
「
心
中
宵
庚
申
」
八
百
屋
半
兵
衛
の
形
象

―
身
に
ふ
り
か
か
る
困
難
を
め
ぐ
っ
て

―

早　
　

川　
　

久 

美 

子

一　

は
じ
め
に

　

近
松
門
左
衛
門
作
「
心
中
宵
庚
申
」
は
、
享
保
七
年
四
月
五
日
宵
庚
申
の
日
、

実
際
に
起
こ
っ
た
八
百
屋
半
兵
衛
と
千
世
の
夫
婦
心
中
を
扱
っ
た
作
品
で
あ
る①
。

研
究
史
を
振
り
返
る
と
、
上
巻
と
中
・
下
巻
の
間
の
分
裂
の
問
題
、
あ
る
い
は

半
兵
衛
の
形
象
の
矛
盾
を
指
摘
す
る
見
解
が
多
く
提
出
さ
れ
て
い
る
。

　

松
田
修
は
、『
新
版
日
本
近
世
文
学
の
成
立

―
異
端
の
系
譜

―
』
第
三

章
「
夫
婦
心
中
の
場
合
」（
一
九
六
三
年
）
で
、
作
品
上
巻
で
見
出
す
も
の
は
、

「
仕
組
み
か
ら
ず
れ
た
趣
向
（
男
色
事
件
・
大
名
の
節
倹
）」
で
あ
り
、
中
巻
は

「
お
千
代
半
兵
衛
そ
の
も
の
の
悲
劇
で
は
な
く
、
お
千
代
の
父
の
悲
劇
な
の
で

あ
る
。」
と
言
う
。
さ
ら
に
心
中
事
件
を
描
く
下
巻
は
、
半
兵
衛
の
形
象
に
矛

盾
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
の
矛
盾
と
は
、
半
兵
衛
が
姑
に
願
う
「「
十
六
年

以
来
た
っ
た
一
度
の
御
訴
訟
」
と
し
て
「
母
の
悪
名
」
を
立
て
る
に
し
の
び
な

い
ゆ
え
、「
少
し
の
間
と
思
し
召
し
虫
を
殺
し
、
美
し
う
ち
よ
め
を
お
入
れ
な

さ
れ
、
其
の
上
に
て
私
が
、
物
の
見
事
に
去
状
書
い
て
暇
や
り
ま
す
」」
と
言

う
箇
所
、
さ
ら
に
、
離
縁
を
宣
言
し
て
「
コ
リ
ャ
さ
ん
も
丁
稚
も
よ
う
聞
け
。

半
兵
衛
が
女
房
去
っ
た
ぞ
。
向
い
隣
町
内
で
も
、
母
の
浮
名
を
立
て
た
ら
ば
聞

く
事
で
な
い
」
と
言
う
箇
所
を
と
り
あ
げ
る
。
こ
れ
ら
の
会
話
文
は
す
で
に
心

中
を
覚
悟
し
て
い
る
者
の
言
葉
と
し
て
不
自
然
で
あ
り
、
舅
平
右
衛
門
と
の
間

で
交
わ
さ
れ
た
離
縁
し
な
い
と
い
う
確
約
も
破
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
と
言
う②
。

　

荒
木
繁
は
、「「
心
中
宵
庚
申
」
小
論

―
古
典
の
評
価
に
つ
い
て

―
」

（
一
九
七
八
年
）
で
、
松
田
論
文
へ
の
反
論
を
展
開
し
て
い
る
。
彼
は
、「
半
兵

衛
の
性
格
が
一
貫
性
を
欠
く
と
非
難
す
る
人
は
、
そ
れ
が
主
人
公
の
置
か
れ
た

状
況
の
差
違
に
基
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
の
が
し
て
い
る
。」
と
し
、
具
体

的
に
上
巻
の
「
浜
松
の
場
で
発
揮
さ
れ
た
半
兵
衛
の
円
転
滑
脱
さ
は
、
中
之
巻

以
降
の
封
建
的
家
族
関
係
の
中
で
は
が
ん
じ
が
ら
み
に
さ
れ
無
力
化
す
る
と
い

「
心
中
宵
庚
申
」
八
百
屋
半
兵
衛
の
形
象

八
三
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う
ふ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。」
と
見
る
。
そ
れ
は
「
対
照
の
妙
」
で
あ
り
、
半

兵
衛
の
形
象
に
矛
盾
は
な
い
。
下
巻
の
彼
は
、「「
女
房
の
親
と
我
が
親
と
世
間

の
義
理
と
恩
愛
」
の
板
ば
さ
み
に
合
う
が
、
心
中
は
こ
れ
ら
す
べ
て
の
要
請
に

一
挙
に
解
決
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
あ
る
も
の
を
選
び
あ
る
も
の
を

捨
て
る
行
為
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。」
と
の
解
釈
を
示
し
て
い
る③
。

　

遡
る
が
、
こ
こ
で
松
崎
仁
「「
心
中
宵
庚
申
」
の
作
劇
法
」（
一
九
七
二
年
）

を
参
考
に
し
た
い
。
問
題
と
な
る
下
巻
八
百
屋
の
場
を
め
ぐ
っ
て
、
彼
は
本
作

が
紀
海
音
の
「
心
中
二
ッ
腹
帯
」
の
「
本
歌
取
り
的
書
替
え
」
で
あ
る
と
の
観

点
よ
り
、「
姑
と
養
子
夫
婦
の
葛
藤
を
基
底
に
持
つ
け
れ
ど
も
、
実
は
妻
を
愛

し
な
が
ら
義
理
の
重
荷
に
押
し
ひ
し
が
れ
る
養
子
の
苦
し
い
心
情
の
動
き
を
軸

と
し
て
展
開
す
る
。」、
ゆ
え
に
「
劇
的
頂
点
が
葛
藤
の
頂
点
に
は
な
く
て
、
妻

と
二
人
き
り
の
場
面
に
お
け
る
主
人
公
の
心
情
の
高
潮
に
置
か
れ
る
」
と
言
う④
。

　

半
兵
衛
に
「
苦
し
い
心
情
の
動
き
」
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
心
中
回
避

の
た
め
の
努
力
や
、
死
を
覚
悟
す
る
ま
で
の
経
緯
が
は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
い

な
い
。
半
兵
衛
の
形
象
そ
の
も
の
に
も
疑
点
が
多
い
こ
と
か
ら
、
す
っ
き
り
し

た
作
品
で
は
な
い
と
い
う
印
象
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
近
松
の
第
一
作
「
曾
根

崎
心
中
」（
元
禄
十
六
年
）
を
例
に
、
主
人
公
が
心
中
に
至
る
経
緯
と
そ
の
方

法
を
検
討
し
た
い
。
そ
の
う
え
で
「
心
中
宵
庚
申
」
は
、
そ
れ
ま
で
の
作
品
と

ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
、
近
松
が
目
指
し
た
作
品
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
を
考
察
し
て
み
た
い
。

二　
「
曾
根
崎
心
中
」
の
方
法

　

心
中
物
の
方
法
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
信
多
純
一
「
近
松
世
話
浄
瑠

璃
の
方
法

―
心
中
物
を
中
心
と
し
て

―
」（
一
九
六
九
年
）
を
参
考
に
し

た
い
。
彼
は
、
時
代
浄
瑠
璃
と
は
違
う
世
話
浄
瑠
璃
の
戯
曲
作
法
を
分
析
す
る
。

「
曾
根
崎
心
中
」
以
下
心
中
物
の
一
曲
の
構
成
は
、「
前
半
外
的
葛
藤
が
展
開
さ

れ
、
後
半
葛
藤
の
内
的
展
開
が
多
く
情
緒
表
現
と
な
っ
て
現
れ
、
終
局
に
至

る
」
と
言
う⑤
。

　

