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森

崎

光　
子

はじ
め
に

　上司
小
剣
の
「
ご
り
が
ん
」
が
発
表
さ
れ
た
の
は
大
正
九
年
六
月
、
『
文
章
世
界
』
一
五
巻
六
号
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
小
剣
の
名
声
が
　
　
　
　
一

最
も
高
か
っ
た
の
は
大
正
三
～
五
年
頃
で
あ
り
、
こ
の
時
期
は
既
に
全
盛
期
を
す
ぎ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
当
時
の
文
壇
は
、
第
　
　
　
3
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一
次
世
界大
戦
後
の
深
刻
な
不
況
や
ロ
シ
ア
革
命
等
の
た
め
に
社
会
運
動
が
激
化
す
る
と
い
う
よ
う
な
社
会
の
変
化
に
応
じ
て
、
文
学
の
　
　
　
「

大衆
化
が
始
ま
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
も
よ
う
や
く
勃
興
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
大
き
く
変
貌
し
つ
つ
あ
っ
た
文
壇
の
な

か
で
、
全
盛
期
の
「
鰻
の
皮
」
の
系
譜
に
つ
ら
な
る
「
京
阪
地
方
の
人
物
風
土
を
題
材
に
し
た
」
（
谷
崎
精
二
「
六
月
の
文
壇
」
『
新
潮
』
3
3
巻

1
号
、
大
9
・
7
・
1
）
小
説
が
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
無
理
は
な
い
。
事
実
、
同
時
代
評
で
も
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　し
か
し
、
「
ご
り
が
ん
」
が
小
剣
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
、
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
例
え
ば
、
昭
和
二
十
七
年
に
出
た
岩
波
文

庫
の
『
鰻
の
皮
』
は
、
解
説
を
書
い
た
宇
野
浩
二
の
選
択
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
「
ご
り
が
ん
」
を
冒
頭
に
収
録
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の

「ご
り
が
ん
」
と
「
ご
り
が
ん
」
の
原
型
と
な
る
作
品
と
の
比
較
を
通
し
て
内
容
を
分
析
し
、
再
評
価
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
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「
ご
り
が
ん
」
の
原
型
と
な
る
作
品
と
は
、
「
ご
り
が
ん
」
の
発
表
か
ら
十
年
も
前
の
明
治
四
十
三
年
十
二
月
、
同
じ
『
文
章
世
界
』
の

五巻
十
六
号
に
載
せ
た
「
松
茸
」
で
あ
る
。
明
治
四
十
三
年
の
小
剣
は
、
四
十
一
年
の
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
か
ら
三
年
目
、
初
期
の
代
表
作
で

あ
る
『
木
像
』
を
書
い
て
、
よ
う
や
く
少
し
ず
つ
評
価
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
「
松
茸
」
は
、
読
者
の
注
目
の
集
ま
る
新

年号
の
直
前
に
発
表
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
管
見
の
限
り
で
は
一
編
の
同
時
代
評
す
ら
な
い
、
黙
殺
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。

　
「
松
茸
」
と
「
ご
り
が
ん
」
に
は
、
ど
ち
ら
も
舞
台
が
寺
で
あ
る
こ
と
、
天
南
と
い
う
名
の
人
物
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
、
父
と
息
子
が

対
立
し
て
い
る
こ
と
、
長
男
が
妻
を
嫌
っ
て
寄
せ
つ
け
な
い
こ
と
、
嫌
わ
れ
る
妻
の
名
前
が
絹
で
あ
る
こ
と
、
と
い
う
多
く
の
共
通
点
が

あ
る
。
小
剣
は
、
「
松
茸
」
よ
り
半
年
ほ
ど
前
に
、
「
矢
張
ど
う
し
て
も
自
ら
踏
み
、
親
し
く
観
て
、
よ
く
く
経
験
し
た
事
実
に
依
る
よ
　
　
　
　
一

り
外
仕
方
が
な
い
の
は
勿
論
」
（
「
近
時
の
感
想
」
『
文
章
世
界
』
5
巻
5
号
、
明
4
3
・
4
・
1
5
）
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
自
然
主
義
系
の
作
家
　
　
　
3
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ら
し
く
、
自
己
の
体
験
や
見
聞
を
も
と
に
小
説
を
書
く
の
で
あ
り
、
と
す
れ
ば
、
こ
の
二
作
品
の
共
通
部
分
は
（
名
前
は
虚
構
で
あ
ろ
う
　
　
　
　
一

が
）
事
実
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
小
剣
の
育
っ
た
環
境
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
体
験
で
は
な
く
身
近
な
見
聞
を

踏ま
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　身
近
な
出
来
事
を
親
し
く
観
察
す
る
と
言
っ
て
も
、
小
剣
は
事
実
を
完
全
に
忠
実
に
描
く
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
、
「
松
茸
」
と
「
ご
り

がん
」
の
相
違
を
見
れ
ば
よ
く
分
か
る
。

　
「
松
茸
」
の
主
人
公
は
、
光
徳
寺
の
二
男
天
南
で
あ
る
。
彼
は
、
家
族
か
ら
風
来
山
人
と
い
う
あ
だ
名
を
付
け
ら
れ
て
い
る
。
風
来
山
人

と
い
え
ば
平
賀
源
内
が
連
想
さ
れ
る
か
ら
、
源
内
の
よ
う
な
奇
人
変
人
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
天
南
が
泥
棒
か
ら
松
茸
を
守
る
た
め

に
山
に
小
屋
を
作
り
だ
し
た
時
、
兄
は
『
家
の
風
来
山
人
が
ま
た
あ
ん
な
こ
と
を
始
め
た
。
風
来
山
人
の
山
番
ぢ
や
ア
、
松
茸
泥
棒
に
取

り
に
来
て
呉
れ
と
云
ふ
看
板
を
出
し
と
く
や
う
な
も
の
だ
ら
う
』
と
言
う
。
「
ま
た
あ
ん
な
こ
と
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
兄
の
価
値
基
準
か



ら
す
れ
ば
評
価
し
が
た
い
こ
と
を
度
々
天
南
が
し
で
か
し
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
天
南
の
山
番
で
は
泥
棒
に
来
て
く
れ
と

