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反
転
す
る
吉
原
の
価
値

泉
鏡
花
「
恋
女
房
」
に
お
け
る
「
人
」
と
「
魔
も
の
」

鈴

木

彩

一
、〞
幻
想
的
戯
曲
〝
の
系
譜
と

恋
女
房
｜
吉
原
火
事
｜
」

一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
は
、
泉
鏡
花
の
戯
曲
作
品
史
上
、
最
も
発
表

数
の
多
い
年
で
あ
る
。
こ
の
年
に
発
表
さ
れ
た
戯
曲
は
「
夜
叉
ヶ
池
」

（
三
月
／『
演
芸
倶
楽
部
』
二
巻
三
号
）、「
紅
玉
」（
七
月
／『
新
小
説
』

一
八
年
七
巻
）、「
海
神
別
荘
」（
一
二
月
／『
中
央
公
論
』
二
八
年
一
四

号
）、「
恋
女
房
｜
吉
原
火
事
｜
」（
一
二
月
／
単
行
本
『
恋
女
房
』、
鳳
鳴

社
）、
そ
し
て
小
説
「
南
地
心
中
」
を
戯
曲
化
し
た
も
の
の
一
部
で
あ
る

「
公
孫
樹
下
｜
南
地
心
中
｜
戯
曲
｜
一
齣
」（
四
月
／『
台
湾
愛
国
婦
人
』

五
三
巻
）
の
五
篇
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
「
公
孫
樹
下
」
は
一
場
面
の
み

を
描
い
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、
完
結
し
た
戯
曲
で
は
な
い
た
め
こ
こ
で
は

措
き
、
先
に
挙
げ
た
四
篇
の
戯
曲
に
注
目
し
た
い
。

一
九
一
二
（
明
治
四
五
／
大
正
元
）
年
以
前
に
発
表
さ
れ
、
か
つ
完
結

し
て
い
る
鏡
花
の
戯
曲
は
い
ず
れ
も
、
自
身
の
小
説
の
中
に
共
通
す
る
モ

チ
ー
フ
や
展
開
を
有
す
る
作
品
が

１
）

あ
り
、
そ
れ
ら
を
元
に
し
て
書
か
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
「
夜
叉
ヶ
池
」
以
降
は
そ
う
し
た
傾
向
が
弱
ま

り
、
こ
れ
ら
四
篇
も
は
じ
め
か
ら
戯
曲
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
推
定
さ

れ
る
。
四
篇
の
う
ち
、
鐘
楼
守
の
夫
婦
と
夜
叉
ヶ
池
の
魔
物
の
物
語
が
交

錯
す
る
「
夜
叉
ヶ
池
」、
三
羽
の
烏
が
登
場
し
、
人
間
た
ち
の
様
子
を
眺

め
る
「
紅
玉
」、
海
底
の
公
子
と
陸
の
美
女
が
結
婚
す
る
「
海
神
別
荘
」

は
、
そ
の
集
大
成
と
し
て
「
天
守
物
語
」
を
配
置
す
る
〞
幻
想
的
戯
曲
〝

の
系
譜
に
連
な
る
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て

２
）

き
た
。
一
方
で
作
品
集
『
恋

女
房
』
の
表
題
作
と
し
て
発
表
さ
れ
た
「
恋
女
房
｜
吉
原
火
事
｜
」（
以

下
「
恋
女
房
」）
は
、
そ
れ
と
は
異
な
る
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

笠
原

３
）

伸
夫
は
「
ご
く
大
ま
か
」
な
構
想
と
い
う
前
置
き
の
も
と
、
鏡
花
の

戯
曲
に
「
幻
想
劇
」
と
「
風
俗
劇
」
と
い
う
二
つ
の
系
譜
を
想
定
し
、
前

者
に
「
夜
叉
ヶ
池
」「
海
神
別
荘
」「
天
守
物
語
」
を
、
後
者
に
「
稽
古

扇
」「
恋
女
房
」「
戦
国
茶
漬
」
を
配
す
る
。
そ
し
て
、

稽
古
扇
」
や
「
恋
女
房
」
が
鏡
花
自
身
の
脚
色
に
な
る
風
俗
劇
の

水
準
を
大
幅
に
超
え
る
も
の
で
な
い
の
に
対
し
て
、「
天
守
物
語
」

に
き
わ
ま
る
反
風
俗
劇
の
諸
編
は
、
奇
異
妖
変
の
超
自
然
物
語
の
エ

ッ
セ
ン
ス
を
汲
み
あ
げ
つ
つ
、
同
時
に
そ
れ
を
つ
き
ぬ
け
て
新
し
い

世
界
を
き
り
ひ
ら
い
て
い
る
。

と
「
幻
想
劇
」
の
方
面
に
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。
こ
こ
で
「
鏡
花