あ
ら
た
め
て
「
曾
根
崎
心
中
」
を
確
認
し
た
い
。
最
初
の
生
玉
社
前
の
場
で
、

結
婚
を
約
束
し
て
い
る
お
初
と
徳
兵
衛
が
出
会
う
。
徳
兵
衛
は
、
主
人
が
勧
め

た
縁
談
を
苦
労
し
て
断
っ
た
こ
と
を
告
げ
た
。
そ
こ
へ
九
平
次
が
通
り
か
か
る
。

徳
兵
衛
は
、
九
平
次
か
ら
大
金
を
騙
し
取
ら
れ
た
う
え
、
謀
判
の
罪
を
着
せ
ら

れ
た
こ
と
を
知
る
。
こ
う
し
て
絶
対
的
な
窮
地
に
陥
っ
た
徳
兵
衛
は
、
そ
の
場

で
九
平
次
に
喧
嘩
を
挑
む
も
敗
北
す
る
。
続
い
て
天
満
屋
の
場
と
な
る
。
再
会

し
た
お
初
と
徳
兵
衛
は
、
足
問
答
に
よ
っ
て
心
中
の
意
志
確
認
を
し
て
い
る
。

　

天
満
屋
の
場
の
お
初
に
つ
い
て
は
、
廣
末
保
『
近
松
序
説

―
近
世
悲
劇
の

研
究
』「
五
『
心
中
天
網
島
』

―
展
開
そ
の
三

―
」（
一
九
五
七
年
）、
原

道
生
「「
や
つ
し
」
の
浄
瑠
璃
化

―
煙
草
売
り
源
七
の
明
と
暗

―
」（
一
九

七
五
年
）、
向
井
芳
樹
「『
曾
根
崎
心
中
』
の
方
法

―
「
女
の
ド
ラ
マ
」
の
発

見

―
」（
一
九
八
一
年
）
な
ど
多
数
参
考
に
す
べ
き
研
究
が
あ
る
。

「
心
中
宵
庚
申
」
八
百
屋
半
兵
衛
の
形
象
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廣
末
論
文
で
は
、
徳
兵
衛
の
対
立
葛
藤
が
天
満
屋
の
お
初
に
引
き
継
が
れ
る

と
し
、「
お
初
の
性
格
も
ま
た
、
こ
の
劇
の
は
じ
め
か
ら
一
貫
し
て
お
り
、
こ

の
劇
の
葛
藤
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
も
の
で
あ
つ
た
。
悲
劇
と
し
て
の
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
は
、
だ
か
ら
、
こ
の
お
初
の
行
為
が
運
命
を
心
中
へ
と
突
き
あ
げ
て

ゆ
く
瞬
間
に
あ
つ
た
。」
と
説
明
し
て
い
る⑥
。

　

原
論
文
で
は
、
歌
舞
伎
の
や
つ
し
事
に
触
発
さ
れ
た
「
や
つ
し
」
の
構
想
が

近
松
浄
瑠
璃
の
中
に
数
多
く
見
受
け
ら
れ
る
と
し
、
浄
瑠
璃
の
「
や
つ
し
」
の

男
主
人
公
は
、
女
主
人
公
の
「
弱
者
を
い
と
し
が
り
庇
護
を
与
え
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
と
い
う
性
向
・
心
情
に
支
え
ら
れ
て
の
も
の
と
見
な
し
得
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
は
、
男
た
ち
の
弱
さ
は
、
却
っ
て
美
点
と
し
て
働
く
も
の
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。」
と
指
摘
す
る⑦
。

　

向
井
論
文
で
は
、「
曾
根
崎
心
中
」
を
分
析
し
、「
女
の
ド
ラ
マ
」
論
を
唱
え

た
。
そ
れ
は
、「
女
の
主
人
公
に
の
み
、
ド
ラ
マ
の
主
導
力
と
予
知
力
が
与
え

ら
れ
て
い
る
も
の
を
指
す
も
の
」
と
言
う
。「
予
知
力
」
と
は
、「
ド
ラ
マ
の
行

方
を
予
知
す
る
力
、
予
知
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
」
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
足
問
答
で
お
初
が
心
中
の
決
意
を
促
す
と
こ
ろ
は
、「「
女
の
ド
ラ

マ
」
と
し
て
の
特
性
を
最
も
象
徴
的
に
示
し
た
も
の
」
で
あ
り
、「
死
ぬ
以
外

に
方
法
は
な
い
こ
と
を
、
徳
兵
衛
自
身
も
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
な
ら
ば
自
分
も

当
然
か
つ
て
予
感
し
、
予
言
し
た
と
お
り
、
徳
兵
衛
と
「
心
中
」
す
る
決
意
の

あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
こ
と
に
な
る
。」
と
言
う⑧
。

　

し
か
し
「
予
知
力
」
は
、
限
定
し
た
範
囲
の
中
で
し
か
言
え
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
少
な
く
と
も
、
心
中
を
覚
悟
す
る
場
面
で
は
無
関
係
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ

な
ら
、
仮
に
そ
れ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
九
平
次
を
天
満
屋
に
登
場
さ
せ
る
意
味

も
、
お
初
に
よ
る
心
中
覚
悟
の
意
志
表
示
も
褪
め
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
か

ら
で
あ
る⑨
。
九
平
次
の
会
話
文
に
よ
っ
て
、
お
初
は
「
証
拠
な
け
れ
ば
、
理
も

立
た
ず
。
こ
の
上
は
、
徳
様
も
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
し
な
な
る
が
。
し
ぬ
る
覚
悟

が
聞
き
た
い
と
」
と
言
う
。
自
害
す
る
と
い
う
返
事
を
受
け
取
る
と
、
次
の
よ

う
に
応
え
て
い
る
。

徳
様
に
離
れ
て
、
片
時
も
生
き
て
ゐ
よ
う
か
。
そ
こ
な
九
平
次
の
ど
う
ず

り
め
。
阿
呆
口
を
た
ゝ
い
て
、
人
が
聞
い
て
も
不
審
が
立
つ
。
ど
う
で
徳

様
、
一
所
に
死
ぬ
る
、
わ
し
も
一
所
に
死
ぬ
る
ぞ
や
い
の
と
。
足
に
て
突

け
ば
、
縁
の
下
に
は
涙
を
流
し
。

　

そ
の
場
面
は
、
徳
兵
衛
を
庇
護
す
る
お
初
が
、
現
在
の
状
況
を
確
認
し
た
う

え
で
命
を
投
げ
打
つ
覚
悟
を
決
め
る
場
面
と
な
る
。
廣
末
の
言
う
「
悲
劇
と
し

て
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
」
は
、
彼
女
自
身
、
葛
藤
を
乗
り
越
え
死
の
覚
悟
を
決

め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
言
え
る
。
以
上
、
足
問
答
の
方
法
は
、
主
人
公
た
ち
が

困
難
に
直
面
し
、
現
状
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
ゆ
く
か
と
い
う
点
を
中
心
に

描
い
て
い
る
。
そ
こ
に
主
人
公
の
内
面
的
葛
藤
を
く
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。

そ
の
後
「
心
中
天
の
網
島
」
ま
で
の
心
中
物
に
つ
い
て
も
同
様
の
方
法
に
よ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
一
つ
の
作
品
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
検
討
は
稿
を
改
め

「
心
中
宵
庚
申
」
八
百
屋
半
兵
衛
の
形
象
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て
検
討
し
た
い
。三　

中
巻  

半
兵
衛
と
困
難

　

本
作
の
場
合
、
半
兵
衛
に
ふ
り
か
か
る
困
難
は
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
心
中
原
因
は
、
養
母
が
千
世
を
嫌
悪
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
が
表

面
に
出
て
く
る
の
は
、
中
巻
上
田
村
平
右
衛
門
宅
の
場
で
あ
る
。

　

