀⑲
﹂
に
は
怪
我
の
原
因
は
な
く
怪
我
し
た
雀
を
拾
っ
て
か
ら
介
抱
す
る
と
い
う

類
話
も
伝
わ
っ
て
い
る
︒
﹃
金
徳
順
﹄
の
﹁
ホ
ン
ブ
と
ノ
ル
ブ⑳
﹂
は
︑
蛇
の
襲

い
か
ら
逃
げ
る
途
中
︑
脚
を
挟
ん
で
怪
我
を
す
る
が
︑
高
橋
亭
編
﹁
興
夫
伝㉑
﹂

に
は
︑
﹁
巣
よ
り
零
︵
こ
ぼ
︶
れ
落
ち
て
脚
を
折
り
﹂
と
巣
か
ら
落
ち
て
怪
我
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し
て
い
る
と
い
う
︒
日
本
と
韓
国
と
い
ず
れ
も
各
地
で
︑
ま
た
は
語
り
手
に
よ

っ
て
様
々
な
怪
我
の
原
因
が
あ
る
︒

(
四
)

怪
我
の
部
位

韓
国
昔
話
ホ
ン
ブ
と
ノ
ル
ブ
は
︑
燕
の
怪
我
し
た
部
位
が
脚
に
決
ま
っ
て
い

る
が
︑
日
本
の
場
合
は
各
地
域
に
よ
っ
て
﹁
腰
﹂
に
な
っ
て
い
る
類
話
も
あ
る
︒

﹃
集
成㉒
﹄
に
隣
の
爺
型
に
分
類
さ
れ
て
い
る
﹁
腰
折
雀
﹂
の
類
話
の
中
︑
大
分

県
宇
佐
市
︑
埼
玉
県
所
沢
市
な
ど
の
類
話
で
は
︑
怪
我
の
部
位
は
﹁
腰
﹂
で
あ

る
が
︑
福
岡
県
浮
羽
郡
︑
広
島
県
佐
伯
郡
︑
兵
庫
県
津
名
郡
︑
静
岡
県
浜
松
市
︑

山
形
県
西
置
腸
郡
に
分
布
す
る
類
話
に
は
︑
﹁
脚
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒

『
通
観
﹄
に
よ
る
と
︑
埼
玉
県
所
沢
市
︵
巻
九
︶
︑
勝
田
郡
勝
田
町
赤
坂
︵
巻

十
九
︶
︑
苫
田
郡
上
斎
原
村
本
村
︵
巻
十
九
︶
に
は
︑
怪
我
部
位
は
﹁
腰
﹂
で

あ
る
が
︑
長
岡
市
西
蔵
王
町
︵
巻
一
〇
︶
︑
広
島
県
呉
市
︵
巻
二
〇
︶
︑
福
岡
県

甘
木
市
福
田
町
︵
巻
二
三
︶
に
は
︑
﹁
足
﹂
と
な
っ
て
い
る
話
が
伝
わ
っ
て
い

る
︒
そ
の
他
︑
登
米
郡
石
越
町
︵
巻
四
︶
︑
静
岡
県
浜
松
市
芳
川
町
︵
巻
一
三
︶

に
は
︑
怪
我
部
位
が
﹁
羽
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑
美
方
郡
村
岡
町
長
坂
︵
巻
十

六
︶
の
話
に
は
腰
折
れ
た
雀
と
足
折
れ
た
雀
が
同
時
に
登
場
す
る
︒

(
五
)

鳥
が
飛
び
去
っ
た
時
期
と
戻
っ
た
時
期

｢
雀
報
恩
事
﹂
は
春
と
い
う
季
節
に
雀
が
登
場
し
︑
怪
我
し
た
雀
は
﹁
多
く

の
月
比
日
比
︑
暮
る
れ
ば
を
さ
め
︑
明
く
れ
ば
物
食
は
せ
習
ひ
て
︑
あ
は
れ
や

飛
び
て
去
ぬ
る
よ
﹂
と
︑
戻
っ
た
時
期
に
つ
い
て
は
﹁
さ
て
廿
日
ば
か
り
あ
り

て
﹂
と
あ
る
だ
け
で
︑
雀
が
去
っ
た
時
期
と
戻
っ
た
時
期
は
明
確
に
は
分
か
ら

な
い
︒

そ
れ
に
比
べ
︑
﹁
ホ
ン
ブ
と
ノ
ル
ブ
﹂
の
場
合
は
︑
燕
が
飛
び
去
っ
た
時
期

は
九
月
九
日㉓
︑
戻
っ
て
き
た
時
期
は
三
月
三
日㉔
と
︑
月
日
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
︒
そ
れ
は
︑
登
場
動
物
の
違
い
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

韓
国
で
は
︑
三
月
三
日
に
は
燕
が
江
南
か
ら
戻
る
日
と
し
て
﹁
サ
ン
ジ
ッ
ナ

ル
﹂
と
い
う
豊
年
を
願
う
祭
り
が
あ
り
︑
﹁
九
月
九
日
﹂
に
は
﹁
九
重
﹂
と
い

う
豊
年
を
感
謝
す
る
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
登
場
動
物
の
違
い