いう
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
せ
り
ふ
に
も
、
天
南
の
す
る
こ
と
が
う
ま
く
い
く
は
ず
は
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う

な
天
南
に
対
す
る
低
い
評
価
は
兄
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
父
の
住
職
も
妹
も
同
様
に
天
南
を
軽
ん
じ
て
い
る
。
父
は
天
南
を
「
あ
ん
な

も
の
」
と
言
い
、
妹
は
父
や
兄
の
天
南
に
対
す
る
態
度
を
模
倣
し
、
天
南
が
い
く
ら
呼
ん
で
も
返
事
す
ら
し
な
い
。
天
南
を
気
づ
か
う
の

は
、
無
力
な
母
だ
け
で
あ
る
。

　
では
、
な
ぜ
天
南
は
、
母
を
除
く
家
族
か
ら
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
疑
め
ら
れ
る
の
か
。
そ
の
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
彼
が
二
男

であ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
長
男
で
あ
る
兄
は
跡
取
り
で
あ
り
、
「
こ
の
春
副
住
職
に
な
つ
て
」
寺
の
後
継
者
と
し
て
の
地
歩
を
固
め
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
、
二
男
の
天
南
は
部
屋
住
み
の
厄
介
者
で
し
か
な
い
。
従
っ
て
、
風
来
山
人
と
い
う
あ
だ
名
に
は
、
「
定
ま
っ
た
居
所
や

仕
事
も
な
く
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
い
る
人
」
（
『
大
辞
林
』
、
三
省
堂
、
平
元
）
と
い
う
風
来
坊
の
意
味
も
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
　
　
　
　
一

か
し
、
そ
れ
だ
け
が
理
由
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
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　僧侶
は
村
の
な
か
で
は
、
一
般
の
村
人
で
あ
る
農
民
と
は
違
う
、
特
別
な
人
々
で
あ
る
。
「
父
は
相
も
変
ら
ず
尺
八
と
盆
栽
と
に
耽
り
、
　
　
　
一

兄は
小
学
校
に
忙
し
か
つ
た
」
。
小
学
校
の
代
用
教
員
を
し
て
い
る
兄
は
、
村
の
知
識
人
と
い
う
側
面
を
あ
ら
わ
し
、
尺
八
と
盆
栽
に
凝
る

父
は
、
風
流
人
と
い
う
側
面
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
二
男
に
生
ま
れ
た
天
南
は
、
寺
の
子
で
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
と
し
て
も
、

父
や
兄
の
よ
う
な
生
活
を
送
れ
る
保
証
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
天
南
は
父
や
兄
に
と
っ
て
は
当
然
の
価
値
観
を
身
に
つ
け
な
か
っ
た
。
だ

から
、
天
南
の
行
動
は
父
や
兄
に
は
理
解
不
能
な
の
で
あ
る
。
天
南
が
家
族
か
ら
奇
人
変
人
扱
い
さ
れ
る
の
は
そ
れ
故
で
あ
ろ
う
。

　価
値
観
の
異
な
る
こ
の
親
子
は
、
第
三
章
で
衝
突
す
る
。
自
分
の
命
令
を
無
視
し
続
け
る
妹
に
怒
っ
た
天
南
は
、
妹
に
暴
力
を
振
る
う
。

そ
こ
へ
父
が
出
て
き
て
「
怖
い
顔
で
兄
妹
の
中
に
分
け
入
り
」
、
睨
み
合
い
に
な
る
。
『
光
を
打
つ
な
ら
乃
公
を
打
て
…
…
』
と
父
が
言
う

と
、
天
南
は
「
ブ
イ
と
身
を
外
す
と
」
「
父
の
居
間
に
飛
び
込
ん
で
、
床
の
間
の
石
榴
の
盆
栽
を
足
蹴
に
顛
覆
し
」
、
山
の
小
屋
に
向
か
っ

た
。
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二
年前
の
「
神
主
」
で
は
、
息
子
の
父
へ
の
反
抗
が
語
ら
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
息
子
は
不
在
と
設
定
さ
れ
、
親
子
の
衝
突
の
様
子
が

描写
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
「
松
茸
」
で
は
、
親
子
の
衝
突
が
描
か
れ
る
。
と
は
い
え
、
天
南
は
父
と
睨
み
合
い
ま
で
は
す

る
が
、
最
終
的
な
決
裂
に
は
至
ら
な
い
。
天
南
が
妹
を
打
つ
の
は
、
妹
が
兄
で
あ
る
自
分
の
命
令
を
き
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

天南
に
と
っ
て
は
妹
が
兄
の
△
叉
下
に
従
う
の
は
当
然
な
の
で
あ
り
、
家
族
の
な
か
の
上
下
関
係
は
彼
の
な
か
で
内
在
化
さ
れ
て
い
る
。
だ

か
ら
、
父
に
、
妹
の
代
わ
り
に
自
分
を
打
て
と
言
わ
れ
る
と
、
天
南
は
引
き
下
が
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
下
位
の
者
が
上
位
の
者
に
逆
ら
っ

て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
無
論
、
父
も
そ
れ
を
見
越
し
て
こ
の
よ
う
な
発
言
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
父
が
妹
の
味
方
を
し
た
時
、
妹

に

対す
る
怒
り
は
父
へ
の
怒
り
に
転
嫁
さ
れ
た
が
、
そ
れ
を
父
に
直
接
向
け
ら
れ
な
い
代
償
に
、
天
南
は
父
が
大
事
に
し
て
い
る
盆
栽
を

足蹴
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
行
為
は
ま
た
、
父
の
価
値
観
に
対
す
る
拒
絶
を
も
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　こ
の
事
件
で
、
天
南
は
自
分
が
家
族
の
な
か
で
異
分
子
で
あ
り
、
居
場
所
が
な
い
こ
と
を
、
い
ま
さ
ら
の
よ
う
に
自
覚
さ
せ
ら
れ
た
の
　
　
　
一