故
郷
浜
松
か
ら
の
帰
り
、
半
兵
衛
が
立
ち
寄
る
。
そ
こ
に
は
、
す
で
に
養
母

に
よ
っ
て
送
り
返
さ
れ
た
千
世
が
い
た
。
身
重
の
体
で
あ
る
千
世
を
不
憫
に
思

う
平
右
衛
門
は
、
半
兵
衛
に
対
し
て
、
婿
入
り
時
の
契
約
を
違
え
た
と
責
め
た

う
え
、「
清
盛
入
道
は
八
百
屋
半
兵
衛
。
祇
王
は
千
世
が
身
の
上
よ
。
そ
の
清

盛
が
心
変
つ
て
追
ひ
出
す
。
エ
ヽ
憎
や
清
盛
。」
な
ど
と
当
て
こ
す
る
。
千
世

の
姑
去
り
を
知
っ
た
半
兵
衛
は
、
す
ぐ
さ
ま
切
腹
し
よ
う
と
す
る
。
次
は
そ
の

時
の
会
話
文
で
あ
る
。

親
仁
様
の
御
立
腹
、
申
し
開
く
は
知
つ
た
れ
ど
も
。
我
が
罪
を
養
ひ
親
に

塗
り
つ
く
る
。
不
孝
者
、
と
の
一
言
か
ら
は
。
ゆ
め
〳
〵
存
ぜ
ぬ
。
我
ら

去
り
は
い
た
さ
ぬ
と
、
申
し
分
く
る
ほ
ど
不
孝
の
上
塗
り
。
親
仁
様
に
つ

が
ひ
し
言
葉
、
違
へ
ぬ
武
士
の
性
根
を
見
せ
る
。
見
て
疑
ひ
を
晴
れ
給
へ

と
、
ず
は
と
引
き
抜
く
脇
差
よ
り
。
お
か
る
は
早
く
縋
り
つ
く
。

　

そ
の
直
後
の
平
右
衛
門
は
「
お
身
が
ゐ
る
と
は
知
つ
て
の
当
て
言
。
耳
に
留

つ
て
の
自
害
か
。
オ
ヽ
よ
い
分
別
。
自
害
し
て
死
ん
だ
ら
ば
、
あ
れ
見
よ
、
八

百
屋
伊
右
衛
門
夫
婦
。
嫁
を
憎
ん
で
去
り
し
故
、
子
は
面
打
ち
に
自
害
せ
し
と
。

養
子
に
悪
名
、
難
を
つ
け
。
口
々
に
取
沙
汰
せ
ば
、
手
柄
〳
〵
。
止
め
る
な
娘
、

存
分
に
自
害
召
さ
れ
。
見
物
せ
ん
と
の
一
言
に
」
と
言
う
。
こ
の
舅
の
言
葉
に

対
し
て
、
半
兵
衛
は
、「
孝
心
深
き
肝
を
ひ
し
が
れ
。
ハ
ア
さ
う
ぢ
や
。
あ
や

ま
つ
た
。
ま
つ
ぴ
ら
と
。」
と
あ
っ
さ
り
心
を
翻
す
。

　

心
中
物
で
、
身
内
や
店
の
主
人
な
ど
周
囲
の
人
物
は
、
一
般
に
主
人
公
に
対

し
て
、
非
を
責
め
つ
つ
意
見
を
す
る
と
い
う
場
面
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
主
人

公
は
窮
地
に
陥
る
。「
心
中
天
の
網
島
」
中
巻
を
例
に
考
え
て
み
た
い
。
半
兵

衛
の
切
腹
の
件
と
同
様
、
舅
五
左
衛
門
に
責
め
ら
れ
た
治
兵
衛
が
切
腹
に
及
ぶ

場
面
が
あ
る
。

　

上
巻
曾
根
崎
河
庄
の
場
か
ら
筋
を
振
り
返
る
と
、
治
兵
衛
は
遊
女
小
春
と
の

心
中
を
願
っ
て
い
た
が
、
訪
れ
た
河
庄
で
、
思
い
が
け
ず
愛
想
尽
か
し
を
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
中
巻
紙
屋
内
の
場
で
、
治
兵
衛
は
、
小
春
へ
の
未
練
が
断
ち

切
れ
ず
に
悩
ん
で
い
た
。
訪
れ
た
叔
母
や
兄
よ
り
、
太
兵
衛
に
よ
る
小
春
の
身

請
け
話
を
聞
く
。
二
人
が
帰
宅
し
た
あ
と
、
治
兵
衛
は
お
さ
ん
に
対
し
て
小
春

の
不
心
中
を
詰
る
。
そ
の
と
き
女
房
お
さ
ん
は
、
実
は
小
春
に
不
心
中
は
な
く
、

愛
想
尽
か
し
は
自
分
の
依
頼
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
打
ち
明
け
、
小
春

は
自
害
す
る
つ
も
り
で
あ
る
と
言
う
。
自
分
の
非
を
詫
び
つ
つ
も
、
治
兵
衛
は
、

お
さ
ん
に
背
中
を
押
さ
れ
小
春
の
身
請
け
に
行
こ
う
と
す
る
。
そ
の
と
き
、
五

左
衛
門
の
訪
問
を
受
け
る
。
五
左
衛
門
に
離
縁
を
迫
ら
れ
る
治
兵
衛
は
、
次
の

「
心
中
宵
庚
申
」
八
百
屋
半
兵
衛
の
形
象

八
六
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よ
う
に
お
さ
ん
と
添
い
遂
げ
た
い
と
言
う
。

今
日
の
た
ゞ
今
よ
り
、
何
事
も
慈
悲
と
思
し
召
し
。
お
さ
ん
に
添
は
せ
て

く
だ
さ
れ
か
し
。
た
と
へ
ば
治
兵
衛
、
乞
食
、
非
人
の
身
と
な
り
。
諸
人

の
箸
の
余
り
に
て
身
命
は
つ
な
ぐ
と
も
。
お
さ
ん
は
き
つ
と
上
に
据
ゑ
、

憂
い
目
見
せ
ず
つ
ら
い
目
さ
せ
ず
。
添
は
ね
ば
な
ら
ぬ
大
恩
あ
り
。
そ
の

訳
は
月
日
も
た
ち
、
私
の
勤
め
方
、
身
上
持
ち
直
し
。
お
目
に
か
く
れ
ば

知
る
ゝ
こ
と
。
そ
れ
ま
で
は
目
を
塞
い
で
。
お
さ
ん
に
添
は
せ
て
給
は
れ

と
、
は
ら
〳
〵
。
こ
ぼ
す
血
の
涙
、
畳
に
。
食
ひ
つ
き
詫
び
け
れ
ば
。

　

た
だ
こ
の
時
の
治
兵
衛
に
は
お
さ
ん
の
恩
愛
に
報
い
る
す
べ
が
な
い
。
な
お

も
五
左
衛
門
に
責
め
ら
れ
た
彼
は
、「
逃
れ
が
た
な
き
手
詰
め
の
段
。
オ
ヽ
治

兵
衛
が
去
り
状
筆
で
は
書
か
ぬ
、
こ
れ
ご
覧
ぜ
。
お
さ
ん
さ
ら
ば
と
、
脇
差
に

手
を
か
く
る
。
縋
り
つ
い
て
」
と
切
腹
に
及
ぼ
う
と
し
た
。

　

こ
の
治
兵
衛
に
つ
い
て
、
廣
末
は
前
掲
の
論
文
で
自
身
の
「
世
話
悲
劇
」
論

の
観
点
か
ら
、「
も
つ
と
も
動
き
の
と
れ
な
い
人
間
」
で
あ
る
と
言
う
。
そ
れ

は
、
具
体
的
に
「
近
松
は
葛
藤
を
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、
こ
の
治
兵
衛
と
小
春
の
死
覚
悟
と
い
う
状
況
を
受
け
と
め
、
し
か
も