か
ら
﹁
ホ
ン
ブ
と
ノ
ル
ブ
﹂
の
中
に
﹁
三
月
三
日
﹂
﹁
九
月
九
日
﹂
と
い
う
︑

具
体
的
な
時
期
が
示
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
え
る
︒

ソ
ウ
ル
の
慶
煕
大
学
校
民
俗
学
研
究
所
は
︑
文
学
的
研
究
と
現
地
調
査
な
ど

の
調
査
研
究
を
行
い
︑
パ
ン
ソ
リ
興
甫
歌
の
﹁
雀
路
程
記
﹂
と
﹁
朴
打
鈴
﹂
な

ど
に
出
て
く
る
地
名
な
ど
を
根
拠
と
し
て
︑
﹁
興
夫
伝
﹂
の
作
品
背
景
と
舞
台

が
全
羅
北
道
南
原
市
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る㉕
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
﹁
興
夫
伝
﹂

は
引
月
面
城
山
里
と
阿
英
面
城
里
を
中
心
に
昔
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
説
話

︵
朴
チ
ョ
ム
ジ
説
話
や
チ
ュ
ン
ボ
説
話
︶
が
︑
パ
ン
ソ
リ
に
組
み
入
れ
た
も
の

で
あ
り
︑
ま
た
︑
小
説
﹁
興
夫
伝
﹂
の
内
容
な
ど
を
根
拠
と
し
て
︑
南
原
市
引

月
面
城
山
村
が
ホ
ン
ブ
と
ノ
ル
ブ
の
故
郷
と
し
て
︑
そ
し
て
︑
南
原
市
阿
英
面

近
所
の
福
徳
村
を
ホ
ン
ブ
が
兄
で
あ
る
ノ
ル
ブ
に
追
い
出
さ
れ
︑
そ
の
後
大
金

持
ち
に
な
っ
た
所
で
あ
る
と
述
べ
る
︒
現
在
も
こ
の
二
つ
の
村
で
は
︑
い
つ
か
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ら
始
ま
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
︑
旧
暦
三
月
三
日
に
な
る
と
﹁
朴
チ
ョ
ム

ジ
祭
祀
﹂
が
行
っ
て
い
る
︒
現
在
︑
韓
国
の
南
原
市
で
は
一
九
九
三
年
か
ら
毎

年
︑
旧
暦
の
九
月
九
日
に
興
夫
祭
と
い
う
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
る
︒

(
六
)

贈
り
物
と
し
て
も
ら
っ
た
種

日
本
・
韓
国
と
も
種
を
も
ら
う
︒
韓
国
の
場
合
は
瓢
で
あ
る
が
︑
日
本
の
場

合
は
︑
﹃
通
観
﹄
に
よ
る
と
︑
登
米
郡
石
越
町
︵
巻
四
︶
︑
山
梨
県
西
川
大
門
町

︵
十
二
巻
︶
な
ど
に
伝
わ
れ
て
い
る
類
話
に
は
瓢
箪
︑
埼
玉
県
所
沢
市
︵
巻
九
︶

に
は
瓢
の
種
が
出
て
く
る
が
︑
与
謝
郡
伊
根
町
︵
巻
九
︶
︑
美
方
郡
村
岡
町
長

坂
︵
巻
十
六
︶
の
類
話
の
よ
う
に
か
ぼ
ち
ゃ
の
種
が
出
て
く
る
場
合
も
あ
る
︒

(
七
)

瓢
か
ら
出
た
物

｢
雀
報
恩
事
﹂
は
︑
﹁
白
米
の
入
り
た
る
な
り
︒
思
ひ
か
け
ず
あ
さ
ま
し
と
思

ひ
て
︑
大
な
る
物
に
皆
を
移
し
た
る
に
︑
同
じ
や
う
に
入
れ
て
あ
れ
ば
﹂
と
︑

い
く
ら
移
し
て
も
同
じ
量
で
あ
る
白
米
が
出
て
き
て
裕
福
に
な
る
︒
一
方
︑
隣

の
人
の
瓢
は
︑
隣
近
所
の
人
た
ち
と
げ
ろ
を
吐
い
て
苦
し
く
な
り
︑
他
の
瓢
か

ら
は
虻
︑
蜂
︑
む
か
で
︑
と
か
げ
︑
蛇
が
出
て
き
て
女
を
刺
し
︑
ま
た
︑
七
つ

八
つ
の
瓢
か
ら
は
た
く
さ
ん
の
毒
虫
な
ど
が
出
て
き
て
子
供
を
刺
し
食
い
︑
女

を
刺
し
殺
し
て
し
ま
う
︒

そ
れ
に
比
べ
て
韓
国
昔
話
は
︑
瓢
か
ら
お
米
以
外
仙
女
︑
大
工
︑
ト
ケ
ビ

︵
化
け
物
︶
な
ど
︑
人
が
出
て
く
る
︒
特
に
大
工
が
出
て
家
を
建
て
る
と
い
う

モ
チ
ー
フ
は
︑
﹁
﹁
雀
報
恩
事
﹂
や
室
町
時
代
の
御
伽
草
子
﹁
雀
の
夕
顔
﹂
な
ど

の
古
い
時
代
の
も
の
に
は
見
ら
れ
ず
︑
さ
ら
に
昔
話
に
お
い
て
も
他
の
採
録
例

に
ま
っ
た
く
見
あ
た
ら
な
い
︑
き
わ
め
て
特
異
で
異
質
な
お
も
む
き
を
感
じ
さ

せ
る
も
の㉖
﹂
で
あ
る
︒
﹃
事
典
﹄
は
︑
﹁
近
年
の
採
集
で
﹁
腰
折
れ
つ
ば
め
﹂
が

島
根
・
広
島
県
か
ら
報
告
﹂
さ
れ
︑
﹁
特
に
島
根
の
例
は
︵
中
略
︶
朝
鮮
の
例

と
の
類
似
が
注
目
さ
れ
る㉗
﹂
と
い
う
︒
こ
の
島
根
か
ら
採
集
さ
れ
た
類
話
に
つ

い
て
邊
恩
田
氏
は
︑
﹁
大
工
の
家
建
て
の
モ
チ
ー
フ
が
韓
国
の
昔
話
と
類
似
す

る
と
い
う
指
摘
は
き
わ
め
て
重
要㉘
﹂
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒

さ
ら
に
﹃
事
典
﹄
は
︑
﹁
大
工
の
家
建
て
の
モ
チ
ー
フ
﹂
の
伝
承
地
︑
島
根

県
・
広
島
県
と
︑
登
場
動
物
が
雀
で
は
な
く
韓
国
の
よ
う
に
燕
に
な
っ
て
い
る

類
話
の
伝
承
地
新
潟
県
・
長
野
県
・
岐
阜
県
宮
越
県
な
ど
を
取
り
上
げ
︑
﹁
古

代
よ
り
朝
鮮
半
島
と
地
理
的
に
近
く
︑
歴
史
・
文
化
的
に
関
わ
り
が
緊
密
で
あ

っ
た
﹂
こ
と
か
ら
︑
﹁
山
陰
地
方
か
ら
東
ア
ジ
ア
大
陸
と
の
昔
話
の
交
渉
の
根

の
探
さ
が
確
認
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
︑
山
陰
地
方
か
ら
東
北
地
方
へ
の
伝
播

も
想
定
さ
れ
る㉙
﹂
と
論
じ
て
い
る
︒
ま
た
︑
鄭
忠
権
氏
は
瓢
か
ら
宝
物
が
出
て

く
る
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
︑

興
夫
伝
は
兄
弟
間
の
友
愛
と
朝
鮮
後
期
一
般
平
民
の
富
に
関
す
る
問
題

を
扱
っ
て
い
る
︒
こ
の
作
品
で
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
は
︑
朝
鮮
後
期
農
民

達
を
苦
し
め
た
貧
窮
の
問
題
で
あ
ろ
う
︒
朝
鮮
後
期
社
会
変
動
の
最
中
︑

土
地
を
失
く
し
た
農
民
の
数
が
急
増
す
る
こ
と
と
な
り
︑
そ
れ
ら
の
ほ
と

ん
ど
は
生
存
を
襲
わ
れ
る
ほ
ど
貧
し
い
限
り
で
あ
っ
た
︒
瓢
を
割
る
と
宝
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物
が
出
る
と
い
う
非
現
実
的
な
発
想
は
︑
こ
の
よ
う
な
当
時
の
現
実
的
状

況
と
関
連
つ
け
て
み
る
と
理
解
で
き
る
も
の
で
︑
こ
の
よ
う
な
非
現
実
的

要
素
は
農
民
達
が
直
面
す
る
絶
対
貧
窮
と
︑
不
可
能
な
富
へ
の
念
願
に
対

す
る
逆
説
的
表
現
で
︑
む
し
ろ
強
い
現
実
性
を
表
し
た
と
も
言
え
る㉚
︒

と
い
う
︒
こ
の
指
摘
か
ら
︑
各
﹃
興
夫
伝
﹄
に
描
か
れ
て
い
る
内
容
と
モ
チ
ー

フ
な
ど
が
︑
当
時
の
歴
史
的
︑
社
会
的
状
況
が
作
品
の
中
に
現
れ
た
も
の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
︒

	

共
通
点
と
相
違
点

｢
雀
報
恩
事
﹂
と
﹁
ホ
ン
ブ
と
ノ
ル
ブ
﹂
の
大
き
な
共
通
点
は
︑
①
家
族
︑

ま
た
は
人
間
関
係
の
葛
藤
︑
②
動
物
の
報
恩
︑
③
善
人
に
は
福
︑
悪
人
に
は
罰

が
当
た
る
と
い
う
勧
善
懲
悪
︑
教
訓
的
な
話
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
︑

同
じ
根
源
を
持
つ
昔
話
で
も
︑
﹁
言
語
の
違
い
︑
信
仰
の
違
い
︑
習
慣
の
違
い

な
ど
が
昔
話
の
変
化
を
も
た
ら
す
原
因㉛
﹂
と
な
り
︑
ま
た
移
動
経
路
や
社
会
的

環
境
︑
語
り
手
な
ど
︑
様
々
な
環
境
要
因
に
よ
っ
て
︑
話
の
内
容
や
構
成
が
少

し
つ
つ
変
化
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
︒

関
敬
吾
氏
は
隣
の
爺
型
と
兄
弟
間
葛
藤
型
の
特
徴
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論

