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は
じ
め
に

太
宰
治
﹃
新
釈
諸
国
噺
﹄
は
︑
昭
和
二
〇
年
一
月
二
七
日
付
で
生
活
社
か

ら
刊
行
さ
れ
た
短
�
小
説
集
で
あ
る
︒
こ
の
単
行
本
を
構
成
す
る
十
二
の
短

�
小
説
は
︑
井
原
西
鶴
の
浮
世
草
子
を
主
た
る
典
拠
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
︒

﹃
新
釈
諸
国
噺
﹄
に
つ
い
て
の
研
究
は
︑
主
た
る
典
拠
と
の
比
較
を
中
心
に
︑

個
々
の
作
品
に
つ
い
て
は
深
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
し

か
し
な
が
ら
︑
あ
ら
た
め
て
﹁
凡
例
﹂
を
読
み
返
し
て
み
る
と
︑﹃
新
釈
諸

国
噺
﹄
研
究
が
個
々
の
作
品
論
に
細
分
化
さ
れ
て
い
く
中
で
︑
取
り
落
と
さ

れ
て
し
ま
い
つ
つ
あ
る
問
題
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
︒
一
つ
は
︑﹁
凡
例
﹂

前
半
に
同
時
代
の
西
鶴
受
容
に
対
す
る
意
識
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
に
も
関
わ

ら
ず
︑
そ
れ
と
の
関
わ
り
が
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
な
い
と
い

う
問
題
で
あ
る
︒
も
う
一
つ
は
︑﹁
凡
例
﹂
後
半
に
同
時
代
の
危
機
的
な
状

況
へ
の
意
識
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
︑
そ
れ
と
の
関
わ
り
に
お

い
て
﹃
新
釈
諸
国
噺
﹄
の
諸
作
品
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
試
み
が
︑
一
部
の

作
品
に
於
け
る
少
数
の
例
外
を
除
い
て
︑
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
な
さ
れ
て
き
て

い
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
主
に
後
者
の
問
題
に
重
点
を
置
き

つ
つ
﹃
新
釈
諸
国
噺
﹄
全
体
を
読
み
直
す
試
み
を
し
て
み
た
い
︒

﹃
新
釈
諸
国
噺
﹄
へ
の
助
走
と
し
て
注
目
す
べ
き
エ
ッ
セ
イ
に
﹁
金
銭
の

話
﹂︵
昭
和
一
八
年
一
〇
月
﹁
雑
誌
日
本
﹂︶
が
あ
る
︒
そ
の
内
容
は
︑﹁
貯

金
し
て
お
国
の
役
に
立
ち
た
い
﹂
の
に
﹁
ど
う
い
ふ
わ
け
か
お
金
が
残
ら

ぬ
﹂
と
嘆
く
﹁
私
﹂
が
︑
西
鶴
の
作
品
を
﹁
熟
読
玩
味
す
る
事
﹂
で
﹁
貯
蓄

の
妙
訣
﹂
を
﹁
体
得
﹂
し
よ
う
と
思
い
立
つ
が
︑
西
鶴
の
描
い
た
﹁
さ
ま
ざ

ま
な
貯
蓄
の
名
人
の
逸
事
﹂
を
参
考
に
し
て
我
が
家
の
台
所
を
見
回
し
て
も

無
駄
は
一
つ
も
発
見
で
き
ず
︑
﹁
一
億
国
民
︑
い
ま
は
こ
の
西
鶴
の
物
語
の

中
に
あ
る
大
長
者
た
ち
の
如
く
︑
こ
ま
か
き
心
使
ひ
し
て
生
活
を
し
て
ゐ

る
﹂
こ
と
に
気
づ
く
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
背
景
と

な
っ
て
い
る
の
は
︑
戦
時
下
の
︿
貯
蓄
報
国
﹀
と
い
う
国
策
で
あ
ろ
う
︒
い

わ
ゆ
る
︿
支
那
事
変
﹀
以
来
︑
飛
躍
的
に
増
大
す
る
戦
費
の
円
滑
な
調
達
の

た
め
に
︑
昭
和
一
三
年
に
は
国
民
貯
蓄
運
動
が
開
始
さ
れ
て
お
り
︑
太
平
洋

戦
争
開
戦
が
そ
れ
に
さ
ら
に
拍
車
を
か
け
て
い
た
︒
太
宰
﹁
金
銭
の
話
﹂
は

表
面
上
そ
う
し
た
国
策
に
寄
り
添
い
つ
つ
︑
﹁
仰
望
し
て
以
て
手
本
と
な
す

べ
き
人
た
ち
﹂
と
し
て
西
鶴
の
描
く
﹁
腹
の
へ
る
を
用
心
し
て
︑
火
事
の
見

舞
ひ
に
も
早
く
歩
ま
ぬ
﹂
若
旦
那
の
よ
う
な
滑
稽
な
例
を
列
挙
す
る
こ
と
で
︑
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巧
み
に
そ
れ
を
茶
化
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
西
鶴
の
描
い
た
﹁
大
長
者
た
ち
﹂

の
如
く
﹁
こ
ま
か
き
心
使
ひ
し
て
生
活
を
し
て
ゐ
る
﹂
に
も
関
わ
ら
ず
﹁
金

が
残
ら
ぬ
﹂
戦
時
下
の
窮
迫
し
た
国
民
生
活
と
︑
に
も
関
わ
ら
ず
﹁
お
国
の

た
め
﹂
の
﹁
貯
蓄
﹂
を
強
要
す
る
国
家
の
酷
薄
さ
と
が
︑
間
接
的
に
浮
き
彫

り
に
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
を
︑
国
策
へ
の
批
判
や
抵
抗
だ
と
す
る
の
は
大
げ

さ
だ
ろ
う
が
︑
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
な
が
ら
の
軽
妙
な
皮
肉
や
揶
揄
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
戦
時
下
と
い
う
国
策
へ
の

批
判
が
い
っ
さ
い
許
さ
れ
な
い
極
度
の
言
論
弾
圧
下
に
お
い
て
︑
こ
う
し
た

戦
術
を
巧
み
に
応
用
し
つ
つ
︑
表
現
の
可
能
性
を
多
少
な
り
と
も
拡
大
し
よ

う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
︑﹃
新
釈
諸
国
噺
﹄
を
時

代
と
の
緊
張
関
係
に
お
い
て
眺
め
た
時
に
見
え
て
く
る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
な

の
だ
と
考
え
る
︒

限
ら
れ
た
紙
数
の
中
で
十
二
作
品
を
概
観
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
︑
先
行

研
究
に
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
な
い
が
︑
ま
ず
最
初
に
小
泉
浩
一
郎
﹁﹃
新
釈

諸
国
噺
﹄
論
│
│
﹁
大
力
﹂﹁
裸
川
﹂﹁
義
理
﹂
を
め
ぐ
り
│
│
﹂︵
昭
和
五

一
年
一
月
﹁
日
本
文
学
﹂︶
に
は
言
及
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
︒
小
泉
論
は

﹁
苛
烈
な
状
況
下
に
お
け
る
太
宰
の
秘
か
な
時
代
認
識
︑
時
代
批
判
﹂
を

﹁
抽
出
﹂
し
よ
う
と
し
た
先
駆
的
な
試
み
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
後
の
﹃
新
釈

諸
国
噺
﹄
研
究
に
於
い
て
ほ
と
ん
ど
発
展
さ
せ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
小
泉

論
自
身
︑﹁﹃
新
釈
﹄
の
十
二
の
作
品
が
︑
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
鋭
い
時
代
批

判
の
モ
チ
ー
フ
を
内
包
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
は
な
い
﹂
と
述
べ
て
し

ま
っ
て
い
る
が
︑
自
ら
の
主
張
に
都
合
の
よ
い
三
�
を
恣
意
的
に
取
り
上
げ

論
を
展
開
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
や
︑﹁
時

代
批
判
﹂﹁
抵
抗
の
文
学
﹂
と
い
う
評
言
が
少
々
強
す
ぎ
た
こ
と
な
ど
が
︑

あ
る
い
は
問
題
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
取
り
上
げ
ら

れ
た
三
�
に
関
し
て
は
丹
念
に
分
析
が
施
さ
れ
て
お
り
︑
見
る
べ
き
解
釈
も

多
い
︒
残
念
な
が
ら
そ
れ
ら
を
検
証
し
て
い
る
紙
数
の
余
裕
は
な
い
が
︑
本

稿
は
そ
の
問
題
提
起
を
継
承
し
つ
つ
︑
一
部
の
作
品
で
は
な
く
﹁
十
二
の
作

品
﹂
す
べ
て
を
︑
そ
れ
ら
が
時
代
と
の
緊
張
関
係
の
中
で
書
か
れ
た
と
い
う

視
点
か
ら
︑
あ
ら
た
め
て
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
︒

一
︑
﹁
裸
川
﹂
﹁
義
理
﹂

﹁
新
釈
諸
国
噺
﹂︵
昭
和
一
九
年
一
月
﹁
新
潮
﹂︶
と
し
て
発
表
さ
れ
た

﹁
裸
川
﹂
は
︑
滑
川
に
銭
を
落
と
し
た
青
砥
藤
綱
が
︑
人
足
を
雇
っ
て
そ
れ

を
探
さ
せ
︑
残
ら
ず
見
つ
け
出
し
た
浅
田
小
五
郎
に
褒
美
を
や
っ
た
が
︑
そ

の
不
正
が
露
見
し
た
た
め
裸
で
川
を
捜
索
さ
せ
た
︑
と
い
う
内
容
で
︑
井
原

西
鶴
﹁
我
が
物
ゆ
ゑ
に
裸
川
﹂︵
﹃
武
家
義
理
物
語
﹄
巻
一
の
一
︶
を
主
た
る

典
拠
と
し
て
い
る
︒
青
砥
藤
綱
は
近
代
に
於
い
て
︑﹁
倹
素
﹂﹁
廉
潔
﹂﹁
節

倹
﹂
な
ど
の
徳
目
を
背
負
い
︑﹃
幼
学
綱
要
﹄︵
明
治
一
五
年
︶
を
は
じ
め
多

く
の
修
身
書
に
登
場
し
て
い
た

(
�
)

︒
国
定
教
科
書
に
は
登
場
し
て
い
な
い
が
︑

節
倹
や
貯
蓄
が
叫
ば
れ
る
状
況
の
中
で
彼
の
名
が
連
想
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ

た
こ
と
は
︑
た
と
え
ば
森
崎
生
﹁
百
億
貯
蓄
の
意
義
﹂︵
昭
和
一
四
年
六
月

一
六
日
﹁
大
阪
時
事
新
報
﹂︶
が
︑
﹁
聖
戦
完
遂
﹂
の
た
め
﹁
貯
蓄
の
百
億
完

成
﹂
を
実
現
す
る
こ
と
を
説
き
つ
つ
︑
二
宮
尊
徳
と
共
に
青
砥
の
名
に
言
及

し
て
い
る
こ
と
を
見
て
も
わ
か
る
︒
そ
う
し
た
青
砥
の
姿
を
︑
﹁
国
の
た
め

に
質
素
倹
約
を
率
先
躬
行
﹂
す
る
﹁
清
廉
潔
白
の
官
吏
﹂
と
し
て
描
く
一
方

で
︑
極
端
に
戯
画
化
・
滑
稽
化
し
て
み
せ
て
い
る
太
宰
﹁
裸
川
﹂
が
︑
先
行

す
る
﹁
金
銭
の
話
﹂
と
同
様
の
戦
術
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
は
見
て
取
り
や