自
身
の
脚
色
に
な
る
風
俗
劇
」
と
い
わ
れ
る
の
は
「
湯
島
の
境
内
（
婦
系
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図
｜
戯
曲
｜
一
齣
）」（
一
九
一
四
・
一
〇
／『
新
小
説
』
一
九
年
一
〇

巻
）、「
錦
染
瀧
白
糸
」（
一
九
一
六
・
二
／『
趣
味
之
友
』
一
巻
二
号
）
な

ど
の
、
小
説
か
ら
新
派
劇
に
脚
色
さ
れ
た
作
品
の
一
場
面
を
、
鏡
花
が
書

き
改
め
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
怪
異
や
幻
想
と
は
関
わ
り
の
薄

い
作
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
笠
原
の
い
う
「
風
俗
劇
」
と
は
、
主
に
日
常

の
世
界
を
舞
台
に
し
た
物
語
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
永
平

４
）

和
雄

は
「
風
俗
劇
」
に
分
類
さ
れ
た
も
の
に
も
幻
想
性
が
認
め
ら
れ
る
と
指
摘

し
、

誰
し
も
「
風
俗
劇
」
に
数
え
て
き
た
「
恋
女
房
」
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
吉
原
の
墓
地
や
焼
跡
と
根
岸
の
家
、
赤
魔
姥
と
槇
刀
自
、
場
面

も
人
物
も
対
照
と
重
層
の
妙
を
尽
し
て
、
風
俗
の
中
か
ら
幻
想
の
劇

的
空
間
が
紡
ぎ
出
さ
れ
て
く
る
お
も
し
ろ
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
。

と
「
風
俗
」
と
「
幻
想
」
が
併
存
す
る
あ
り
よ
う
に
「
恋
女
房
」
の
独

自
性
を
見
出
し
て
い
る
。
近
年
で
は
市
川

５
）

祥
子
が
、
実
際
の
吉
原
大
火

（
一
九
一
一
年
）
や
大
火
後
を
描
い
た
鏡
花
の
小
説
「
池
の
声
」（
一
九

一
一
・
六
／『
太
陽
』
一
七
巻
八
号
）
と
の
関
連
を
論
じ
、
作
品
の
主
題

の
一
つ
と
し
て
「
魔
物
、
俗
物
に
対
す
る
お
柳
の
「
意
地
と
張
」、
二
人

の
「
人
の
心
」
の
勝
利
」
を
挙
げ
た
。
ま
た
市
川
は
「
劇
中
の
世
界
に
は

魔
物
が
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
姿
が
人
間
に
は
見
え
な
い
」
と
い
う

趣
向
、
お
よ
び
「
赤
魔
姥
が
刀
自
に
乗
り
移
っ
た
こ
と
」
を
観
客
の
み
が

知
る
と
い
う
趣
向
を
指
摘
し
、「
観
客
と
登
場
人
物
と
の
見
え
る
も
の
の

差
を
用
い
た
、
戯
曲
で
あ
る
こ
と
の
可
能
性
を
十
分
に
意
識
し
た
表
現
」

で
あ
る
と
、
示
唆
に
富
ん
だ
論
究
を
行
っ
て
い
る
。

恋
女
房
」
の
第
一
、
第
二
、
第
四
幕
は
、
お
柳
お
よ
び
吉
原
の
人
々

と
、
お
柳
の
嫁
ぎ
先
で
あ
る
根
岸
の
人
々
と
い
う
、「
人
」
の
社
会
に
お

け
る
対
立
を
中
心
に
描
い
て
い
る
。
こ
の
対
立
を
描
く
た
め
に
多
く
の
台

詞
が
費
や
さ
れ
、
分
量
の
面
で
は
「
恋
女
房
」
の
主
た
る
部
分
を
こ
の

「
人
」
と
「
人
」
と
の
対
立
が
占
め
て
い
る
と
い
え
る
。
だ
が
要
所
に
お

い
て
、
吉
原
を
灰
塵
に
帰
し
た
「
赤
魔
姥
」
と
い
う
「
魔
も
の
」
が
登
場

し
、
第
三
、
第
五
幕
で
は
、
そ
の
「
魔
も
の
」
と
お
柳
た
ち
が
対
決
し
て

も
い
る
。
笠
原
、
永
平
が
述
べ
た
「
風
俗
」
と
「
幻
想
」
と
い
う
分
類

を
、
日
常
の
出
来
事
と
、
怪
異
な
ど
の
非
日
常
的
な
出
来
事
の
区
分
だ
と

解
釈
す
る
な
ら
ば
、「
恋
女
房
」
に
そ
の
両
者
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
併
存
が
な
ぜ
行
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
の

よ
う
な
主
題
が
導
か
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
分
析
の
余

地
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
考
察
し
た
時
、「
観
客
と
登
場
人
物
と
の
見

