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藤
枝
静
男
『
田
紳
有
楽
』
に
顕
れ
る
「
天
皇
制
」
と
「
天
皇
」 

 

 
 

 
 

 

山 

田 

侑 

奈 

 

１ 

は
じ
め
に 

 

藤
枝
静
男
『
田
紳
有
楽
』
（
昭
和
五
十
一
・
五
・
十
二
）（
一
）

は
、
真
実
で
あ

る
と
さ
れ
て
き
た
言
説
の
「
イ
カ
モ
ノ
」
性
を
暴
く
小
説
で
あ
る
。
本
作
に
は

古
色
の
つ
い
た
真
物
と
さ
れ
る
焼
き
物
が
実
は
偽
物
で
あ
る
と
か
、
苦
行
僧
の

称
号
を
得
た
ラ
マ
が
元
々
は
偽
坊
主
で
あ
る
と
か
、
生
物
と
無
機
物
の
間
に
生

ま
れ
た
奇
跡
の
子
ど
も
が
実
は
田
螺
の
子
で
あ
る
と
か
、
流
布
し
て
い
る
仏
教

言
説
が
実
は
釈
迦
の
教
え
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
る
と
か
の
挿
話
が
、
種
々
に

わ
た
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
一
部
他
人
の
経
験
談
を
借
り
て
は

い
る
も
の
の
、
多
く
は
藤
枝
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
言
説
で
あ
り
、「
イ
カ
モ
ノ
」

性
が
暴
か
れ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
言
語
遊
戯
の
域
を
出
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
問
題
な
の
は
明
ら
か
に
戦
後
日
本
の
「
天
皇
」
観
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え

ざ
る
を
得
な
い
「
天
皇
」
言
説
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
藤
枝
が
「
天
皇
」
の
「
イ
カ
モ
ノ
」
性
す
ら
暴
い
て
み
せ
た
と
言
い
切

る
こ
と
は
、
果
た
し
て
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
あ
く
ま

で
も
私
小
説
と
し
て
、
藤
枝
本
人
の
人
生
観
に
引
き
つ
け
て
読
ま
れ
て
き
た
本

作
を
、
戦
前
、
戦
後
を
生
き
抜
い
て
き
た
藤
枝
の
人
生
観
の
形
成
に
無
関
係
で

は
あ
り
得
な
い
「
天
皇
」
に
注
目
し
て
読
解
す
る
こ
と
で
、『
田
紳
有
楽
』
一
篇

に
顕
わ
れ
た
「
天
皇
」
の
在
り
方
、
ひ
い
て
は
藤
枝
の
「
天
皇
」
観
を
明
ら
か

に
す
る
。 

 

２ 

『
田
紳
有
楽
』
以
前
の
「
天
皇
」 

 

２
．
１ 

「
志
賀
直
哉
・
天
皇
・
中
野
重
治
」
に
お
け
る
「
天
皇
」
観 

  

藤
枝
に
は
、
本
人
が
心
覚
え
と
注
釈
を
つ
け
る
随
筆
「
志
賀
直
哉
・
天
皇
・

中
野
重
治
」（
二
）
（
昭
和
五
十
・
七
）
が
あ
る
。
丁
度
「
田
紳
有
楽
前
書
き
㈡
」

が
発
表
さ
れ
た
時
期
に
書
か
れ
た
こ
の
随
筆
は
、
藤
枝
が
敬
愛
す
る
志
賀
直
哉

の
全
集
出
版
に
あ
た
り
、
志
賀
中
野
両
氏
の
往
復
書
簡
を
読
ん
で
の
気
づ
き
を

ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
書
簡
を
通
じ
た
志
賀
と
中
野
の
や
り
と
り
に
つ
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い
て
、
藤
枝
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。 

  
 

昭
和
二
十
一
年
三
月
十
一
日
の
読
売
新
聞
に
の
っ
た
中
野
氏
の
「
安
倍
さ

ん
の
『
さ
ん
』」
と
い
う
文
章
を
読
ん
で
激
怒
し
た
志
賀
氏
が
す
ぐ
に
速
達

を
出
し
て
中
野
氏
を
糾
明
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
徳
永
直
氏
を
混
え
て
の

い
き
さ
つ
で
、
主
題
は
直
接
に
は
僚
友
安
倍
能
成
非
難
に
対
す
る
怒
り
で

あ
っ
た
に
し
て
も
、
む
し
ろ
根
幹
は
よ
り
多
く
天
皇
お
よ
び
天
皇
制
に
関

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
（
三
三
九
頁
） 

 

そ
し
て
両
氏
の
、
互
い
に
誠
意
を
も
ち
な
が
ら
の
激
論
に
敬
意
を
抱
き
つ
つ
、

「
こ
の
私
の
尊
敬
す
る
二
人
の
気
質
上
の
一
致
」
を
見
る
。
そ
の
気
質
と
は
、「
天

皇
」
を
「
天
皇
制
」
の
犠
牲
者
と
見
る
こ
と
で
あ
っ
た
。 

  
 

志
賀
氏
が
、
天
皇
を
天
皇
制
の
犠
牲
者
と
し
て
、
自
由
に
も
の
を
云
う
こ

と
を
奪
わ
れ
た
、
残
念
で
は
あ
る
が
気
の
弱
い
、
人
間
的
に
は
好
い
人
と

い
う
、
む
し
ろ
年
長
の
保
護
者
に
近
い
眼
で
見
て
い
た
こ
と
は
前
掲
の
小

文
「
天
皇
制
」
に
よ
っ
て
も
明
白
で
あ
る
。
（
三
五
八
頁
） 

 

志
賀
直
哉
「
天
皇
制
」（
三
）

と
は
、
以
下
の
文
章
で
あ
る
。 

 

今
度
の
戦
争
で
天
子
様
に
責
任
が
あ
る
と
は
思
は
れ
な
い
。
然
し
天
皇
制

に
は
責
任
が
あ
る
と
思
ふ
。
天
子
様
の
御
意
志
を
無
視
し
、
少
数
の
馬
鹿

者
が
こ
ん
な
戦
争
を
起
す
事
の
出
来
る
天
皇
制
、
―
―
し
か
も
最
大
限
に

悪
用
し
得
る
脆
弱
性
を
持
つ
た
天
皇
制
は
国
と
国
民
と
に
禍
と
な
つ
た
。 

 

そ
し
て
中
野
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
観
察
し
て
い
る
。 

 

中
野
氏
の
「
五
勺
の
酒
」
を
読
め
ば
、
中
野
自
身
が
ニ
ュ
ー
ス
映
画
で
見

た
天
皇
、
あ
の
操
人
形
さ
な
が
ら
の
動
作
と
テ
ー
プ
録
音
そ
っ
く
り
の
セ

リ
フ
を
棒
た
ら
に
繰
返
す
天
皇
の
憐
れ
さ
へ
の
何
と
も
処
理
し
が
た
い
心

持
ち
と
焦
立
ち
を
、
老
校
長
に
托
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
も
ま
た
明
瞭
で

あ
る
。（
三
五
八
頁
） 

 

共
産
党
員
中
野
重
治
は
、
あ
の
天
皇
の
姿
に
、
打
ち
倒
す
に
足
る
帝
王
を

み
つ
け
る
か
わ
り
に
、
天
皇
制
に
よ
っ
て
食
い
破
ら
れ
て
人
間
た
る
こ
と

を
否
ま
れ
続
け
今
も
な
お
否
ま
れ
つ
づ
け
て
い
る
憐
れ
な
ロ
ボ
ッ
ト
を
捕

え
て
い
る
の
で
あ
る
。（
三
五
八-

三
五
九
頁
） 

 

で
は
、
志
賀
と
中
野
の
こ
の
よ
う
な
一
致
を
見
て
、
藤
枝
は
「
天
皇
制
」
に

対
し
て
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
随
筆
は
、『
暗
夜
行
路
』

の
「
特
権
階
級
子
弟
の
金
銭
的
無
反
省
」
、「
目
し
た
の
も
の
へ
の
人
格
無
視
」
、

「
作
者
の
年
齢
的
成
長
と
時
代
の
歴
史
的
変
転
に
よ
る
影
響
が
ま
る
で
見
ら
れ

な
い
」
こ
と
、「
技
法
上
の
チ
グ
ハ
グ
」
等
を
指
摘
す
る
中
野
に
よ
る
批
判
に
対

す
る
、
条
件
付
き
の
志
賀
擁
護
に
終
わ
る
た
め
、
藤
枝
自
身
の
「
天
皇
」
観
は

よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
志
賀
及
び
白
樺
派
の
作
家
が
「
対
天
皇
感
情
」

と
「
下
級
者
蔑
視
根
性
」
を
分
離
し
た
状
態
で
持
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
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前
掲
「
天
皇
制
」
の
よ
う
な
感
覚
の
根
が
「
学
習
院
的
記
憶
と
結
び
つ
い
た
敗

戦
天
皇
へ
の
憐
愍
」
に
あ
る
と
見
て
い
る
こ
と
、
天
皇
本
人
へ
の
肉
体
的
親
近

感
に
基
づ
く
彼
ら
の
特
権
意
識
を
、
藤
枝
は
「
私
の
癇
に
は
触
ら
ぬ
」
と
書
い

て
い
る
こ
と
は
見
過
ご
せ
な
い
。
藤
枝
は
中
野
を
「
被
圧
迫
労
働
階
級
へ
の
献

身
者
中
野
重
治
」
と
書
く
が
、
医
師
で
あ
り
な
が
ら
資
産
家
た
る
医
師
の
娘
と

結
婚
し
た
彼
が
中
野
と
同
じ
感
懐
を
抱
く
こ
と
は
実
態
と
し
て
不
可
能
で
あ
る
。

こ
の
文
章
の
眼
目
は
、
中
野
の
指
摘
も
一
理
あ
る
と
受
け
容
れ
つ
つ
、
藤
枝
が

直
に
触
れ
て
き
た
志
賀
の
印
象
を
挙
げ
て
、
志
賀
の
擁
護
を
し
、
さ
ら
に
志
賀

及
び
藤
枝
自
身
の
特
権
意
識
を
冷
静
に
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。
よ
っ

て
、
こ
の
文
章
に
よ
っ
て
「
天
皇
制
」
に
つ
い
て
藤
枝
の
考
え
る
と
こ
ろ
を
決

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
志
賀
の
感
覚
を
否
定
す
る
考
え
を

も
っ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
は
志
賀
の
「
天
皇
」
個
人
へ
の
親
し
み
を
、
環
境
に

よ
る
特
権
意
識
に
帰
し
て
い
る
こ
と
は
読
み
取
れ
る
。
笙
野
頼
子
は
こ
の
随
筆

に
つ
い
て
、
藤
枝
が
志
賀
と
中
野
を
「
天
皇
」
で
結
び
つ
け
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
解
釈
を
書
い
た
（
四
）

が
、
藤
枝
が
企
図
し
た
も
の
と
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
、

志
賀
と
中
野
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
、
自
身
が
持
つ
志
賀
に
依
拠
し
た
「
天
皇
」

観
を
整
理
す
る
試
み
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
点
、
藤
枝
の
「
天