じ
る
︒

兄
弟
譚
︑
隣
の
爺
は
社
会
的
モ
チ
ー
フ
が
主
で
あ
る
︒
人
間
の
社
会
生

活
に
お
け
る
相
互
関
係
︑
相
互
の
社
会
的
葛
藤
が
そ
の
基
本
的
要
素
と
な

っ
て
い
る
︒
︵
中
略
︶
隣
の
爺
型
は
相
隣
り
す
る
二
つ
の
家
︑
あ
る
ひ
は

爺
と
婆
と
の
闘
争
で
あ
る
︒
善
良
な
る
も
の
が
勝
利
を
制
す
る
物
語
で
あ

り
︑
倫
理
的
教
訓
的
要
素
を
多
分
に
も
つ
︒
我
が
国
で
は
こ
の
型
の
昔
話

が
特
に
発
達
し
て
い
る
や
う
に
思
へ
る㉜
︒

『
宇
治
拾
遺
﹄
の
説
話
に
お
い
て
は
︑
③
の
勧
善
懲
悪
︑
教
訓
的
な
問
題
に

つ
い
て
小
林
智
昭
氏
は
︑
﹁
善
因
善
果
の
信
仰
が
︑
庶
民
の
心
に
明
る
く
受
け

と
め
ら
れ
て
い
る
﹂
︑
﹁
典
型
的
な
悪
因
悪
果
の
応
報
譚㉝
﹂
で
あ
る
と
述
べ
る
︒

﹃
新
編
全
集
﹄
に
は
︑
﹁
一
対
の
主
人
公
の
幸
不
幸
を
語
る
が
︑
二
人
の
人
柄
に

は
善
悪
と
い
っ
た
対
象
ら
し
き
も
の
は
な
く
︵
中
略
︶
勧
善
懲
悪
譚
的
色
彩
は

希
薄
で
あ
る
︒
む
し
ろ
︑
一
見
さ
り
げ
な
く
素
朴
な
よ
そ
お
い
の
中
︑
二
人
の

老
女
の
孤
独
と
心
情
の
ゆ
れ
︑
幸
不
幸
と
い
う
も
の
の
条
理
と
不
条
理
な
ど
を

独
特
な
人
性
批
評
に
も
と
づ
い
て
描
く
も
の
か
と
思
わ
れ
る㉞
﹂
と
言
う
︒
つ
ま

り
︑
﹁
雀
報
恩
事
﹂
と
韓
国
昔
話
﹁
ホ
ン
ブ
と
ノ
ル
ブ
﹂
の
大
き
な
相
違
点
は
︑

①
隣
の
人
と
の
葛
藤
と
兄
弟
と
の
葛
藤
︑
②
雀
と
燕
と
い
う
登
場
動
物
の
違
い
︑

③
瓢
か
ら
出
た
も
の
の
違
い
︑
④
主
人
公
の
死
対
幸
せ
な
結
末
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
︒
②
に
つ
い
て
高
木
敏
雄
氏
は
︑
﹁
宇
治
大
納
言
が
こ
の
話
を
翻
訳
す

る
時
分
に
︑
燕
を
雀
に
直
し
て
瓢
の
内
容
を
簡
単
に
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る㉟
﹂

と
論
じ
る
︒
あ
る
い
は
③
の
瓢
か
ら
物
が
出
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
︑
善
人

に
は
福
を
悪
人
に
は
罰
と
い
う
結
果
の
変
化
は
変
わ
ら
な
い
が
︑
日
本
・
韓
国

の
各
話
の
伝
承
地
︑
ま
た
は
語
り
手
に
よ
っ
て
瓢
か
ら
出
た
も
の
の
種
類
は
異

な
っ
て
い
る
︒
韓
国
の
場
合
は
瓢
の
種
と
な
る
が
︑
日
本
の
場
合
は
﹁
﹁
腰
折
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雀
﹂
の
伝
承
分
布
表㊱
﹂
に
よ
る
と
︑
各
伝
承
地
に
よ
っ
て
︑
ひ
ょ
う
た
ん
︑
す

い
か
な
ど
が
見
ら
れ
る
︒
④
の
結
末
に
つ
い
て
﹁
雀
報
恩
事
﹂
の
場
合
は
反
省

す
る
機
会
も
与
え
ら
れ
ず
︑
悪
人
は
罰
が
当
た
っ
て
殺
さ
れ
て
し
ま
う
が
︑

﹁
ホ
ン
ブ
と
ノ
ル
ブ
﹂
の
場
合
︑
悪
人
で
あ
る
ノ
ル
ブ
は
悪
行
を
反
省
し
︑
弟

と
と
も
に
幸
せ
に
な
る
と
い
う
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
﹁
雀
報
恩
事
﹂
は
﹁
隣
の
爺
﹂
型
で
︑
善
人
で
あ
る
主
人
公
対

隣
の
婆
を
中
心
と
し
て
話
が
展
開
さ
れ
る
が
︑
﹁
ホ
ン
ブ
と
ノ
ル
ブ
﹂
は
︑
兄

弟
と
い
う
家
族
間
の
葛
藤
の
展
開
で
あ
る
︒
崔
仁
鶴
氏
は
︑
﹁
隣
の
爺
﹂
型
が

﹃
集
成
﹄
に
十
四
型
が
認
め
ら
れ
る
が
︑
韓
国
に
は
﹁
隣
人
﹂
型
が
九
型
︑
兄

弟
間
葛
藤
は
十
八
型
も
及
ぶ
と
い
う
こ
と
を
取
り
上
げ
る
︒
崔
仁
鶴
氏
の
整
理

に
よ
っ
て
︑
昔
話
を
取
り
上
げ
て
見
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る㊲
︒

日

本

韓

国

｢
舌
切
雀
﹂
﹁
腰
折
雀
｣

｢
ホ
ン
ブ
と
ノ
ル
ブ
｣

｢
瘤
取
爺
﹂
﹁
花
咲
爺
｣

｢
兄
弟
と
犬
｣

｢
大
蔵
の
亀
﹂
﹁
物
い
う
動
物
｣

｢
真
似
す
る
石
亀
｣

｢
地
蔵
浄
土
﹂
﹁
鼠
浄
土
｣

｢
金
の
砧
銀
の
砧
｣

そ
し
て
崔
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

韓
国
は
長
い
間
︑
長
子
相
続
が
続
け
ら
れ
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
背
景
に