え
る
も
の
の
差
」
を
利
用
し
た
表
現
に
も
、
物
語
構
造
と
の
関
係
を
踏
ま

え
た
意
味
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

管
見
の
限
り
、「
恋
女
房
」
が
戦
前
に
上
演
さ
れ
た
と
い
う
記
録
は
な

い
。『
鏡
花
全
集
』
の
解
題
に
は
「
本
作
の
初
演
は
昭
和
三
十
二
年
五
月
、

久
保
田
万
太
郎
の
演
出
で
新
橋
演
舞
場
に
て

６
）

上
演
。」
と
あ
る
が
、
そ
れ

は
久
保
田
の
手
に
よ
っ
て
「
序
幕
の
〞
三
輪
浄
閑
寺
〝
だ
け
独
立
し
て
の

一
幕
物
が
作

７
）

ら
れ
」
た
「
井
筒
屋
の
お
柳
」
と
い
う
作
品
で
あ
り
、
厳
密

に
は
「
恋
女
房
」
で
は
な
い
。
全
幕
を
通
し
て
は
、
水
谷
良
重
（
現
・
八

重
子
）
が
「
週
刊
誌
で
「
小
さ
な
劇
場
で
鏡
花
の
作
品
を
や
り
た
い
」
と

語
り
、
そ
れ
が
縁
に
な
っ
て
渋
谷
の
ジ
ァ
ン
・
ジ
ァ
ン
で
初
演
さ

８
）

れ
た
」

と
い
う
、
一
九
七
九
（
昭
和
五
四
）
年
四
月
の
上
演
が
最
初
の
も
の
で
あ

る
。「
恋
女
房
」
は
、
上
演
に
供
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
長
ら
く
注
目

さ
れ
ず
、
生
前
の
鏡
花
も
そ
の
上
演
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

―20―



る
。
だ
が
「
人
」
と
「
魔
も
の
」
が
交
錯
す
る
「
恋
女
房
」
の
物
語
は
、

戯
曲
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
形
式
を
用
い
る
こ

と
で
、
何
を
描
き
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
で
は

上
演
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
触
れ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
代
わ
り
に
テ
ク
ス

ト
と
し
て
の
「
恋
女
房
」
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
鏡
花
の
戯
曲
作
品
に
お