皇
」
観
を
検
討
す
る
上
で
こ
の
随
筆
は
重
要
で
あ
る
。 

 

２
．
２ 

「
愛
国
者
た
ち
」
に
お
け
る
「
天
皇
」
観 

  

実
際
に
藤
枝
が
「
天
皇
」
と
明
記
し
た
小
説
内
登
場
人
物
は
「
愛
国
者
た
ち
」

（
五
）
（
昭
和
四
十
七
・
八
）
の
明
治
天
皇
で
あ
る
。
明
治
二
十
四
年
五
月
十
一
日

に
発
生
し
た
大
津
事
件
に
取
材
し
た
本
小
説
は
、
大
津
事
件
の
関
係
者
四
名
を

主
人
公
に
立
て
た
形
の
「
客
観
小
説
」（
六
）

で
あ
る
。 

  
 

こ
の
事
件
を
め
ぐ
っ
て
愛
国
者
の
名
を
後
世
に
残
し
た
も
の
は
、
下
手
人

の
三
蔵
と
、
責
任
者
の
明
治
天
皇
と
、
ロ
シ
ヤ
の
怒
り
を
解
こ
う
と
し
て

自
殺
し
た
畠
山
勇
子
と
、
裁
判
を
指
導
し
て
勝
利
を
お
さ
め
た
大
審
院
長

児
島
惟
謙
の
四
人
で
あ
る
。（
一
一
六
頁
） 

 

寺
田
透
・
丸
谷
才
一
・
田
久
保
英
夫
に
よ
る
「
創
作
合
評
」（
七
）

に
て
、
こ
の
明

治
天
皇
の
造
形
が
か
な
り
特
殊
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
寺
田
透
は
、

明
治
天
皇
の
反
応
が
一
般
民
衆
の
反
応
と
多
く
違
わ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
以

下
の
よ
う
に
発
言
す
る
。 

 
 

 
 

こ
の
前
の
「
凶
徒
津
田
三
蔵
」
で
も
明
治
天
皇
の
、
こ
の
事
件
に
対
す
る

反
応
の
仕
方
が
、
ご
く
普
通
の
民
衆
と
同
じ
よ
う
に
直
接
な
の
ね
。
あ
ん

な
悪
い
や
つ
は
、
す
ぐ
車
裂
き
の
極
刑
に
で
も
処
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
い
う
よ
う
に
、
そ
う
い
う
反
応
は
普
通
の
民
衆
の
反
応
と
同
じ
よ
う
な

も
の
だ
っ
た
。
天
皇
と
い
う
の
が
、
そ
ん
な
に
神
格
化
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
。
実
際
そ
う
だ
っ
た
か
ど
う
だ
っ
た
か
は
問
題
も
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、

と
に
か
く
こ
の
小
説
の
中
で
も
、
ま
た
「
凶
徒
津
田
三
蔵
」
の
中
で
も
、

天
皇
は
ま
だ
雲
の
上
の
人
に
な
っ
て
い
な
い
。 

 

小
説
の
中
に
「
ロ
シ
ヤ
が
」「
支
那
と
日
本
に
南
下
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
こ
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と
を
、
彼
は
津
田
三
蔵
と
ほ
ぼ
同
様
に
、
し
か
し
も
っ
と
遠
く
、
厚
味
を
も
っ

た
予
見
と
し
て
感
じ
て
い
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
明
治
天
皇
の
感
懐
が
民
衆
の

も
の
と
変
わ
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
「
人
間
」
で
あ
る
よ
う
に
描
い
て
い
る
点
で
、

藤
枝
の
特
異
性
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。
ま
た
、
丸
谷
才
一
は
、「
明
治
天
皇
」
を

「
愛
国
者
」
の
一
人
に
挙
げ
て
い
る
点
で
「
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
」
で
あ
る
と
し
、

以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

  
 

現
代
日
本
の
常
識
で
は
、
明
治
天
皇
を
、
右
の
側
も
左
の
側
も
愛
国
者
と

は
考
え
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
事
で
す
。（
…
）
そ
れ
に
対
し
て
、
一
人
の
人

間
と
し
て
明
治
天
皇
を
見
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
愛
国
者
の
中
に

数
え
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
非
常
に
お
も
し
ろ
い
考
え
方

だ
と
思
っ
た
ん
で
す 

 

藤
枝
が
志
賀
中
野
両
氏
の
「
天
皇
」
観
を
肯
定
す
る
側
に
立
っ
た
こ
と
は
、
明

治
天
皇
を
限
り
な
く
「
人
間
」
と
し
て
書
い
た
こ
と
か
ら
も
明
瞭
で
あ
ろ
う
。

実
際
、
藤
枝
が
大
津
事
件
に
興
味
を
も
っ
た
き
っ
か
け
と
な
る
人
物
は
明
治
天

皇
で
は
な
く
津
田
三
蔵
と
畠
山
勇
子
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
「
愛
国
者
た
ち
」

に
お
け
る
明
治
天
皇
の
描
写
は
、
他
の
三
名
に
比
べ
て
明
ら
か
に
少
な
い
。
だ

か
ら
こ
そ
、
そ
の
数
少
な
い
描
写
の
中
に
あ
る
明
治
天
皇
の
「
人
間
」
的
な
描

写
が
特
徴
的
に
映
る
の
で
あ
る
。
本
文
中
「
償
い
得
る
も
の
は
自
分
た
だ
一
人
」

と
「
考
え
て
い
た
」
彼
に
は
、
畠
山
勇
子
と
は
別
の
、
特
権
階
級
た
る
「
天
皇
」

意
識
か
ら
く
る
自
己
犠
牲
の
覚
悟
が
滲
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
一
連
の
や
り

と
り
の
中
で
「
ひ
ど
く
疲
労
し
、
数
日
の
あ
い
だ
に
ひ
と
ま
わ
り
痩
せ
て
い
た
。

彼
は
事
件
突
発
以
来
ほ
と
ん
ど
満
足
に
食
事
を
と
っ
て
い
な
か
っ
た
」
と
描
写

さ
れ
る
よ
う
に
、
肉
体
を
持
つ
「
人
間
」
と
し
て
の
明
治
天
皇
が
強
調
さ
れ
る
。

ロ
シ
ア
皇
太
子
ニ
コ
ラ
イ
に
対
し
、
ロ
シ
ア
に
恐
怖
す
る
日
本
、
と
い
う
背
景

を
持
ち
つ
つ
も
、
友
と
し
て
の
心
遣
い
を
忘
れ
な
い
明
治
天
皇
の
態
度
は
、
あ

く
ま
で
も
「
天
皇
」
を
役
割
の
一
つ
と
考
え
、
心
の
通
っ
た
「
人
間
」
と
し
て

外
交
の
手
を
尽
く
す
「
睦
仁
」
の
態
度
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
志
賀
・
中
野
の

気
質
と
通
う
藤
枝
の
「
天
皇
」
観
の
一
端
が
顕
わ
れ
て
い
よ
う
。「
愛
国
者
た
ち
」

に
お
け
る
「
天
皇
」
は
あ
く
ま
で
も
「
人
間
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ

る
。 し

か
し
、
「「
凶
徒
津
田
三
蔵
」
の
こ
と
」（
八
）

で
明
ら
か
に
さ
れ
た
「
人
間
」

三
蔵
に
対
す
る
嫌
悪
と
同
情
が
明
治
天
皇
に
は
全
く
向
け
ら
れ
ず
、
し
か
も
小

説
内
人
物
・
明
治
天
皇
の
人
間
性
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
こ
と
か

ら
、
藤
枝
が
「
天
皇
」
を
「
保
護
者
に
近
い
眼
」
で
見
る
特
権
意
識
か
ら
自
由

で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
く
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、「
愛
国
者
た
ち
」
は

心
を
持
つ
「
人
間
」
た
る
「
天
皇
」
を
用
意
し
た
だ
け
で
あ
り
、「
志
賀
直
哉
・

天
皇
・
中
野
重
治
」
で
も
見
ら
れ
た
よ
う
な
知
識
人
た
ち
の
言
論
か
ら
一
歩
も

離
れ
ら
れ
て
い
な
い
。「
天
皇
」
が
「
神
」
の
機
能
を
与
え
ら
れ
た
の
と
同
様
に
、

こ
こ
で
は
「
人
間
」
の
機
能
を
与
え
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、「
天
皇
」
に
否
定
的
な
言
葉
を
投
げ
か
け
る
『
田
紳
有
楽
』
は
、
藤
枝
の

「
天
皇
」
観
を
検
証
す
る
上
で
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
の
で
あ
る
。 

 

３ 

『
田
紳
有
楽
』
と
「
天
皇
」 
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小
説
『
田
紳
有
楽
』
は
昭
和
五
十
一
年
五
月
に
講
談
社
よ
り
出
版
さ
れ
た
が
、

あ
と
が
き
（
九
）

を
参
照
す
る
と
、
先
行
す
る
テ
キ
ス
ト
（
「
田
紳
有
楽
」
、「
田
紳

有
楽
前
書
き
㈠
」
、
「
田
紳
有
楽
前
書
き
㈡
」
、
「
田
紳
有
楽
終
節
」
）
が
存
在
し
、

そ
れ
ら
を
繋
ぎ
合
わ
せ
加
筆
訂
正
し
た
も
の
が
『
田
紳
有
楽
』
と
し
て
ま
と
め

ら
れ
た
と
あ
る
。
本
稿
で
は
藤
枝
の
表
現
の
変
化
を
時
期
に
沿
っ
て
追
う
た
め
、

初
出
版
か
ら
順
を
追
っ
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 

３
．
１ 

「
田
紳
有
楽
」
に
見
え
る
「
天
皇
」
へ
の
助
走 

 

初
出
「
田
紳
有
楽
」
は
、
『
群
像
』
昭
和
四
十
九
年
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
。

誰
と
も
明
示
さ
れ
な
い
「
私
」
と
、
処
世
術
を
「
私
」
に
一
方
的
に
語
り
水
に

飛
び
込
ん
で
消
え
る
滓
見
が
登
場
す
る
、
文
体
と
し
て
は
従
来
藤
枝
の
私
小
説

に
近
い
短
篇
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
未
だ
確
か
な
「
天
皇
」
の
形
象
は
見
ら
れ
な

い
も
の
の
、
続
く
「
前
書
き
」
、
「
終
節
」
に
接
続
さ
れ
る
よ
う
な
「
天
皇
」
モ

チ
ー
フ
が
あ
る
。
以
降
で
は
初
出
に
見
ら
れ
る
そ
の
モ
チ
ー
フ
を
確
認
し
た
い
。

 

  

３
．
１
．
１ 

村
松
梢
風
の
「
天
皇
」
観 

 
 ま

ず
着
目
す
べ
き
は
、「
私
」
が
「
高
平
山
」
に
登
っ
た
際
に
現
れ
る
「
村
松

梢
風
生
家
跡
」
を
見
物
す
る
一
幕
で
あ
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ
る
村
松
梢
風
は
、

廓
文
学
の
亜
流
と
い
う
自
認
の
も
と
に
吉
原
も
の
を
書
き
続
け
た
情
話
文
学
の

作
家
で
あ
り
、
大
正
十
二
年
に
上
海
へ
行
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
演
劇
の
世