す
い
だ
ろ
う
︒
典
拠
と
の
比
較
で
主
に
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
ま
ず
第
一
に
落

と
し
た
銭
を
何
が
あ
っ
て
も
拾
い
集
め
よ
う
と
す
る
青
砥
の
決
意
が
﹁
ひ
ど
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い
決
意
﹂
と
さ
れ
︑
そ
の
た
め
に
苦
し
む
人
足
た
ち
の
姿
が
描
き
加
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
︑
次
に
典
拠
で
は
無
名
の
存
在
で
あ
っ
た
青
砥
を
�
す
人
足
に

﹁
浅
田
小
五
郎
﹂
と
い
う
名
が
付
け
ら
れ
︑
青
砥
に
比
肩
す
る
だ
け
の
存
在

感
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
︑
最
後
に
典
拠
で
は
﹁
青
砥
が
心
ざ
し
﹂
に
感

じ
て
﹁
正
道
を
申
せ
し
﹂
ゆ
え
に
﹁
武
家
の
ほ
ま
れ
﹂
を
あ
げ
る
﹁
千
馬
孫

九
郎
﹂
が
︑
太
宰
﹁
裸
川
﹂
で
は
浅
田
と
は
対
照
的
に
名
を
奪
わ
れ
︑﹁
小

さ
な
男
﹂
と
し
て
文
字
通
り
矮
小
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
︑
と
い
う
三
点
で
あ

る
︒
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
太
宰
﹁
裸
川
﹂
は
︑
青
砥
お
よ
び
彼
と
同
じ
価

値
観
を
持
つ
千
馬
を
矮
小
化
・
戯
画
化
し
︑
彼
ら
と
対
立
す
る
浅
田
の
存
在

感
を
増
幅
す
る
と
い
う
方
向
で
典
拠
を
書
き
換
え
て
い
る
と
言
え
る
︒
そ
れ

と
︑
青
砥
の
﹁
真
面
目
﹂
さ
が
人
足
た
ち
の
苦
し
み
を
招
い
て
い
た
こ
と
が

描
き
加
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
︑
時
代
状
況
と
の
関
わ
り

に
お
い
て
こ
の
作
品
を
見
た
時
︑
そ
こ
に
﹁
国
の
た
め
﹂
の
﹁
質
素
倹
約
﹂

を
強
制
す
る
こ
と
で
国
民
を
苦
し
め
る
戦
時
下
の
軍
人
・
官
僚
へ
の
皮
肉
を

看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
︒

﹁
武
家
義
理
物
語
﹂︵
昭
和
一
九
年
五
月
﹁
文
藝
﹂︶
と
し
て
発
表
さ
れ
た

﹁
義
理
﹂
は
︑
若
殿
の
お
供
と
し
て
蝦
夷
に
い
く
こ
と
に
な
っ
た
神
崎
式
部

が
︑
大
井
川
渡
河
の
際
︑
後
見
を
頼
ま
れ
て
い
た
森
岡
丹
三
郎
を
流
さ
れ
︑

そ
の
父
丹
後
へ
の
義
理
の
た
め
︑
一
子
勝
太
郎
を
川
に
飛
び
込
ま
せ
る
こ
と

と
な
っ
た
と
い
う
内
容
で
︑
井
原
西
鶴
﹁
死
な
ば
同
じ
浪
枕
と
や
﹂︵﹃
武
家

義
理
物
語
﹄
巻
一
の
五
︶
を
典
拠
と
し
て
い
る
︒
典
拠
か
ら
の
書
き
換
え
の

要
点
は
︑﹁
血
気
さ
か
ん
﹂
で
﹁
是
非
を
か
ん
が
へ
﹂
ず
水
か
さ
の
増
し
た

大
井
川
渡
河
を
命
じ
る
﹁
主
君
の
御
次
男
村
丸
﹂
が
﹁
ま
こ
と
に
手
に
あ
ま

る
腕
白
者
﹂
と
問
題
児
ぶ
り
を
誇
張
さ
れ
︑
大
井
川
で
流
さ
れ
る
森
岡
丹
三

郎
が
﹁
い
や
ら
し
い
つ
た
ら
無
い
子
﹂
と
し
て
極
端
な
ま
で
に
戯
画
化
さ
れ

て
い
る
の
に
対
し
︑
丹
三
郎
の
死
に
殉
ず
る
こ
と
と
な
る
神
崎
式
部
の
一
子

勝
太
郎
が
﹁
容
貌
華
麗
︑
立
居
振
舞
ひ
神
妙
の
天
晴
れ
父
の
名
を
恥
か
し
め

ぬ
秀
才
の
若
武
者
﹂
・﹁
家
中
随
一
の
美
童
﹂
と
し
て
美
化
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
結
果
︑
﹁
万
事
に
劣
れ
る
子
﹂
で
あ
る
丹
三
郎
の
た

め
に
﹁
何
の
罪
と
が
も
無
﹂
く
殉
ず
る
こ
と
と
な
る
勝
太
郎
の
﹁
義
理
﹂
の

た
め
の
死
は
︑﹁
あ
は
れ
に
し
て
美
し
﹂
い
も
の
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
︑

空
し
い
も
の
と
し
て
も
印
象
づ
け
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る

(
�
)

︒
渡
邉
正
彦

﹁
太
宰
治
﹁
義
理
﹂
論
﹂
︵
平
成
一
五
年
六
月
﹁
太
宰
治
研
究
﹂
第
一
一
号
︶

が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
直
前
に
ア
ッ
ツ
島
の
玉
砕
を
素
材
と
し
た
﹁
散

華
﹂︵
昭
和
一
九
年
三
月
﹁
新
若
人
﹂︶
が
発
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え

る
と
︑
戦
時
下
の
状
況
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
﹁
武
家
﹂
の
﹁
義
理
の
た

め
﹂
の
﹁
死
﹂
を
み
る
と
き
︑
そ
れ
は
容
易
に
軍
人
の
戦
死
を
連
想
さ
せ
る
︒

先
行
し
て
発
表
さ
れ
た
﹁
散
華
﹂
に
は
︑
戦
死
の
み
が
特
権
化
さ
れ
る
状
況

下
に
お
い
て
病
死
や
文
学
の
た
め
の
死
を
も
同
列
に
並
べ
て
み
せ
る
と
い
う

明
瞭
な
同
時
代
へ
の
批
評
性
が
み
ら
れ
た
が
︑
﹁
義
理
﹂
に
も
戦
死
の
美
し

さ
の
み
が
強
調
さ
れ
る
状
況
下

(
�
)

に
お
い
て
そ
の
空
し
さ
を
も
描
き
込
む
と
い

う
類
似
し
た
表
現
戦
略
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

二
︑
﹁
遊
興
戒
﹂
﹁
貧
の
意
地
﹂
﹁
破
産
﹂
﹁
粋
人
﹂

﹁
遊
興
戒
﹂
は
﹁
奇
縁
﹂︵
昭
和
一
九
年
八
月
﹁
満
洲
良
男
﹂
︶
を
改
題
し

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る

(
	
)

︒
主
た
る
典
拠
で
あ
る
井
原

西
鶴
﹁
人
に
は
棒
振
虫
同
前
に
思
は
れ
﹂︵
﹃
西
鶴
置
土
産
﹄
巻
二
の
二
︶
は
︑

遊
興
の
果
て
に
ぼ
う
ふ
ら
売
り
に
ま
で
身
を
落
と
し
た
利
左
衛
門
が
︑
昔
の

遊
び
仲
間
を
前
に
貫
き
と
お
す
意
地
と
矜
持
と
を
鮮
や
か
に
描
き
出
し
て
い

る
︒
対
し
て
太
宰
﹁
遊
興
戒
﹂
は
︑
一
貫
し
て
利
左
衛
門
の
意
地
に
は
否
定
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的
で
︑
結
果
と
し
て
三
人
の
遊
び
仲
間
の
﹁
あ
あ
︑
も
う
遊
び
は
よ
さ
う
﹂

と
い
う
決
意
が
説
得
力
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
タ
イ
ト
ル

が
﹁
遊
興
戒
﹂
と
さ
れ
︑
末
尾
が
﹁
こ
の
章
︑
遊
興
も
ほ
ど
ほ
ど
に
止
む
べ

し
と
の
戒
歟
﹂
と
さ
れ
た
こ
と
と
も
あ
わ
せ
て
︑
作
品
全
体
が
遊
興
へ
の
戒

め
と
し
て
読
め
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
を
戦
時
下
の
状
況

と
の
関
わ
り
に
お
い
て
見
る
と
︑﹁
高
級
享
楽
の
追
放
﹂
が
叫
ば
れ
﹁
高
級

料
理
店
待
合
﹂
が
﹁
休
業
﹂
に
追
い
込
ま
れ
る
状
況
下
に
お
い
て
︵﹃
日
本

経
済
年
報
﹄
昭
和
一
九
年
第
一
輯
︶︑
あ
か
ら
さ
ま
な
ま
で
に
時
局
的
で

あ
っ
た
と
言
え
る
︒﹁
遊
興
戒
﹂
が
﹁
奇
縁
﹂
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
発
表

誌
﹃
満
洲
良
男
﹄
が
関
東
軍
の
機
関
誌
で
あ
り
︑﹁
奇
縁
﹂
が
﹁
満
洲
に
居

る
将
校
達
む
き
に
書
い
て
も
ら
い
た
い
と
い
ふ
注
文
﹂︵
中
村
貞
次
郎
﹁
津

軽
余
談
﹂
昭
和
二
四
年
九
月
︶
を
受
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
︑
内
容
が
時
局
的
に
な
っ
た
こ
と
も
う
な
ず
け
よ
う
︒
ち
な
み
に
﹁
戦
陣

訓
﹂
に
は
﹁
戦
陣
苟
も
酒
色
に
心
奪
は
れ
︑
又
は
慾
情
に
駆
ら
れ
て
本
心
を

失
ひ
︑
皇
軍
の
威
信
を
損
じ
︑
奉
公
の
身
を
過
る
が
如
き
こ
と
あ
る
べ
か
ら

ず
﹂
と
遊
興
へ
の
戒
め
が
説
か
れ
て
い
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
遊
興
へ
の
戒