け
る
表
現
手
法
と
主
題
の
関
係
に
つ
い
て
一
考
察
を
試
み
た
い
。

二
、
日
常
世
界
に
お
け
る
対
立
｜
吉
原
と
根
岸
｜

恋
女
房
」
に
描
か
れ
た
対
立
の
う
ち
、
冒
頭
か
ら
強
調
さ
れ
て
い
る

の
は
吉
原
と
根
岸
の
対
立
で
あ
る
。
第
一
幕
に
は
遊
女
の
墓
を
蹂
躙
す
る

岩
造
た
ち
と
、
そ
れ
に
反
発
す
る
治
助
、
源
太
ら
の
諍
い
が
あ
り
、
第
一

幕
か
ら
第
二
幕
に
か
け
て
は
、
根
岸
に
暮
ら
す
槇
子
や
樫
子
が
吉
原
に
生

ま
れ
育
っ
た
お
柳
を
嘲
弄
す
る
。
両
者
の
対
立
軸
は
、
吉
原
と
い
う
場
に

対
す
る
認
識
に
あ
る
。「
湿
け
た
処
に
、
ぐ
し
や
〳
〵
と
、
骨
を
さ
ら
け

出
し
た
や
う
な
塔
婆
、
蒼
黒
い
胴
中
が
む
く
ん
だ
と
云
ふ
石
碑
の
立
つ
た

…
…
」（
岩
造
）、「
寧
ろ
此
奴
あ
醜
態
で
す
な
。（
中
略
）
肉
を
切
つ
て
鬻ひさ

い
だ
奴
等
で
す
。」（
小
一
）
な
ど
、
遊
女
の
墓
を
醜
い
も
の
と
し
て
語
る

岩
造
た
ち
や
「
浦
松
の
家
の
掟
ぢ
や
。
悪
所
売
女
の
類
と
は
、
表
向
き

交
際
つ
き
あ

ふ
事
成
ら
ん
で
の
、」（
槇
子
）、「
矢
張
り
お
育
ち
が
お
育
ち
だ
か

ら
、
其
で
人
が
馬
鹿
に
す
る
の
ね
。」（
樫
子
）
と
お
柳
に
厳
し
く
当
た
る

槇
子
や
樫
子
は
、
吉
原
を
侮
蔑
し
て
い
る
。
反
対
に
お
柳
、
治
助
、
源
太

な
ど
吉
原
と
の
距
離
が
近
い
人
々
は
「
ま
こ
と
に
、
お
気
の
毒
な
人
た
ち

で
ご
ざ
り
ま
す
。」（
治
助
）、「
可
哀
相
に
、
投
込
み
の
遊おい
女らん
衆
を
つ
か
め

え
て
な
、
蛆
だ
わ
、
蠅
だ
わ
、
人
間
の
芥はき
溜だめ
だ
と
然
う
云
つ
て
よ
な
、」

（
源
太
）、「
恋
と
情
に
、
身
体
も
生
命
も
、
遣
放
し
の
馬
鹿
ば
か
り
、
馬

鹿
だ
が
嬉
し
い
人
ば
か
り
、」（
お
柳
）
と
遊
女
た
ち
に
同
情
を
示
す
。

こ
れ
に
加
え
て
、
吉
原
と
根
岸
に
は
も
う
一
つ
の
対
立
軸
が
存
在
す

る
。
そ
れ
は
近
代
的
事
物
に
対
す
る
愛
着
お
よ
び
嫌
悪
で
あ
る
。
岩
造
た

ち
は
「
自
動
車
」
で
浄
閑
寺
を
訪
れ
、「
き
様
い
ま
僕
た
ち
が
門
へ
乗
着

け
た
の
を
見
て
吃
驚
し
た
ら
う
。
あ
の
自
動
車
に
乗
せ
て
遣
ら
う
と
仰
有

る
ん
だ
が
、
う
む
、
何
う
す
る
な
。」（
小
一
）
と
「
自
動
車
」
を
知
ら
な

い
治
助
を
嘲
る
。
ま
た
槇
子
と
樫
子
も
「
妹
の
奴
は
勿
論
、
年
寄
が
、
あ

た
ま
か
ら
自
動
車
に
惚
込
ん
で
居
る
ん
だ
か
ら
ね
、」（
重
太
郎
）
と
「
自

動
車
」
を
好
む
人
物
で
あ
る
。
一
方
で
吉
原
の
人
々
は
「
自
動
車
で
焼
跡

の
見
物
を
し
や
が
つ
た
ん
だ
。」（
源
太
）、「
日
本
堤
へ
、
ぶ
う
〳
〵
よ
、

変
な
臭
気
に
ほ
ひ

を
吐
掛
け
や
が
つ
て
、
此
処
へ
自
動
車
で
廻
つ
た
ん
だ
ぜ
。」

（
丈
吉
）
と
、
そ
れ
を
忌
み
嫌
う
。「
私
、
沢
山
で
す
。
階
子
乗
の
方
が

結
構
。」
と
自
動
車
を
忌
避
す
る
お
柳
も
、
源
太
ら
と
同
じ
価
値
観
を
持

っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
近
代
的
事
物
へ
の
愛
着
は
吉
原
へ
の
侮

蔑
と
結
び
つ
き
、
岩
造
た
ち
の
次
の
よ
う
な
論
理
を
導
く
。

岩
造

（
中
略
）
国
家
の
体
面
を
汚
す
…
…
暗くら
中やみ
の
恥
を
明あか
地るみ
へ
電

灯
で
曝
し
居
つ
た
、
芳
原
の
、
あ
の
状ざま
を
見
い
。（
中
略
）
や
が

て
又
た
焼
け
て
野
原
に
成
る
ぢ
や
ろ
。
…
…
其
処
へ
工
場
が
立

つ
。
…
…
即
ち
、
国
家
の
対
面
を
保
つ
事
が
出
来
る
、
ト
同
時
に

ぢ
や
。
…
…
鮒
や
蜆
は
滅
び
て
了
ふ
わ
。
は
ツ
は
ツ
は
ツ
。
）ママ

気
三

真まつ
個たく
で
す
な
。
凡
て
醜
悪
汚
穢
な
も
の
は
、
一
炬
に
し
て
焼

い
て
了
ふ
に
限
る
で
す
な
、
は
あ
。
…
…

小
一

其
の
通
り
、
古
い
も
の
は
焼
く
に
限
り
ま
す
よ
。
其
処
に
新

し
き
生
活
の
花
が
咲
く
ん
だ
。

近
代
的
事
物
で
あ
る
「
工
場
」
が
、
い
ず
れ
「
国
家
の
体
面
を
汚
す
」、
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「
醜
悪
汚
穢
」
な
「
古
い
」
吉
原
に
取
っ
て
代
わ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
吉

原
は
、
そ
の
よ
う
に
近
代
に
お
い
て
は
滅
び
る
べ
き
場
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
る
。「
工
場
」
の
増
加
を
も
た
ら
す
「
殖
産
工
業
」
に
は
、
岩
造
と

槇
子
も
「（
槇
子
は
｜
引
用
者
注
）
私わし
な
ど
と
も
提
携
し
て
、
壮さかん
に
新
事

業
を
起
し
、
国
家
の
た
め
に
殖
産
工
業
の
大
道
を
、
以
来
自
動
車
で
駆
廻

る
ん
ぢ
や
。」（
岩
造
）
と
あ
る
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
。
そ
し
て
近
代
的