は
大
家
族
制
度
と
い
う
家
父
長
制
が
あ
っ
て
︑
父
親
が
死
ぬ
ま
で
は
隠
居

も
分
家
も
な
か
っ
た
︒
︵
中
略
︶
あ
ら
か
じ
め
遺
言
な
ど
が
あ
っ
て
も
兄

弟
間
に
お
け
る
財
産
分
配
に
際
し
て
は
争
い
が
あ
り
う
る
︒
一
方
︑
日
本

で
は
隠
居
や
分
家
制
度
が
あ
っ
て
︑
財
産
を
め
ぐ
る
兄
弟
間
の
争
い
は
中

国
や
韓
国
よ
り
は
少
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
兄
弟
間
の
争

い
を
内
容
に
し
た
昔
話
が
︑
日
本
の
場
合
は
﹁
隣
の
爺
﹂
型
に
発
展
し
た

か
も
知
れ
な
い㊳
︒

一
方
︑
小
澤
俊
夫
氏
は
︑
日
本
人
に
と
っ
て
︑
﹁
隣
へ
の
関
心
﹂
が
﹁
人
の

社
会
的
行
動
を
律
す
る
︑
ひ
と
つ
の
強
い
規
範
﹂
だ
っ
た
と
い
う㊴
︒
ま
た
︑
稲

田
浩
二
氏
も
﹁
兄
弟
譚
形
式
の
分
布
地
域
と
隣
の
爺
譚
形
式
の
そ
れ
ぞ
れ
が
重

な
っ
て
い
る㊵
﹂
こ
と
を
根
拠
と
し
︑
﹁
隣
の
爺
譚
は
兄
弟
譚
を
母
体
と
し
て
生

ま
れ
て
構
成
さ
れ
他
の
話
型
に
拡
大
さ
れ
た㊶
﹂
も
の
で
あ
る
と
論
じ
る
︒
そ
れ

に
よ
る
と
︑
日
本
で
は
﹁
兄
弟
譚
か
ら
隣
の
爺
譚
へ
の
転
成
も
な
お
東
ア
ジ
ア

伝
承
圏
の
中
で
大
陸
と
の
交
渉
を
保
ち
な
が
ら
行
わ
れ
︑
沖
縄
県
で
は
ひ
き
つ

づ
き
兄
弟
譚
形
式
を
根
強
く
保
ち
︑
西
日
本
各
地
で
は
モ
チ
ー
フ
に
そ
の
あ
と

が
い
ち
じ
る
し
い
︒
こ
れ
に
対
し
︑
東
日
本
の
隣
の
爺
譚
構
成
は
大
陸
と
の
交

渉
の
絶
え
た
と
こ
れ
で
自
由
な
展
開
を
み
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る㊷
﹂
と
述
べ
︑

隣
の
爺
型
と
兄
弟
間
葛
藤
型
は
地
域
上
︑
伝
播
過
程
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と

論
じ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
の
説
話
に
つ
い
て
小
峯
和
明
氏
は
︑
﹁
こ
の
話
で

注
目
す
べ
き
は
︑
老
婆
と
子
︑
孫
と
の
関
係
性
で
あ
り
︑
そ
れ
を
軸
に
事
件
が

展
開
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る㊸
﹂
と
述
べ
︑
隣
人
と
の
対
立
関
係
ほ
か
︑
家
族
間

『
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
﹁
雀
報
恩
事
﹂
考

二
五



の
対
立
・
葛
藤
関
係
が
存
在
し
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
︒

昔
話
と
は
﹁
伝
え
て
き
た
人
々
の
生
活
感
情
の
深
い
部
分
を
︑
如
実
に
反
映

す
る
も
の
で
あ
る㊹
﹂
か
ら
︑
そ
の
内
容
に
は
実
際
︑
伝
承
者
が
生
活
す
る
社

会
・
文
化
生
活
様
式
や
伝
承
者
の
意
識
が
反
映
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

お
わ
り
に

以
上
︑
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
﹁
雀
報
恩
事
﹂
と
韓
国
昔
話
﹁
ホ
ン
ブ
と
ノ
ル
ブ
﹂
の

構
成
と
内
容
の
比
較
を
通
じ
て
共
通
点
と
相
違
点
を
述
べ
︑
各
話
の
関
連
性
と

相
互
関
係
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
︒
例
え
ば
︑
登
場
動
物
の
違
い
︑
瓢
か
ら
出

た
も
の
の
違
い
︑
死
と
い
う
不
幸
対
幸
せ
な
結
末
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
韓
国

は
昔
か
ら
長
子
相
続
制
度
と
宗
家
制
度
が
あ
る
︒
財
産
を
長
子
に
継
続
し
︑
族

譜
や
家
系
の
風
習
︑
先
祖
の
祭
祀
な
ど
を
行
い
︑
家
系
を
守
る
と
い
う
意
味
も

あ
る
が
︑
宗
家
の
大
き
な
役
割
は
先
祖
へ
の
祭
祀
の
こ
と
で
︑
こ
れ
は
先
祖
を

崇
拝
す
る
儒
教
思
想
と
も
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

そ
の
長
子
相
続
制
度
か
ら
財
産
を
め
ぐ
る
兄
弟
間
の
争
い
が
推
測
さ
れ
︑
兄

弟
対
立
系
の
話
が
発
達
し
た
原
因
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑

﹁
ホ
ン
ブ
と
ノ
ル
ブ
﹂
の
場
合
︑
弟
は
働
き
も
の
で
︑
優
し
い
性
格
で
あ
る
こ

と
を
強
調
し
︑
財
産
を
得
る
過
程
に
お
い
て
偶
然
な
幸
運
や
僥
倖
よ
り
︑
優
し

い
と
い
う
日
常
生
活
か
ら
報
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
︒
こ
れ
は
︑
積
善