そ
の
死
覚
悟
を
一
度
崩
す
よ
う
な
行
為
を
、
お
さ
ん

4

4

4

の
側
か
ら
起
さ
せ
る
ほ
か

な
い
。（
中
略
）
一
直
線
に
死
に
向
う
場
合
よ
り
も
、
も
つ
と
人
間
的
な
苦
悩

を
生
か
し
め
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。」
と
言
う
。
ゆ
え
に
五
左
衛

門
に
離
縁
を
強
要
さ
れ
た
と
き
の
治
兵
衛
に
つ
い
て
「
い
ま
の
い
ま
彼
が
体
験

し
た
お
さ
ん
の
恩
愛
が
彼
を
と
ら
え
る
。」
と
言
う⑩
。

　

治
兵
衛
の
苦
悩
は
、
お
さ
ん
と
五
左
衛
門
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
生
じ
た
新

し
い
困
難
で
あ
り
、
そ
れ
が
分
か
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ

は
、
上
巻
で
彼
が
直
面
し
た
彼
自
身
の
困
難
が
引
き
金
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た

そ
れ
ま
で
苦
悩
し
て
い
た
自
分
自
身
を
す
べ
て
否
定
し
て
し
ま
う
よ
う
な
出
来

事
で
も
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
こ
に
き
て
治
兵
衛
は
切
羽
詰
ま
っ
て
し
ま
い
、
切

腹
を
決
断
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
。

　

比
較
す
る
と
、
本
作
の
半
兵
衛
は
彼
自
身
、
養
母
に
よ
る
嫁
去
り
を
知
ら
ず

に
い
た
。
切
腹
に
及
ぶ
の
は
、
平
右
衛
門
か
ら
詰
ら
れ
た
た
め
で
も
な
く
、
差

し
迫
っ
た
状
況
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
た
め
で
も
な
い
。「
武
士
の
性
根
を
見
せ

る
」
た
め
、
す
な
わ
ち
、
彼
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の

巻
で
は
、
そ
れ
以
前
の
心
中
物
中
巻
と
は
違
い
、
主
人
公
が
直
面
す
る
困
難
は

描
か
れ
て
い
な
い
。

四　

下
巻  

半
兵
衛
と
困
難

　

下
巻
八
百
屋
の
場
の
検
討
に
移
り
た
い
。
筋
は
、
千
世
の
こ
と
で
自
分
を
責

め
る
養
母
に
対
し
、
半
兵
衛
は
行
き
わ
た
っ
た
孝
行
を
尽
く
し
、
そ
の
後
心
中

へ
向
か
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
先
行
研
究
は
、
第
一
節
で
述
べ
た
と
お
り
半

兵
衛
の
決
断
に
注
目
し
て
い
る
。
松
田
論
文
や
荒
木
論
文
な
ど
相
反
す
る
解
釈

が
提
出
さ
れ
た
。

「
心
中
宵
庚
申
」
八
百
屋
半
兵
衛
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形
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こ
こ
で
も
半
兵
衛
の
困
難
を
中
心
に
考
え
て
み
た
い
。
半
兵
衛
は
、
養
母
に

対
し
て
彼
な
り
の
苦
慮
は
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
半
兵
衛
は
上
田
村
か
ら
連
れ

帰
っ
た
千
世
を
、
家
へ
は
入
れ
ず
親
戚
の
家
に
預
け
、
養
母
と
会
わ
せ
な
い
よ

う
に
し
て
い
た
。
上
田
村
の
平
右
衛
門
よ
り
、「
気
に
入
ら
ぬ
こ
と
あ
ら
ば
、

打
ち
叩
き
、
縛
り
括
つ
て
も
直
さ
せ
。
末
々
ま
で
も
見
捨
て
ず
」
添
い
遂
げ
る

よ
う
に
と
告
げ
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
大
坂
に
帰
っ
て
か
ら
の
彼
は
、
そ
の

よ
う
な
実
際
的
な
努
力
を
放
棄
し
て
い
る
。
身
に
ふ
り
か
か
る
困
難
は
発
生
せ

ず
、
心
中
計
画
は
、
彼
の
側
か
ら
養
母
に
し
か
け
る
形
で
行
わ
れ
て
い
る
。

　

半
兵
衛
は
、
養
母
に
向
っ
て
、
虫
を
殺
し
て
千
世
を
家
へ
入
れ
る
よ
う
に
と

懇
願
す
る
。
そ
の
時
の
会
話
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

申
し
母
ぢ
や
人
。
い
ま
め
か
し
い
申
し
ご
と
な
が
ら
。
武
士
の
釡
の
水
で

育
ち
し
こ
の
半
兵
衛
。⑴  

二
十
二
の
年
か
ら
御
面
倒
に
預
り
。
一
人
の
甥

御
を
差
し
置
き
、
家
屋
敷
、
商
売
と
も
。
私
へ
お
譲
り
な
さ
る
ゝ
御
厚
恩
。

（
中
略
）
時
に
は
、
千
世
め
が
姑
へ
の
恨
み
も
な
く
、
お
前
を
慈
悲
ぢ
や

と
言
は
せ
た
い
。
十
六
年
以
来
、
た
つ
た
一
度
の
御
訴
訟
。
老
少
不
定
の

世
の
中
、
た
と
へ
私
が
先
立
つ
て
も
。
い
か
な
る
後
の
問
ひ
弔
ひ
、
百
万

遍
の
御
回
向
よ
り
。
聞
き
入
れ
た
と
の
御
一
言
。
知
識
、
長
老
の
お
十
念

を
、
授
る
心
と
ば
か
り
に
て
。
女
房
の
親
と
我
が
親
と
、
世
間
の
義
理
と

恩
愛
と
。
三
筋
、
四
筋
の
涙
の
糸
、
た
ぐ
り
。
出
す
が
ご
と
く
な
り
。⑵

　

単
純
に
千
世
と
の
心
中
を
願
う
の
で
あ
れ
ば
、
家
を
出
る
前
に
わ
ざ
わ
ざ
養

母
を
係
わ
ら
せ
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
、
心
中
計
画
を

遂
行
す
る
た
め
に
、
書
置
き
、
死
装
束
、
脇
差
ま
で
用
意
し
、
そ
の
う
え
で
養

母
に
千
世
を
家
へ
入
れ
る
よ
う
懇
願
し
た
。
右
の
会
話
文
中
、
傍
線
部
⑴
で
、

彼
は
、
ま
ず
「
武
士
」
の
出
身
で
あ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
る
。
⑵
の
地
の
文
に
つ

い
て
も
、
報
恩
を
行
う
養
子
の
あ
る
べ
き
姿
を
全
う
さ
せ
た
い
と
の
切
な
る
心

情
を
描
い
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
計
画
通
り
、
帰
宅
し
た
千
世
に
心
中

覚
悟
を
言
い
含
め
る
。
結
局
、
機
転
の
利
く
彼
は
、
面
子
を
保
と
う
と
養
母
を

立
て
、
対
決
を
回
避
す
る
べ
く
心
中
覚
悟
を
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
計
画
を
立
て
、
実
行
に
移
し
た
半

兵
衛
の
形
象
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
覚
悟
を
決
め
る
時
、
半
兵
衛
は
常
に