であ
ろ
う
。
山
の
小
屋
に
寝
泊
ま
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
天
南
は
、
そ
こ
に
様
々
の
物
を
持
ち
込
む
。
つ
ま
り
、
自
分
の
居
場
所
を
作
ろ
　
　
　
3
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う
と
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
天
南
は
こ
の
「
家
」
に
伴
侶
と
共
に
暮
ら
す
こ
と
を
夢
見
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　実
は
、
家
族
の
な
か
に
天
南
の
他
に
、
も
う
一
人
の
異
分
子
「
婚
礼
の
そ
の
夜
か
ら
兄
が
嫌
つ
て
側
へ
寄
ら
な
い
名
ば
か
り
の
捜
」
が

いた
。
捜
を
山
に
案
内
し
た
天
南
は
、
『
義
姉
さ
ん
、
此
処
が
僕
の
家
で
す
。
僕
は
こ
ん
な
家
で
も
い
〉
か
ら
、
義
姉
さ
ん
と
二
人
で
安
楽

に暮
し
て
居
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
』
と
熱
心
に
言
い
、
「
眼
を
据
ゑ
て
」
捜
を
見
つ
め
た
。
家
族
か
ら
疎
ん
じ
ら
れ
て
い
る
天
南
が
、
夫
か

ら
疎
ん
じ
ら
れ
て
い
る
捜
に
親
近
感
を
抱
い
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
捜
は
「
笑
ひ
を
忍
ぶ
状
で
」
『
さ
う
で
す
か
ね
え
』
と
答
え
る
。
真
剣

な
天
南
に
対
し
、
捜
は
軽
く
受
け
流
し
て
お
り
、
天
南
の
思
い
が
実
り
そ
う
も
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
、
作
品
は
終
わ
る
。

　
赤
坂
憲雄
は
『
異
人
論
序
説
』
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
平
4
）
で
、
〈
異
人
〉
の
一
種
と
し
て
、
「
秩
序
の
周
縁
部
に
疎
外
さ
れ
た
」
マ
ー

ジ
ナ
ル
・
マ
ン
を
挙
げ
る
。
「
古
典
的
な
定
義
に
よ
る
マ
ー
ジ
ナ
ル
・
マ
ン
は
、
二
つ
以
上
の
異
質
な
社
会
文
化
の
マ
ー
ジ
ン
（
境
界
・
限

界
）
に
た
た
ず
む
人
間
を
意
味
す
る
が
、
広
義
に
は
、
集
団
の
成
員
と
し
て
の
資
格
や
機
能
を
十
分
に
果
た
し
て
い
な
い
人
間
」
、
例
え
ば
、



精
神
病
者
、
身
体
障
害
者
、
非
行
少
年
、
犯
罪
者
、
変
人
、
売
春
婦
等
々
を
さ
す
と
言
う
。
天
南
は
、
こ
の
広
義
の
マ
ー
ジ
ナ
ル
・
マ
ン

に当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
風
流
や
知
の
世
界
に
生
き
る
の
が
当
然
と
い
う
寺
の
常
識
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
南
は
そ

れを
内
在
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
天
南
は
家
族
か
ら
風
来
山
人
と
呼
ば
れ
、
異
分
子
と
し
て
疎
外
さ
れ
る
。

　
天
南は
、
持
ち
山
に
生
え
る
松
茸
を
泥
棒
か
ら
守
っ
て
収
穫
し
、
町
か
ら
来
る
商
人
と
交
渉
を
し
て
出
来
る
だ
け
高
く
売
ろ
う
と
す
る

の

だが
、
父
は
天
南
が
商
人
と
応
対
す
る
「
高
声
を
聞
く
の
が
厭
や
で
耐
ま
ら
な
い
」
と
言
っ
て
、
聞
こ
え
な
い
所
へ
逃
げ
て
ゆ
く
。
価

格交
渉
と
い
う
卑
俗
な
内
容
に
、
風
流
を
楽
し
む
住
職
は
拒
絶
反
応
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
く
ら
寺
で
も
金
と
無
縁
で
い
ら

れ
る
は
ず
は
な
い
。
実
は
、
天
南
は
こ
の
金
を
母
に
渡
し
て
い
る
。
捜
の
処
遇
も
母
が
一
任
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
父
や
兄
は
実
生
活

上
の

雑事
を
卑
俗
な
こ
と
と
し
て
軽
蔑
し
、
母
任
せ
に
し
て
、
自
分
た
ち
は
高
尚
な
風
流
と
知
の
世
界
に
立
て
こ
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ

から
、
母
を
助
け
る
た
め
の
天
南
の
行
為
は
、
彼
ら
に
評
価
さ
れ
ず
、
鹿
め
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
天
南
は
父
や
兄
と
対
比
す
れ
ば
実
　
　
　
　
一

生活
の
側
に
い
る
と
言
え
る
が
、
捜
と
山
の
小
屋
で
暮
ら
し
た
い
と
夢
見
る
な
ど
、
非
現
実
的
な
面
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
寺
の
「
秩
序
　
　
　
3
9

の周
縁
部
に
疎
外
さ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
は
、
天
南
が
や
は
り
寺
の
世
界
の
中
に
在
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
自
分
　
　
　
　
一

の居
場
所
を
作
ろ
う
に
も
、
天
南
は
周
縁
に
位
置
す
る
山
の
小
屋
に
し
か
作
れ
な
い
し
、
伴
侶
を
求
め
る
に
も
、
寺
の
世
界
の
中
で
自
分

と
同
類
の
捜
に
思
い
を
寄
せ
る
こ
と
し
か
出
来
な
い
。
天
南
が
変
人
と
見
倣
さ
れ
る
の
は
、
寺
の
価
値
観
を
内
在
化
し
な
か
っ
た
と
は
い

え
、
寺
の
世
界
の
中
で
し
か
生
き
る
場
所
が
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

二

　
「
松
茸
」
は
風
来
山
人
と
い
う
あ
だ
名
を
用
い
て
、
主
人
公
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
と
性
格
を
示
し
て
い
た
が
、
「
ご
り
が
ん
」
で
は
「
松

茸
」
以
上
に
効
果
的
に
あ
だ
名
を
用
い
て
い
る
。
「
ご
り
が
ん
」
と
い
う
題
名
は
そ
の
あ
だ
名
で
あ
り
、
作
中
で
「
駄
々
ツ
児
六
分
に
、
変