界
と
も
交
流
が
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
（
一
〇
）
。
そ
の
梢
風
は
、『
甚
史
記
』
中
の
「
或

る
夜
の
感
想
」（
一
一
）

に
お
い
て
、「
天
皇
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
及
す
る
。 

  
 

有
史
以
来
の
大
敗
戦
を
遂
げ
て
、
完
全
な
亡
国
状
態
に
陥
れ
、
軍
人
以
外

に
も
多
数
の
補
弼
の
臣
が
戦
犯
の
罪
を
問
わ
れ
て
自
殺
し
た
り
絞
首
刑
に

処
せ
ら
れ
て
い
る
の
に
、
国
家
の
中
心
で
而
も
大
元
帥
が
晏
如
と
し
て
位

に
留
ま
る
と
い
う
こ
と
は
如
何
な
る
事
情
の
下
に
お
い
て
も
有
り
得
な
い

こ
と
で
あ
る
。
爰
に
至
っ
て
道
理
も
人
情
も
没
却
し
、
責
任
と
い
う
も
の

は
全
く
影
を
潜
め
て
、
人
間
は
い
か
な
る
場
合
に
も
責
任
を
取
る
必
要
の

な
い
こ
と
を
天
皇
が
身
を
も
っ
て
範
を
示
し
た
の
だ
。
（
九
七-

九
八
頁
） 

 

こ
れ
は
、
中
野
に
連
な
る
「
天
皇
制
」
批
判
の
見
解
で
あ
る
。
梢
風
は
、「
人
間

は
い
か
な
る
場
合
に
も
責
任
を
取
る
必
要
の
な
い
こ
と
を
天
皇
が
身
を
も
っ
て

範
を
示
し
た
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
明
ら
か
に
「
天
皇
」
を
「
人
間
」

と
見
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
藤
枝
は
「
田
紳
有
楽
」
に
同
郷
の
作
家
梢
風
と
妻

と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
引
き
、
病
床
に
伏
す
自
ら
の
妻
を
連
想
し
て
い
る
可
能
性

も
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
は
「
天
皇
」
が
登
場
し
な
い
「
田
紳
有
楽
」
の
時
点
で

既
に
「
天
皇
制
」
を
批
判
す
る
文
脈
が
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

  

３
．
１
．
２ 

道
鏡
と
「
天
皇
制
」
の
動
揺 

 

 
 

長
さ
三
セ
ン
チ
ち
か
く
、
短
か
い
後
肢
の
あ
い
だ
か
ら
ニ
ュ
ー
と
別
物
の

よ
う
に
伸
び
て
い
る
の
を
見
る
と
、
私
は
不
意
に
道
鏡
の
少
年
時
代
を
連

想
し
た
の
で
あ
っ
た
。（『
群
像
』
昭
和
四
十
九
・
一
、
五
五
頁
） 
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続
い
て
着
目
す
べ
き
は
こ
の
「
田
紳
有
楽
」
ラ
ス
ト
の
一
文
に
お
け
る
道
鏡
の

下
り
に
込
め
ら
れ
た
「
天
皇
」
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
家
の
庭
に
あ
る
池
に
棲
息

す
る
、
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
の
頃
の
尻
尾
を
残
し
た
食
用
蛙
を
見
た
「
私
」
の
連

想
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
江
戸
期
の
川
柳
「
道
鏡
は
す
わ
る
と
ひ
ざ
が
三
つ
で
き
」

を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
果
た
し
て
そ
れ
だ
け
を
示
す
た
め
に
描
写

さ
れ
た
の
か
。
道
鏡
に
ま
つ
わ
る
伝
説
は
様
々
に
流
布
し
て
お
り
、
引
用
箇
所

に
あ
る
「
少
年
時
代
」
を
確
認
で
き
る
よ
う
な
文
献
は
存
在
が
確
認
で
き
な
い
。

藤
枝
は
こ
の
よ
う
な
伝
説
か
ら
、
独
自
に
「
少
年
時
代
」
を
「
私
」
に
連
想
さ

せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

道
鏡
に
つ
い
て
『
続
日
本
紀
』
を
参
照
す
る
と
、
河
内
国
、
弓
削
連
の
出
身

で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
仏
教
の
浸
透
し
て
い
た
地
域
に
生
ま
れ
育
っ
た
こ
と

が
判
明
す
る
。
お
そ
ら
く
道
鏡
の
人
物
像
を
形
成
す
る
に
最
も
貢
献
し
て
い
る

記
述
は
、
道
鏡
が
天
皇
の
位
に
就
こ
う
と
し
た
と
い
わ
れ
る
事
件
に
つ
い
て
の

も
の
で
あ
ろ
う
。 

鷺
森
浩
幸
は
、『
続
日
本
紀
』
に
お
け
る
道
鏡
の
描
か
れ
方
を
詳
細
に
検
討
し

て
い
る
（
一
二
）
。
そ
れ
に
よ
る
と
、『
続
日
本
紀
』
に
お
け
る
道
鏡
事
件
の
解
釈
は

明
ら
か
に
道
鏡
の
陰
謀
に
帰
し
て
お
り
、
さ
ら
に
「
平
安
時
代
初
期
に
す
で
に

道
鏡
事
件
は
道
鏡
が
僧
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
皇
位
を
う
か
が
っ
た
事
件
で
あ

っ
た
と
す
る
、
強
固
な
認
識
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
断
言
し
て
よ
い
」
と
言
え

る
ほ
ど
強
く
後
世
の
道
鏡
像
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
。 

 

し
か
し
『
続
日
本
紀
』
は
道
鏡
の
即
位
を
阻
止
し
た
側
の
手
に
成
る
記
述
で

あ
り
、
そ
れ
が
真
実
を
映
す
と
は
限
ら
な
い
。「
道
鏡
悪
僧
説
」
は
戦
後
否
定
さ

れ
始
め
、
今
で
は
道
鏡
の
陰
謀
説
、
称
徳
天
皇
主
体
説
、
二
者
以
外
に
主
体
を

求
め
る
説
に
分
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
鷺
森
の
観
察
で
あ
り
、
真
相
が
未

だ
定
ま
っ
て
い
な
い
。 

 

こ
の
よ
う
な
道
鏡
の
存
在
を
な
ぜ
藤
枝
は
小
説
内
に
引
き
入
れ
た
の
か
と
問

う
と
き
、「
巨
根
説
」
だ
け
を
戯
れ
に
想
定
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
の
は
、

起
源
の
は
っ
き
り
し
な
い
言
説
を
否
定
し
て
ゆ
く
、
と
い
う
小
説
の
大
き
な
枠

組
み
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
血
統
と
し
て
の
「
天
皇
制
」
を
崩
壊
さ

せ
か
ね
な
か
っ
た
人
物
た
る
道
鏡
の
モ
チ
ー
フ
は
、
焼
き
物
の
丹
波
が
行
う
〈
父

殺
し
〉
を
導
く
と
と
も
に
、
既
存
言
説
の
正
統
性
を
疑
わ
し
め
る
機
能
を
果
た

し
て
い
る
。「
私
」
の
見
た
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
と
道
鏡
の
連
想
に
以
上
の
よ
う
な

機
能
が
企
図
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、『
田
紳
有
楽
』
に
通
底
す
る
「
天
皇
制
」
及

び
「
天
皇
」
の
モ
チ
ー
フ
は
、
初
出
「
田
紳
有
楽
」
に
始
ま
る
と
い
え
よ
う
。 

 

３
．
２ 

「
田
紳
有
楽
前
書
き
㈡
」
―
イ
カ
モ
ノ
「
天
皇
制
」 

  

「
志
賀
直
哉
・
天
皇
・
中
野
重
治
」
が
「
田
紳
有
楽
前
書
き
㈡
」
に
影
響
を

与
え
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
構
想
は
時
を
同
じ
く
す

る
こ
と
か
ら
、
関
連
が
あ
る
と
考
え
て
も
差
支
え
な
か
ろ
う
。「
田
紳
有
楽
前
書

き
㈡
」
で
は
、
焼
き
物
・
丹
波
が
自
身
の
存
在
意
義
を
確
か
め
る
た
め
、
師
匠

サ
イ
ケ
ン
ラ
マ
と
の
チ
ベ
ッ
ト
の
旅
を
振
り
返
る
。
明
ら
か
に
「
天
皇
」
の
モ

チ
ー
フ
が
挿
入
さ
れ
る
の
は
、
こ
こ
に
お
け
る
ス
パ
イ
・
山
村
三
量
の
発
言
で

あ
る
。
以
下
、
山
村
に
よ
る
「
天
皇
」
発
言
を
ま
と
め
る
。
な
お
、
い
ず
れ
も

傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 
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①
「
私
は
先
刻
自
分
の
身
も
と
を
支
那
甘
粛
省
生
ま
れ
の
ラ
マ
だ
と
申
し

上
げ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
真
赤
な
偽
り
で
、
実
は
天
皇
陛
下
の
命
を
受
け

青
海
チ
ベ
ッ
ト
の
地
形
政
情
を
さ
ぐ
る
目
的
を
も
っ
て
潜
入
し
た
日
本
国

密
偵
な
の
で
あ
り
ま
す
。
甘
粛
地
方
に
長
ら
く
止
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
事

実
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
ひ
と
え
に
ラ
マ
僧
の
身
分
を
と
ろ
う
が
た

め
で
、
私
は
昔
も
今
も
―
今
と
な
っ
て
は
ま
す
ま
す
仏
教
な
ど
信
ず
る
ど

こ
ろ
か
、
霊
魂
な
ど
と
申
す
も
の
は
も
と
も
と
あ
り
は
せ
ぬ
と
考
え
て
い

る
ヤ
ク
ザ
者
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
経
文
を
く
わ
し
く
読
み
ま
す
れ
ば
、

釈
尊
生
前
の
仰
せ
に
は
、
地
獄
極
楽
や
善
因
善
果
の
お
さ
と
し
な
ど
一
言

も
あ
り
は
い
た
し
ま
せ
ぬ
。
私
は
風
の
便
り
に
日
本
国
が
戦
争
に
負
け
天

皇
が
イ
カ
モ
ノ
の
正
体
を
現
し
た
と
き
い
て
、
そ
れ
を
こ
の
両
眼
で
確
か

め
る
た
め
に
こ
れ
か
ら
ど
う
と
も
し
て
故
国
に
帰
り
着
こ
う
と
決
心
し
て

チ
ベ
ッ
ト
を
出
て
ま
い
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
さ
て
よ
く
よ
く
考
え

て
み
れ
ば
、
帰
っ
た
と
こ
ろ
で
さ
し
当
た
り
ど
う
こ
う
し
よ
う
と
い
う
当

て
も
何
も
な
い
の
で
す
」
（『
群
像
』
昭
和
五
十
・
四
、
二
十
八
頁
） 

  
 

②
「
天
皇
だ
日
本
だ
チ
ベ
ッ
ト
だ
お
釈
迦
さ
ん
だ
と
、
本
当
を
云
え
ば
口

か
ら
出
ま
か
せ
。
国
へ
帰
っ
た
ら
あ
ん
た
方
み
た
い
な
男
の
う
わ
ま
え
を

は
ね
て
ひ
と
山
あ
て
て
や
ろ
う
と
、
こ
う
し
て
旅
を
急
い
で
い
る
と
い
う

の
が
私
の
本
心
さ
」
（
同
、
二
十
九
頁
） 

  
 