「
武
士
」
を
自
任
し
公
言
す
る
。
そ
の
よ
う
な
箇
所
を
上
・
中
巻
か
ら
あ
げ
て

み
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ア　

魂
は
武
士
な
れ
ど
。
三
十
余
年
、
町
人
に
業
も
姿
も
し
み
つ
き
し
。
料

理
袴
を
か
り
そ
め
に
（
上
巻
・
郷
左
衛
門
に
目
見
え
る
と
き
の
地
の
文
）

イ　

い
か
や
う
と
も
御
存
分
に
遊
ば
せ
と
。
ど
こ
や
ら
言
葉
の
引
つ
放
し
、

残
る
と
こ
ろ
が
武
士
形
気
。（
上
巻
・
山
芋
問
答
、
郷
左
衛
門
の
激
怒
に

対
す
る
地
の
文
）

ウ　

形
こ
そ
町
人
、
心
は
侍
。
拙
者
が
目
利
き
で
、
惚
れ
手
の
内
へ
や
り
ま

せ
う
。（
上
巻
・
衆
道
捌
き
、
侍
た
ち
に
対
す
る
会
話
文
）

エ　

元
は
遠
州
浜
松
に
て
、
山
脇
三
左
衛
門
が
倅
。
武
士
冥
利
、
商
ひ
冥
利
。

「
心
中
宵
庚
申
」
八
百
屋
半
兵
衛
の
形
象
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千
世
は
去
ら
ぬ
。
気
遣
ひ
す
る
な
。
ア
ヽ
忝
い
と
、
手
を
束
ね
。（
中

巻
・
平
右
衛
門
の
会
話
文
。
半
兵
衛
の
婿
入
り
の
時
の
誓
い
を
言
う
。）

オ　

親
仁
様
に
つ
が
ひ
し
言
葉
、
違
へ
ぬ
武
士
の
性
根
を
見
せ
る
。
見
て
疑

ひ
を
晴
れ
給
へ
と
、
ず
ば
と
引
き
抜
く
脇
差
よ
り
。（
中
巻
・
切
腹
時
の

会
話
文
）

　
「
武
士
」
の
意
味
は
、
半
兵
衛
の
形
象
の
考
察
に
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

浜
松
城
下
の
「
武
士
」
社
会
を
描
く
上
巻
を
検
討
し
て
み
た
い
。

五　

上
巻  

半
兵
衛
と
「
武
士
」

　

上
巻
で
は
、
半
兵
衛
は
山
芋
問
答
と
衆
道
捌
き
の
二
つ
の
事
件
で
活
躍
し
、

賞
賛
さ
れ
て
い
る
。
何
ら
困
難
な
事
態
に
直
面
す
る
こ
と
は
な
い
。

　

重
友
毅
は
、『
日
本
古
典
文
学
大
系  

近
松
浄
瑠
璃
集
上
』（
一
九
五
八
年
）

の
「
心
中
宵
庚
申
」
解
説
で
、
山
芋
問
答
に
ま
つ
わ
る
諸
事
倹
約
の
家
風
に
享

保
の
改
革
の
影
響
を
見
て
い
る⑪
。
諏
訪
春
雄
は
、『
近
松
世
話
浄
瑠
璃
の
研
究
』

第
十
六
章
（
一
九
七
四
年
）
で
、
こ
の
重
友
説
を
ふ
ま
え
、「
享
保
の
大
改
革

の
大
胆
な
パ
ロ
デ
ィ
化
で
あ
り
、
そ
の
批
判
で
あ
っ
た
。
坂
部
郷
左
衛
門
を
代

弁
者
と
し
て
語
ら
れ
る
城
主
浅
山
殿
の
勤
倹
節
約
は
、
吉
宗
の
そ
れ
で
あ
り
、

町
人
八
百
屋
半
兵
衛
が
、
郷
左
衛
門
を
や
り
こ
め
る
山
芋
問
答
に
は
、
天
下
の

台
所
大
坂
の
町
人
の
享
保
の
改
革
に
対
す
る
反
撥
心
が
托
さ
れ
て
い
る
。」
と

言
う⑫
。

　

し
か
し
、
半
兵
衛
が
郷
左
衛
門
を
や
り
こ
め
る
場
と
し
て
、
山
芋
問
答
を
描

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
が
拵
え
た
料
理
は
、
五
尺
の
大
芋
を
三
寸
ば
か
り
に

切
り
刻
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
郷
左
衛
門
は
、「
で
つ
か
い
と
こ
ろ
を
お
目
に

か
く
る
が
御
馳
走
」
で
あ
っ
た
の
に
と
激
怒
す
る
。
半
兵
衛
の
反
応
は
次
の
と

お
り
で
あ
っ
た
。

半
兵
衛
、
膝
も
動
か
さ
ず
。
こ
れ
は
旦
那
の
御
意
と
も
覚
え
ず
。
今
日
の

お
料
理
、
随
分
切
り
方
に
気
を
つ
け
。
心
一
杯
で
か
せ
し
と
、
一
分
自
慢
。

御
褒
美
は
な
さ
れ
い
で
、
存
じ
の
外
の
お
叱
り
。
総
じ
て
貴
人
、
大
人
へ

は
。
何
に
限
ら
ず
、
か
や
う
の
珍
し
き
物
、
お
目
に
か
け
ぬ
が
料
理
の
習

ひ
。
大
名
、
高
家
は
大
様
に
て
。
一
度
お
目
に
触
れ
ら
れ
て
は
、
沢
山
に

あ
る
物
と
思
し
召
し
。
隣
国
の
お
出
会
ひ
に
も
。
身
が
領
内
に
は
、
珍
し

き
山
の
芋
あ
り
な
ど
と
。
お
国
自
慢
の
お
話
の
上
。
ふ
と
余
国
よ
り
御
所

望
の
時
、
後
へ
も
先
へ
も
行
か
ず
。
国
中
を
尋
ね
て
も
有
り
合
せ
ず
。
お

の
づ
か
ら
、
殿
様
を
嘘
つ
き
に
し
て
の
け
る
。（
以
下
略
）

　

こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
料
理
の
腕
前
で
は
な
く
、
判
断
で
あ
っ
た
。

郷
左
衛
門
は
半
兵
衛
に
対
し
、「
あ
ん
ご
り
、
ム
ヽ
こ
り
や
も
つ
と
も
。
イ
ヤ

も
つ
と
も
。
あ
や
ま
り
申
し
た
〳
〵
。
そ
ち
が
言
ひ
分
、
ま
つ
す
ぐ
に
。
御
前

へ
申
す
が
ま
た
御
馳
走
。
や
れ
〳
〵
、
や
れ
〳
〵
。
山
の
芋
で
足
突
い
た
と
。

ど
つ
と
笑
へ
ば
。」
と
賞
賛
と
謝
罪
の
言
葉
を
述
べ
て
い
る
。「
言
ひ
分
」
の
中

身
を
見
る
と
、
右
の
傍
線
部
の
と
お
り
殿
様
が
浅
慮
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し

「
心
中
宵
庚
申
」
八
百
屋
半
兵
衛
の
形
象

八
九
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た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
郷
左
衛
門
の
「
御
前
へ
申
す
が
ま
た
御
馳
走
。」
と

の
箇
所
は
、
言
葉
通
り
で
あ
る
と
す
る
と
、
現
実
に
は
理
解
し
が
た
い
も
の
で

あ
る
。
半
兵
衛
の
「
言
ひ
分
」
は
そ
れ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
称
え
る
郷
左
衛

門
に
は
、
実
際
的
な
考
え
が
認
め
ら
れ
な
い
。
作
者
は
問
答
そ
の
も
の
を
揶
揄

す
る
つ
も
り
で
描
い
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

二
つ
目
の
衆
道
捌
き
に
移
り
た
い
。
半
兵
衛
は
、
武
士
四
人
の
惚
れ
手
を
前

に
弟
小
七
郎
に
死
に
装
束
を
さ
せ
、
あ
の
世
で
添
う
覚
悟
の
あ
る
者
を
た
だ
す
。

奴
の
小
一
兵
衛
だ
け
が
白
刃
を
持
ち
「
こ
ゝ
で
死
な
ね
ば
、
心
中
が
見
え
ま
ら

せ
ぬ
。
是
非
に
死
な
せ
て
く
だ
さ
れ
と
、
立
ち
上
が
る
を
」
と
男
気
を
見
せ
た

の
で
、
弟
の
今
後
を
頼
ん
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
場
面
に
つ
い
て
、
井
口
洋
は
、「『
心
中
宵
庚
申
』
論
」（
一
九
八
一
年
）