人
二
分
に
、
高
慢
二
分
と
、
そ
れ
だ
け
を
よ
く
調
合
し
て
出
来
上
つ
た
か
み
が
た
の
方
言
」
と
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
、
主
人
公
の
性
格
を

上司
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剣
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が
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上司
小
剣
「
ご
り
が
ん
」
論

表
す
上
方
方
言
で
あ
る
。
実
は
、
「
松
茸
」
に
は
上
方
ら
し
さ
は
全
く
な
か
っ
た
が
、
反
対
に
「
ご
り
が
ん
」
は
上
方
ら
し
さ
が
作
品
の
特

徴と
な
っ
て
い
る
。

　

「松茸
」
の
主
人
公
は
天
南
で
あ
っ
た
が
、
「
ご
り
が
ん
」
の
主
人
公
は
天
南
で
は
な
く
、
父
の
住
職
で
あ
る
。
作
品
は
、
こ
の
、
ご
り

が
ん
の老
僧
隆
法
の
死
亡
通
知
を
、
語
り
手
の
「
私
」
が
受
け
取
っ
た
現
在
の
時
点
か
ら
、
隆
法
に
関
す
る
回
想
の
か
た
ち
で
す
す
ん
で

いく
。
老
僧
は
息
子
の
天
南
と
反
り
が
合
わ
な
い
。
名
前
と
父
子
の
関
係
は
同
じ
で
あ
る
が
、
「
ご
り
が
ん
」
の
天
南
は
「
松
茸
」
の
天
南

と
は
違
う
面
も
多
い
。
既
述
の
よ
う
に
、
厄
介
者
の
二
男
で
あ
っ
た
「
松
茸
」
の
天
南
に
対
し
、
「
ご
り
が
ん
」
の
天
南
は
あ
と
と
り
息
子

であ
る
。
従
っ
て
、
彼
は
疎
外
さ
れ
る
マ
ー
ジ
ナ
ル
・
マ
ン
に
な
り
う
る
境
涯
に
は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
天
南
が
父
と
の
折
り
合
い
が

悪
い

のは
、
次
の
よ
う
な
、
極
め
て
個
別
的
な
理
由
に
よ
る
。

　
　
　天南

は
よ
く
蛇
を
榔
つ
て
蛙
を
助
け
た
。
幼
い
時
竹
片
を
持
つ
て
遊
ん
で
ゐ
る
と
、
蛙
が
ぎ
や
ア
＜
鳴
く
の
で
、
其
の
悲
し
さ
　
　
　
　
一

　
　う
な
声
を
た
よ
り
に
竹
片
で
雑
草
の
中
を
叩
き
廻
は
る
と
、
蛇
に
呑
ま
れ
か
け
た
蛙
が
、
破
足
引
き
く
危
い
と
こ
ろ
を
逃
げ
て
行
　
　
　
4
0

　
　つた
。
其
の
脚
の
先
き
は
、
も
う
蛇
の
毒
で
少
し
溶
け
か
〉
つ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
つ
た
。
『
晩
に
は
あ
の
蛙
が
大
き
な
お
饅
頭
を
持
つ
　
　
　
一

　
　
て礼
に
来
る
ぞ
。
』
と
父
が
言
つ
た
の
で
、
天
南
は
其
の
夜
ど
ん
な
に
饅
頭
を
待
つ
た
か
知
れ
な
か
つ
た
が
、
父
の
言
葉
は
真
ツ
赤
の

　
　
嘘
であ
つ
た
。
そ
れ
以
来
天
南
は
父
を
信
用
し
な
く
な
つ
た
。
／
本
堂
の
お
花
を
取
り
か
へ
る
や
う
に
、
父
か
ら
言
ひ
付
か
つ
た
こ

　
　と
が
度
々
あ
つ
た
け
れ
ど
、
天
南
は
一
度
も
そ
れ
を
し
た
こ
と
が
な
か
つ
た
。

　幼
い
日
に
抱
い
た
父
へ
の
不
信
感
・
反
発
は
父
の
命
ず
る
寺
の
仕
事
へ
の
嫌
悪
と
な
り
、
天
南
は
「
寺
の
用
と
な
れ
ば
、
目
の
敵
の
や

う
に
し
て
打
ツ
ち
や
ら
か
し
て
置
く
」
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
幼
児
体
験
が
こ
こ
ま
で
エ
ス
カ
レ
ー

ト
す
る
の
は
尋
常
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
そ
こ
に
は
天
南
自
身
の
性
格
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
「
天
南
は
ご
り
が
ん
の
上
に
大
変
人

で
、
ま
た
怠
惰
者
で
あ
つ
た
」
。
つ
ま
り
、
天
南
は
父
似
で
、
し
か
も
父
に
輪
を
か
け
た
ご
り
が
ん
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　こ
の
、
天
南
の
父
と
の
不
和
の
原
因
や
性
格
の
説
明
は
、
一
章
で
全
知
の
語
り
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
天
南
と
交
際
の
な
い
語



り
手
の
「
私
」
に
は
、
知
り
え
ぬ
内
容
だ
か
ら
で
あ
る
。
二
章
以
下
、
「
私
」
が
老
僧
と
の
交
際
を
通
し
て
語
る
の
は
、
ま
ず
は
老
僧
の
ご

り
が
ん
ぶ
り
で
あ
り
、
読
者
は
こ
の
ご
り
が
ん
な
る
性
格
の
お
も
し
ろ
さ
を
楽
し
み
つ
つ
読
み
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
「
松
茸
」
で
は
、

天
南
が
風来
山
人
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
彼
が
家
族
か
ら
変
人
と
し
て
遇
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
分
か
る
も
の
の
、
そ
れ
は
真
の

変
人と
い
う
よ
り
も
彼
の
置
か
れ
た
境
遇
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
よ
う
に
読
め
る
。
つ
ま
り
、
読
者
か
ら
見
て
天
南
は
変
人
で
あ
る
と

は
感
じ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
ご
り
が
ん
」
の
老
僧
は
違
う
。