め
を
主
に
軍
人
の
読
む
雑
誌
で
説
く
こ
と
自
体
が
︑
そ
の
ま
ま
軍
人
批
判
と

し
て
機
能
す
る
背
景
も
あ
っ
た
︒
た
と
え
ば
永
井
荷
風
﹃
断
腸
亭
日
乗
﹄
に

は
﹁
流
言
録
﹂
と
し
て
﹁
今
年
三
月
一
日
は
芸
者
買
に
二
十
割
の
税
か
か
る

最
初
の
夜
な
る
に
︑
軍
人
の
宴
会
あ
り
﹂︵
昭
和
一
八
年
三
月
初
八
︶
と
あ

る
︒
ま
た
︑
昭
和
一
九
年
三
月
五
日
︑
決
戦
非
常
措
置
要
綱
第
七
項
︵
高
級

享
楽
の
停
止
︶
に
基
づ
き
︑
警
視
庁
は
﹁
精
養
軒
な
ど
高
級
料
理
店
八
五
〇

店
︑
待
合
・﹁
芸
妓
﹂
屋
四
三
〇
〇
店
︑
バ
ー
・
飲
み
屋
二
〇
〇
〇
店
を
閉

鎖
さ
せ
た
﹂
が
︑﹁
こ
の
措
置
に
も
か
か
わ
ら
ず
待
合
な
ど
で
遊
興
す
る
高

級
軍
人
や
軍
需
会
社
の
特
権
業
者
の
数
は
へ
ら
ず
︑
民
衆
の
顰
蹙
を
買
っ

た
﹂
と
い
う
︵
由
井
正
臣
﹃
図
説
昭
和
の
歴
史


戦
争
と
国
民
﹄
集
英
社
︶︒

﹁
金
銭
の
話
﹂
が
一
見
国
策
に
沿
う
ポ
ー
ズ
を
と
り
な
が
ら
そ
れ
を
皮
肉
っ

て
い
た
よ
う
に
︑﹁
遊
興
戒
﹂
も
声
高
に
時
局
的
な
教
戒
を
説
く
よ
う
に
見

せ
つ
つ
裏
に
皮
肉
の
刃
を
潜
め
て
い
た
と
も
読
め
る
︒

﹁
貧
の
意
地
│
新
釈
諸
国
噺
│
﹂︵
昭
和
一
九
年
九
月
﹁
文
藝
世
紀
﹂︶
と

し
て
発
表
さ
れ
た
﹁
貧
の
意
地
﹂
は
︑
原
田
内
助
と
い
う
貧
し
い
浪
人
が
年

の
瀬
に
十
両
の
合
力
を
受
け
︑
浪
人
仲
間
を
集
め
祝
杯
を
あ
げ
て
い
た
席
で

一
両
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
る
が
︑
内
助
の
﹁
大
出
来
の
思
ひ
つ
き
﹂

に
よ
っ
て
解
決
し
た
︑
と
い
う
内
容
で
︑
井
原
西
鶴
﹁
大
»
日
は
合
は
ぬ
算

用
﹂︵﹃
西
鶴
諸
国
は
な
し
﹄
巻
一
の
三
︶
を
主
た
る
典
拠
と
し
て
い
る
︒
典

拠
か
ら
の
変
更
の
要
所
は
︑
典
拠
で
は
強
面
の
や
く
ざ
者
で
あ
っ
た
原
田
内

助
が

(
�
)

︑
そ
れ
と
は
正
反
対
の
﹁
気
の
弱
い
男
﹂
﹁
弱
気
な
男
﹂
に
変
更
さ
れ
︑

そ
の
弱
さ
ゆ
え
に
こ
そ
﹁
貧
者
の
意
地
﹂
を
貫
き
通
せ
た
し
︑﹁
水
際
立
つ

た
名
案
﹂
を
思
い
つ
け
た
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
前
提
と
し
て
︑
﹁
貧
の
意
地
﹂
の
前
の
月
︑

﹁
奇
縁
﹂
と
同
じ
昭
和
一
九
年
八
月
に
﹁
文
學
報
図
﹂
に
発
表
さ
れ
た
﹁
東

京
だ
よ
り
﹂
と
い
う
掌
編
に
目
を
や
っ
て
お
こ
う
︒﹁
東
京
だ
よ
り
﹂
は
︑

あ
る
工
場
で
﹁
働
く
少
女
た
ち
﹂
の
中
で
︑﹁
ど
う
し
て
も
他
の
少
女
と
全

く
違
ふ
感
じ
の
ひ
と
﹂
の
﹁
際
立
つ
た
不
思
議
な
美
し
さ
﹂
を
支
え
て
い
た

も
の
が
︑
彼
女
の
﹁
右
足
の
足
首
﹂
の
障
害
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
内
容
の
小

品
で
あ
る
︒
戦
時
下
の
日
本
政
府
は
︑
戦
争
に
勝
ち
抜
く
と
い
う
目
的
の
た

め
に
︑
国
民
に
強
く
健
康
で
あ
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
た
の
だ
が
︑
そ
う
し

た
状
況
下
に
お
い
て
︑﹁
そ
の
ひ
と
の
際
立
つ
た
不
思
議
な
美
し
さ
の
原
因
﹂

を
﹁
右
足
の
足
首
﹂
の
障
害
に
あ
え
て
見
よ
う
と
す
る
﹁
東
京
だ
よ
り
﹂
の

戦
略
は
︑
戦
時
下
に
猛
威
を
ふ
る
っ
た
健
康
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
暴
力
性
を
︑
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し
た
た
か
且
つ
し
な
や
か
に
い
な
し
て
い
た
と
い
え
る
︒﹁
東
京
だ
よ
り
﹂

と
相
前
後
し
て
執
筆
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
﹁
貧
の
意
地
﹂
で
用
い
ら
れ
て
い

る
戦
略
も
︑
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
東
京
だ
よ
り
﹂
は
健
康
／
不
健
康
の
二
項
対
立
に

お
い
て
︑
あ
え
て
後
者
に
美
を
見
い
だ
す
こ
と
で
︑
健
康
を
強
制
す
る
時
代

の
状
況
へ
の
批
評
的
な
距
離
を
保
ち
得
て
い
た
︒
同
様
に
﹁
貧
の
意
地
﹂
は
︑

強
／
弱
の
二
項
対
立
に
お
い
て
︑
あ
え
て
後
者
に
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
で
︑

強
く
あ
る
こ
と
を
強
制
す
る
時
代
の
状
況
へ
の
批
評
的
な
距
離
を
保
ち
得
て

い
た
の
だ
と
考
え
る

(
�
)

︒

と
こ
ろ
で
先
に
見
た
﹁
遊
興
戒
﹂
も
︑
こ
の
﹁
貧
の
意
地
﹂
も
︑
貧
窮
の

ど
ん
底
に
沈
ん
だ
主
人
公
の
﹁
意
地
﹂
を
描
い
て
い
る
と
い
う
点
で
は
共
通

し
て
い
る
が
︑
そ
の
描
き
方
は
対
照
的
で
あ
る
︒
こ
れ
は
お
そ
ら
く
︑﹁
貧

の
意
地
﹂
の
内
助
が
﹁
気
の
弱﹅

い
男
﹂﹁
弱﹅

気
な
男
﹂
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑

﹁
遊
興
戒
﹂
の
利
左
は
一
貫
し
て
強﹅

が
り
を
続
け
る
か
ら
な
の
だ
と
思
わ
れ

る
︒

﹃
新
釈
諸
国
噺
﹄
に
は
主
人
公
が
遊
興
の
果
て
に
破
産
寸
前
の
状
況
に
追

い
込
ま
れ
な
が
ら
強
が
り
を
続
け
る
と
い
う
物
語
が
﹁
遊
興
戒
﹂
以
外
に
も

二
�
あ
る
︒
書
き
下
ろ
し
で
発
表
さ
れ
た
﹁
破
産
﹂
と
﹁
粋
人
﹂
と
が
そ
れ

で
あ
る
︒
単
行
本
で
の
配
列
順
に
﹁
破
産
﹂
か
ら
見
よ
う
︒
そ
の
﹁
始
末
の

よ
ろ
し
き
事
﹂
を
見
込
ま
れ
て
︑
大
金
持
ち
で
あ
る
万
屋
の
跡
取
り
と
な
っ

た
男
が
︑
豪
遊
の
果
て
に
﹁
ぐ
わ
ら
り
と
破
産
﹂
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
の

物
語
は
︑
井
原
西
鶴
﹁
三
匁
五
分
曙
の
か
ね
﹂︵﹃
日
本
永
代
蔵
﹄
巻
五
の

五
︶
を
主
た
る
典
拠
と
し
て
い
る
︒
典
拠
か
ら
の
書
き
換
え
の
要
所
は
︑
物

語
の
流
れ
の
不
自
然
な
と
こ
ろ
や
不
合
理
な
と
こ
ろ
を
整
え
︑
タ
イ
ト
ル
を

﹁
破
産
﹂
と
し
︑
末
尾
に
﹁
ぐ
わ
ら
り
と
破
産
﹂
と
い
う
印
象
的
な
フ
レ
ー

ズ
を
お
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
そ
れ
ら
は
︑
主
人
公
の
遊
興
の
果
て
の

﹁
破
産
﹂
を
読
者
に
鮮
明
に
印
象
づ
け
る
効
果
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
︒

ま
た
︑
万
屋
の
主
人
の
節
倹
ぶ
り
は
︑
別
な
典
拠
も
用
い
な
が
ら
大
き
く
ふ

く
ら
ま
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
戦
時
下
の
多
く
の
読
者
に
と
っ
て
﹁
贅
沢

は
敵
だ
！
﹂
と
い
う
状
況
下
に
お
け
る
自
分
た
ち
の
極
限
ま
で
切
り
詰
め
た

生
活
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
同
時
代
の
読
者
が
こ

れ
を
自
分
た
ち
の
置
か
れ
た
状
況
に
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
読
ん
だ
場
合
︑
お

そ
ら
く
万
屋
の
﹁
破
産
﹂
に
重
な
っ
て
見
え
て
く
る
の
は
︑
戦
争
末
期
の
危

機
的
な
状
況
下
に
置
か
れ
た
日
本
の
﹁
破
産
﹂
に
þ
し
た
状
況
で
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
戦
後
の
こ
と
に
な
る
が
︑
太
宰
は
﹁
十
五
年
間
﹂

︵
昭
和
二
一
年
四
月
﹁
文
化
展
望
﹂
︶
で
︑
戦
争
末
期
を
﹁
破
産
し
か
か
つ
て
︑

せ
つ
ぱ
つ
ま
﹂
っ
た
状
況
と
し
て
描
い
て
い
る
︒
ま
た
﹁
破
産
﹂
が
書
か
れ

た
昭
和
十
九
年
は
︑
六
月
に
尾
崎
行
雄
不
敬
事
件
の
判
決
が
出
た
年
で
も

あ
っ
た
︒
演
説
で
﹁
売
家
と
唐
様
で
書
く
三
代
目
﹂
と
い
う
川
柳
を
引
用
し

た
こ
と
が
︑﹁
畏
く
も
天
皇
陛
下
が
右
川
柳
の
所
謂
三
代
目
に
当
ら
せ
ら
る

る
か
の
感
を
与
ふ
る
が
如
き
言
辞
を
為
し
﹂
た
と
し
て
糾
弾
さ
れ
た
こ
の
事

件
は
︑
官
憲
の
意
図
と
は
別
に
︑
近
代
日
本
が
三
代
目
に
し
て
﹁
破
産
﹂
に

þ
し
て
い
る
こ
と
を
皮
肉
に
も
印
象
づ
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
さ
ら