で
、
人
物
の
「
性
格
」
は
「
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
行
為
と
し
て
人
生
の
場
所

0

0

0

0

0

に
発
現
す
る
の
か
」
を
把
握
す
べ
き
で
あ
る
と
の
視
点
を
示
し
て
い
る
。
前
の

「
山
芋
問
答
」
は
、
半
兵
衛
の
「
武
士
」
性
が
「「
町
人
」
的
な
才
覚
で
補
完
」

さ
れ
る
と
い
う
「
性
格
規
定
」
の
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
る
と
言
う
。
そ
し
て

こ
の
「
衆
道
裁
き
」
は
、
半
兵
衛
の
「
恋
愛
観
の
根
本
」
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

中
巻
で
千
世
を
連
れ
戻
す
半
兵
衛
の
行
為
と
し
て
発
現
す
る
と
言
う⑬
。

　

衆
道
捌
き
は
、
た
し
か
に
彼
な
り
の
恋
愛
観
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
こ
の
場
で
注
意
し
た
い
の
は
、
下
品
な
言
葉
遣
い
や
見
苦
し
い
様
子
を

繰
り
返
し
描
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
例
文
は
、
侍
三
人
が
小
七
郎
を
奪
い
合
い
、

半
兵
衛
に
交
渉
す
る
と
こ
ろ
や
、
選
ば
れ
た
小
一
兵
衛
の
ふ
る
ま
い
に
見
ら
れ

る
。○

君
に
か
ゝ
つ
て
、
一
貫
五
百
が
外
郎
つ
ん
だ
こ
の
甚
平
。
弓
矢
八
幡
、
身

に
く
れ
ろ
。
イ
ヤ
サ
こ
の
逸
平
に
く
れ
ろ
う
と
。
耳
際
に
咬
み
つ
く
ご
と

く
、
悪
風
吹
き
か
け
、
眼
も
く
ら
み
。
前
後
忘
ず
る
ば
か
り
な
り
。

○
イ
ヤ
サ
、
当
国
は
女
の
み
だ
ら
は
下
々
ま
で
御
政
道
。
衆
道
に
は
お
構
ひ

な
し
。
三
人
の
う
ち
ど
れ
へ
な
り
と
。
魂
据
ゑ
て
、
返
事
せ
ろ
と
、
も
や

つ
く
後
ろ
に
。

○
お
侍
方
と
同
座
の
な
ら
ぬ
奴
め
が
。
武
士
に
劣
ら
ぬ
魂
故
。
結
構
な
お
若

衆
様
の
兄
様
と
は
、
忝
い
〳
〵
、
冥
加
な
い
。
手
付
け
に
ち
よ
つ
と
ほ
て

く
ろ
し
い
こ
と
、
御
免
〳
〵
。
半
兵
衛
様
も
気
を
お
通
し
と
、
べ
つ
た
り

抱
き
つ
く
、
紺
の
だ
い
な
し
、
白
無
垢
に
。
黒
白
、
粋
の
兄
弟
な
り
。

　

衆
道
捌
き
に
決
着
を
つ
け
た
半
兵
衛
は
、
彼
自
身
小
一
兵
衛
に
対
し
、「
山

脇
半
兵
衛
が
挨
拶
。
向
後
、
兄
分
に
頼
ん
だ
ぞ
。」
と
実
家
の
姓
を
名
乗
る
。

そ
こ
で
は
、
さ
ら
に
「
今
日
の
料
理
の
御
褒
美
に
。
二
人
が
こ
と
を
旦
那
へ
訴

訟
。
権
柄
晴
れ
て
、
ね
ん
ご
ろ
さ
す
る
。
そ
の
仲
立
ち
は
半
兵
衛
が
。
八
百
万

代
の
神
か
け
て
、
結
ぶ
。
契
り
ぞ
」
と
自
負
を
見
せ
て
い
る
。

　

山
芋
問
答
は
、
浅
薄
な
人
間
同
士
の
や
り
と
り
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

そ
の
す
ぐ
後
に
淫
ら
で
露
骨
な
衆
道
の
現
場
を
続
け
て
い
る
。
ゆ
え
に
作
者
は
、

享
保
の
改
革
を
批
判
し
た
と
い
う
よ
り
、
改
革
も
含
め
た
武
士
社
会
の
在
り
よ

「
心
中
宵
庚
申
」
八
百
屋
半
兵
衛
の
形
象
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う
や
、
そ
こ
で
生
き
る
世
事
に
疎
い
人
間
の
考
え
方
を
問
題
視
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

二
事
件
に
共
通
す
る
半
兵
衛
活
躍
の
特
徴
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①　

活
躍
は
、
半
兵
衛
の
鋭
い
判
断
に
よ
る
。

②　

彼
は
賞
賛
さ
れ
、「
武
士
」
で
あ
る
こ
と
を
自
負
す
る
。

③　

武
士
社
会
以
外
の
一
般
の
目
か
ら
す
れ
ば
、
浅
薄
な
や
り
と
り
を
し

た
に
す
ぎ
な
い
。

六　
「
武
士
」
の
最
期

　

近
松
は
、
半
兵
衛
の
人
物
を
野
菜
づ
く
し
の
道
行
で
次
の
よ
う
に
描
写
し
て

い
る
。半

兵
衛
と
い
ふ
名
に
も
似
ず
。
た
ゞ
根
深
く
も
思
ひ
つ
む
、
わ
か
菜
心
の

つ
き
詰
め
て
、
言
葉
の
義
理
に
は
じ
か
み
や
。
ち
し
や
は
惑
は
ず
、
勇
者

は
恐
れ
ぬ
。
生
れ
つ
き
。
さ
す
が
は
武
士
の
種
ぞ
か
し
。

　

こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、
先
学
た
ち
は
特
に
注
目
し
て
い
な
い
。
前
半
は
、
先

ん
じ
た
心
中
覚
悟
を
さ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
半
の
「
ち
し
や
」「
勇
者
」
と

い
う
大
仰
な
誉
め
言
葉
は
、
言
葉
通
り
で
な
い
。「
さ
す
が
は
武
士
の
種
ぞ
か

し
」
に
は
、
皮
肉
の
意
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

以
下
、
そ
の
点
を
確
認
し
た
い
。

　

道
行
の
そ
の
後
は
、
次
の
と
お
り
半
兵
衛
が
不
孝
を
悔
い
て
嘆
く
。

水
蕗
の
。
姑
去
り
で
殺
し
た
と
。
悪
名
つ
け
て
、
世
の
人
の
、
わ
ら
び
ま

せ
う
が
お
笑
止
と
、
悔
め
ば
、
夫
は
ず
い
き
の
涙
。
な
う
、
そ
な
た
さ
へ

そ
の
ご
と
く
悔
ん
で
た
も
る
に
、
こ
の
半
兵
衛
。
年
頃
日
頃
の
御
厚
恩
、

送
ら
で
死
ぬ
は
人
の
く
ず
。
罰
を
か
ぶ
ら
ん
恐
ろ
し
と
酸
漿
ほ
ど
な
血
の

涙
、
は
ら
〳
〵
。

　

最
期
場
の
述
懐
で
、
半
兵
衛
は
千
世
を
道
連
れ
に
す
る
迷
い
や
恐
れ
を
口
に

し
て
い
る
。「
こ
の
書
置
に
も
書
く
通
り
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