　
二章
で
は
、
二
、
三
年
前
の
最
初
で
最
後
の
上
京
の
折
の
老
僧
が
描
か
れ
て
い
る
。
老
僧
は
か
つ
て
「
私
」
の
郷
里
で
神
主
を
し
て
い

た
「
私
」
の
亡
父
と
親
し
く
往
来
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
が
、
突
然
「
私
」
の
家
を
訪
ね
て
き
た
の
で
あ
る
。
東
京
見
物
と
称
し
な
が
ら

ど
こ
に
も
行
か
な
い
老
僧
を
「
私
」
が
案
内
し
よ
う
と
し
て
も
、
『
あ
ん
た
行
き
た
け
り
や
、
一
人
で
行
く
が
よ
い
。
わ
し
は
其
の
間
座
禅

組
ん

で待
つ
て
る
。
』
と
い
う
、
ご
り
が
ん
ぶ
り
を
発
揮
す
る
。
ま
た
、
老
僧
は
『
天
南
も
も
う
三
十
ぢ
や
か
ら
、
妻
帯
さ
し
て
や
ら
ん
な
　
　
　
一

ら
ん
。
』
と
言
い
、
帰
り
に
結
納
を
京
都
で
渡
す
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
縁
組
は
「
本
人
同
志
は
ま
だ
、
ち
よ
ツ
と
も
知
ら
ん
」
と
い
う
　
　
　
但

縁組
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
三章
か
ら
四
章
で
は
、
去
年
、
「
私
」
が
大
阪
に
旅
行
し
た
時
、
宿
に
訪
ね
て
き
た
老
僧
が
描
か
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
三
章
は
二
章
に
続

い
て
老
僧
の
ご
り
が
ん
ぶ
り
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
私
」
へ
の
電
話
を
取
り
次
い
だ
女
中
は
『
ご
り
が
ん
か
ら
や
言
や
は
り
ま

し
た
。
』
と
笑
い
転
げ
る
。
翌
朝
、
宿
に
来
た
老
僧
は
女
中
に
、
『
い
や
、
煙
草
盆
は
あ
る
に
は
あ
つ
た
。
け
ど
も
そ
れ
は
わ
し
に
出
し
た

煙
草
盆
やな
い
』
と
か
、
『
客
に
茶
を
出
さ
ん
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
か
』
と
、
ず
け
ず
け
と
文
句
を
言
う
。
だ
が
、
こ
の
三
章
に
は
二
章
に

は
な
か
っ
た
老
僧
の
一
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
文
明
の
利
器
を
用
い
る
老
僧
の
姿
で
あ
る
。
老
僧
が
庫
裏
に
電
灯
を
点
け
た
り
、

電話
を
か
け
た
り
、
軽
便
点
火
器
（
ラ
イ
タ
ー
の
こ
と
）
を
使
っ
た
り
す
る
の
を
知
っ
て
、
「
私
」
は
「
あ
の
老
僧
と
電
話
と
い
ふ
も
の
と

の

対
照
が
既
に

妙
であ
る
」
、
「
流
石
の
ご
り
が
ん
も
征
服
さ
れ
た
か
」
と
考
え
る
。
老
僧
の
性
格
か
ら
し
て
、
従
来
の
習
慣
を
頑
固
に
守

り
続
け
る
ほ
う
が
ご
り
が
ん
ら
し
い
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
老
僧
は
、
『
便
利
ぢ
や
か
ら
と
言
つ
て
、
人
が
勧
め
る
ん
で
、
や
つ
て
は
み

上司
小
剣
「
ご
り
が
ん
」
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上司
小
剣
「
ご
り
が
ん
」
論

る
が
、
あ
ん
ま
り
便
利
で
も
な
い
て
』
と
、
使
っ
て
は
い
て
も
文
明
の
利
器
に
心
服
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
使
い
だ
し
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
四
章
で
老
僧
が
「
私
」
に
語
る
出
来
事
と
無
関
係
で
は
な
い
。

　
四章
で
語
ら
れ
る
の
は
、
二
章
で
老
僧
が
お
膳
立
て
し
た
天
南
の
結
婚
の
顛
末
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
「
天
南
は
自
分
へ
何
ん
の
話
も
な

く
、
親
が
勝
手
に
決
め
た
縁
談
に
、
別
段
不
服
の
や
う
で
も
な
か
つ
た
が
、
婚
礼
の
当
日
、
花
嫁
が
到
着
の
ど
さ
く
さ
紛
れ
に
、
何
処
か

へ
姿を
隠
し
て
了
つ
た
」
の
で
あ
っ
た
。

　　
『
年
頃
に
な
つ
た
か
ら
、
家
内
を
持
た
せ
る
。
年
頃
に
な
つ
た
か
ら
、
片
付
け
て
や
る
。
…
…
そ
れ
で
よ
い
の
ち
や
。
…
…
生
れ
よ
う

　
　と
思
う
て
、
生
れ
る
も
の
は
な
い
し
、
死
な
う
と
思
う
て
死
ぬ
も
の
も
ま
ア
滅
多
に
な
い
の
と
同
な
し
こ
と
ち
や
。
婚
礼
だ
け
が
本

　
　
人
の

承
知
不
承
知を
喧
し
く
言
ふ
に
も
当
た
う
ま
い
。
親
の
決
め
た
も
の
と
、
黙
つ
て
一
所
に
な
つ
て
た
ら
え
x
の
ち
や
、
他
力
本

　
　願
で

な
ア
。
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　老
僧
が
結
納
前
に
「
私
」
の
家
で
語
っ
た
こ
の
言
葉
は
、
自
宗
の
他
力
本
願
の
教
え
に
こ
と
よ
せ
た
、
老
僧
の
ご
り
が
ん
ぶ
り
を
示
す
　
　
　
4
2

言
葉
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
老
僧
に
限
ら
ず
こ
の
時
代
、
老
僧
程
度
の
年
齢
の
人
間
に
と
っ
て
は
、
年
頃
の
子
供
に
親
や
　
　
　
一

周
囲
が
配
偶
者
を
あ
て
が
っ
て
や
る
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
言
葉
を
聞
い
た
「
私
」
の
妻
が
「
呆
れ