事
物
と
緊
密
に
結
び
つ
く
岩
造
た
ち
の
台
詞
に
示
さ
れ
た
、
醜
く
古
い
場

と
い
う
吉
原
像
は
、
テ
ク
ス
ト
が
発
表
さ
れ
た
当
時
、
実
際
の
社
会
で
な

さ
れ
て
い
た
吉
原
存
廃
論
の
言
説
と
も
響
き
合
う
も
の
だ
っ
た
。

恋
女
房
」
の
広
告
に
「
吉
原
の
大
火
を
題
材

９
）

と
す
。」
と
あ
る
よ
う

に
、
こ
の
作
品
は
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
四
月
九
日
に
発
生
し
、
大

き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
吉
原
大
火
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
。
吉
原
は
近

世
か
ら
度
々
火
事
に
見
舞
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
年
の
大
火
の
折
に
は
焼

失
後
の
進
退
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
た
。『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
連
載
さ

れ
た
「
吉
原
善
後
策
」
と
い
う
記
事
に
は
、
以
後
の
吉
原
に
対
す
る
各
方

面
の
意
見
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
公
開
の
醜
業
窟
が
火
災
の

た
め
に
全
滅
し
た
る
機
会
を
利
用
し
て
之
を
廃
止
し
得
な
い
の
み
な
ら

ず
、
其
移
転
だ
に
断
行
せ
し
め
得
ぬ
と
は
情
な
い
」（
救
世
軍
大
佐

山

室

10
）

軍
平
）、「
吉
原
と
云
ふ
様
な
大
き
な
公
娼
の
市
場
を
罷
め
る
事
が
出
来

た
ら
、
何
ん
な
に
人
の
心
持
を
新
し
く
健
か
に
致
す
か
知
れ
な
か
ら
う
と

存
じ
ま
す
、（
中
略
）
又
ど
ち
ら
か
と
云
へ
ば
恥
を
明
る
み
へ
出
さ
な
い

私
娼
の
方
が
兎
に
角
文
明
的
だ
と
考
へ
ま
す
」（
与
謝
野

11
）

晶
子
）、「
如
何

に
絶
滅
を
期
す
る
と
い
ふ
と
も
事
実
は
如
何
と
も
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
、

唯
だ
政
治
の
実
際
に
於
て
は
之
に
侮
辱
を
加
ふ
る
の
必
要
が
あ
る
、
之
を

暗
所
に
葬
り
去
つ
て
明
み
に
出
ら
れ
ぬ
や
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
、」（
島

田

12
）

三
郎
）
な
ど
の
吉
原
廃
止
論
が
み
ら
れ
、「
暗くら
中やみ
の
恥
を
明
地
あかるみ

へ
電
灯

で
曝
し
居
つ
た
」
と
述
べ
る
岩
造
ら
の
認
識
と
重

13
）

な
る
。
鏡
花
が
こ
の
記

事
を
参
照
し
た
か
は
定
か
で
な
い
が
、
吉
原
を
否
定
的
に
捉
え
る
見
方

は
、
同
時
代
に
お
い
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
テ
ク
ス
ト
は
、
根
岸
の
浦
松
家
を
「
魚さ
軒しみ
の
残
り
も
の
」
を
ぬ

た
に
拵
え
る
吝
嗇
な
家
風
に
設
定
し
、
槇
子
を
「
婿
が
工
場
持
、
大
事
業

家
と
云
ふ
処
で
、
尚
ほ
此
の
上
に
も
身
代
の
為
に
す
る
つ
も
り
ら
し
い
。」

と
婚
姻
に
よ
っ
て
今
以
上
の
金
を
得
よ
う
と
す
る
人
物
に
、
岩
造
を
財
産

相
続
の
た
め
に
重
太
郎
や
お
柳
を
見
殺
し
に
す
る
人
物
に
描
い
て
い
る
。

同
時
代
に
お
い
て
唱
え
る
人
の
少
な
く
な
い
、
吉
原
に
否
定
的
な
言
説
を

語
る
者
は
、「
恋
女
房
」
に
お
い
て
は
俗
悪
な
敵
役
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
敵
役
が
近
代
的
事
物
に
愛
着
を
持
つ
人
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ひ
と

ま
ず
は
「
恋
女
房
」
を
、
近
代
の
到
来
に
よ
っ
て
失
わ
れ
よ
う
と
す
る
吉

原
と
い
う
場
を
称
揚
し
た
テ
ク
ス
ト
と
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。

だ
が
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
吉
原
は
、
お
柳
や
源
太
ら
か
ら
擁
護
さ
れ
は

す
る
が
、
必
ず
し
も
全
面
的
に
肯
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。
源
太
は
「
泣
か