③
「
殷
の
国
の
天
皇
は
、
山
の
方
に
住
ん
で
い
た
羌
と
い
う
蛮
族
を
狩
り

の
獲
物
に
し
て
い
た
そ
う
だ
。
虎
や
鹿
と
い
っ
し
ょ
に
射
殺
し
て
食
用
に

も
す
る
が
多
い
と
き
は
三
百
く
ら
い
生
け
ど
り
に
し
て
き
て
犠
牲
用
に
殺

し
た
そ
う
だ
。
天
の
神
と
は
交
通
不
能
で
効
力
が
な
い
け
れ
ど
、
も
ひ
と

つ
下
の
地
の
神
様
や
先
祖
や
死
人
の
霊
に
は
効
き
め
が
あ
っ
た
ら
し
い
。

天
皇
陛
下
に
も
効
き
目
が
あ
っ
た
ら
し
い
」（
同
、
二
十
九
頁
） 

 

こ
の
う
ち
、
①
に
あ
る
「
天
皇
が
イ
カ
モ
ノ
の
正
体
を
現
し
た
」
の
言
は
、
中

野
重
治
が
『
ア
カ
ハ
タ
』
に
書
い
た
「
道
徳
と
天
皇
」（
昭
和
二
十
一
・
二
）
に

お
け
る
「
あ
ら
ゆ
る
ニ
セ
モ
ノ
も
天
皇
ほ
ど
の
ズ
ウ
ズ
ウ
し
さ
を
み
せ
た
も
の

は
一
人
も
な
い
。
天
皇
は
ニ
セ
が
ね
つ
く
り
の
王
で
あ
る
」
に
似
通
う
も
の
が

あ
る
。
藤
枝
が
書
簡
を
読
み
、
中
野
の
『
ア
カ
ハ
タ
』
の
文
章
を
集
め
た
の
は

昭
和
四
十
九
年
十
二
月
以
降
で
あ
る
た
め
、「
田
紳
有
楽
前
書
き
㈡
」
執
筆
時
に

中
野
の
文
章
を
引
き
受
け
て
い
る
と
考
え
て
も
お
か
し
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

先
に
見
た
と
お
り
、
藤
枝
は
中
野
の
批
判
の
中
心
が
「
天
皇
制
」
に
あ
る
と
考

え
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
の
山
村
の
「
天
皇
」
批
判
も
一
旦
「
天
皇

制
」
批
判
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。 

③
の
「
効
き
目
」
が
何
を
指
す
の
か
判
然
と
し
な
い
が
、「
天
皇
」
と
「
神
」

が
全
く
の
別
物
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
れ
ら
山
村
の
発
言

を
ま
と
め
る
と
、「
天
皇
」
が
「
神
」
の
流
れ
を
引
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
ニ
セ

の
言
説
を
信
じ
さ
せ
て
き
た
「
天
皇
制
」
は
敗
戦
に
よ
っ
て
崩
壊
し
、
そ
の
「
イ

カ
モ
ノ
」
の
正
体
を
現
し
た
、
全
て
「
口
か
ら
出
ま
か
せ
」
で
あ
っ
た
、
と
な

る
。
こ
こ
で
の
「
天
皇
」
及
び
「
天
皇
制
」
批
判
は
、
先
の
志
賀
・
中
野
両
氏

の
「
天
皇
制
」
見
解
と
お
お
よ
そ
一
致
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
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し
か
し
、
従
来
の
私
小
説
的
な
読
解
で
為
さ
れ
た
よ
う
に
、
山
村
を
藤
枝
の

分
身
の
一
形
態
と
捉
え
た
と
き
、
こ
こ
で
の
発
言
は
「
志
賀
直
哉
・
天
皇
・
中

野
重
治
」
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
親
近
感
を
も
っ
た
「
天
皇
」
観
と
は
一
致
し
な

い
。
こ
の
差
異
が
生
ま
れ
た
理
由
を
検
討
す
る
た
め
に
注
目
す
べ
き
は
「
天
皇
」

で
は
な
く
、
と
も
に
否
定
さ
れ
て
い
る
「
仏
教
」
や
「
お
釈
迦
さ
ん
」
で
あ
る
。

「
経
文
を
く
わ
し
く
読
み
ま
す
れ
ば
、
釈
尊
生
前
の
仰
せ
に
は
、
地
獄
極
楽
や

善
因
善
果
の
お
さ
と
し
な
ど
一
言
も
あ
り
は
い
た
し
ま
せ
ぬ
」
の
言
は
、
そ
の

ま
ま
「
田
紳
有
楽
終
節
」
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。 

 

３
．
３ 

「
天
皇
」
へ
の
怒
り 

 

 

さ
ら
に
、
こ
の
「
田
紳
有
楽
前
書
き
㈡
」
と
「
田
紳
有
楽
終
節
」
発
表
の
間

に
、
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
「
文
芸
時
評
」
で
の
言
及
が
あ
る
。
昭
和
五
十

年
十
一
月
、
東
京
新
聞
の
夕
刊
で
掲
載
さ
れ
た
「
文
芸
時
評
」
で
、
藤
枝
は
以

下
の
よ
う
な
「
怒
り
」
を
表
明
し
た
。
そ
の
全
貌
を
示
す
（
一
三
）
。 

  
 

こ
れ
は
文
芸
時
評
で
は
な
い
が
無
関
係
で
は
な
い
―
―
天
皇
の
生
ま
れ
て

は
じ
め
て
の
記
者
会
見
と
い
う
テ
レ
ビ
番
組
を
見
て
実
に
形
容
し
よ
う
も

な
い
天
皇
個
人
へ
の
怒
り
を
感
じ
た
。
哀
れ
、
ミ
ジ
メ
と
い
う
平
生
の
感

情
よ
り
先
に
来
た
。
い
か
に
「
作
ら
れ
た
か
ら
」
と
言
っ
て
、
あ
れ
で
人

間
で
あ
る
と
は
言
え
ぬ
。
天
皇
制
の
「
被
害
者
」
と
だ
け
言
っ
て
す
ま
さ

れ
て
は
た
ま
ら
な
い
と
思
っ
た
。
動
物
園
の
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
た
駝
鳥
を

見
て
「
も
は
や
こ
れ
は
駝
鳥
で
は
な
い
」
と
絶
叫
し
た
高
村
光
太
郎
が
生

き
て
い
て
見
た
ら
何
と
思
っ
た
ろ
う
と
想
像
し
て
傷
ま
し
く
感
じ
た
。
三

十
代
の
人
は
何
と
も
思
わ
な
か
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
私
は
正
月
が
く
る
と

六
十
八
歳
に
な
る
。
誰
か
、
あ
の
状
態
を
悲
劇
に
も
喜
劇
に
も
せ
ず
糞
リ

ア
リ
ズ
ム
で
表
現
し
て
く
れ
る
人
は
な
い
か
。
冥
土
の
土
産
に
読
ん
で
行

き
た
い
。
（
三
七
八
頁
） 

 

佐
多
稲
子
「
時
に
佇
つ
」
評
に
先
立
っ
て
書
か
れ
た
こ
の
「
天
皇
」
観
は
、「
志

賀
直
哉
・
天
皇
・
中
野
重
治
」
よ
り
明
ら
か
に
一
歩
進
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ

よ
う
。
こ
の
「
怒
り
」
に
つ
い
て
、
伊
藤
成
彦
は
昭
和
五
十
一
年
二
、
三
月
号

『
春
秋
』
に
て
、
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。 

 

三
島
由
紀
夫
は
天
皇
に
対
し
て
、
な
ぜ
人
間
に
な
っ
た
か
と
恨
み
、
藤
枝

静
男
は
、
お
前
は
そ
れ
で
も
人
間
か
、
と
怒
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
天
皇

と
し
て
は
立
つ
瀬
が
な
さ
そ
う
だ
が
、
そ
こ
に
「
人
間
天
皇
」
と
い
う
も

の
の
本
質
的
な
背
理
が
両
側
面
か
ら
み
ご
と
に
照
ら
し
だ
さ
れ
て
い
る
。

（
…
）
藤
枝
静
男
は
、
い
か
に
〝
現
人
神
〟
を
演
じ
さ
せ
ら
れ
て
き
た
と

は
い
え
、
天
皇
も
人
間
な
ら
ば
ど
こ
か
に
人
間
の
尊
厳
の
意
識
を
残
し
て

い
よ
う
と
想
像
し
て
い
た
も
の
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
事
実
は
そ
の

カ
ケ
ラ
ほ
ど
も
残
さ
ぬ
ま
で
に
畸
形
化
は
徹
底
し
て
い
た
。
そ
れ
が
天
皇

制
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。（「「
五
勺
の
酒
」
と
〝
ボ
ロ
ボ
ロ
の
駝
鳥
〟
」

よ
り
） 

 

こ
れ
に
続
い
て
伊
藤
は
、「
天
皇
」
＝
「
人
間
」
と
い
う
考
え
方
も
、「
天
皇
」
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＝
「
神
」
と
同
じ
く
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
、
だ
か
ら
こ
そ
藤
枝

の
こ
の
「
怒
り
」
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
暴
く
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
し
た
。
藤

枝
は
こ
の
時
、「
天
皇
」
が
「
天
皇
制
」
の
存
在
す
る
限
り
「
人
間
」
と
し
て
の

尊
厳
を
得
ら
れ
ぬ
ま
ま
ボ
ロ
ボ
ロ
の
駝
鳥
に
な
っ
て
し
ま
う
真
実
を
眼
差
し
た

の
で
あ
り
、
そ
れ
が
先
に
見
た
山
村
の
言
の
よ
う
な
「
天
皇
」
を
も
含
ん
だ
「
天

皇
制
」
の
否
定
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
「
天
皇
制
」
が
「
イ
カ
モ
ノ
」

の
正
体
を
現
し
た
戦
後
か
ら
三
十
年
、「
天
皇
」
が
「
人
間
」
の
尊
厳
を
放
棄
し

て
い
る
姿
を
見
て
、
藤
枝
は
そ
こ
に
「
イ
カ
モ
ノ
」
の
正
体
を
感
じ
と
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
が
「
田
紳
有
楽
終
節
」
及
び
、『
田
紳
有
楽
』
へ
の
加
筆
に
顕
わ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。 

 

３
．
４ 

「
田
紳
有
楽
終
節
」
―
「
真
贋
」
の
捨
象 

  

焼
き
物
た
ち
の
主
人
、
そ
し
て
初
出
「
田
紳
有
楽
」
の
「
私
」
が
、
釈
迦
の

命
を
受
け
て
五
十
六
億
七
千
万
年
後
に
説
法
す
る
た
め
の
準
備
を
し
て
い
る
弥

勒
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
と
判
明
す
る
の
が
、「
田
紳
有
楽
終
節
」
で
あ
る
。
藤
枝