て
ゐ
た
」
と
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
私
」
の
よ
う
な
都
市
生
活
者
や
天
南
の
よ
う
な
若
い
年
代
に
と
っ
て
は
、
も
は
や
受
け
入
れ
が
た

いも
の
と
な
っ
て
い
る
。
老
僧
が
「
私
」
に
、
『
×
×
さ
ん
、
あ
ん
な
も
ん
か
な
ア
、
今
の
若
い
も
ん
と
い
ふ
も
ん
は
。
…
…
親
の
決
め
た

縁談
が
不
承
知
ぢ
や
な
ん
て
、
滅
相
な
。
』
と
言
っ
た
言
葉
は
、
息
子
に
拒
絶
さ
れ
た
老
僧
の
シ
ョ
ッ
ク
と
、
そ
の
事
実
の
受
け
入
れ
が
た

さ
を
表
し
て
い
る
。
し
か
も
、
老
僧
の
シ
ョ
ッ
ク
は
、
そ
れ
が
息
子
へ
の
愛
情
に
発
し
て
い
た
か
ら
よ
け
い
大
き
か
っ
た
。

　老
僧
は
、
天
南
が
「
少
女
歌
劇
と
や
ら
を
観
に
行
く
と
言
つ
て
時
々
宝
塚
の
方
へ
出
か
け
る
」
の
を
、
「
女
欲
し
さ
の
物
好
き
と
睨
ん
だ

から
、
一
日
も
早
く
家
内
を
持
た
せ
る
に
限
る
と
思
つ
て
、
老
僧
の
眼
に
も
十
人
並
を
少
し
優
れ
た
あ
の
娘
な
ら
、
無
断
で
宛
行
つ
て
も

喜
ぶ
」
だ
ろ
う
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
天
南
の
家
出
に
よ
っ
て
、
こ
の
一
人
合
点
の
愛
情
の
押
し
つ
け
を
拒
否
さ
れ
た
老
僧



は
、
以
後
、
息
子
に
関
し
て
ご
り
が
ん
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
家
出
後
、
老
僧
は
花
嫁

の親
に
「
平
生
の
ご
り
が
ん
が
す
つ
か
り
肩
を
窄
め
つ
・
」
善
後
策
を
相
談
し
、
老
僧
と
は
「
反
対
に
ご
り
が
ん
を
き
め
出
し
た
」
先
方

の親
の
提
案
で
、
花
嫁
を
老
僧
の
養
女
に
し
た
。
や
が
て
、
天
南
が
宝
塚
の
山
の
上
の
庵
室
に
住
む
旅
絵
師
の
と
こ
ろ
に
い
る
こ
と
を
知

っ
た
老
僧
は
、
庵
室
を
訪
ね
て
い
く
。
絵
師
に
会
っ
た
老
僧
は
、
絵
師
の
横
柄
さ
に
「
何
糞
ツ
と
思
つ
た
が
、
腹
を
立
て
た
為
め
に
天
南

を
隠
さ
れ
る
と
困
る
と
考
へ
た
か
ら
」
我
慢
し
て
、
息
子
に
会
わ
せ
て
く
れ
と
「
殆
ん
ど
生
れ
て
初
め
て
の
態
勲
さ
で
」
頼
み
、
「
ほ
ん
た

う
な
ら
ご
り
が
ん
を
き
め
込
み
た
い
と
こ
ろ
を
、
老
僧
は
な
ほ
も
虫
を
殺
し
て
、
傭
向
い
た
ま
〉
で
ゐ
た
」
。

　そ
し
て
、
お
そ
ら
く
こ
の
事
件
で
深
刻
な
打
撃
を
受
け
た
老
僧
は
、
従
来
の
考
え
方
を
守
り
続
け
ら
れ
な
い
現
実
を
思
い
知
ら
さ
れ
た

の

であ
る
。
大
阪
の
「
私
」
の
宿
を
訪
ね
て
き
た
老
僧
が
、
不
満
を
言
い
な
が
ら
も
、
文
明
の
利
器
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

こ
の
老
僧
の
変
化
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　そ
の
数
日
後
が
五
章
で
あ
る
。
天
南
に
会
っ
て
み
る
約
束
を
老
僧
と
し
た
「
私
」
は
老
僧
の
寺
を
訪
問
し
た
。
た
ま
た
ま
山
か
ら
寺
に
　
　
　
4
3

戻
っ
て
き
た
天
南
は
「
私
」
に
、
『
下
界
は
厭
や
だ
す
。
け
ど
な
ア
、
飯
だ
け
は
下
界
の
方
が
可
味
い
の
で
、
時
々
喰
い
に
来
た
り
ま
ん
ね
。
　
　
　
一

飯さ
へ
な
か
つ
た
ら
下
界
に
用
は
な
い
。
』
と
語
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
老
僧
は
、
「
何
時
の
間
に
か
鼻
の
先
き
に
汗
を
浮
べ
て
、
ヂ
ツ
と
拳

を
握
り
詰
め
て
ゐ
た
」
。
天
南
が
一
蹴
す
る
「
下
界
」
に
は
、
無
論
老
僧
も
含
ま
れ
て
い
る
。
先
年
の
家
出
と
い
う
行
為
に
対
し
て
は
、
天

南
が
女
嫌
い
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
解
釈
も
可
能
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
言
葉
は
、
天
南
が
父
親
を
含
む
自
分
を
取
り
巻
く
全
て
を
否
定
し

て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
決
定
的
な
言
葉
の
前
に
、
老
僧
は
拳
を
握
り
し
め
、
耐
え
る
し
か
な
い
。
こ
れ
ま
で
ご
り
が
ん
ぶ
り

を
発
揮
し
て
き
た
老
僧
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
姿
は
い
っ
そ
う
哀
れ
と
言
え
よ
う
。

三

も
っ
と
も
こ
の
作
品
は
、
老
僧
に
同
情
的
で
あ
る
の
は
確
か
だ
が
、
父
を
拒
絶
す
る
天
南
に
批
判
的
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
そ
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上司
小
剣
「
ご
り
が
ん
」
論