元
は
わ
づ
か
の
八
百
屋
店
。
今
で
は
人
に
少
々
の
銀
貸
す
や
う
に
、
儲
け

溜
め
て
も
。
辛
い
目
ば
か
り
に
日
を
半
日
、
心
を
伸
ば
す
こ
と
も
な
く
、

死
な
う
と
せ
し
も
以
上
五
度
。
恨
み
あ
る
中
に
も
、
そ
な
た
に
縁
組
み
。

せ
め
て
の
憂
さ
を
晴
せ
し
に
。
そ
れ
さ
へ
添
は
れ
ぬ
様
に
な
り
、
死
ぬ
る

身
に
ま
で
な
り
下
る
。
よ
し
な
い
者
に
連
れ
添
う
て
、
半
兵
衛
が
身
の
因

果
。
そ
な
た
に
ま
で
振
る
舞
ひ
。
在
所
の
親
仁
、
姉
御
に
も
悲
し
い
こ
と

を
聞
か
す
と
思
へ
ば
。
こ
の
胸
に
鑢
を
か
け
、
肝
を
猛
火
で
煎
る
や
う
な
。

エ
ヽ
口
惜
し
い
と
、
拳
を
握
り
。
膝
に
押
し
つ
け
、
身
を
震
は
し
。
涙
は

ら
〳
〵
、

　

こ
れ
に
対
し
、
千
世
よ
り
「
あ
れ
ま
た
愚
痴
な
こ
と
ば
か
り
、（
中
略
）
そ

の
愚
痴
な
こ
と
言
ふ
手
間
で
、
早
う
殺
し
て
く
だ
さ
ん
せ
。」
と
た
し
な
め
ら

れ
る
。

　

い
よ
い
よ
半
兵
衛
は
千
世
の
喉
に
脇
差
を
押
し
当
て
よ
う
と
し
た
。
千
世
は
、

「
心
中
宵
庚
申
」
八
百
屋
半
兵
衛
の
形
象
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「
な
う
、
待
つ
て
た
べ
、
待
た
し
や
ん
せ
と
。
身
を
す
り
退
け
ば
」
と
身
を
動

か
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
半
兵
衛
。
待
て
と
は
未
練
な
。
刃
物
を
見
て
、
俄

に
命
惜
し
な
つ
た
か
。
卑
怯
者
め
と
、
睨
め
つ
く
れ
ば
。」
と
言
う
。
こ
の
よ

う
に
強
い
言
葉
で
女
主
人
公
が
責
め
ら
れ
る
と
い
う
惨
た
る
場
面
は
、
近
松
の

他
の
心
中
物
で
は
見
ら
れ
な
い
。
千
世
は
、
応
え
て
五
月
の
腹
の
子
の
回
向
を

し
て
や
り
た
い
と
述
べ
る
や
、
半
兵
衛
は
、「
男
も
声
を
す
ゝ
り
上
げ
。
お
れ

も
な
ん
の
忘
れ
う
ぞ
。
も
し
言
ひ
出
し
た
ら
、
そ
な
た
の
泣
き
や
ら
う
悲
し
さ

に
。
黙
つ
て
い
た
と
ば
か
り
に
て
。
一
度
に
わ
つ
と
声
を
あ
げ
、
前
後
。
正
体

な
き
叫
ぶ
」
と
言
う
。
子
を
思
う
親
の
悲
し
み
は
当
然
あ
ろ
う
が
、
道
行
の

「
さ
す
が
は
武
士
の
種
ぞ
か
し
」
と
は
程
遠
い
有
様
で
あ
る
。

　

半
兵
衛
の
最
期
は
、
海
音
作
「
心
中
二
ッ
腹
帯
」
と
共
通
す
る
点
が
多
い
。

辞
世
二
首
は
同
じ
で
あ
り
、
実
説
に
よ
る
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る⑭
。
た
だ
、
最

期
を
迎
え
る
様
子
は
、
海
音
と
近
松
の
二
作
で
違
っ
て
い
る
。
海
音
作
を
見
る

と
、
夫
婦
は
潔
い
最
期
を
心
掛
け
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
場
で
辞
世
を
詠
む
。
腹
を

脇
腹
よ
り
半
ば
ま
で
切
っ
た
半
兵
衛
は
、
切
腹
は
亡
き
主
君
へ
の
殉
死
ゆ
え
で

あ
り
、
こ
れ
か
ら
の
心
中
は
、
八
百
屋
と
し
て
の
死
で
あ
る
と
言
う
。
妻
に
は

二
つ
に
切
っ
た
抱
帯
の
一
筋
を
自
分
の
腹
に
巻
か
せ
、
も
う
一
筋
を
妻
の
腹
帯

と
す
る
。
妻
を
刃
で
刺
し
、
自
身
は
喉
笛
を
一
刀
で
貫
い
て
死
ん
で
い
る
。
一

方
、
近
松
作
の
半
兵
衛
は
、
刀
で
妻
を
刺
し
た
後
、
作
法
に
則
っ
て
切
腹
を
行

う
。
殉
死
で
は
な
い
。
ま
ず
、
彼
女
の
抱
帯
を
二
つ
に
切
り
、
両
肌
脱
い
で
、

み
ず
お
ち
と
臍
の
二
か
所
を
締
め
つ
け
る
。
脇
差
を
逆
手
に
持
っ
て
二
首
を
詠

み
、「
し
や
ん
と
左
手
の
腹
に
突
き
立
て
、
右
手
へ
く
わ
ら
り
と
引
き
回
し
。

返
す
刃
に
笛
掻
き
切
り
。
こ
の
世
の
縁
切
る
」
と
し
て
い
る
。

　

結
句
に
つ
い
て
は
、
向
井
芳
樹
「
近
松
世
話
浄
る
り
の
結
句
に
つ
い
て
」

（
一
九
六
九
年
三
月
）
に
詳
し
い
分
析
が
あ
る
。
結
句
の
意
味
は
、「
作
中
の
世

界
や
人
物
と
の
関
わ
り
が
深
い
の
で
、
追
善
・
回
向
の
語
句
の
有
無
は
、
作
者

の
作
中
の
人
物
に
対
す
る
姿
勢
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
な
る
。」
と
言
う⑮
。

　

第
二
節
で
確
認
し
た
「
曾
根
崎
心
中
」
の
結
句
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

誰
が
告
ぐ
る
と
は
、
曾
根
崎
の
森
の
下
風
音
に
聞
え
。
と
り
伝
へ
、
貴
賤

群
衆
の
回
向
の
種
。
未
来
成
仏
疑
ひ
な
き
、
恋
の
。
手
本
と
な
り
に
け
り
。

　

本
作
の
場
合
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

心
中
、
ヤ
レ
心
中
。
死
ん
だ
〳
〵
と
、
呼
ば
ゝ
る
声
、
吹
き
伝
へ
た
る
浜

松
風
。
枝
を
鳴
ら
さ
ぬ
君
が
代
に
。
類
ま
れ
な
る
死
に
姿
、
語
り
て
。
感

ず
る
ば
か
り
な
り
。

　

前
者
に
は
、
お
初
・
徳
兵
衛
の
追
善
回
向
と
心
中
賛
美
を
描
い
て
い
る
。
後

者
は
そ
れ
と
対
照
的
で
あ
る
。
実
際
に
亡
く
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

回
向
の
意
を
示
し
て
い
な
い
。「
類
ま
れ
な
る
死
に
姿
」、
す
な
わ
ち
切
腹
の
姿

に
重
心
を
お
く
。
切
腹
は
、
本
来
刑
罰
と
し
て
の
死
で
あ
る
。
近
松
は
、
半
兵

衛
に
観
察
的
で
冷
め
た
眼
差
し
を
向
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

「
心
中
宵
庚
申
」
八
百
屋
半
兵
衛
の
形
象

九
二
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七　

ま
と
め

　