は
、
家
で
は
仏
教
を
信
仰
し
て
い
た
と
い
う
も
の
の
、「
田
舎
の
仏
教
」
、「
仏
教

と
し
て
ち
ゃ
ん
と
整
と
ん
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
、
ヒ
ン
ズ
ー

教
に
通
じ
る
よ
う
な
も
の
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
」
と
述
べ
る
。
そ
の

た
め
、
こ
こ
で
描
か
れ
る
「
仏
教
」
の
正
し
さ
は
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
あ
く

ま
で
の
藤
枝
の
「
仏
教
」
認
識
の
在
り
方
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。 

 

ま
ず
、
先
に
引
用
し
た
①
の
「
経
文
を
く
わ
し
く
読
み
ま
す
れ
ば
、
釈
尊
生

前
の
仰
せ
に
は
、
地
獄
極
楽
や
善
因
善
果
の
お
さ
と
し
な
ど
一
言
も
あ
り
は
い

た
し
ま
せ
ぬ
」
で
あ
る
が
、
弥
勒
が
地
蔵
と
出
会
い
、
釈
迦
の
思
い
出
話
を
す

る
場
面
に
そ
れ
を
裏
付
け
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
て
い
る
。 

  
 

（
地
蔵
）
師
匠
は
人
が
死
ん
だ
後
ど
う
な
る
か
な
ん
て
一
度
も
云
っ
た
こ

と
が
な
か
っ
た
。
生
ま
れ
か
わ
る
な
ん
て
云
っ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
し
ね
。

そ
こ
へ
行
く
と
私
な
ん
か
こ
っ
ち
へ
来
て
以
来
極
楽
と
か
地
獄
と
か
六
道

の
辻
と
か
、
賽
の
河
原
な
ん
て
云
わ
れ
て
弱
り
果
て
て
ま
す
よ
。
ま
あ
嘘

も
方
便
、
イ
ン
チ
キ
も
あ
ん
た
の
来
る
ま
で
の
つ
な
ぎ
だ
と
観
念
し
て
は

い
ま
す
け
ど
ね 

 
 

（
弥
勒
）
個
の
実
在
は
な
い
、
何
も
な
い
。
土
に
な
り
風
に
な
り
水
に
な

る
が
自
分
は
な
い
。
生
せ
ず
滅
せ
ず
増
さ
ず
減
ぜ
ず
な
ん
て
ね
。
思
い
切

っ
た
こ
と
を
云
っ
て
た
な
。
き
つ
い
人
だ
っ
た
。（『
群
像
』
昭
和
五
十
一
・

二
、
五
十
四
頁
） 

 

そ
し
て
、
釈
迦
の
教
え
を
離
れ
て
「
イ
ン
チ
キ
」
が
ま
か
り
通
っ
て
い
る
「
仏

教
」
の
現
状
に
対
し
て
、
弥
勒
は
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。 

  
 

何
時
で
あ
っ
た
か
、
婆
羅
門
の
提
舎
と
名
乗
る
男
が
梵
天
の
孫
だ
と
か
云

っ
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
山
の
う
え
に
現
れ
て
大
王
に
問
答
を
い
ど
ん
だ
こ
と
が

あ
っ
た
。
身
の
丈
二
丈
ば
か
り
、
突
き
出
し
た
太
い
腹
に
二
重
の
真
赤
な

銅
板
を
巻
き
、
頭
の
上
に
は
一
塊
の
火
を
乗
せ
て
い
た
。「
拙
僧
は
十
八
種

の
大
経
は
も
と
よ
り
数
知
れ
ぬ
経
典
書
物
を
学
ん
だ
の
で
こ
の
腹
が
は
ち

切
れ
そ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
破
裂
を
防
ぐ
た
め
に
銅
版
を
巻
い
て
い
る
の
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で
あ
る
。
頭
の
上
の
火
は
こ
の
世
が
愚
で
真
暗
な
法
に
満
ち
て
い
る
か
ら

道
を
照
ら
す
た
め
の
灯
で
あ
る
」
と
云
っ
た
。
そ
こ
で
大
王
が
「
行
者
よ
、

汝
の
腹
中
を
見
よ
」
と
手
を
あ
げ
て
招
く
と
長
さ
四
丈
余
り
の
雌
雄
黒
白

の
大
牛
が
現
れ
て
左
右
か
ら
行
者
の
腹
を
貫
通
し
、
彼
は
黒
液
を
庭
に
ほ

と
ば
し
ら
せ
て
ど
う
と
倒
れ
た
。
そ
し
て
後
に
残
さ
れ
た
も
の
は
雨
に
打

た
れ
た
ひ
と
つ
く
ね
の
黒
い
ビ
ニ
ー
ル
合
羽
の
よ
う
な
彼
の
遺
骸
の
み
で

あ
っ
た
。
十
万
世
界
は
す
べ
て
斯
く
の
如
く
行
者
の
腹
か
ら
流
れ
出
た
暗

愚
の
黒
汁
に
覆
わ
れ
つ
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
同
、
五
十
一
頁
） 

 

行
者
の
腹
中
に
あ
っ
た
の
が
「
経
典
書
物
」
の
内
容
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
腹

か
ら
流
れ
出
た
「
暗
愚
の
黒
汁
」
は
「
経
典
書
物
」
の
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
か

ら
も
、
世
の
中
に
ま
か
り
通
っ
て
い
る
「
仏
教
」
の
言
説
が
す
べ
て
愚
か
な
「
イ

ン
チ
キ
」
で
あ
る
と
考
え
る
弥
勒
が
浮
び
上
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
地
蔵
と

の
会
話
を
見
る
と
、
そ
れ
は
釈
迦
が
言
及
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
と
い
う
一

点
に
帰
す
考
え
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
肉
体
的
に
接
近
し
て
い
た
釈
迦
個
人

を
懐
か
し
む
心
が
あ
る
。
こ
の
弥
勒
の
見
解
を
、
個
人
の
意
志
を
無
視
し
て
都

合
の
良
い
よ
う
に
作
り
変
え
ら
れ
た
言
説
へ
の
批
判
と
と
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に

お
い
て
先
の
「
天
皇
制
」
批
判
に
接
続
す
る
藤
枝
の
見
解
が
顕
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。「
釈
迦
」
と
「
仏
教
」
及
び
「
天
皇
」
と
「
天
皇
制
」

は
切
り
離
さ
れ
て
お
り
、
「
釈
迦
」
と
「
天
皇
」
は
尊
重
し
、「
仏
教
」
と
「
天

皇
制
」
は
「
イ
カ
モ
ノ
」
と
す
る
、
こ
の
よ
う
な
見
解
を
看
取
で
き
よ
う
。
志

賀
の
い
う
と
お
り
、「
天
子
様
の
御
意
志
を
無
視
し
、
少
数
の
馬
鹿
者
が
こ
ん
な

戦
争
を
起
す
事
の
出
来
る
天
皇
制
、
―
―
し
か
も
最
大
限
に
悪
用
し
得
る
脆
弱

性
を
持
つ
た
天
皇
制
」
へ
の
批
判
で
あ
る
。 

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
藤
枝
の
「
天
皇
制
」
に
対
す
る
考
え
が
以
上
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
釈
迦
は
「
個
の
実
在
は
な

い
」
と
も
言
っ
て
い
る
た
め
、
釈
迦
と
い
う
個
人
の
実
在
に
権
威
性
を
付
与
し

教
え
を
一
義
に
決
定
す
る
こ
と
は
、
釈
迦
を
懐
か
し
む
弥
勒
の
恣
意
的
な
行
為

で
あ
る
と
も
読
め
る
。
し
か
も
弥
勒
は
、
自
身
と
地
蔵
の
影
に
「
大
王
の
庭
で

婆
羅
門
提
舎
の
吐
い
た
黒
汁
」
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
釈
迦
の
教

え
を
直
接
聞
い
て
い
る
は
ず
の
自
身
や
地
蔵
に
も
「
イ
ン
チ
キ
」
さ
が
宿
っ
て

い
る
こ
と
の
自
覚
で
は
な
い
か
。
こ
の
自
覚
を
否
定
で
き
な
い
か
ら
、
所
々
に

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
表
出
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
「
イ
ン
チ
キ
」
さ
の
自
覚

は
、
釈
迦
に
ま
で
付
与
さ
れ
る
。
焼
き
物
・
柿
の
蔕
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
「
今

日
か
ら
五
十
億
年
の
後
に
は
太
陽
が
ど
ん
ど
ん
膨
れ
あ
が
っ
て
地
球
も
月
も
な

か
へ
く
る
め
こ
ま
れ
」
る
と
い
う
科
学
説
が
、
釈
迦
の
「
五
十
六
億
七
千
万
年

後
」
の
命
令
を
軽
々
と
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
弥
勒
が
既
に
自
覚
し
て

い
た
と
お
り
釈
迦
が
直
接
表
明
し
た
言
説
す
ら
も
「
イ
ン
チ
キ
」
で
あ
っ
た
、

と
い
う
事
実
が
示
さ
れ
、
弥
勒
が
抱
い
て
い
た
「
釈
迦
」
の
権
威
性
は
、
そ
の

恣
意
的
な
言
説
の
自
覚
と
と
も
に
崩
壊
す
る
の
で
あ
る
。 

こ
こ
か
ら
、
藤
枝
の
「
天
皇
」
観
と
は
、「
天
皇
制
」
を
「
イ
カ
モ
ノ
」
と
す

る
だ
け
で
な
く
、「
天
皇
」
の
権
威
性
を
も
は
っ
き
り
と
「
イ
カ
モ
ノ
」
と
す
る

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
先
の
「
怒
り
」
を
踏
ま

え
て
も
、
こ
の
時
期
に
は
「
天
皇
」
す
ら
「
イ
カ
モ
ノ
」
と
見
え
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
志
賀
の
持
っ
て
い
た
「
保
護
者
に
近
い
眼
」
は
、「
天

皇
」
を
特
別
視
し
擁
護
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。 
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で
は
、
弥
勒
が
疑
い
つ
つ
も
信
じ
て
い
た
釈
迦
の
「
イ
カ
モ
ノ
」
性
が
暴
か

れ
る
こ
と
が
、
こ
の
小
説
の
終
着
点
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
、
次

の
妙
見
の
存
在
が
救
い
の
可
能
性
を
も
た
ら
す
終
着
点
と
な
り
得
る
。 

  
 

弥
勒
さ
ん
よ
。
人
間
、
虫
ケ
ラ
、
魚
、
け
だ
も
の
、
草
木
、
土
に
水
に
空

気
、
み
ん
な
流
れ
る
だ
け
で
互
い
に
何
の
関
係
も
な
い
ぞ
よ
。
斯
く
の
如

き
す
べ
て
の
流
れ
を
識
る
の
が
お
前
さ
ま
の
勤
め
じ
ゃ
が
や
。
十
万
億
土

と
は
黒
い
洞
穴
ま
で
の
道
の
り
、
真
黒
々
の
暗
闇
が
即
ち
浄
土
。
こ
れ
が

お
前
さ
ま
へ
の
わ
し
の
引
導
じ
ゃ
ア
（
同
、
六
十
三
頁
） 

 