せ
る
ぜ
。
…
…
は
か
ね
え
苦
界
の
意
気
事
だ
。」「
う
つ
か
り
出
合
つ
た
大

門
が
、
地
獄
の
仲
町
の
入へえり
口ぐち
だ
つ
て
」
と
「
苦
界
」「
地
獄
」
と
い
う
言

葉
で
吉
原
を
語
り
、
お
柳
も
「
初
手
か
ら
野
の
末
、
山
の
奥
、
…
…
棄
札

ま
で
の
望
も
な
い
、
情
づ
く
、
義
理
づ
く
な
ら
、
投
げ
に
出
す
身
体
だ
も

の
。（
中
略
）
頭かしら、
野
晒
の
死
骸
に
や
、
犬
と
烏
は
つ
き
も
の
だ
よ
。」
と

「
野
晒
の
死
骸
」
と
な
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
遊
女
の
あ
り
か
た
に
言
及

し
て
い
る
。
お
柳
が
遊
女
た
ち
の
無
縁
塔
に
向
か
っ
て
「
廓
は
野
原
に
成

り
ま
し
た
。
…
…
悲
し
い
わ
ね
え
。
…
…
い
ゝ
や
、
其
と
も
、
嬉
し
く
ツ

て
お
い
で
か
知
ら
。」
と
問
い
か
け
る
の
も
、
遊
女
た
ち
が
吉
原
の
焼
失
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を
喜
ぶ
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
た
め
だ
ろ
う
。
彼
ら
は
遊

女
た
ち
に
同
情
し
、
吉
原
を
擁
護
す
る
が
、
そ
こ
が
哀
し
み
を
湛
え
た
場

で
あ
る
こ
と
も
理
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
同
時
に
「
鮒
だ
よ
。」「
蜆しじみ
貝
つけえ

さ
。」（
源
太
）、「
私
た
ち
に
は
嬉
し
い
け
れ
ど
、
世
間
の
目
に
は
馬
鹿
ば

か
り
。
蛆
だ
蠅
だ
と
言
は
れ
ま
す
。」（
お
柳
）
と
、
吉
原
が
「
世
間
」
で

は
侮
蔑
の
対
象
と
な
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
内
の
「
世
間
」

に
お
い
て
吉
原
は
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
「
世
間
」
の
眼

差
し
を
誇
張
し
つ
つ
も
代
表
し
て
い
る
の
が
岩
造
た
ち
、
槇
子
、
樫
子
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
吉
原
に
暮
ら
す
、
ま
た
は
暮
ら
し
て
い
た
人
々
も
、
侮

蔑
的
な
眼
差
し
を
向
け
ら
れ
る
こ
と
を
一
面
で
は
理
解
し
、「
世
間
」
の

眼
差
し
を
内
面
化
し
て
い
る
。

テ
ク
ス
ト
が
い
か
に
吉
原
を
侮
蔑
す
る
人
物
を
俗
悪
に
描
き
、
吉
原
を

擁
護
す
る
人
物
を
肯
定
的
に
描
い
て
も
、
テ
ク
ス
ト
内
の
「
世
間
」
に
お

い
て
吉
原
が
蔑
ま
れ
、
そ
の
眼
差
し
と
大
火
と
に
よ
っ
て
存
続
の
危
機
に

晒
さ
れ
る
と
い
う
構
図
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
は
実
際
の
社

会
の
様
相
を
反
映
し
て
い
る
。
大
火
以
前
か
ら
廃
娼
運
動
は
存
在
し
た

が
、
特
に
大
火
後
に
は
「
救
世
軍
は
茲
に
態
度
を
一
変
し
て
進
撃
的
に
全

遊
郭
の
廃
止
の
為
め
に
立
た
う
と
企
て
ゝ

14
）

ゐ
る
」
と
活
性
化
し
、
運
動
の

全
国
団
体
「
廓
清
会
」
も
発
足
し
て
「
廓
清
会
は
愈
々
其
の
目
的
を
遂
行

す
べ
く
先
づ
第
一
着
と
し
て
吉
原
遊
郭
に
引
札
を
配
り
着
々
歩
武
を
進
め

つ
ゝ
あ

15
）

り
し
」
な
ど
積
極
的
な
活
動
を
開
始
し
た
。「
恋
女
房
」
の
吉
原

も
、「
人
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
日
常
の
世
界
に
お
い
て
は
、
侮
蔑
と

浄
化
の
対
象
と
い
う
位
置
を
逃
れ
ら
れ
な
い
。
だ
が
「
恋
女
房
」
で
は
、

も
う
一
つ
の
対
立
、
す
な
わ
ち
吉
原
と
「
魔
も
の
」
と
い
う
非
日
常
的
な

存
在
の
対
立
が
介
在
す
る
こ
と
で
、
こ
の
構
図
に
変
化
が
生
じ
る
。
次
項

で
は
作
中
の
「
魔
も
の
」・
赤
魔
姥
の
性
質
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
か