に
﹁
返
事
の
手
紙
﹂
︵
昭
和
二
一
年
五
月
﹁
東
西
﹂
︶
で
太
宰
は
﹁
あ
の
頃
の

政
府
﹂
を
﹁
大
ば
く
ち
の
尻
ぬ
ぐ
ひ
に
女
房
子
供
の
着
物
を
持
ち
出
﹂
す

﹁
馬
鹿
な
悪
い
親
﹂
に
喩
え
て
も
い
る
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑
二
代
目
が

遊
興
の
果
て
に
先
代
の
築
き
上
げ
た
遺
産
を
蕩
尽
し
て
﹁
破
産
﹂
す
る
様
を

強
く
印
象
づ
け
て
描
く
こ
と
は
︑
三
代
目
が
先
代
先
々
代
の
築
き
上
げ
た
国

家
を
戦
争
と
い
う
﹁
大
ば
く
ち
﹂
の
果
て
に
窮
地
に
追
い
や
っ
て
い
る
様
を

想
起
さ
せ
る
効
果
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
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大
»
日
に
借
金
取
り
を
逃
れ
て
茶
屋
に
や
っ
て
き
た
男
が
大
金
持
ち
の
旦

那
を
気
取
っ
て
一
日
を
過
ご
そ
う
と
す
る
が
︑
借
金
取
り
に
踏
み
込
ま
れ
て

身
ぐ
る
み
は
が
さ
れ
︑
そ
れ
で
も
苦
し
い
噓
を
つ
き
続
け
て
茶
屋
の
婆
や
芸

者
に
$
笑
さ
れ
る
︑
と
い
う
内
容
の
﹁
粋
人
﹂
は
︑
井
原
西
鶴
﹁
訛う

言そ

も
只

は
聞
か
ぬ
宿
﹂︵﹃
世
間
胸
算
用
﹄
巻
二
の
二
︶
を
典
拠
と
し
て
い
る
︒
典
拠

か
ら
の
変
更
で
ま
ず
重
要
な
の
は
︑﹁
粋
人
﹂
で
は
男
が
来
店
し
た
当
初
か

ら
婆
は
彼
の
噓
を
見
抜
い
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
点
で
︑
そ
の
変
更
を
軸
と

し
な
が
ら
︑
典
拠
で
も
﹁
痴
人

た

は

け

﹂
と
呼
ぶ
こ
と
さ
え
も
っ
た
い
な
い
と
馬
鹿

に
さ
れ
て
い
た
男
は
︑
よ
り
﹁
馬
鹿
﹂
で
﹁
野
暮
﹂
な
存
在
と
し
て
極
端
に

戯
画
化
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
よ
う
な
男
を
﹁
粋
人
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
は
明
ら
か

な
皮
肉
で
︑
作
品
全
体
を
通
し
て
こ
の
男
は
批
判
的
に
眼
差
さ
れ
て
い
る
と

言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
﹁
破
産
﹂
を
戦
時
下
の
状
況
と
の
関
連
に
お

い
て
読
ん
だ
流
れ
で
こ
の
作
品
を
見
る
と
︑
こ
こ
で
見
え
す
い
た
噓
を
重
ね

な
が
ら
ど
う
に
か
体
面
を
保
と
う
と
し
て
い
る
男
の
姿
は
︑﹁
十
五
年
間
﹂

﹁
返
事
の
手
紙
﹂
の
言
葉
で
言
う
と
﹁
破
産
し
か
か
つ
て
︑
せ
つ
ぱ
つ
ま
り
︑

見
え
す
い
た
つ
ら
い
噓
を
つ
い
て
ゐ
る
﹂﹁
馬
鹿
な
悪
い
親
﹂
す
な
わ
ち

﹁
あ
の
頃
の
政
府
﹂
に
重
な
る
︒﹁
粋
人
﹂
に
は
︑
苦
し
い
噓
を
つ
き
続
け
て

$
笑
さ
れ
る
男
の
姿
に
︑﹁
せ
つ
ぱ
つ
ま
り
︑
見
え
す
い
た
つ
ら
い
噓
﹂
を

つ
き
続
け
る
﹁
政
府
﹂
の
姿
を
諷
刺
的
に
重
ね
た
側
面
が
あ
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
︒

三
︑
﹁
吉
野
山
﹂

吉
野
に
出
家
し
た
主
人
公
眼
夢
が
︑
知
人
に
庵
室
で
の
生
活
の
辛
さ
を
嘆

く
と
と
も
に
送
金
の
依
頼
を
し
た
手
紙
と
い
う
体
裁
を
と
っ
た
﹁
吉
野
山
﹂

︵
書
き
下
ろ
し
︶
は
︑
井
原
西
鶴
﹁
桜
の
吉
野
山
難
儀
の
冬
﹂︵﹃
万
の
文
反

古
﹄
巻
五
の
四
︶
を
主
た
る
典
拠
と
し
て
い
る
が
︑
そ
の
書
き
換
え
の
ポ
イ

ン
ト
は
色
欲
か
ら
物
欲
へ
の
重
心
の
移
動
に
あ
る
と
い
え
る
︒
典
拠
の
眼
夢

は
﹁
魚
鳥
は
匂
ひ
も
い
や
に
成
候
︑
是
は
堪
忍
い
た
し
候
へ
ど
も
︑
い
か
に

し
て
も
寝
覚
淋
し
く
候
﹂
と
書
き
︑﹁
年
比
は
十
五
六
七
ま
で
の
小
者
一
人
︑

御
か
ゝ
へ
な
さ
れ
御
越
頼
み
申
候
﹂
と
依
頼
し
て
い
る
︒
典
拠
で
は
こ
の
手

紙
に
﹁
魚
鳥
は
堪
忍
な
れ
ど
も
色
は
と
書
き
し
は
あ
り
事
な
る
べ
し
﹂
と
コ

メ
ン
ト
が
付
さ
れ
て
い
る
︒
出
家
し
て
世
を
捨
て
て
も
離
れ
難
い
の
は
色
欲

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
に
対
し
て
﹁
吉
野
山
﹂
の
眼
夢
の
方
は
︑

﹁
出
家
�
世
の
動
機
﹂
に
こ
そ
多
少
は
色
が
絡
ん
で
い
る
も
の
の
︑﹁
不
自

由
﹂
な
﹁
山
中
の
ひ
と
り
暮
し
﹂
を
続
け
る
う
ち
に
色
へ
の
執
着
は
次
第
に

後
景
に
退
い
て
い
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
彼
は
︑﹁
私
は
出
家
の
身
な
が
ら
︑

な
ま
ぐ
さ
を
時
た
ま
食
べ
な
い
と
骨
ば
な
れ
し
て
五
体
が
だ
る
く
て
た
ま
ら

な
く
な
り
ま
す
﹂
と
い
う
言
葉
や
︑
﹁
そ
れ
に
つ
け
て
も
︑
お
金
が
欲
し
く
﹂

と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
︑
食
物
や
金
銭
へ
の
執
着
や
欲
望
を
露
わ
に
し

て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
色
欲
か
ら
物
欲
へ
の
シ
フ
ト
の
問
題
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
︒
ま
ず

﹃
新
釈
諸
国
噺
﹄
の
シ
リ
ー
ズ
全
体
を
通
し
て
︑
典
拠
の
色
欲
に
関
す
る
記

述
︑
殊
に
男
色
に
関
す
る
記
述
は
︑
こ
と
ご
と
く
削
除
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
︒
基
本
的
に
そ
れ
は
︑
性
に
関
す
る
表
現
の
制
限

を
意
識
し
て
の
改
変
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
︒
﹁
吉
野
山
﹂
に
関
し
て

そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
は
︑
眼
夢
の
出
家
生
活
に
は
戦
時
下
の
多
く
の
日
本

国
民
の
生
活
が
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
眼
夢

は
﹁
な
ま
ぐ
さ
﹂
を
食
べ
よ
う
と
悪
戦
苦
闘
し
て
い
る
が
︑
戦
時
下
の
日
本

で
も
肉
・
魚
は
配
給
制
と
な
り
︑
入
手
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
︒
眼
夢
は
仕
方
な
く
︑
必
要
な
物
品
を
里
人
か
ら
買
う
こ
と
に
な
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る
が
︑
こ
れ
は
戦
時
下
の
都
市
住
民
た
ち
の
農
村
で
の
買
い
出
し
を
容
易
に

連
想
さ
せ
る
︒
ま
た
眼
夢
は
︑﹁
庵
の
裏
の
五
坪
ば
か
り
の
畑
﹂
に
﹁
大
根

人
参
の
種
を
﹂﹁
播
き
﹂︑﹁
出
家
も
尻
端
折
り
で
肥
柄
杓
を
振
り
ま
は
さ
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
﹂
と
嘆
い
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
戦
時
下
の
日
本
の
都
市
の
あ

ち
こ
ち
に
家
庭
菜
園
が
作
ら
れ
︑
都
市
住
民
た
ち
が
慣
れ
ぬ
手
で
野
菜
な
ど

を
栽
培
し
た
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
だ
ろ
う
︒
ち
な
み
に
﹁
金
銭
の
話
﹂

に
も
︑
庭
が
家
庭
菜
園
に
早
変
わ
り
し
て
い
る
様
が
描
写
さ
れ
て
い
た
︒

﹁
吉
野
山
﹂
は
︑﹁
戦
争
ノ
影
響
ニ
依
ル
生
活
窮
乏
﹂
を
書
く
こ
と
が
制
限
さ

れ
る
中
で

(
�
)

︑
戦
時
下
の
多
く
の
日
本
国
民
た
ち
の
物
質
的
に
追
い
つ
め
ら
れ

た
状
況
を
眼
夢
の
出
家
生
活
に
重
ね
て
描
く
と
い
う
表
現
上
の
冒
険
を
な
し

て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
色
欲
か
ら
物
欲
へ
の
シ
フ
ト
の
問
題
は
︑﹁
粋
人
﹂
に
も
見

ら
れ
る
︒
典
拠
に
は
︑
男
と
芸
者
と
が
﹁
打
解
け
て
夢
結
ぶ
﹂
場
面
が
描
き

込
ま
れ
て
い
る
が
︑﹁
粋
人
﹂
で
は
そ
う
し
た
色
っ
ぽ
い
場
面
は
完
全
に
削

除
さ
れ
︑
か
わ
り
に
﹁
と
こ
ろ
で
何
か
食
ふ
も
の
は
な
い
か
﹂
と
い
う
男
の

食
欲
や
︑﹁
客
の
お
膳
の
数
の
子
を
二
つ
三
つ
口
に
は
ふ
り
込
み
︑﹁
つ
い
で

に
︑
お
ひ
る
ご
は
ん
を
︑
こ
こ
で
ご
ち
そ
う
に
な
り
ま
せ
う
﹂﹂
と
い
う
芸

者
の
食
欲
を
描
き
加
え
て
い
る
︒
経
済
的
・
物
質
的
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
状