す
べ
て
の
「
関
係
」
を
否
定
し
、
た
だ
存
在
の
「
流
れ
」
を
認
識
す
る
こ
と
が
、

弥
勒
の
役
目
で
あ
る
と
す
る
こ
の
言
葉
は
、
釈
迦
と
「
仏
教
」
を
「
関
係
」
さ

せ
真
贋
を
決
定
づ
け
る
こ
と
を
も
捨
象
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
弥

勒
が
釈
迦
と
の
「
関
係
」
を
も
と
に
特
別
な
存
在
と
し
て
の
「
釈
迦
」
を
作
り

上
げ
て
い
た
こ
と
を
も
照
射
す
る
。
真
贋
の
「
関
係
」
も
捨
象
さ
れ
、「
関
係
」

に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
き
た
伝
統
も
捨
象
さ
れ
、
目
の
前
に
存
在
す
る
も
の
が

た
だ
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ら
が
時
空
に
流
れ
て
い
く
こ
と
だ
け
が
見
つ

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
個
が
個
と
し
て
の
存
在
を
許
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
す
べ
て
の
「
イ
カ
モ
ノ
」
性
が
暴
か
れ
た
と
し
て
も
、「
関
係
」
が
不

在
の
地
点
に
お
い
て
は
真
贋
の
区
別
も
不
在
と
な
る
。「
釈
迦
」
の
権
威
も
「
仏

教
」
の
伝
統
も
「
イ
カ
モ
ノ
」
で
あ
り
欺
瞞
で
あ
っ
た
、
と
い
う
自
覚
が
こ
の

小
説
の
終
着
点
で
あ
る
な
ら
ば
、
救
い
は
な
い
。
し
か
し
、
藤
枝
は
そ
の
「
イ

カ
モ
ノ
」
性
を
も
否
定
し
、
個
別
の
存
在
を
「
関
係
」
か
ら
解
き
放
た
れ
た
個

と
し
て
尊
重
す
る
地
平
を
用
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
地
平
が
、
ラ
ス
ト

の
上
下
関
係
か
ら
解
き
放
た
れ
た
「
存
在
」
た
ち
の
お
祭
り
騒
ぎ
で
あ
る
。
こ

こ
で
の
「
存
在
」
は
、
真
贋
な
ど
意
識
さ
れ
ず
に
た
だ
「
流
れ
」
る
こ
と
が
可

能
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。 

 

「
釈
迦
」
も
「
天
皇
」
も
、
そ
の
「
関
係
」
か
ら
見
出
さ
れ
る
権
威
性
を
捨

象
さ
れ
た
状
態
で
、
個
別
の
存
在
を
尊
重
さ
れ
得
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
考

え
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
志
賀
の
特
権
意
識
か
ら
来
る
「
天
皇
」
へ

の
憐
愍
よ
り
も
む
し
ろ
、
中
野
の
提
示
す
る
「
天
皇
制
に
よ
っ
て
食
い
破
ら
れ

て
人
間
た
る
こ
と
を
否
ま
れ
続
け
今
も
な
お
否
ま
れ
つ
づ
け
て
い
る
憐
れ
な
ロ

ボ
ッ
ト
」
の
方
に
傾
斜
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
志
賀
に
依
拠
す
る
「
天
皇
」
観

を
自
省
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
自
身
の
「
天
皇
」
観
の
「
イ
カ
モ
ノ
」
性

を
暴
い
て
み
せ
た
、
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。 

  

３
．
５ 

『
田
紳
有
楽
』
に
お
け
る
〈
父
殺
し
〉
の
顛
末 

  

「
田
紳
有
楽
終
節
」
で
は
、
丹
波
に
よ
る
師
匠
・
サ
イ
ケ
ン
ラ
マ
殺
し
が
行

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
〈
父
殺
し
〉
は
、『
田
紳
有
楽
』
刊
行
の
際
に
「
終
節
」
以

前
の
短
篇
に
も
加
筆
さ
れ
た
主
題
で
あ
る
。
そ
の
様
相
を
検
討
し
、『
田
紳
有
楽
』

で
の
〈
父
殺
し
〉
が
〈
大
逆
〉
と
い
う
「
天
皇
」
の
文
脈
に
接
続
し
得
る
も
の

で
あ
る
の
か
問
う
て
み
た
い
。 

初
出
「
田
紳
有
楽
」
か
ら
「
田
紳
有
楽
終
節
」
ま
で
が
『
田
紳
有
楽
』
と
し

て
刊
行
さ
れ
る
と
き
、
大
き
く
内
容
の
変
更
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
重
要
な

加
筆
が
為
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
細
か
な
修
正
箇
所
を
除
き
、
大
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き
く
加
筆
さ
れ
た
箇
所
の
う
ち
次
の
二
か
所
に
注
目
し
た
い
（
一
四
）
。 

 

 
 

勿
論
本
音
は
そ
の
奥
に
あ
る
。
私
だ
っ
て
変
身
に
よ
っ
て
弥
勒
下
向
ま
で

生
き
の
び
て
成
仏
永
世
し
た
い
の
だ
。
出
羽
の
三
山
に
は
ミ
イ
ラ
に
な
っ

て
待
っ
て
る
連
中
が
埋
っ
て
い
る
そ
う
だ
が
、
そ
ん
な
野
暮
は
御
免
だ
し
、

さ
り
と
て
こ
の
ま
ま
汚
い
泥
の
な
か
に
浸
っ
て
五
十
億
年
も
我
慢
し
て
い

ら
れ
る
も
の
か
。
う
ま
く
行
っ
た
ら
偽
阿
闍
梨
黙
次
に
と
っ
て
か
わ
っ
て

三
代
目
と
な
り
、
手
近
い
魚
を
た
ら
ふ
く
食
い
な
が
ら
弥
勒
さ
ん
を
待
つ

く
ら
い
の
腹
づ
も
り
は
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
二
六
三
頁
） 

  
 

地
中
の
す
べ
て
は
深
い
眠
り
の
な
か
に
あ
っ
た
。
私
は
暗
い
水
の
な
か
に

か
す
か
に
き
ら
め
く
微
塵
子
の
層
を
通
し
て
夜
の
闇
を
見
上
げ
た
。
す
る

と
闇
の
奥
の
更
に
高
い
空
中
か
ら
「
不
生
不
滅
、
不
滅
不
増
、
万
物
空
無
」

と
い
う
轟
く
よ
う
な
威
嚇
の
声
が
私
を
打
ち
ひ
し
ぐ
よ
う
に
響
い
て
き
た
。

そ
し
て
次
の
瞬
間
、
何
と
い
う
不
思
議
、
私
の
身
体
は
急
に
軽
く
な
り
、

ふ
わ
ふ
わ
と
上
昇
を
は
じ
め
た
と
思
う
と
そ
の
ま
ま
水
面
を
切
っ
て
池
の

は
た
に
ピ
チ
ャ
リ
と
投
げ
だ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
熟
柿
さ
な
が

ら
に
軟
化
し
て
潰
れ
た
私
の
遺
体
か
ら
黄
色
っ
ぽ
い
手
脚
が
ゆ
っ
く
り
と

伸
び
ひ
ろ
が
り
、
頭
ら
し
い
も
の
が
生
え
、
私
は
人
間
に
変
じ
て
立
ち
あ

が
る
と
上
か
ら
池
を
見
下
ろ
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。「
滓
見
だ
、
滓
見
だ
」

と
私
は
叫
ん
だ
。
す
る
と
そ
れ
に
答
え
る
よ
う
に
偽
阿
闍
梨
の
お
ご
そ
か

な
声
が
地
底
を
伝
わ
り
池
の
水
を
潜
っ
て
響
い
て
き
た
。「
蝦
蟇
を
持
っ
て

こ
い
、
皮
剥
き
を
持
っ
て
こ
い
」
（
二
六
六
頁
） 

 

「
田
紳
有
楽
前
書
き
㈠
」
で
発
表
さ
れ
た
、
視
点
人
物
（
焼
き
物
）
の
一
人
柿

の
蔕
視
点
の
場
面
に
加
筆
が
行
わ
れ
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
偽
阿
闍
梨
に
ま
つ

わ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
偽
阿
闍
梨
は
、
阿
闍
梨
ヶ
池
に
棲
息
す
る
蛇
で
、
周

辺
の
部
落
民
か
ら
は
水
神
と
し
て
拝
さ
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
偽
物
で
あ
る

訳
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。 

  
 

弥
勒
は
釈
尊
滅
死
五
十
六
億
七
千
万
年
の
ち
に
兜
率
天
か
ら
下
り
て
き
て
、

釈
尊
救
い
も
れ
の
衆
生
の
た
め
に
説
法
を
す
る
。
こ
れ
は
誰
で
も
知
っ
て

い
る
。
そ
こ
で
鎌
倉
時
代
の
修
験
道
の
院
敷
尊
者
と
い
う
高
徳
の
阿
闍
梨

が
、
こ
の
あ
り
が
た
い
説
法
を
聞
き
た
さ
に
身
を
こ
の
池
に
投
じ
て
大
蛇

と
な
っ
て
永
世
を
策
し
た
。
―
―
と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら
七
百
年
を
経
た
日

本
敗
戦
の
一
年
ば
か
り
ま
え
の
秋
の
こ
と
、
食
料
め
あ
て
の
疎
開
先
き
で

野
菜
泥
棒
を
や
っ
て
追
い
出
さ
れ
た
挙
句
乞
食
と
な
っ
て
こ
こ
ま
で
迷
い

こ
ん
で
き
た
黙
次
と
い
う
男
が
、
人
間
の
姿
に
帰
っ
て
う
っ
か
り
池
の
端

を
散
歩
し
て
い
た
院
敷
を
撲
殺
し
て
大
蛇
に
な
り
か
わ
り
、
そ
の
権
利
を

奪
っ
て
住
み
つ
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
水
利
水
害
の
支
配

者
で
も
な
い
院
敷
尊
者
自
体
が
偽
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。（
二
六
二
頁
） 

 

こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
柿
の
蔕
が
こ
の
偽
阿
闍
梨
に
「
と
っ
て
か

わ
る
」
策
略
が
、『
田
紳
有
楽
』
に
て
加
筆
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
「
終
節
」
で

丹
波
が
〈
父
殺
し
〉
を
行
う
ま
で
、「
前
書
き
㈠
」
に
は
そ
の
テ
ー
マ
が
引
き
込

ま
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
加
筆
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
柿
の
蔕
と
偽
阿
闍
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梨
の
因
縁
を
、「
終
節
」
丹
波
と
サ
イ
ケ
ン
ラ
マ
の
因
縁
と
接
続
し
て
ま
と
め
る