ら
始
め
た
い
。

三
、
も
う
一
つ
の
対
立
｜
吉
原
と
「
赤
魔
姥
」｜

恋
女
房
」
に
お
い
て
、
吉
原
に
大
火
を
も
た
ら
し
た
の
は
「
魔
も
の
」

で
あ
る
赤
魔
姥
と
さ
れ
る
。
そ
の
存
在
に
つ
い
て
最
初
に
言
及
さ
れ
る
の

は
、
お
柳
が
、
火
事
で
亡
く
な
っ
た
姉
の
見
た
「
頭
ま
で
真
赤
な
、
緋
色

の
被
布
を
着
た
婆
々
で
、
七
十
余
り
と
見
え
る
の
が
ね
、
赤
い
杖
を
突
張

つ
て
、
片
手
の
掌
へ
火
を
乗
せ
て
、
ふ
う
〳
〵
吹
き
な
が
ら
出
て
行
」
く

姿
を
語
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
時
「
魔
も
の
」
が
実
在
す
る
か
ど
う
か
は

判
然
と
し
な
い
が
、
お
柳
は
も
し
実
在
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
「
廓なか
に
も
、

姉
に
も
仇
」
だ
と
述
べ
る
。
大
火
が
偶
然
の
産
物
で
は
な
く
「
魔
も
の
」

の
意
志
に
よ
る
時
、
吉
原
を
滅
ぼ
そ
う
と
し
た
「
魔
も
の
」
と
、
お
柳
や

吉
原
の
人
々
の
間
に
は
吉
原
を
め
ぐ
る
敵
対
関
係
が
生
じ
る
。
物
語
の
中

心
と
な
る
人
物
に
敵
対
す
る
と
い
う
あ
り
よ
う
は
〞
幻
想
的
戯
曲
〝
の
系

譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
、
他
の
戯
曲
に
お
け
る
「
魔
も
の
」
と
は
異

な
る
。「
夜
叉
ヶ
池
」
の
「
魔
も
の
」・
白
雪
は
洪
水
に
よ
っ
て
村
を
沈
め

る
が
、
村
人
に
贄
に
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
百
合
と
、
彼
女
を
救
う
た
め
鐘

を
壊
し
た
晃
を
、
自
ら
の
世
界
に
迎
え
る
。「
天
守
物
語
」
で
は
富
姫
と

出
会
い
、
兜
を
持
ち
帰
っ
た
図
書
之
助
が
階
下
か
ら
追
わ
れ
る
時
、
富
姫

は
そ
れ
を
迎
え
入
れ
、
と
も
に
階
下
の
人
間
た
ち
と
対
立
す
る
。
そ
こ
で

は
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
人
」
の
社
会
に
馴
染
ま
な
い
人
物
を
受
け
入

れ
る
場
と
し
て
「
魔
も
の
」
の
世
界
が
あ
る
。
し
か
し
「
恋
女
房
」
の

「
魔
も
の
」
は
、
お
柳
た
ち
の
故
郷
を
滅
ぼ
そ
う
と
す
る
存
在
で
あ
り
、

根
岸
の
人
々
と
同
様
、
お
柳
た
ち
に
と
っ
て
の
敵
役
で
あ
る
。
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前
掲
・
市
川
論
文
は
「
恋
女
房
」
の
趣
向
の
特
徴
と
し
て
「
戯
曲
で
あ

る
こ
と
の
可
能
性
を
十
分
に
意
識
し
た
表
現
」
を
挙
げ
、
そ
の
例
と
し
て

赤
魔
姥
が
「
火
」
に
も
見
え
る
こ
と
と
、
赤
い
衣
装
を
着
た
槇
子
の
姿
が

赤
魔
姥
と
重
ね
ら
れ
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
赤
魔
姥
と
そ
れ
に
付
き

従
う
「
童
男
童
女
」
が
「
魔
も
の
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
火
」
で
も
あ
る

と
い
う
二
重
性
は
こ
の
戯
曲
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。「
姉
を
殺
し
た
、

廓
を
焼
い
た
…
…
あ
ゝ
魔
も
の
か
、
畜
生
。」（
お
柳
）、「
お
婆
さ
ん
と
見

て
、
夢
か
と
思
へ
ば
、
や
、
お
柳
に
聞
い
た
。
…
…
悪
魔
だ
な
。」（
重
太

郎
）
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
を
「
魔
も
の
」
と
認
識
す
る
人
物
も
い
る