れは
、
語
り
手
の
「
私
」
の
描
か
れ
方
か
ら
う
か
が
え
る
。
「
私
」
は
、
老
僧
が
天
南
に
無
断
で
嫁
を
あ
て
が
っ
た
の
を
た
し
な
め
は
す
る

も
の
の
、
他
方
、
五
章
で
寺
に
行
く
前
、
宿
の
隣
の
家
の
物
干
し
台
に
「
幅
一
寸
に
長
さ
五
寸
ほ
ど
の
薄
い
板
」
が
乾
か
し
て
あ
る
の
を
、

何
か
分
か
ら
な
い
「
私
」
が
女
中
に
尋
ね
る
と
、
『
く
し
（
櫛
）
で
ひ
よ
う
』
と
言
わ
れ
た
が
、
「
私
」
は
串
と
解
し
て
首
を
ひ
ね
る
と
い

う
描
写
が
あ
る
。
ス
ト
ー
リ
ィ
展
開
の
上
で
特
に
必
要
と
も
思
わ
れ
な
い
こ
の
描
写
が
、
「
私
」
が
天
南
に
会
う
直
前
に
置
か
れ
て
い
る
の

は
、
「
私
」
が
天
南
を
正
し
く
理
解
で
き
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
老
僧
は
天
南
が
結
婚
を
嫌
っ
た
こ
と
か
ら
天
南
を
「
不

具者
ぢ
や
な
い
か
」
と
思
い
、
「
私
」
に
相
談
し
た
た
め
、
天
南
を
観
察
し
た
「
私
」
は
、
「
女
嫌
ひ
で
は
通
ら
な
さ
〉
う
な
の
に
、
或
は

身
体
が
不
具
で
ぶ
も
あ
る
こ
と
か
と
、
私
は
一
種
の
痛
ま
し
い
感
じ
に
打
た
れ
な
が
ら
、
天
南
の
様
子
を
見
詰
め
て
ゐ
た
」
。
し
か
し
、
天

南
の
『
下
界
は
厭
や
だ
す
』
と
い
う
言
葉
は
、
精
神
的
あ
る
い
は
肉
体
的
不
具
と
い
う
解
釈
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　宝
塚
の山
の
上
の
庵
室
に
住
み
着
い
た
旅
絵
師
と
懇
意
に
な
っ
た
天
南
は
、
少
女
歌
劇
を
口
実
に
絵
師
の
許
を
訪
れ
て
い
た
。
こ
の
口
　
　
　
一

実
を
老
僧
は
女
欲
し
さ
と
勘
違
い
し
て
、
嫁
を
あ
て
が
っ
た
の
で
あ
る
。
押
し
つ
け
ら
れ
た
婚
礼
当
日
、
天
南
は
家
出
し
て
絵
師
の
許
に
　
　
　
4
4

身
を
よ
せ
た
。
居
所
を
知
っ
て
訪
ね
た
老
僧
が
見
た
の
は
、
一
寸
見
に
は
分
か
ら
ぬ
ほ
ど
「
変
り
果
て
た
」
天
南
の
姿
で
あ
っ
た
。
絵
師
　
　
　
　
一

の姿
を
「
頭
髪
が
肩
ま
で
伸
び
て
垂
れ
下
が
つ
た
垢
だ
ら
け
の
男
が
、
汚
れ
く
さ
つ
た
布
子
の
上
へ
、
犬
の
皮
か
何
か
で
持
え
た
胴
着
の

やう
な
も
の
を
羽
織
つ
て
立
ち
現
は
れ
た
」
と
描
写
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
天
南
も
似
た
よ
う
な
姿
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
老
僧

は
「
ま
る
で
狂
人
ぢ
や
」
と
思
い
、
「
我
が
子
な
が
ら
も
気
味
わ
る
く
、
恐
ろ
し
く
」
感
じ
た
。

　前
掲
『
異
人
論
序
説
』
に
従
え
ば
、
旅
絵
師
も
〈
異
人
〉
で
あ
り
、
コ
時
的
に
（
定
住
民
と
）
交
渉
を
持
つ
漂
泊
民
」
に
あ
た
る
。
天

南
が
こ
の
絵
師
と
親
し
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
生
き
方
へ
の
憧
れ
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
漂
泊
民
へ
の
憧

れは
、
裏
返
せ
ば
定
住
民
の
生
活
へ
の
嫌
悪
を
意
味
す
る
。
共
同
体
の
中
に
定
住
す
る
人
々
は
、
共
同
体
の
規
範
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て

生
活
の保
障
を
得
る
。
共
同
体
と
言
っ
て
も
天
南
の
場
合
は
、
自
分
の
生
ま
れ
育
っ
た
家
で
あ
る
寺
で
あ
り
、
規
範
と
は
具
体
的
に
は
父

の
△
叉
下
で
あ
る
。
こ
の
命
令
に
従
う
こ
と
が
、
天
南
に
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
章
で
全
知
の
語
り
手
は
、
天
南
が
幼
時
の
体
験



から
父
を
信
用
し
な
く
な
り
、
父
に
命
じ
ら
れ
た
寺
の
用
事
を
「
目
の
敵
の
や
う
に
し
て
打
ツ
ち
や
ら
か
し
て
」
お
い
た
と
記
す
。
そ
し

て
、
天
南
は
結
婚
の
押
し
つ
け
を
拒
否
し
て
、
つ
い
に
「
下
界
」
す
な
わ
ち
世
俗
と
の
縁
を
断
ち
切
り
、
世
俗
の
規
範
か
ら
自
由
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
肉
親
の
絆
も
身
な
り
も
、
も
は
や
彼
に
は
意
味
を
持
た
な
い
。
自
ら
す
す
ん
で
∧
異
人
∨
と
な
っ
た
天
南
を
、
世
俗
の
住

人
であ
る
老
僧
が
「
気
味
わ
る
く
、
恐
ろ
し
く
」
感
じ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
「
松
茸
」
の
天
南
は
父
と
衝
突
す
る
も
の
の
、
引
き
下
が
っ
た
が
、
「
ご
り
が
ん
」
の
天
南
は
父
に
従
わ
ず
、
決
定
的
な
拒
絶
を
行
っ
た
。