況
に
お
い
て
は
色
欲
よ
り
も
む
し
ろ
物
欲
が
優
先
さ
れ
る
と
い
う
︑
お
そ
ら

く
戦
時
下
の
状
況
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
認
識
を
︑﹁
粋
人
﹂﹁
吉
野

山
﹂
の
両
作
品
は
共
有
し
て
い
る
と
言
え
る
︒﹁
粋
人
﹂
か
ら
の
流
れ
で

﹁
吉
野
山
﹂
を
取
り
上
げ
た
所
以
で
あ
る
︒

四
︑
﹁
人
魚
の
海
﹂
﹁
猿
塚
﹂

﹁
人
魚
の
海
│
新
釈
諸
国
噺
﹂︵
昭
和
一
九
年
一
〇
月
﹁
新
潮
﹂︶
と
し
て

発
表
さ
れ
た
﹁
人
魚
の
海
﹂
の
主
た
る
典
拠
は
井
原
西
鶴
﹁
命
取
ら
る
る
人

魚
の
海
﹂
︵﹃
武
道
伝
来
記
﹄
巻
二
の
四
︶
で
あ
る
︒﹁
人
魚
の
海
﹂
の
内
容

は
︑
松
前
の
奉
行
中
堂
金
内
が
人
魚
を
射
る
と
い
う
稀
有
な
体
験
を
し
た
が
︑

重
役
の
青
崎
百
右
衛
門
に
実
否
を
疑
わ
れ
て
憤
死
し
た
︑
そ
れ
を
上
役
の
野

田
武
蔵
か
ら
伝
え
ら
れ
た
金
内
の
娘
八
重
と
召
使
い
鞠
と
が
︑
武
蔵
の
後
見

で
百
右
衛
門
に
敵
討
ち
を
し
た
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
典
拠
と
比
べ
て
目

立
つ
の
は
末
尾
に
付
加
さ
れ
た
﹁
此
段
︑
信
ず
る
力
の
勝
利
を
説
く
﹂
と
い

う
結
語
で
︑
基
本
的
に
こ
れ
を
印
象
づ
け
る
方
向
で
典
拠
か
ら
の
変
更
が
な

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
た
と
え
ば
誰
が
﹁
信
ず
る

力
﹂
に
よ
っ
て
﹁
勝
利
﹂
し
た
の
か
︑
な
ど
と
そ
の
内
実
を
問
い
始
め
る
と
︑

途
端
に
解
釈
は
混
乱
し
始
め
る

(
�
)
︒
お
そ
ら
く
﹁
此
段
︑
信
ず
る
力
の
勝
利
を

説
く
﹂
と
い
う
結
語
は
イ
ロ
ニ
ー
と
し
て
の
側
面
を
も
っ
て
お
り

(
�
)

︑
結
語
と

内
容
と
の
齟
齬
は
暗
に
そ
れ
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
︒
戦
時
下
に

お
い
て
﹁
信
﹂
は
重
要
な
徳
目
の
一
つ
で
あ
っ
た
︒﹁
戦
陣
訓
﹂
に
は
﹁
信

は
力
な
り
︒
自
ら
信
じ
毅
然
と
し
て
戦
ふ
者
常
に
克
く
勝
者
た
り
﹂
と
あ
り
︑

﹁
軍
人
勅
諭
﹂
に
は
﹁
軍
人
は
信
義
を
重
ん
す
へ
し
﹂︑
﹁
軍
人
は
信
義
な
く

て
は
一
日
も
隊
伍
の
中
に
交
り
て
あ
ら
ん
こ
と
難
か
る
へ
し
﹂
と
あ
る
︒

﹁
信
ず
る
力
の
勝
利
﹂
を
説
く
こ
と
は
明
ら
か
に
時
局
に
適
っ
て
い
た
︒
表

面
的
に
は
そ
れ
を
声
高
に
唱
え
つ
つ
︑
そ
こ
に
イ
ロ
ニ
ー
の
刃
を
潜
め
る
と

い
う
戦
略
が
採
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
百
右
衛
門
の
容
姿
に
つ
い
て
の
記
述
は
典
拠
に
は
見
ら
れ
な

い
が
︑﹁
人
魚
の
海
﹂
で
は
﹁
身
の
た
け
六
尺
に
近
く
﹂﹁
眼
は
︵
略
︶
青
く

光
つ
て
﹂
﹁
鼻
は
大
き
な
鷲
鼻
﹂
と
描
か
れ
て
い
る
︒
そ
の
﹁
風
貌
﹂
が

﹁
青
鬼
﹂
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
も
相
俟
っ
て
︑
戦
時
下
に
お
い
て

﹁
鬼
畜
﹂
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
た
英
米
人
の
容
姿
を
容
易
に
連
想
さ
せ
る
︒
そ
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し
て
そ
の
主
張
の
骨
子
は
︑
物
的
な
証
拠
が
な
け
れ
ば
人
魚
の
よ
う
な
﹁
古

来
た
め
し
の
無
い
妖
怪
﹂
の
存
在
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
︑
一
面
で
英
米

流
の
合
理
主
義
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
︒
対
す
る
武
蔵
の
発
言
は
︑
典
拠

へ
の
﹁
そ
も
そ
も
こ
の
日
本
の
国
は
神
国
な
り
︑
日
常
の
道
理
を
越
え
た
る

不
思
議
の
真
実
︑
炳
と
し
て
存
す
﹂
と
い
う
付
加
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
︑

戦
時
下
に
横
行
し
た
神
が
か
り
の
日
本
主
義
的
な
言
説
を
連
想
さ
せ
る
側
面

を
持
っ
て
い
る
︒
百
右
衛
門
と
武
蔵
と
の
対
立
に
は
︑
表
層
に
見
え
る
不
信

と
信
と
の
対
立
の
深
層
に
︑
英
米
流
の
合
理
主
義
と
狂
信
的
な
日
本
主
義
と

の
対
立
が
潜
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
︒
言
葉
の
上
で
は
﹁
な
か
な
か

小
気
味
よ
き
武
士
で
あ
る
﹂
と
肯
定
的
に
描
か
れ
て
い
る
武
蔵
が
︑
典
拠
と

は
異
な
り
︑﹁
無
用
の
出
し
や
ば
り
﹂
で
金
内
の
不
幸
の
直
接
の
原
因
と

な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
わ
せ
て
︑
同
時
代
の
狂
信
的
な
日
本
主
義
へ
の
諷
刺

が
こ
こ
に
は
潜
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒

そ
の
よ
う
に
﹁
人
魚
の
海
﹂
の
一
面
を
解
釈
す
る
と
︑
そ
れ
に
通
じ
る
作

品
と
し
て
﹁
猿
塚
﹂︵
書
き
下
ろ
し
︶
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
駆
け
落

ち
し
た
若
い
男
女
が
可
愛
が
っ
て
い
た
猿
の
過
失
で
我
が
子
を
失
っ
て
し
ま

う
と
い
う
内
容
の
こ
の
作
品
は
︑
井
原
西
鶴
﹁
人
真
似
は
猿
の
行
水
﹂︵﹃
懐

硯
﹄
巻
四
の
四
︶
を
主
た
る
典
拠
と
し
て
い
る
︒﹁
猿
塚
﹂
で
は
﹁
作
者
﹂

と
称
す
る
語
り
手
の
︑
典
拠
に
対
す
る
直
接
的
な
批
評
が
見
ら
れ
る
︒
そ
れ

に
よ
る
と
︑
典
拠
は
﹁
分
別
浅
い
愚
か
な
男
女
の
︑
取
る
に
も
足
ら
ぬ
ふ
ざ

け
た
話
﹂
と
︑﹁
世
の
中
の
厳
粛
な
労
苦
﹂
を
描
い
た
﹁
哀
話
﹂
と
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
語
り
手
は
前
者
に
は
否
定
的
で
︑
し
た
が
っ
て
男
の

姿
や
二
人
の
恋
愛
を
戯
画
化
し
︑
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
語
の
重
心
を

後
者
に
置
こ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
る
︒
作
品
末
尾
の
コ
メ
ン
ト
﹁︵
と
書

い
て
作
者
は
途
方
に
く
れ
た
︒
お
念
仏
か
お
題
目
か
︒
原
文
に
は
︑
か
の
庵

に
絶
え
ず
題
目
唱
へ
て
︑
法
華
読
誦
の
声
や
ま
ず
︑
と
あ
る
︒
徳
右
衛
門
の

頑
固
な
法
華
の
主
張
が
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
顔
を
出
し
て
は
︑
こ
の
哀
話
も
︑

ぶ
ち
こ
は
し
に
な
り
さ
う
だ
︒
困
つ
た
事
に
な
つ
た
も
の
で
あ
る
︒︶﹂
を
見

て
も
︑﹁
こ
の
哀
話
﹂
を
﹁
ぶ
ち
こ
は
し
﹂
に
し
な
い
た
め
に
苦
心
し
て
い

る
よ
う
に
読
め
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
こ
で
わ
ざ
わ
ざ
﹁
原
文
﹂
に
言
及

し
︑﹁
徳
右
衛
門
の
頑
固
な
法
華
の
主
張
﹂
の
件
を
蒸
し
返
し
た
こ
と
は
︑

む
し
ろ
逆
効
果
で
は
な
い
の
か
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
な
ぜ
こ
こ
で
そ
れ
に
言
及

し
た
の
か
︑
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
︒
お
そ
ら
く
そ
れ
は
︑
後
半
部
の

悲
劇
を
も
た
ら
し
た
真
因
が
﹁
徳
右
衛
門
の
頑
固
な
法
華
の
主
張
﹂
に
あ
っ

た
こ
と
を
示
唆
す
る
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
そ
こ
に
は
狂
信
的
な
信
心
へ
の

批
判
的
な
眼
差
し
が
潜
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︒
こ
れ
が
︑
先
に

﹁
人
魚
の
海
﹂
で
確
認
し
た
︑
狂
信
的
な
日
本
主
義
へ
の
諷
刺
に
通
じ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
︒
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑

昭
和
十
年
代
の
日
本
で
は
︑
日
本
は
︿
神
の
国
﹀
だ
と
す
る
神
が
か
り
の
皇

国
史
観
が
猛
威
を
ふ
る
っ
て
い
た
︒
天
皇
教
と
で
も
言
う
べ
き
国
家
神
道
の

信
徒
た
る
こ
と
が
国
民
に
強
制
さ
れ
て
い
た
︒
戦
後
の
﹁
十
五
年
間
﹂
に
お

け
る
﹁
私
は
戦
争
中
︑
も
し
こ
ん
な
て
い
た
ら
く
で
日
本
が
勝
つ
た
ら
︑
日

本
は
神
の
国
で
は
な
く
て
︑
魔
の
国
だ
と
思
つ
て
ゐ
た
﹂
と
い
う
発
言
や
︑

﹁
返
事
の
手
紙
﹂
に
お
け
る
﹁
ま
つ
た
く
︑
あ
ん
な
有
様
で
し
か
も
な
お
日

本
が
勝
つ
た
ら
︑
日
本
は
神
の
国
で
は
な
く
て
︑
魔
の
国
で
せ
う
﹂
と
い
う

発
言
に
は
︑
戦
時
下
の
狂
信
的
な
日
本
主
義
へ
の
反
発
が
に
じ
ん
で
い
る
︒

こ
う
し
た
解
釈
へ
の
傍
証
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
︒

五
︑
﹁
女
賊
﹂
﹁
赤
い
太
鼓
﹂
﹁
大
力
﹂

﹁
仙
台
伝
奇
／
髭
候
の
大
尽
﹂
︵
昭
和
一
九
年
一
一
月
﹁
月
刊
東
北
﹂︶
と
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し
て
発
表
さ
れ
た
﹁
女
賊
﹂
は
︑
公
Û
の
血
筋
を
受
け
た
母
を
も
つ
山
賊
の

姉
妹
が
戦
利
品
の
絹
を
争
っ
て
殺
し
合
い
を
し
そ
う
に
な
る
が
改
心
し
て
母

と
共
に
出
家
す
る
と
い
う
内
容
で
︑
井
原
西
鶴
﹁
腹
か
ら
の
女
追
剝
﹂︵﹃
新

可
笑
記
﹄
巻
五
の
四
︶
を
典
拠
と
し
て
い
る
︒
典
拠
と
の
比
較
で
注
目
し
て

お
き
た
い
の
は
姉
妹
の
母
の
造
型
で
あ
る
︒
典
拠
で
﹁
昔
に
衰
へ
た
る
人
の

息
女
﹂
と
し
て
設
定
さ
れ
︑
知
ら
ず
に
盗
賊
の
も
と
に
嫁
す
こ
と
に
な
る
こ

の
女
は
︑
夫
の
﹁
由
無
き
世
渡

よ
わ
た
り

﹂
を
見
て
最
初
こ
そ
﹁
浅
ま
し
く
悲
し
く
﹂

思
う
が
︑﹁
馴な

じ

め
ば
其
血
に
染
ま
り
﹂︑﹁
自
ら
夫
の
悪
心
に
同
じ
﹂
て
い
っ

た
と
さ
れ
る
︒﹁
女
賊
﹂
は
こ
の
造
型
を
基
本
的
に
踏
ま
え
つ
つ
︑
夫
の
悪

へ
の
同
じ
方
を
さ
ら
に
誇
張
し
て
描
い
て
い
る
︒
そ
れ
と
あ
わ
せ
て
重
要
な

の
が
︑
母
が
姉
妹
に
﹁
薙
刀
な
ど
与
へ
て
旅
人
を
あ
や
め
る
稽
古
を
さ
せ
﹂

る
場
面
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
戦
時
下
の
状
況
と
の
関
わ

り
か
ら
読
む
と
す
る
と
︑
こ
の
女
に
託
さ
れ
て
い
た
の
は
︑
愛
国
的
な
︿
銃

後
の
妻
﹀
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
か
っ
た
か
︒
軍
人
で
あ
る
夫
を
支
え
︑
そ
の

価
値
観
に
積
極
的
に
同
じ
る
と
共
に
︑
子
供
を
将
来
の
軍
人
と
し
て
育
成
し

よ
う
と
す
る
︒
そ
の
よ
う
な
模
範
的
な
︿
銃
後
の
妻
﹀
と
﹁
女
賊
﹂
の
女
と

は
︑
イ
メ
ー
ジ
的
に
各
所
で
重
な
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
と
感
じ
る
︒

﹃
新
釈
諸
国
噺
﹄
の
背
景
に
あ
っ
た
戦
争
に
は
侵
略
戦
争
と
し
て
の
側
面
が

あ
っ
た
が
︑
国
家
的
な
盗
賊
行
為
と
も
い
え
る
侵
略
戦
争
の
イ
メ
ー
ジ
が
軍

人
と
盗
賊
と
を
結
び
つ
け

(

)
︑
彼
ら
の
行
為
を
そ
の
内
実
を
問
う
こ
と
な
く
盲

10

目
的
に
支
え
よ
う
と
す
る
女
の
姿
勢
が
︑
こ
こ
で
は
批
判
的
に
眼
差
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
も
思
え
る
︒﹁
女
賊
﹂
に
女
や
そ
の
娘
た
ち
へ
の
批
判
的
な
眼

差
し
が
あ
る
こ
と
は
︑
典
拠
が
作
品
末
尾
に
お
け
る
母
娘
三
人
の
出
家
を
指

し
て
﹁
氷
消
え
て
は
清
き
水
と
成
る
例
ぞ
か
し
﹂
と
ま
と
め
て
い
る
の
に
対

し
︑
﹁
女
賊
﹂
は
﹁
父
子
二
代
の
積
悪
は
た
し
て
如
来
の
許
し
給
ふ
や
否
や
﹂

と
含
み
を
持
た
せ
て
い
る
点
に
︑
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
︒

﹁
女
賊
﹂
を
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
︑
そ
れ
と
あ
る
意
味
対
照
的
な
側

面
を
も
っ
て
い
る
の
が
﹁
赤
い
太
鼓
﹂
︵
書
き
下
ろ
し
︶
で
あ
る
︒
酒
席
で

百
両
が
行
方
不
明
と
な
る
と
い
う
事
件
を
時
の
名
判
官
板
倉
殿
が
見
事
に
解

決
す
る
と
い
う
こ
の
物
語
は
︑
井
原
西
鶴
﹁
太
鼓
の
中
は
知
ら
ぬ
が
因
果
﹂

︵﹃
本
朝
桜
陰
比
事
﹄
巻
一
の
四
︶
を
典
拠
と
し
て
い
る
︒
典
拠
は
︑﹁
御
前
﹂

が
な
ぜ
容
疑
者
で
あ
る
男
た
ち
に
罰
と
し
て
妻
︵
あ
る
い
は
身
内
の
女
︶
と

共
に
太
鼓
を
担
い
で
ま
わ
ら
せ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
︑
十
分
な
説
得
力
を

も
っ
て
描
く
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
︒
そ
れ
に
対
し
て
﹁
赤
い
太
鼓
﹂
で
は
︑

ま
ず
三
組
の
男
女
が
太
鼓
を
担
い
で
ま
わ
っ
て
い
る
場
面
を
男
女
の
会
話
を

中
心
に
詳
し
く
描
写
し
︑
女
に
責
め
た
て
ら
れ
期
せ
ず
し
て
男
の
本
音
が
あ

ぶ
り
出
さ
れ
る
様
を
読
者
に
印
象
づ
け
た
後
︑
探
偵
役
の
﹁
板
倉
殿
﹂
の
口

か
ら
真
相
が
語
ら
れ
る
と
い
う
展
開
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
︑
犯
人
の
妻
が

﹁
悪
鬼
に
憑
か
れ
た
や
う
に
物
狂
は
し
く
騒
ぎ
立
て
︑
亭
主
の
過
去
の
ふ
し

だ
ら
を
一
つ
一
つ
挙
げ
て
の
の
し
り
︑
亭
主
が
如
何
に
な
だ
め
て
も
静
ま
ら

ず
︑
い
よ
い
よ
大
声
で
喚
き
散
ら
﹂
し
た
こ
と
で
﹁
困
却
し
果
て
﹂
た
亭
主

が
︑
や
む
を
得
ず
真
相
を
告
白
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
流
れ
を
︑
強
い

説
得
力
を
も
っ
て
描
き
得
て
い
る
︒

三
組
の
男
女
が
太
鼓
を
担
い
で
ま
わ
る
場
面
は
﹁
赤
い
太
鼓
﹂
で
書
き
加

え
ら
れ
た
も
の
だ
が
︑
そ
こ
で
は
建
前
や
理
念
に
酔
い
現
実
か
ら
遊
離
し
が

ち
な
男
性
と
︑
常
に
本
音
や
現
実
に
軸
足
を
置
き
︑
現
実
か
ら
目
を
背
け
が

ち
な
男
性
を
鋭
く
批
判
す
る
女
性
と
が
︑
対
比
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
︒

そ
こ
か
ら
振
り
返
る
と
︑
こ
の
作
品
で
は
前
半
の
徳
兵
衛
夫
妻
の
描
写
に
お

い
て
も
同
様
の
対
比
が
描
き
加
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
看
取
で
き
る
︒
合
力

し
て
も
ら
っ
た
百
両
が
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
夫
妻
が
気
づ
く
場
面
で
︑
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﹁
あ
の
十
人
の
お
客
様
﹂
以
外
に
犯
人
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
女
房
に
対
し
︑

徳
兵
衛
は
﹁
恩
人
﹂
を
﹁
疑
ふ
事
さ
へ
不
埒
﹂
だ
と
建
前
に
こ
だ
わ
り
続
け
︑

現
実
を
直
視
し
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
︒

戦
時
下
の
状
況
と
の
関
わ
り
で
こ
れ
を
見
る
と
︑
戦
争
末
期
の
切
迫
し
た

状
況
の
中
で
︑
敗
戦
が
必
至
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
現
実
を
直
視
し
よ
う

と
せ
ず
︑
ま
た
国
民
に
も
直
視
さ
せ
よ
う
と
せ
ず
︑
大
東
亜
の
平
和
の
た
め

の
戦
争
だ
と
い
っ
た
建
前
や
︑
皇
国
史
観
な
ど
の
理
念
に
固
執
し
続
け
︑
ま

た
そ
れ
を
国
民
に
も
押
し
つ
け
よ
う
と
し
続
け
た
戦
争
指
導
者
た
ち
の
姿
を

(

)
︑

11

現
実
か
ら
遊
離
し
が
ち
な
登
場
人
物
の
男
性
た
ち
に
重
ね
︑
戦
争
を
主
導
す

る
場
所
か
ら
徹
底
的
に
疎
外
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
女
性
た
ち
の
立
場
か
ら

相
対
化
す
る
と
い
う
試
み
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る

(

)
︒﹁
女
賊
﹂
に
描
か
れ

12

た
︑
男
性
的
な
論
理
に
無
批
判
に
追
従
す
る
女
性
像
と
は
対
照
的
な
女
性
の

姿
が
︑
そ
こ
に
は
提
示
さ
れ
て
い
る
︒

と
こ
ろ
で
﹁
女
賊
﹂
に
は
︑
母
が
姉
妹
に
﹁
薙
刀
な
ど
与
へ
て
旅
人
を
あ

や
め
る
稽
古
を
さ
せ
﹂
る
場
面
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
端
的
に

あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑︿
教
育
﹀
の
問
題
が
あ
っ
た
と
い
え
る
が
︑
そ