の
家
に
は
必
ず
余
慶
が
あ
る
と
い
う
﹁
積
善
之
家
必
有
余
慶
﹂
の
儒
教
思
想
と

の
関
連
も
考
え
ら
れ
る
︒
韓
国
の
場
合
﹁
ホ
ン
ブ
と
ノ
ル
ブ
﹂
が
文
献
化
さ
れ

た
十
八
世
紀
頃
の
朝
鮮
は
儒
教
を
基
本
思
想
と
し
︑
民
間
信
仰
で
も
あ
っ
た
︒

当
時
︑
両
班
と
平
民
と
い
う
厳
格
な
身
分
社
会
制
度
で
あ
っ
た
農
民
に
お
い
て
︑

膳
を
す
れ
ば
福
が
訪
れ
る
と
い
う
︑
瓢
か
ら
宝
物
が
出
て
く
る
モ
チ
ー
フ
は
現

実
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
す
る
願
い
が
表
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
ま

で
述
べ
た
二
つ
の
日
本
と
韓
国
の
昔
話
の
大
き
な
相
違
点
は
瓢
か
ら
出
た
物
の

違
い
の
で
は
な
い
か
︒

瓢
か
ら
出
た
も
の
と
し
て
韓
国
は
︑
米
以
外
に
仙
女
︑
大
工
︑
ト
ケ
ビ
︵
化

け
物
︶
な
ど
人
が
出
て
く
る
が
︑
日
本
の
場
合
は
米
だ
け
が
出
て
く
る
︒
﹃
宇

治
拾
遺
﹄
﹁
雀
報
恩
事
﹂
が
文
献
化
さ
れ
た
十
三
世
紀
頃
︑
米
は
食
料
だ
け
で

は
な
く
︑
金
銭
の
代
わ
り
と
さ
れ
︑
そ
の
米
の
大
事
さ
が
話
の
内
容
に
表
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
︒
登
場
人
物
の
対
立
関
係
に
お
い
て
︑
日
本
は
︑
特
に
隣
の
人

と
の
対
立
関
係
に
関
す
る
話
︑
つ
ま
り
﹁
隣
の
爺
﹂
型
が
発
達
し
て
い
る
︒
そ

れ
は
日
本
人
の
隣
へ
の
高
い
関
心
と
︑
人
間
関
係
の
中
︑
隣
と
の
関
係
が
重
要

で
あ
っ
た
社
会
的
特
徴
と
つ
な
が
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
両
国
の
家
族
制
度
と
財
産
の
分
配
な
ど
を
め
ぐ
る
社
会
制
度
と

構
造
の
相
違
か
ら
日
本
で
は
隣
と
の
対
立
型
︑
韓
国
は
兄
弟
対
立
型
が
発
達
し

た
と
考
え
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
昔
話
の
変
化
に
社
会
制
度
︑
生
活
様
式
・
土
着

信
仰
な
ど
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
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注①

小
林
保
治
・
増
古
和
子
校
注
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

宇
治
拾
遺
物
語
﹄
小

学
館
︑
二
〇
〇
三
年
︑
一
三
七
頁
︒

②

大
島
建
彦
校
注
﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成

宇
治
拾
遺
物
語
﹄
新
潮
社
︑
一
九
八
五

年
︑
五
七
七
～
五
七
八
頁
︒

③

①
に
同
じ
︒

④

崔
仁
鶴
著
﹁
韓
国
の
イ
ェ
ン
ナ
ル
・
イ
ヤ
ギ
︵
審
劾
戚
醤
奄
︶
君
島
久
子
編
﹃
日

本
基
層
文
化
の
探
求

日
本
民
間
伝
承
の
源
流
﹄
小
学
館
︑
一
九
八
九
年
︑
一
八
二

頁
︒

⑤

鄭
忠
権
著
﹃
興
夫
伝
研
究
﹄
図
書
出
版
ウ
ョ
ル
イ
ン
︑
二
〇
〇
三
年
︑
二
九
六
頁
︒

⑥

事
項
の
概
念
に
つ
い
て
は
廣
田
收
﹃
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
表
現
の
研
究
﹄
︵
笠
間
書

院
︑
二
〇
〇
三
年
︶
に
よ
る
︒
以
下
私
の
﹁
ホ
ン
ブ
と
ノ
ル
ブ
﹂
の
分
析
に
つ
い
て

は
︑
同
﹃
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
の
中
の
昔
話
﹄
︵
新
典
社
︑
二
〇
〇
九
年
︶
に
紹
介
さ