と
、
実
は
柿
の
蔕
が
狙
っ
て
い
た
偽
阿
闍
梨
は
、
す
で
に
サ
イ
ケ
ン
ラ
マ
が
黙

次
を
殺
し
て
「
三
代
目
阿
闍
梨
」
に
な
り
か
わ
っ
た
姿
で
あ
り
、
そ
れ
を
見
抜

い
て
い
た
丹
波
が
、
柿
の
蔕
に
師
が
殺
さ
れ
て
し
ま
う
よ
り
は
自
分
が
殺
し
「
大

恩
に
酬
い
」
た
い
と
の
こ
と
で
〈
父
殺
し
〉
を
敢
行
し
た
、
と
い
う
筋
に
な
る
。

丹
波
が
サ
イ
ケ
ン
ラ
マ
と
再
会
し
た
場
面
に
は
師
弟
の
絆
が
顕
わ
れ
て
い
る
が
、

殺
し
の
場
面
は
慈
悲
な
ど
存
在
し
な
い
グ
ロ
テ
ス
ク
な
描
写
と
な
っ
て
い
る
う

え
、「
こ
う
し
て
私
は
か
ね
て
の
望
み
を
果
た
し
、
四
代
目
阿
闍
梨
の
位
に
の
ぼ

っ
た
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
る
丹
波
の
本
意
と
は
、
師
を
柿
の
蔕
か
ら
救
う
こ

と
で
は
な
く
、
師
か
ら
「
阿
闍
梨
」
の
位
を
奪
う
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
師
を

「
イ
ン
チ
キ
大
蛇
」
と
呼
び
嘲
る
丹
波
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
サ
イ
ケ
ン
ラ
マ

以
降
の
主
人
で
あ
る
ス
パ
イ
・
山
村
三
量
が
「
天
皇
」
を
「
イ
カ
モ
ノ
」
と
嘲

る
こ
と
と
対
応
す
る
描
写
で
あ
り
、
全
く
の
同
質
と
は
言
い
切
れ
な
い
も
の
の
、

「
阿
闍
梨
」
と
「
天
皇
」
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
看
取
で
き
よ
う
。 

 

で
は
、
こ
の
〈
父
殺
し
〉
で
達
成
さ
れ
た
も
の
と
は
何
か
。
ま
ず
指
摘
で
き

る
の
は
、
系
統
の
否
定
で
あ
ろ
う
。
元
々
「
阿
闍
梨
」
と
は
水
神
な
ど
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、「
阿
闍
梨
」
と
何
の
関
係
も
な
い
者
が
〈
王
殺

し
〉
に
よ
っ
て
そ
の
「
阿
闍
梨
」
の
位
を
身
体
ご
と
奪
う
代
替
わ
り
の
シ
ス
テ

ム
は
、
「
万
世
一
系
の
ご
と
き
不
死
の
身
体
を
も
っ
た
王
」
（
絓
秀
美
）（
一
五
）

の

「
万
世
一
系
」
否
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
「
大
逆
」
を
達
成
で
き
な
か

っ
た
と
さ
れ
る
「
道
鏡
」
が
こ
こ
に
接
続
す
る
。
「
万
世
一
系
」
の
「
天
皇
制
」

を
「
イ
カ
モ
ノ
」
で
な
い
と
す
る
証
拠
は
存
在
す
る
の
か
。「
道
鏡
」
の
既
存
言

説
で
す
ら
真
実
と
言
い
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。
水
神
だ
と
信
仰
さ
れ
続
け
る
「
阿

闍
梨
」
が
水
面
下
で
少
な
く
と
も
三
度
の
「
大
逆
」
に
遭
い
、
そ
の
度
に
主
が

入
れ
替
わ
っ
て
い
る
事
実
が
、「
天
皇
制
」
に
な
い
と
ど
う
し
て
言
い
切
れ
る
の

か
。
こ
こ
に
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
藤
枝
の
「
天
皇
制
」
へ
の
懐
疑
の

一
端
が
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、「
周
辺
の
部
落
民
」
は
我
々

「
国
民
」
で
あ
り
、「
水
神
」
＝
「
阿
闍
梨
」
は
「
天
皇
」
な
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
現
実
の
時
系
列
に
お
い
て
藤
枝
が
「
天
皇
」

個
人
へ
の
「
怒
り
」
を
露
わ
に
し
た
の
ち
の
〈
父
殺
し
〉
で
あ
る
こ
と
を
考
慮

す
る
と
、
藤
枝
に
よ
る
想
像
的
「
大
逆
」
が
敢
行
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
見
て
き
た
と
お
り
藤
枝
に
は
、
初
出
「
田
紳
有
楽
」
執
筆

時
か
ら
「
天
皇
」
を
打
ち
倒
す
意
図
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、

「
天
皇
」
を
我
々
「
人
間
」
と
同
じ
存
在
と
み
な
し
、
尊
重
し
、
志
賀
と
共
有

す
る
「
保
護
者
に
近
い
眼
」
で
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、「
天
皇
」
本
人

に
よ
っ
て
裏
切
ら
れ
た
と
感
じ
た
と
き
、〈
父
殺
し
〉
へ
到
達
し
た
。 

サ
イ
ケ
ン
ラ
マ
は
、
丹
波
の
〈
父
〉
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
丹
波
が
サ
イ
ケ

ン
ハ
ク
と
い
う
名
を
贈
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
看
取
で
き
る
関
係
性
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
丹
波
が
殺
す
べ
き
サ
イ
ケ
ン
ラ
マ
は
蛇
体
な
の
で
あ
り
、
絓
秀
美
が
言

う
と
こ
ろ
の
「
男
根

フ
ァ
ル
ス

的
父
権
」
を
象
徴
す
る
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
丹
波
は
、

そ
の
よ
う
な
〈
父
〉
を
殺
す
こ
と
で
「
自
ら
が
新
た
に
実
体
的
な
父
権
と
な
る
」

（
絓
秀
美
）
こ
と
を
画
策
し
、
決
行
し
た
が
、「
四
代
目
阿
闍
梨
の
位
に
の
ぼ
っ
」

て
「
新
た
に
実
体
的
な
父
権
」
と
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
大
逆
」
を
達
成
し

得
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。 

な
ぜ
な
ら
、
丹
波
は
サ
イ
ケ
ン
ラ
マ
を
絞
め
殺
す
際
、
焼
き
物
の
身
体
で
は
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力
及
ば
ず
、
蛇
体
を
「
輪
切
り
」
に
す
る
し
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
蛇
を

フ
ァ
ル
ス
と
見
た
場
合
、
丹
波
の
行
為
は
去
勢
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
丹
波
は
〈
父

殺
し
〉
敢
行
の
手
段
と
し
て
、
そ
の
父
権
を
去
勢
す
る
こ
と
し
か
選
び
取
れ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。〈
王
殺
し
〉
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
黙
次
や
サ
イ
ケ
ン
ラ
マ
が

ど
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
で
蛇
体
に
な
り
か
わ
っ
た
の
か
明
か
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
も
の
の
、
丹
波
が
蛇
体
に
な
り
か
わ
っ
た
と
い
う
描
写
が
存
在
し
な
い
こ
と

は
事
実
で
あ
る
。
自
ら
の
手
で
「
水
神
」
＝
「
阿
闍
梨
」
の
父
権
を
去
勢
し
た

丹
波
の
前
に
は
、
な
り
か
わ
る
べ
き
強
権
的
な
〈
父
〉
な
ど
も
は
や
存
在
し
て

い
な
い
。
た
だ
父
権
を
去
勢
さ
れ
た
元
〈
父
〉
の
死
体
が
バ
ラ
バ
ラ
に
散
っ
て

い
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
丹
波
は
称
号
を
戴
く
だ
け
の
空
虚
な
「
阿
闍

梨
」
と
な
っ
た
。「
こ
う
し
て
私
は
か
ね
て
の
望
み
を
果
た
し
、
四
代
目
阿
闍
梨

の
位
に
の
ぼ
っ
た
の
で
あ
っ
た
」
と
は
、「
私
」
＝
丹
波
に
よ
る
主
観
に
す
ぎ
ず
、

丹
波
が
「
実
体
的
な
父
権
と
な
」
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
黙
次
や
サ
イ
ケ
ン
ラ

マ
は
、
先
代
の
蛇
体
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぐ
こ
と
で
「
阿
闍
梨
」
と
し
て
君
臨

し
た
が
、
丹
波
は
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
蛇
体
＝
「
男
根
的
父
権
」
を
去
勢
し
た
者

で
あ
る
か
ら
、「
阿
闍
梨
」
な
り
か
わ
り
の
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
る
と
き
「
男

根
的
父
権
」
を
象
徴
す
る
存
在
に
な
ど
な
れ
る
筈
が
な
く
、
丹
波
に
よ
る
〈
父

殺
し
〉
は
本
質
的
に
失
敗
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
小
説
に
よ
る
藤
枝
の
想
像
的
「
大
逆
」
の
結
末

は
ど
う
捉
え
ら
れ
よ
う
か
。
藤
枝
の
「
怒
り
」
の
根
拠
は
、「
天
皇
」
の
父
権
的

な
も
の
に
は
な
い
。
む
し
ろ
、
父
権
の
欠
落
し
た
「
天
皇
」
に
は
、「
人
間
」
と

し
て
再
起
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
。
そ
の
期
待
が
「
天
皇
」
本
人
に
よ
っ

て
裏
切
ら
れ
た
瞬
間
が
、
あ
の
「
テ
レ
ビ
番
組
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ

に
「
怒
り
」
の
根
拠
が
あ
る
。
こ
の
時
藤
枝
に
と
っ
て
「
天
皇
」
と
は
、
山
村

の
言
う
「
イ
カ
モ
ノ
」
の
「
天
皇
」
を
越
え
て
「
イ
カ
モ
ノ
」
の
「
人
間
」
と

な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。「
イ
カ
モ
ノ
」「
人
間
」
と
は
、
サ
イ
ケ
ン
ラ
マ

よ
り
も
む
し
ろ
「
人
間
」
の
言
葉
を
操
る
焼
き
物
・
丹
波
の
ほ
う
で
あ
る
。
こ

こ
に
、「
天
皇
」
モ
チ
ー
フ
の
二
重
化
が
行
わ
れ
て
い
る
と
読
む
時
、
想
像
的
「
大

逆
」
は
、「
天
皇
」
＝
「
人
間
」
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
自
覚
し
な
い
ま
ま
に

「
天
皇
」
に
期
待
し
た
自
ら
の
過
ち
を
も
剔
抉
す
る
主
題
と
な
る
の
で
あ
る
。 

 

「
イ
カ
モ
ノ
」
の
「
人
間
」、
丹
波
が
決
行
し
た
〈
父
殺
し
〉
を
そ
の
ま
ま
「
天

皇
」
の
モ
チ
ー
フ
と
重
ね
合
わ
せ
た
と
き
、
丹
波
に
よ
る
サ
イ
ケ
ン
ラ
マ
殺
し

に
は
、「
天
皇
」
に
よ
る
「
天
皇
制
」
打
破
の
試
み
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
こ
の
と
き
「
天
皇
制
」
は
、
見
せ
か
け
の
血
縁
関
係
で
継
続
し
て
い
る

「
阿
闍
梨
」
の
系
譜
と
重
な
る
。
そ
し
て
戦
後
、
人
間
宣
言
に
よ
っ
て
「
天
皇
」

自
ら
「
天
皇
制
」
の
父
権
を
去
勢
し
た
こ
と
が
丹
波
の
「
輪
切
り
」
の
裏
付
け

と
な
る
。
事
実
、「
天
皇
」
と
い
う
位
は
今
も
存
在
し
て
い
る
が
、
そ
の
「
父
権
」

＝
支
配
権
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
「
四
代
目
阿
闍
梨
」
と
な
っ
た
丹
波