れ
と
の
関
わ
り
で
︑
最
後
に
﹁
大
力
﹂︵
書
き
下
ろ
し
︶
を
見
て
お
き
た
い
︒

町
人
の
身
で
あ
り
な
が
ら
角
力
に
熱
中
し
た
主
人
公
が
︑
取
り
組
み
で
大
け

が
を
し
て
親
に
介
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
︑
つ
い
に
は
亡
く
な
っ
て
し
ま
う

と
い
う
こ
の
物
語
は
︑
井
原
西
鶴
﹁
無
用
の
力
自
慢
﹂︵﹃
本
朝
二
十
不
孝
﹄

巻
五
の
三
︶
を
主
た
る
典
拠
と
し
て
い
る
︒
典
拠
か
ら
の
書
き
換
え
の
要
点

は
︑
才
兵
衛
像
の
変
更
︑
親
と
才
兵
衛
と
の
親
子
関
係
の
変
更
︑
才
兵
衛
の

角
力
の
師
匠
で
あ
る
﹁
鰐
口
﹂
と
い
う
人
物
の
導
入
︑
と
い
う
三
点
に
ま
と

め
ら
れ
よ
う
︒
鰐
口
導
入
の
問
題
は
︑
近
年
の
﹁
大
力
﹂
研
究
で
は
親
の
才

兵
衛
へ
の
関
わ
り
方
の
問
題
や
才
兵
衛
の
人
格
形
成
の
問
題
と
合
わ
せ
︑
親

子
関
係
・
師
弟
関
係
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る

(

)
︒
﹁
大
力
﹂
に

13

お
け
る
才
兵
衛
の
残
酷
さ
は
︑
彼
の
人
格
的
な
幼
さ
と
切
り
離
せ
な
い
関
係

に
あ
り
︑
そ
れ
は
彼
が
﹁
幼
少
の
頃
か
ら
の
馬
鹿
力
﹂
ゆ
え
に
周
囲
か
ら
疎

外
さ
れ
︑
親
か
ら
も
﹁
気
味
悪
﹂
が
ら
れ
て
﹁
人
間
の
情
愛
﹂
を
知
る
こ
と

な
く
生
育
し
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
読
め
る
︒
師
の
鰐
口
は
︑
才
兵
衛

に
﹁
四
十
八
手
﹂
は
﹁
伝
授
﹂
す
る
が
︑
﹁
角
力
仲
間
﹂
の
倫
理
を
教
え
る

こ
と
は
な
く
︑
﹁
な
か
な
か
の
角
力
上
手
﹂
に
な
っ
た
彼
を
﹁
も
て
あ
ま
し
﹂︑

﹁
敬
遠
﹂
し
て
し
ま
う
︒
そ
の
結
果
︑
才
兵
衛
が
残
酷
な
取
り
口
で
﹁
角
力

仲
間
﹂
か
ら
憎
み
恐
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
︑
両
親
や
鰐
口
は
彼
に
誠

実
に
向
き
合
お
う
と
は
せ
ず
︑
終
局
の
悲
劇
へ
と
至
る
︒
こ
こ
に
あ
る
の
は

お
そ
ら
く
師
弟
や
親
子
の
間
に
お
け
る
︿
教
育
﹀
の
問
題
で
あ
ろ
う
︒
太
平

洋
戦
争
開
戦
に
先
立
っ
て
︑
日
本
の
初
等
教
育
機
関
は
国
民
学
校
に
模
様
替

え
さ
れ
︑﹁
皇
国
民
ノ
錬
成
ヲ
主
眼
ト
シ
タ
﹂﹁
知
徳
相
即
心
身
一
体
ノ
修
錬

道
場
タ
ル
ベ
キ
コ
ト
﹂
を
求
め
ら
れ
て
い
た
︵
文
部
省
﹁
国
民
学
校
制
度
実

施
ニ
関
ス
ル
訓
令
﹂
昭
和
一
六
年
三
月
︶︒
ま
た
︑
学
校
だ
け
で
は
な
く
家

庭
も
﹁
子
女
錬
成
ノ
道
場
﹂
た
る
べ
き
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
っ
た
︵
文
部
省
﹁
戦
時
家
庭
教
育
指
導
要
綱
﹂
昭
和
一
七
年
五
月
︶︒
こ

う
し
た
戦
時
下
の
教
育
は
︑
同
時
代
人
の
目
か
ら
見
て
も
︑
﹁
こ
の
戦
争
に

お
い
て
現
れ
た
最
も
大
き
な
事
実
は
︑
日
本
の
教
育
の
欠
陥
だ
﹂
︵
清
沢
洌

﹃
暗
黒
日
記
﹄
昭
和
一
九
年
三
月
一
六
日
︶
と
映
る
部
分
が
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
︒
太
宰
﹁
大
力
﹂
も
︑﹁
女
賊
﹂
と
と
も
に
︑
同
時
代
の
︿
教
育
﹀
に

対
す
る
問
題
意
識
を
重
要
な
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
︒
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お
わ
り
に

﹁
凡
例
﹂
末
尾
で
は
同
時
代
の
日
本
の
危
機
的
な
状
況
に
触
れ
つ
つ
﹁
日

本
の
作
家
精
神
の
伝
統
﹂
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
た
が
︑﹃
新
釈
諸
国
噺
﹄
の

表
現
戦
略
は
︑
西
鶴
ひ
い
て
は
﹁
日
本
の
作
家
精
神
の
伝
統
﹂
に
連
な
る
部

分
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
︒﹃
新
釈
諸
国
噺
﹄
は
作
品
の
舞
台
を

江
戸
時
代
以
前
に
と
り
井
原
西
鶴
の
作
品
を
主
た
る
典
拠
と
す
る
こ
と
で
二

重
の
ア
リ
バ
イ
を
用
意
し
て
い
た
と
い
え
る
が
︑
同
時
代
の
出
来
事
を
素
材

に
し
て
い
た
と
し
て
も
作
品
の
舞
台
を
過
去
に
と
る
こ
と
で
出
版
規
制
な
ど

の
筆
禍
を
避
け
る
と
い
う
手
法
は
︑
西
鶴
に
限
ら
ず
近
世
文
芸
に
お
い
て
広

く
行
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
先
行
す
る
文
芸
作
品
や
ジ
ャ
ン
ル

の
俳
諧
化
す
な
わ
ち
広
義
の
パ
ロ
デ
ィ
化
と
い
う
手
法
は
︑
江
戸
時
代
文
学

の
顕
著
な
特
質
の
一
つ
で
も
あ
る
︒
西
鶴
に
つ
い
て
い
う
と
︑
そ
の
浮
世
草

子
処
女
作
に
し
て
代
表
作
で
あ
る
と
こ
ろ
の
﹃
好
色
一
代
男
﹄
が
︑﹃
源
氏

物
語
﹄
の
俳
諧
化
と
し
て
の
一
面
を
持
つ
こ
と
は
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
し
︑

﹃
新
釈
諸
国
噺
﹄
の
主
た
る
典
拠
に
つ
い
て
み
て
も
︑﹃
本
朝
二
十
不
孝
﹄
は

﹃
二
十
四
孝
﹄
を
︑﹃
日
本
永
代
蔵
﹄︵
副
題
﹁
大
福
新
長
者
教
﹂︶
は
﹃
長
者

教
﹄
を
︑﹃
新
可
笑
記
﹄
は
﹃
可
笑
記
﹄
を
︑﹃
本
朝
桜
陰
比
事
﹄
は
﹃
棠
陰

比
事
﹄
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
踏
ま
え
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
太
宰
が
直
接
踏
ま

え
た
と
さ
れ
る
日
本
古
典
全
集
刊
行
会
﹃
西
鶴
全
集
﹄︵
大
正
一
五
年
～
昭

和
三
年
︶
の
﹁
解
題
﹂
や
︑
当
時
通
行
し
て
い
た
新
潮
文
庫
﹃
西
鶴
研
究
﹄

︵
昭
和
一
一
年
七
月

(

)
︶
な
ど
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
︑
太
宰
が
た
と
え
前
も
っ

14

て
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
︑
執
筆
の
た
め
の
調
査
の
過
程
で
自
ら

の
手
法
が
西
鶴
の
そ
れ
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
っ
た
で

あ
ろ
う
︒
時
代
と
の
関
わ
り
で
い
う
と
︑
た
と
え
ば
﹃
本
朝
二
十
不
孝
﹄
は
︑

幕
府
の
孝
道
奨
励
策
を
受
け
﹃
二
十
四
孝
﹄
類
の
出
版
が
相
次
い
だ
状
況
を

背
景
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い

て
親
不
孝
者
の
物
語
を
並
べ
た
こ
の
作
品
集
を
刊
行
す
る
こ
と
は
︑
か
な
り

わ
か
り
や
す
い
皮
肉
と
し
て
の
側
面
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
︒﹃
武

道
伝
来
記
﹄
は
︑﹁
諸
国
敵
討
﹂
と
い
う
題
簽
角
書
が
示
す
よ
う
に
︑
敵
討

ち
を
主
た
る
内
容
と
す
る
作
品
集
だ
が
︑
主
人
公
が
見
事
に
敵
を
討
っ
て
世

の
賞
賛
を
浴
び
る
と
い
う
も
の
は
少
な
く
︑
む
し
ろ
敵
討
ち
を
し
よ
う
と
し

た
た
め
に
悲
惨
な
結
末
に
終
わ
る
と
い
う
も
の
が
多
い
︒
敵
討
ち
が
法
制
化

さ
れ
︑
敵
を
討
つ
こ
と
が
武
士
の
面
目
と
さ
れ
た
時
代
の
状
況
の
中
で
︑
や

は
り
皮
肉
に
見
え
る
一
面
を
持
っ
た
作
品
集
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒﹃
武
家

義
理
物
語
﹄
は
︑
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
︑
町
人
に
は
見
ら
れ
ぬ
﹁
武

家
﹂
な
ら
で
は
の
﹁
義
理
﹂
を
描
き
出
す
こ
と
を
中
心
と
し
た
作
品
集
だ
が
︑

そ
こ
で
素
材
と
さ
れ
た
の
は
︑
多
く
戦
国
時
代
以
前
の
武
士
の
姿
で
あ
っ
た
︒

徳
川
綱
吉
の
文
治
政
治
で
︑
戦
国
の
殺
伐
と
し
た
士
風
が
一
掃
さ
れ
︑
儒
教

的
武
士
道
が
推
進
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
時
代
の
状
況
下
で
︑
こ
れ
も
ま
た
皮
肉

な
一
面
を
持
っ
た
浮
世
草
子
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
﹃
新
釈
諸