れ
て
い
る
も
の
に
よ
る
︒

⑦

崔
仁
鶴
著
﹃
朝
鮮
昔
話
百
選
﹄
日
本
放
送
出
版
協
会
︑
一
九
七
四
年
︒

⑧

権
赫
来
編
﹃
朝
鮮
童
話
集

我
が
国
最
初
伝
来
童
話
集
︵
一
九
二
四
年
︶
の
翻
訳

研
究
﹄
セ
ヨ
ン
社
︑
二
〇
〇
三
年
︒

⑨

小
沢
謙
一
編
﹃
お
ば
ば
の
昔
ば
な
し

池
田
千
セ
の
語
る
百
四
十
話
﹄
野
島
出
版
︑

一
九
六
七
年
︑
二
九
二
～
二
九
四
頁
︒

⑩

李
熙
昇
編
﹃
ハ
ン
グ
ル
大
辞
典
﹄
民
衆
書
林
︑
一
九
八
三
年
︒

⑪

下
中
直
也
編
﹃
世
界
大
百
科
事
典
十
五
﹄
平
凡
社
︑
一
九
八
八
年
︑
三
八
頁
︒

⑫

⑪
に
同
じ
︒

⑬

稲
田
浩
二
・
小
澤
俊
夫
編
﹃
日
本
昔
話
通
観

第
九
巻

茨
城
・
埼
玉
・
千
葉
・

東
京
・
神
奈
川
﹄
同
朋
舎
出
版
︑
一
九
八
八
年
︑
二
五
七
頁
︒

⑭

大
島
建
彦
校
注
﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成

宇
治
拾
遺
物
語
﹄
新
潮
社
︑
一
九
八
五

年
︑
五
七
七
～
五
七
八
頁
︒

⑮

⑭
に
同
じ
︒

⑯

稲
田
浩
二
・
小
澤
俊
夫
編
﹃
日
本
昔
話
通
観

第
一
三
巻

岐
阜
・
静
岡
﹄
同
朋

舎
出
版
︑
一
九
八
〇
年
︑
三
一
八
頁
︒

⑰

稲
田
浩
二
・
小
澤
俊
夫
編
﹃
日
本
昔
話
通
観

第
一
四
巻

京
都
﹄
同
朋
舎
出
版
︑

一
九
七
七
年
︒

⑱

稲
田
浩
二
・
小
澤
俊
夫
編
﹃
日
本
昔
話
通
観

第
一
九
巻

岡
山
﹄
同
朋
舎
出
版
︑

一
九
七
九
年
︑
二
六
〇
頁
︒

⑲

稲
田
浩
二
・
小
澤
俊
夫
編
﹃
日
本
昔
話
通
観

第
二
三
巻

福
岡
・
佐
賀
・
大

分
﹄
同
朋
舎
出
版
︑
一
九
八
〇
年
︑
二
二
三
頁
︒

⑳

依
田
千
百
子
・
中
西
正
樹
編
﹃
金
得
順
昔
話
集

中
国
朝
鮮
族
民
間
故
事
集
﹄
三

弥
井
書
店
︑
一
九
九
四
年
︑
一
〇
〇
～
一
二
七
頁
︒

㉑

高
橋
亭
訳
﹃
朝
鮮
の
物
語
集
﹄
日
韓
書
房
︑
一
九
一
〇
年
︒

㉒

関
敬
吾
編
﹃
日
本
昔
話
集
成

第
�
巻
本
格
昔
話
三
﹄
角
川
書
店
︑
一
九
七
八
年
︑

二
四
九
頁
︒

㉓

九
月
九
日
︵
旧
暦
︶
と
は
︑
﹁
重
陽
﹂
ま
た
は
﹁
重
光
﹂
と
も
言
う
︒
一
般
に

﹁
重
陽
﹂
と
﹁
重
光
﹂
と
は
﹁
陽
﹂
が
重
な
る
と
い
う
意
味
で
︑
﹁
重
九
﹂
と
は

﹁
九
﹂
が
重
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
陰
陽
思
想
に
よ
る
﹁
奇
数
﹂
は
﹁
陽
﹂
の

数
を
︑
﹁
偶
数
﹂
は
陰
の
数
と
言
い
﹁
陽
﹂
の
数
を
吉
数
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
︒

例
え
ば
伝
統
社
会
の
節
日
と
し
て
︑
﹁
ソ
ル
﹂
︵
一
月
一
日
︶
︑
﹁
サ
ン
ジ
ッ
ナ
ル
﹂

︵
三
月
三
日
︶
︑
﹁
端
午
﹂
︵
五
月
五
日
︶
︑
﹁
七
夕
﹂
︵
七
月
七
日
︶
︑
﹁
重
九
﹂
︵
九
月
九

日
︶
な
ど
が
あ
る
︒

㉔

三
月
三
日
︵
旧
暦
︶
と
は
︑
﹁
三
月
サ
ン
ジ
ッ
ナ
ル
﹂
と
も
言
う
︒
漢
字
で
は
︑

﹁
上
巳
﹂
︑
﹁
元
巳
﹂
︑
﹁
重
三
﹂
︑
﹁
上
除
﹂
︑
﹁
踏
青
節
﹂
と
も
書
く
︒
﹁
サ
ン
ジ
ッ
ナ

ル
﹂
と
は
﹁
三
﹂
の
﹁
陽
﹂
が
重
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
﹁
サ
ン
ジ
ッ
ナ
ル
﹂

と
は
︑
春
が
訪
れ
て
き
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
﹁
名
日
﹂
と
い
う
祝
日
で
あ
る
︒
こ
の

日
は
︑
江
南
と
い
う
南
の
国
か
ら
燕
が
戻
っ
て
く
る
日
で
あ
り
︑
冬
眠
か
ら
蛇
が
起
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き
る
日
で
も
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
︒
﹁
サ
ン
ジ
ッ
ナ
ル
﹂
の
由
来
は
確
か
で
は
な