が
、
柿
の
蔕
の
よ
う
な
「
人
間
」
に
擬
態
で
き
な
い
の
と
同
じ
く
、
人
間
宣
言

を
し
た
「
天
皇
」
は
「
人
間
」
で
あ
り
な
が
ら
「
国
民
」
に
同
化
で
き
ず
に
い

る
。
こ
の
よ
う
な
側
面
を
読
み
取
る
な
ら
ば
、
藤
枝
の
想
像
的
「
大
逆
」
と
は
、

「
天
皇
」
自
ら
「
天
皇
制
」
を
打
ち
破
る
た
め
の
試
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
人

間
に
「
人
間
」
た
る
こ
と
を
辞
め
さ
せ
た
「
天
皇
制
」
は
打
破
す
べ
き
父
権
を

既
に
奪
わ
れ
て
お
り
、「
天
皇
制
」
の
「
被
害
者
」
た
る
「
天
皇
」
も
も
は
や
自

我
を
持
つ
「
人
間
」
性
を
取
り
戻
す
こ
と
を
せ
ず
、「
天
皇
制
」
を
打
ち
破
る
力

を
持
ち
得
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
丹
波
の
〈
父
殺
し
〉
は
実
態
と
し
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て
何
も
生
ま
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
、
藤
枝
の
見
て
い
た
「
糞
リ
ア
リ
ズ
ム
」
で

あ
る
。
藤
枝
は
「
天
皇
」
に
期
待
し
て
い
た
自
身
を
振
り
返
り
、
そ
れ
が
「
埒

も
な
い
夢
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
『
田
紳
有
楽
』
に
て
表
わ
し
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
の
意
味
で
、
『
田
紳
有
楽
』
の
〈
父
殺
し
〉
は
、
〈
大
逆
〉
に
な
る
前

に
挫
折
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

た
だ
し
、
笙
野
が
述
べ
る
藤
枝
の
「
優
し
さ
」
は
、
以
上
の
失
望
と
挫
折
を

そ
の
ま
ま
に
は
し
な
い
。「
天
皇
」
を
、
す
な
わ
ち
「
裕
仁
」
を
救
う
た
め
に
は
、

唯
一
つ
、
「
関
係
」
の
抹
消
以
外
に
あ
り
得
な
い
。
前
項
で
見
て
き
た
よ
う
に
、

全
て
の
「
関
係
」
か
ら
解
き
放
た
れ
た
地
平
で
の
個
別
の
存
在
が
眼
差
さ
れ
て

は
じ
め
て
、「
人
間
」
が
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
得
る
。〈
父
殺
し
〉
の
結
末
も
、

あ
の
お
祭
り
騒
ぎ
で
あ
り
、
そ
こ
に
藤
枝
の
新
た
な
期
待
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
。 

 

４ 

お
わ
り
に 

  

「
志
賀
直
哉
・
天
皇
・
中
野
重
治
」
に
お
い
て
、
藤
枝
は
志
賀
直
哉
の
肩
を

持
つ
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
志
賀
の
「
天
皇
」
観
が
特
権
意
識
に

基
づ
い
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
記
し
て
お
り
、
中
野
の
見
解
に
も
理

解
を
示
し
て
い
る
よ
う
な
「
心
覚
え
」
で
あ
っ
た
。
同
時
期
に
書
か
れ
た
『
田

紳
有
楽
』
一
篇
に
も
「
天
皇
」
へ
の
言
及
が
為
さ
れ
て
お
り
、
表
面
的
に
は
「
天

皇
」
イ
カ
モ
ノ
説
を
唱
え
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
実
態
は
、
従
来
の
「
天

皇
制
」
批
判
と
「
天
皇
」
を
特
別
視
し
て
い
た
自
己
批
判
で
あ
っ
た
と
も
捉
え

ら
れ
る
。『
田
紳
有
楽
』
と
は
、
諸
言
説
の
「
イ
カ
モ
ノ
」
性
を
暴
く
に
留
ま
ら

ず
、
す
べ
て
の
人
間
、
す
べ
て
の
存
在
が
、
言
説
と
い
う
「
関
係
」
な
く
し
て

「
流
れ
」
て
い
く
よ
う
な
理
想
郷
へ
の
到
達
を
試
み
た
作
品
で
あ
っ
た
と
い
え

よ
う
。 

 

た
だ
し
、
本
稿
で
は
、〈
父
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ
、
お
よ
び
藤
枝
の
「
家
」
認

識
に
つ
い
て
検
討
し
き
れ
な
か
っ
た
。『
田
紳
有
楽
』
を
私
小
説
と
す
る
藤
枝
は
、

〈
父
〉
に
実
際
の
父
親
を
投
影
し
て
い
た
と
言
え
る
の
か
。
性
慾
と
自
己
嫌
悪

を
描
く
私
小
説
群
を
検
討
し
、
再
考
し
た
い
。 

                                         

             

 

《
注
》 

（
一
） 

一
九
七
六
・
五
・
一
二
、
講
談
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
、『
群
像
』
掲
載

小
説
「
田
紳
有
楽
」「
田
紳
有
楽
前
書
き
㈠
」「
田
紳
有
楽
前
書
き
㈡
」

「
田
紳
有
楽
終
節
」（
一
九
七
四
・
一
～
一
九
七
六
・
二
）
を
加
筆
訂

正
し
た
作
品
。 

（
二
）  

初
出
『
文
藝
』、
一
九
七
五
・
七
。
本
文
の
引
用
及
び
頁
数
は
『
藤
枝

静
男
著
作
集
』
第
一
巻
（
講
談
社
、
一
九
七
六
・
七
・
一
二
）
に
依

拠
す
る
。 

（
四
）  

初
出
『
婦
人
公
論
』
第
三
〇
巻
第
一
号
、
一
九
四
六
・
四
。 

（
三
） 

『
会
い
に
行
っ
て 

静
流
藤
娘
紀
行
』
講
談
社
、
二
〇
二
〇
・
六
・
一

六
。「
志
賀
直
哉
・
天
皇
・
中
野
重
治
」
の
分
析
は
、「
３ 

志
賀
直

哉
・
天
皇
・
中
野
重
治
・
共
産
党
・
師
匠
・
金
井
美
恵
子
・
朝
吹
真

理
子
・
吉
田
知
子
・
海
亀
の
母
・
キ
テ
ィ
・
宮
内
淳
子
・
私
…
…
？
」
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か
ら
「
６ 

特
権
階
級
意
識
の
潜
在
と
天
皇
へ
の
親
愛
感
」
に
渡
っ

て
詳
細
に
行
わ
れ
て
い
る
。  

（
五
）  

初
出
『
群
像
』
一
九
七
二
・
八
。
本
文
の
引
用
及
び
頁
数
は
『
藤
枝

静
男
著
作
集
』
第
三
巻
（
講
談
社
、
一
九
七
六
・
十
一
・
十
二
）
に

依
拠
す
る
。 

（
六
）  

藤
枝
は
「
愛
国
者
た
ち
」
が
単
行
本
『
愛
国
者
た
ち
』（
講
談
社
、
一

九
七
三
・
十
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
際
の
自
著
後
記
に
「『
愛
国
者
た

ち
』
は
客
観
小
説
で
他
は
私
小
説
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、

私
の
考
え
で
は
同
じ
小
説
で
あ
る
。」
と
書
い
て
い
る
。
こ
こ
で
「
客

観
小
説
」
と
括
弧
付
け
で
示
し
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
意
図
で
あ

る
。 

（
七
） 

『
群
像
』
一
九
七
二
・
九
。
第
三
〇
四
回
創
作
合
評
に
て
「
愛
国
者
た

ち
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。 

（
八
）  

初
出
『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
二
・
二
・
二
三
。
小
説
「
凶
徒
津
田
三

蔵
」
を
執
筆
し
た
際
の
苦
労
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
藤
枝
は
、

津
田
三
蔵
へ
の
嫌
悪
感
が
噴
出
し
た
た
め
に
当
該
小
説
の
執
筆
を
中

断
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
書
く
。 

（
九
） 

『
藤
枝
静
男
著
作
集
』
第
六
巻
、
講
談
社
、
一
九
七
七
・
五
・
二
八
。

こ
こ
で
は
、「
こ
の
一
篇
は
、
最
初
単
に
「
田
紳
有
楽
」
と
だ
け
し
て

十
枚
を
「
群
像
」
昭
和
四
十
九
年
一
月
号
に
載
せ
、「
田
紳
有
楽
前
書

き
㈠
」
三
十
三
枚
を
四
十
九
年
七
月
号
に
、
「
田
紳
有
楽
前
書
き
㈡
」

 

                                        

                                        

                                    

 

五
十
四
枚
を
五
十
年
四
月
号
に
、
最
後
に
「
田
紳
有
楽
終
節
」
百
十

枚
を
五
十
一
年
二
月
号
に
載
せ
た
の
ち
、
全
部
に
手
を
入
れ
て
本
に

し
て
も
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。」
と
示
さ
れ
る
。 

（
一
〇
） 

『
現
代
作
家
伝
』（
新
潮
社
、
一
九
五
三
・
五
・
二
五
）
所
載
「
梢

風
物
語
」
参
照
。 

（
一
一
） 

初
出
『
新
潮
』
一
九
五
三
・
六
。
本
文
の
引
用
及
び
頁
数
は
『
私
の

履
歴
書
』（
金
文
堂
、
一
九
五
七
・
五
・
五
）
に
依
拠
す
る
。 

（
一
二
） 

『
藤
原
仲
麻
呂
と
道
鏡
：
ゆ
ら
ぐ
奈
良
期
の
政
治
体
制
』（
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
二
〇
・
八
・
一
）
を
参
照
し
た
。
道
鏡
に
つ
い
て
の

本
稿
の
言
及
は
、
殆
ど
鷺
森
氏
の
記
述
を
軸
に
し
て
い
る
。
鷺
森

氏
は
、
道
鏡
事
件
の
真
相
を
、
称
徳
天
皇
に
よ
る
仏
教
の
権
威
と

接
合
さ
せ
た
天
皇
制
へ
の
移
行
で
あ
っ
た
と
す
る
が
、
そ
の
真
相

の
解
明
は
本
稿
の
主
眼
で
は
な
い
た
め
、
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

 

（
一
三
）  

本
文
の
引
用
及
び
頁
数
は
『
藤
枝
静
男
著
作
集
』
第
四
巻
（
講
談

社
、
一
九
七
七
・
一
・
一
六
）
に
依
拠
す
る
。 

（
一
四
）  

本
文
の
引
用
及
び
頁
数
は
『
藤
枝
静
男
著
作
集
』
第
六
巻
（
講
談

社
、
一
九
七
七
・
五
・
二
八
）
に
依
拠
す
る
。 

（
一
五
） 

『
帝
国
の
文
学
―
戦
争
と
「
大
逆
」
の
間
』（
以
文
社
、
二
〇
〇
一
・

七
・
一
〇
）
参
照
。
以
下
用
い
た
絓
秀
美
氏
の
言
及
は
、
全
て
本

論
考
に
依
る
。 