国
噺
﹄
に
多
く
見
ら
れ
る
︑
時
代
の
状
況
を
踏
ま
え
︑
表
面
的
に
は
時
代
の

歌
を
歌
い
な
が
ら
も
︑
イ
ロ
ニ
ー
を
利
用
し
て
︑
そ
こ
に
反
時
代
的
な
音
色

を
も
響
か
せ
る
と
い
う
手
法
は
︑
こ
う
し
た
西
鶴
の
手
法
に
通
じ
る
側
面
が

あ
っ
た
と
言
え
る
︒
そ
し
て
﹃
新
釈
諸
国
噺
﹄
の
表
現
戦
略
は
︑
啻
に
﹁
日

本
の
作
家
精
神
の
伝
統
﹂
を
踏
襲
す
る
の
み
な
ら
ず
︑
そ
こ
か
ら
新
た
な
歩

を
踏
み
出
そ
う
と
し
て
い
た
と
も
思
う
︒
と
い
う
の
も
︑
表
面
に
時
局
的
な

テ
ー
マ
を
出
す
こ
と
は
諸
刃
の
剣
で
︑
単
に
時
局
的
な
作
品
だ
と
理
解
さ
れ

て
し
ま
う
危
険
と
常
に
隣
り
合
わ
せ
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
﹁
遊
興
戒
﹂
の

﹁
遊
興
へ
の
戒
め
﹂
を
時
局
的
だ
と
読
ん
で
も
︑
誤
読
と
は
い
い
に
く
い
だ
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ろ
う
︒
し
か
し
﹁
貧
の
意
地
﹂
や
﹁
赤
い
太
鼓
﹂
の
戦
略
は
︑
そ
れ
と
は
別

次
元
に
踏
み
出
し
て
い
る
︒
厳
し
い
時
代
状
況
か
ら
く
る
表
現
活
動
の
困
難

が
︑
徐
々
に
﹃
新
釈
諸
国
噺
﹄
の
表
現
戦
略
を
鍛
え
上
げ
て
い
き
︑﹁
日
本

の
作
家
精
神
の
伝
統
﹂
に
新
た
な
一
頁
を
加
え
る
こ
と
と
な
っ
た
と
言
え
る

か
も
し
れ
な
い
︒
そ
れ
が
読
者
に
も
広
く
伝
わ
る
部
分
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑

﹁
終
戦
前
︑
太
宰
の
著
書
の
中
で
︑
一
番
版
を
重
ね
た
﹂︵
津
島
美
知
子
﹃
回

想
の
太
宰
治
﹄︶
の
だ
と
︑
こ
こ
で
は
考
え
て
お
き
た
い
︒

注
︵
�
︶
﹃
小
学
修
身
用
書
﹄︵
明
治
二
〇
年
︶・﹃
修
身
立
志
談
﹄︵
明
治
二
五
年
︶・

﹃
高
等
修
身
教
訓
﹄︵
明
治
二
六
年
︶・﹃
尋
常
小
学
修
身
書
﹄︵
明
治
二
六
年
︶

等
が
管
見
に
入
っ
た
︒

︵
�
︶

鴇
田
亨
﹁
太
宰
治
﹁
義
理
﹂
論
﹂︵
平
成
一
二
年
一
一
月
﹁
宮
城
教
育
大
学

国
語
国
文
﹂
第
二
七
号
︶
は
太
宰
は
﹁
原
話
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
主
君

と
い
う
も
の
を
提
示
す
る
こ
と
で
義
理
の
空
し
さ
を
強
調
し
た
﹂
と
し
て
い

る
︒

︵
�
︶

由
井
正
臣
﹃
図
説
昭
和
の
歴
史


戦
争
と
国
民
﹄︵
昭
和
五
五
年
五
月
︶
に

は
﹁
軍
を
は
じ
め
戦
争
指
導
者
は
︑
い
ま
ま
で
の
﹁
勝
利
﹂
の
宣
伝
の
効
用

が
破
綻
し
た
た
め
︑
一
転
し
て
玉
砕
し
た
部
隊
や
特
攻
隊
の
壮
烈
な
戦
死
を

ひ
た
す
ら
賞
賛
す
る
よ
う
に
な
っ
た
﹂
と
あ
る
︒

︵
	
︶

津
島
美
知
子
﹃
回
想
の
太
宰
治
﹄︵
昭
和
五
三
年
五
月
︶
参
照
︒

︵
�
︶

拙
稿
﹁
太
宰
治
﹁
貧
の
意
地
﹂
論
﹂︵
平
成
二
三
年
三
月
﹁
国
語
の
研
究
﹂

第
三
六
号
︶
参
照
︒

︵
�
︶

拙
稿
﹁
太
宰
治
﹁
貧
の
意
地
﹂
論
﹂︵
平
成
二
三
年
三
月
﹁
国
語
の
研
究
﹂

第
三
六
号
︶
参
照
︒

︵
�
︶

拙
稿
﹁
太
宰
治
﹁
貧
の
意
地
﹂
論
﹂︵
平
成
二
三
年
三
月
﹁
国
語
の
研
究
﹂

第
三
六
号
︶
参
照
︒

︵
�
︶

拙
稿
﹁﹁
人
魚
の
海
﹂
よ
り
太
宰
文
学
に
お
け
る
﹁
信
頼
﹂
に
及
ぶ
﹂
︵
平

成
九
年
三
月
﹁
大
宰
府
国
文
﹂
第
一
六
号
︶
参
照
︒

︵
�
︶

浦
田
義
和
﹁
太
宰
治
﹃
新
釈
諸
国
噺
﹄
論
﹂︵
昭
和
五
九
年
一
〇
月
﹁
沖
縄

国
際
大
学
文
学
部
紀
要
︵
国
文
学
�
︶
﹂
第
一
三
巻
第
一
号
︶
は
︑
﹁
此
段
︑

信
ず
る
力
の
勝
利
を
説
く
︒﹂
と
は
︑
太
宰
の
ア
イ
ロ
ニ
ィ
で
あ
る
﹂
と
し
て

い
る
︒

︵

︶

永
井
荷
風
﹃
断
腸
亭
日
乗
﹄
は
﹁
日
軍
の
為
す
所
﹂
を
﹁
火
事
場
泥
棒
﹂

10
﹁
強
盗
﹂
と
し
て
い
る
︵
昭
和
一
六
年
七
月
二
五
日
︶︒

︵

︶

草
思
社
﹃
大
佛
次
郎

敗
戦
日
記
﹄
︵
一
九
九
五
年
四
月
︶
に
は
﹁
議
会
も

11

宙
に
浮
い
た
も
の
で
あ
る
︒
現
実
か
ら
皆
顔
を
背
向
け
い
る
﹂︵
昭
和
二
〇
年

三
月
一
四
日
︶
と
あ
る
︒

︵

︶

鶴
見
俊
輔
﹃
戦
時
期
日
本
の
精
神
史
﹄︵
一
九
八
二
年
五
月
︶
に
は
﹁
女
性

12

は
︑
宣
戦
布
告
に
対
し
て
責
任
を
も
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
︒
女
性
は
誰
一

人
と
し
て
陸
軍
や
海
軍
の
指
導
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
彼
女
た
ち
は

戦
争
を
正
当
化
し
た
政
治
言
語
に
馴
染
ん
で
い
ま
せ
ん
で
し
た
︒
女
性
は
︑

も
と
も
と
戦
争
時
代
に
投
票
権
を
も
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
︒
こ
の
戦
時
下

に
必
要
な
食
料
を
保
つ
た
め
に
︑
彼
女
た
ち
は
︑
法
を
犯
す
こ
と
を
あ
え
て

せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
で
し
た
︒︵
略
︶
ひ
そ
か
に
つ
く
ら
れ
て
い
た
ヤ
ミ
市
場

に
何
か
の
手
が
か
り
を
得
よ
う
と
し
︑
私
的
か
つ
共
同
の
ヤ
ミ
取
引
を
通
し

て
お
互
い
に
助
け
合
い
な
が
ら
︑
女
性
た
ち
は
現
存
の
国
家
の
秩
序
と
正
面

か
ら
対
決
す
る
の
は
避
け
な
が
ら
も
︑
そ
の
公
認
の
秩
序
を
超
え
る
道
徳
︑

習
慣
に
従
っ
て
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
︒
そ
し
て
大
げ
さ
な
政
治
上
の
か
け
声

を
使
う
こ
と
な
く
︑
戦
時
日
本
国
家
の
中
に
包
み
込
ま
れ
て
い
な
い
︑
そ
こ

か
ら
は
み
出
す
よ
う
な
思
想
を
実
際
上
使
い
こ
な
し
て
い
ま
し
た
﹂
と
あ
る
︒

︵

︶

木
村
小
夜
﹁
太
宰
治
﹃
新
釈
諸
国
噺
﹄
試
論
│
﹁
貧
の
意
地
﹂﹁
大
力
﹂

13
﹁
猿
塚
﹂﹂︵
平
成
一
二
年
二
月
﹁
福
井
県
立
大
学
論
集
﹂
第
一
六
号
︶
︑
須
田
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千
里
﹁
﹁
大
力
﹂
論
﹂︵
平
成
十
六
年
六
月
﹁
太
宰
治
研
究
﹂
第
一
二
号
︶
な

ど
︒

︵

︶

同
書
所
収
の
片
岡
良
一
﹁
西
鶴
町
人
物
研
究
﹂
に
は
﹁
嘗
て
近
松
秋
江
氏

14

が
︑
﹁
異
国
の
モ
ウ
パ
ッ
サ
ン
や
メ
リ
メ
エ
な
ど
が
鯱
鉾
立
し
て
も
及
ば
な
い

名
文
﹂
と
ま
で
推
奨
し
た
﹂
と
い
う
一
節
が
見
え
る
が
︑
こ
れ
は
﹁
凡
例
﹂

の
﹁
西
鶴
は
︑
世
界
で
一
ば
ん
偉
い
作
家
で
あ
る
︒
メ
リ
メ
︑
モ
オ
パ
ッ
サ

ン
の
諸
秀
才
も
遠
く
及
ば
ぬ
﹂
と
い
う
記
述
と
符
合
す
る
︒
太
宰
が
同
書
あ

る
い
は
近
松
秋
江
の
文
章
︵﹁
京
の
女
﹂︵
大
正
一
〇
年
一
一
月
︶
で
あ
ろ
う
︶

を
踏
ま
え
た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
︒

※

太
宰
治
作
品
の
引
用
は
筑
摩
書
房
﹃
太
宰
治
全
集
﹄︵
一
九
九
八
年
～
一
九
九

九
年
︶
に
よ
っ
た
︒
井
原
西
鶴
作
品
の
引
用
は
日
本
古
典
全
集
刊
行
会
﹃
西
鶴

全
集
﹄
︵
大
正
一
五
年
～
昭
和
三
年
︶
に
よ
っ
た
︒
た
だ
し
︑
い
ず
れ
も
漢
字
は

通
行
の
も
の
に
改
め
て
い
る
︒

な
お
︑
本
稿
は
︑
第
三
十
回
日
本
キ
リ
ス
ト
教
文
学
会
九
州
支
部
夏
期
セ
ミ

ナ
ー
︵
平
成
二
一
年
八
月
︶
に
お
い
て
︑﹁
太
宰
治
﹃
新
釈
諸
国
噺
﹄
と
そ
の
時

代
﹂
と
し
て
発
表
し
た
際
の
発
表
原
稿
を
︑
全
面
的
に
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
︒

︵
ふ
じ
わ
ら
こ
う
さ
く
／
大
分
大
学
︶
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