本
稿
で
は
、
主
人
公
の
困
難
に
注
目
し
つ
つ
、
作
品
の
方
法
を
考
察
し
た
。

本
作
ま
で
の
近
松
心
中
物
の
一
般
的
な
方
法
は
、「
曾
根
崎
心
中
」
を
例
に
考

察
し
た
と
お
り
、
主
人
公
の
身
に
ふ
り
か
か
る
困
難
を
中
心
に
葛
藤
を
描
い
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
主
人
公
は
困
難
に
直
面
す
る
こ
と
で
置
か
れ
た
現
状
を
確

認
し
、
心
中
の
覚
悟
を
決
め
る
。
そ
の
流
れ
の
中
に
内
面
的
葛
藤
を
く
み
取
る

こ
と
が
出
来
る
。
作
品
に
よ
っ
て
覚
悟
の
内
容
な
ど
に
違
い
を
描
い
て
ゆ
く
も

の
の
、「
心
中
天
の
網
島
」
ま
で
は
主
人
公
が
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
る
設
定
を

重
視
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
本
作
の
半
兵
衛
に
は
困
難
が
な
く
、
窮
地
に
陥
る
場
面
が
な
い
。

中
巻
で
は
、
平
右
衛
門
に
意
見
を
受
け
て
切
腹
に
及
ぶ
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
切

羽
詰
ま
っ
た
あ
げ
く
の
も
の
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
半
兵
衛
と
千
世
は

仲
睦
ま
じ
い
夫
婦
で
あ
っ
た
。
八
百
屋
の
商
売
に
も
、
千
世
の
実
家
に
も
何
ら

問
題
は
な
い
。
心
中
の
原
因
と
な
る
の
は
、
養
母
が
千
世
を
嫌
い
、
実
家
へ
送

り
返
す
ほ
ど
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
な
り
の
苦
し
い
心
情
は
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
が
、
窮
地
に
陥
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、
先
回
り
の
心
中
覚
悟
を
し
た
と
言

え
る
。

　

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
上
巻
で
「
武
士
」
へ
の
こ
だ
わ
り
を
描
い
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
山
芋
問
答
、
衆
道
捌
き
の
両
方
の
出
来
事
に
、「
武
士
」
を

自
任
す
る
半
兵
衛
の
判
断
を
活
か
し
、
そ
こ
で
賞
賛
さ
れ
る
。
同
時
に
、
作
者

は
、
武
士
社
会
そ
の
も
の
を
批
判
し
、
武
士
た
ち
の
世
事
に
疎
い
様
子
を
描
く
。

な
ら
ば
、
大
事
を
な
そ
う
と
す
る
と
き
、
常
に
「
武
士
」
の
面
子
に
こ
だ
わ
る

半
兵
衛
に
も
冷
め
た
眼
差
し
を
向
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

作
者
は
、
最
初
の
「
曾
根
崎
心
中
」
で
、
ふ
り
か
か
る
困
難
を
乗
り
越
え
未

来
で
結
ば
れ
よ
う
と
し
た
主
人
公
た
ち
の
心
中
を
賛
美
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

最
晩
年
の
本
作
で
は
、
そ
れ
と
は
対
照
的
な
作
品
を
描
く
。
半
兵
衛
は
切
れ
者

な
が
ら
、
世
事
に
疎
い
人
物
で
あ
る
。
困
難
を
避
け
よ
う
と
し
て
考
え
を
め
ぐ

ら
し
、
身
重
の
千
世
を
道
連
れ
に
空
し
い
心
中
を
遂
げ
て
し
ま
う
。

　

中
巻
切
に
、
平
右
衛
門
が
自
身
の
命
の
限
界
を
感
じ
つ
つ
、
夫
婦
を
水
酒
盛

り
と
門
火
で
送
り
出
す
場
面
が
あ
る
。
近
松
は
、
自
己
を
重
ね
る
意
図
を
持
っ

て
平
右
衛
門
を
形
象
化
し
、
死
に
急
ご
う
と
す
る
者
た
ち
に
対
す
る
哀
れ
み
を

こ
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注①　

実
説
に
つ
い
て
は
、
土
田
衞
「
近
松
作
品
の
事
実
と
虚
構
心
中
宵
庚
申
」（『
国
文

学
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
七
〇
年
十
月
）
に
詳
し
い
。

②　

松
田
修  

法
政
大
学
出
版
局  

一
九
六
三
年

③　

荒
木
繁
『
近
松
論
集
』
七  

一
九
七
八
年
六
月
。
の
ち
に
『
語
り
物
と
近
世
の
劇

文
学
』（
桜
楓
社  

一
九
九
三
年
）
所
収
。

④　

松
崎
仁
『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
二
十
四
号  

一
九
七
二
年
七
月
。
の
ち
に
『
元

禄
文
学
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会  

一
九
七
九
年
）
所
収
。

「
心
中
宵
庚
申
」
八
百
屋
半
兵
衛
の
形
象
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⑤　

信
多
純
一
『
帝
塚
山
演
劇
学
』
二
―
一  

一
九
六
九
年
五
月
。

⑥　

廣
末
は
、
同
書
（
一
九
五
七
年  

未
来
社
）
で
、「
世
話
悲
劇
」
論
を
説
明
し
、

社
会
的
葛
藤
を
経
て
主
人
公
が
と
る
べ
き
意
志
的
行
為
が
、
か
え
っ
て
主
人
公
を
絶

望
的
な
状
況
に
陥
ら
せ
る
内
容
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

⑦　

原
道
生
『
文
学
』
一
九
七
五
年
六
月
。

⑧　

向
井
芳
樹
『
同
志
社
国
文
学
』
十
九  

一
九
八
一
年
十
月
。

⑨　

拙
稿
「「
曾
根
崎
心
中
」
成
立
の
意
義

―
世
話
狂
言
と
の
比
較
を
め
ぐ
っ
て

―
」『
日
本
文
学
』
二
〇
〇
七
年
十
二
月
。「
曾
根
崎
心
中
」
は
、
九
平
次
を
創
作

す
る
こ
と
で
、
心
中
に
至
る
経
緯
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
述

べ
た
。

⑩　

廣
末
保  

注
⑥
に
同
じ
。

⑪　

重
友
毅  

岩
波
書
店  

一
九
五
八
年
。

⑫　

諏
訪
春
雄  

笠
間
書
院  

一
九
七
四
年
。

⑬　

井
口
洋
『
日
本
文
学
』
一
九
八
一
年
七
月
。
後
に
『
近
松
世
話
浄
瑠
璃
論
』（
和

泉
書
院  

一
九
八
六
年
）
所
収
。

⑭　

土
田
衞  

注
①
に
同
じ
。

⑮　

向
井
芳
樹
『
日
本
文
学
研
究
』
一  

一
九
六
九
年
三
月
。
の
ち
に
『
近
松
の
方

法
』（
桜
楓
社  

一
九
七
六
年
）
所
収
。
同
論
文
で
、
向
井
は
、
追
善
・
回
向
の
な

い
本
作
の
結
句
の
意
味
に
つ
い
て
、「
そ
の
上
巻
の
異
質
性
に
よ
る
分
裂
的
傾
向
や
、

海
音
の
作
品
よ
り
お
く
れ
て
、
そ
れ
を
目
標
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど

に
、
原
因
を
も
と
め
る
か
、
あ
る
い
は
、
心
中
に
対
す
る
姿
勢
が
変
わ
っ
た
の
か

（
以
下
略
）」
と
の
推
測
を
示
し
て
い
る
。

〔
付
記
〕　

作
品
の
引
用
は
、
鳥
越
文
蔵
他
校
注
・
訳
者
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集  

近
松
門
左
衛
門
集
』
二
（
小
学
館  

一
九
九
八
年
）
に
よ
る
。
作
品
と
先
行
研

究
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
適
宜
表
記
を
改
め
、
ふ
り
が
な
を
省
略
す
る
な
ど
の

処
理
を
し
た
。

「
心
中
宵
庚
申
」
八
百
屋
半
兵
衛
の
形
象
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