こ
の
違
い
は
、
「
松
茸
」
の
天
南
が
共
同
体
の
周
縁
部
に
疎
外
さ
れ
た
マ
ー
ジ
ナ
ル
・
マ
ン
と
し
て
の
〈
異
人
〉
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
「
ご

り
が
ん
」
の
天
南
は
自
ら
共
同
体
か
ら
離
脱
し
て
く
異
人
∨
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、
「
ご
り
が
ん
」
の
天
南

に
は
共
同
体
の
外
の
世
界
に
導
い
て
く
れ
る
旅
絵
師
が
い
た
が
、
「
松
茸
」
の
天
南
に
は
そ
う
い
う
存
在
は
い
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

二男
と
長
男
と
い
う
、
家
に
お
け
る
立
場
の
相
違
も
、
二
人
の
父
に
対
す
る
態
度
を
決
定
づ
け
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
5

　かく
し
て
、
疎
外
さ
れ
る
、
受
動
的
な
〈
異
人
〉
で
あ
っ
た
天
南
は
、
自
分
の
意
思
で
世
俗
の
矩
を
越
え
た
、
能
動
的
な
〈
異
人
〉
と
　
　
　
　
一

な
っ
た
。
こ
の
天
南
の
変
貌
は
、
「
松
茸
」
の
書
か
れ
た
明
治
四
十
三
年
と
、
「
ご
り
が
ん
」
の
書
か
れ
た
大
正
九
年
当
時
の
社
会
情
勢
の

相
違
と
、
お
そ
ら
く
無
関
係
で
は
な
い
。

　明
治
四
十
一
年
の
赤
旗
事
件
以
来
、
政
府
の
思
想
弾
圧
は
苛
烈
な
も
の
と
な
り
、
社
会
主
義
者
は
も
ち
ろ
ん
自
然
主
義
文
学
ま
で
も
対

象
と
し
て
、
次
第
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
っ
た
。
四
十
三
年
五
月
に
は
、
大
逆
事
件
に
よ
る
社
会
主
義
者
の
検
挙
が
始
ま
り
、
小
剣
が

か
ね
て

から
敬
愛
し
て
い
た
幸
徳
秋
水
も
六
月
に
逮
捕
さ
れ
、
「
松
茸
」
執
筆
当
時
は
そ
の
公
判
中
で
あ
っ
た
。
小
剣
は
幸
徳
秋
水
の
影
響

で
三十
九
年
頃
か
ら
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
傾
倒
し
て
お
り
、
自
然
主
義
文
学
に
関
心
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
一
つ
に
は
自
然
主
義
文

学
が
当
初
旧
権
威
に
対
し
て
反
抗
す
る
と
い
う
傾
向
が
強
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
政
府
の
思
想
弾
圧
は
自
然
主
義
か
ら
反
抗

と
い
う
要
素
を
失
わ
せ
、
社
会
主
義
者
も
一
網
打
尽
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
掲
げ
る
、
自
由
を
求
め
抑
圧
者
に
反
抗
す
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上司
小
剣
「
ご
り
が
ん
」
論

る
こ
と
な
ど
、
不
可
能
な
時
代
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
松
茸
」
の
天
南
に
、
幸
徳
秋
水
ら
社
会
主
義
者
や
自
然
主
義
文

学
を
直
載
に
重
ね
合
わ
せ
る
の
は
明
ら
か
に
短
絡
で
あ
る
が
、
こ
う
い
う
時
代
の
空
気
を
反
映
し
た
作
品
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
の
で
は

な
い
か
。

　
一
方
、
大
正
九
年
は
、
第
一
次
世
界
対
戦
後
の
不
況
と
物
価
高
騰
に
よ
る
生
活
の
困
窮
、
さ
ら
に
は
ロ
シ
ア
革
命
の
成
功
に
よ
る
思
想

的
影
響
の
結
果
、
労
働
運
動
や
社
会
主
義
運
動
が
急
速
に
拡
大
し
、
盛
り
上
が
っ
た
年
で
あ
る
。
こ
の
影
響
を
受
け
て
文
壇
も
、
文
学
の

大衆
化
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
勃
興
な
ど
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。
小
剣
も
大
正
六
年
頃
か
ら
社
会
性
の
強
い
作
品
を
書
い
て
い

た
が
、
翌
十
年
に
は
『
東
京
』
の
執
筆
を
開
始
す
る
、
そ
の
前
年
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
自
由
を
求
め
抑
圧
者
に
反
抗
す
る
こ
と
が

可能
な
時
代
に
な
り
、
ま
た
実
際
に
そ
う
い
う
人
々
が
現
れ
て
い
た
。
「
ご
り
が
ん
」
の
天
南
も
、
そ
う
い
う
若
者
た
ち
の
一
人
と
し
て
設

定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　と
は
い
え
、
天
南
の
描
き
方
に
こ
う
い
う
社
会
情
勢
の
変
化
を
反
映
さ
せ
て
は
い
る
も
の
の
、
「
ご
り
が
ん
」
は
、
あ
く
ま
で
老
僧
が
主
　
　
　
4
6

人
公
であ
る
。
上
方
ら
し
い
、
ご
り
が
ん
と
い
う
性
格
の
面
白
さ
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
き
な
が
ら
、
そ
の
老
僧
が
息
子
の
反
抗
に
胸
を
破
　
　
　
一

ら
れ
て
ご
り
が
ん
ら
し
さ
を
失
い
、
失
意
の
う
ち
に
死
ん
で
ゆ
く
姿
に
、
我
が
子
に
拒
絶
さ
れ
た
親
の
悲
哀
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
小
説
は
、

父親
の
側
か
ら
描
い
た
こ
と
で
、
読
者
の
情
に
訴
え
か
け
る
、
小
剣
の
小
説
作
り
の
う
ま
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
作
品
に
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
逆
に
そ
の
こ
と
が
、
大
正
九
年
の
時
点
の
文
壇
に
あ
っ
て
は
、
古
さ
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
生
ま
れ
る
時

期
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
、
小
剣
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
。