い
が
︑
新
羅
時
代
︵
Ｂ
Ｃ
五
七
年
～
Ａ
Ｄ
九
三
五
年
︶
以
来
様
々
な
催
し
が
行
わ
れ
︑

朝
鮮
時
代
︵
一
三
九
二
年
～
一
九
一
〇
年
︶
ま
で
続
い
て
い
た
と
伝
わ
れ
て
い
る
︒

ま
た
︑
蝶
や
他
の
鳥
が
現
れ
る
な
ど
︑
昔
︑
慶
尚
北
道
地
方
で
は
そ
の
日
に
蛇
を
見

る
と
︑
運
が
良
く
な
る
と
信
じ
て
い
た
︒
そ
の
他
︑
こ
の
日
に
は
﹁
豊
年
﹂
を
祈
る

﹁
農
耕
祭
﹂
が
行
わ
れ
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
︒

㉕

金
サ
ン
ジ
ン
﹁
﹁
興
夫
傳
﹂
発
祥
地
の
文
献
的
考
証

｢
興
夫
伝
﹂
の
発
祥
地
を
探

し
て
︵
一
︶
﹂
﹃
古
小
説
研
究
﹄
創
刊
号
︑
古
小
説
学
会
︑
一
九
九
五
年
︒

㉖

邊
恩
田
﹁
昔
話
﹁
腰
折
れ
雀
﹂
と
パ
ン
ソ
リ
﹁
興
甫
歌
｣

大
工
の
家
建
て
を
め

ぐ
っ
て
﹂
説
話
・
伝
承
学
会
編
﹃
説
話
・
伝
承
学
﹄
︑
一
九
九
四
年
︑
三
二
〇
頁
︒

㉗

稲
田
和
子
編
﹃
日
本
昔
話
事
典
﹄
弘
文
堂
︑
一
九
七
七
年
︑
三
三
五
頁
︒

㉘

㉗
に
同
じ
︑
三
二
一
頁
︒

㉙

㉗
に
同
じ
︑
三
二
一
頁
︒

㉚

⑤
に
同
じ
︑
二
九
七
頁
︒

㉛

臼
田
甚
吾
郎
・
崔
仁
鶴
編
﹁
韓
日
昔
話
の
比
較

狗
耕
田
譚
と
花
咲
爺
を
中
心

に
﹂
﹃
東
ア
ジ
ア
民
族
説
話
の
比
較
研
究
﹄
桜
楓
社
︑
一
九
七
八
年
︑
九
十
頁
︒

㉜

関
敬
吾
編
﹃
日
本
昔
話
集
成

第
二
部
の
	
﹄
角
川
書
店
︑
一
九
七
三
年
︑
四
八

七
頁
︒

㉝

小
林
智
昭
校
注
﹃
日
本
古
典
文
学
全
集

宇
治
拾
遺
物
語
﹄
小
学
館
︑
一
九
七
五

年
︑
一
六
四
頁
︒

㉞

三
木
紀
人
・
浅
見
和
彦
校
注
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

宇
治
拾
遺
物
語
﹄
岩
波

書
店
︑
一
九
九
〇
年
︑
一
〇
一
～
一
〇
二
頁
︒

㉟

高
木
敏
雄
﹃
増
訂
日
本
神
話
伝
説
の
研
究

	
﹄
東
洋
文
庫
︑
平
凡
社
︑
一
九
七

四
年
︑
二
五
一
頁
︒

㊱

大
島
建
彦
校
注
﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成

宇
治
拾
遺
物
語
﹄
新
潮
社
︑
一
九
八
五

年
︑
五
七
七
～
五
七
八
頁
︒

㊲

崔
仁
鶴
﹁
韓
日
昔
話
の
比
較

狗
耕
田
譚
と
花
咲
爺
を
中
心
に
﹂
﹃
東
ア
ジ
ア
民

族
説
話
の
比
較
研
究
﹄
臼
田
甚
吾
郎
・
崔
仁
鶴
編
︑
桜
楓
社
︑
一
九
七
八
年
︑
九
一

～
九
二
頁
︒

㊳

㊲
に
同
じ
︒

㊴

小
澤
俊
夫
﹁
昔
話
に
み
ら
れ
る
隣
モ
テ
ィ
ー
フ

日
本
﹂
川
田
順
造
・
徳
丸
吉
彦

編
﹃
口
頭
伝
承
の
比
較
研
究
�
﹄
弘
文
堂
︑
一
九
八
四
年
︑
二
四
九
～
二
五
〇
頁
︒

㊵

稲
田
浩
二
﹁
兄
弟
譚
と
隣
の
爺
譚
一
考
﹂
京
都
女
子
大
学
国
文
学
会
編
﹃
女
子
大

国
文
﹄
第
八
三
号
︑
京
都
女
子
大
学
国
文
学
会
︑
一
九
七
八
年
︑
十
七
頁
︒
﹁
兄
弟

譚
と
隣
の
爺
譚
﹂
稲
田
浩
二
﹃
昔
話
の
時
代
﹄
筑
摩
書
房
︑
一
九
八
五
年
︑
二
三
一

頁
︒

㊶

㊵
に
同
じ
︑
二
頁
︒

㊷

㊵
に
同
じ
︑
二
一
頁
︒

㊸

小
峯
和
明
﹃
中
世
文
学
研
究
叢
書

宇
治
拾
遺
物
語
の
表
現
時
空
﹄
ま
ん
ぼ
う
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社
︑
一
九
九
九
年
︑
二
一
七
頁
︒

㊹

㊴
に
同
じ
︑
二
五
〇
頁
︒

『
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
﹁
雀
報
恩
事
﹂
考

二
八