が
、
多
く
の
登
場
人
物
は
赤
魔
姥
と
童
男
童
女
を
「
火
」
と
見
る
。
第
一

幕
で
は
治
助
が
赤
魔
姥
を
見
て
「
わ
あ
ゝ
、
火
柱
。」
と
叫
ん
で
お
り
、

第
三
幕
で
も
「
赤
魔
姥
の
腕
を
引
つ
か
」
む
（
源
太
）、「
童
男
童
女
の
投

げ
か
け
る
紅
き
球
を
た
ゝ
き
払
」
ふ
（
消
防
夫
）、「
源
太
と
、
赤
き
杖
を

ひ
き
合
ひ
な
が
ら
、
片
手
に
て
、
無
数
の
糸
を
一
同
に
投
掛
く
る
」（
赤

魔
姥
）
と
い
う
争
い
の
動
作
が
ト
書
き
に
記
さ
れ
な
が
ら
、「
消
防
手

し
ご
と
し

一

同
、＝

水
を
、
水
だ
、＝

と
口
々
に
叫
ぶ
。」「
源
太

ち
よ
ろ
〳
〵
火
だ

い
。
水
が
要
る
か
。
引
掴
ん
で
掴
み
消
せ
。」
と
消
防
夫
ら
は
赤
魔
姥
を

「
火
」
と
語
る
。
こ
の
行
動
と
台
詞
の
齟
齬
が
、
観
客
の
目
前
に
展
開
さ

れ
る
こ
と
と
登
場
人
物
が
認
識
す
る
こ
と
の
差
を
示
す
。
だ
が
、
こ
の
よ

う
に
観
客
に
見
え
る
も
の
と
、
舞
台
上
で
の
認
識
が
異
な
る
例
は
、「
夜

叉
ヶ
池
」
で
洪
水
が
起
き
る
場
面
に
お
い
て
、
観
客
に
見
え
る
も
の
が
夜

叉
ヶ
池
の
眷
属
が
人
々
を
「
屠
り
殺
す
」
様
子
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
れ

以
前
の
作
品
に
も
み
ら
れ
る
。
一
方
で
、
槇
子
の
姿
が
赤
魔
姥
と
重
ね
ら

れ
る
と
い
う
趣
向
は
、
日
常
と
非
日
常
の
出
来
事
が
併
存
す
る
「
恋
女

房
」
に
お
い
て
、
二
者
を
接
続
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

赤
魔
姥
と
槇
子
が
重
ね
ら
れ
る
趣
向
は
「
魔
も
の
」
と
「
火
」
の
二
重

性
と
は
性
質
が
異
な
る
。
簡
潔
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
赤
魔
姥
が

「
魔
も
の
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
火
」
で
は
あ
り
得
る
が
、
槇
子
で
は
あ

り
得
な
い
と
い
う
差
異
で
あ
る
。
中
村

16
）

哮
夫
は
「
恋
女
房
」
の
演
出
に
つ

い
て
「
槇
子
刀
自
と
赤
魔
姥
は
同
一
女
優
が
二
役
で
演
ず
る
べ
き
だ
ろ

う
。
鏡
花
は
そ
う
指
定
し
て
い
な
い
が
お
柳
の
目
に
そ
う
映
る
の
だ
か

ら
、
そ
の
ダ
ブ
ル
イ
メ
ー
ジ
を
尊
重
す
べ
き
だ
と
思
う
。」
と
述
べ
て
い

る
が
、
第
一
幕
で
槇
子
が
去
っ
た
直
後
に
赤
魔
姥
が
登
場
す
る
こ
の
作
品

は
、
必
ず
し
も
一
人
二
役
を
要
請
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
お
柳
が
赤
魔
姥

と
槇
子
を
重
ね
る
二
つ
の
場
面
で
も
、
両
者
の
外
見
が
同
じ
で
あ
る
こ
と

は
必
須
の
条
件
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
、
お
柳
が
槇
子
に

花
環
を
捧
げ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
場
面
（
第
二
幕
）
で
は
、
お
柳
は
赤
い

衣
装
を
着
た
槇
子
を
赤
魔
姥
と
重
ね
る
が
、
こ
の
時
点
で
の
お
柳
は
赤
魔

姥
の
姿
を
見
た
こ
と
が
な
く
、
姉
が
「
緋
色
の
被
布
を
着
た
婆
々
」
を
見

た
話
を
聞
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
槇
子
と
「
婆
々
」
は
真
赤
な
衣
装
を
媒
介

と
し
て
、
お
柳
の
意
識
に
お
い
て
繫
ぎ
合
わ
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
お
柳

以
外
の
登
場
人
物
は
も
ち
ろ
ん
、
第
一
幕
で
赤
魔
姥
の
姿
を
見
、
か
つ
お

柳
が
赤
魔
姥
を
見
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
観
客
も
、
こ
こ
で
は
槇

子
と
赤
魔
姥
を
同
一
体
と
認
識
す
る
よ
り
は
、
そ
れ
は
お
柳
の
み
の
認
識

だ
と
解
釈
す
る
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
時
、
槇
子
と

赤
魔
姥
が
同
じ
俳
優
と
い
う
全
く
同
一
の
外
見
を
も
つ
必
要
は
な
い
。

も
う
一
つ
の
、
吉
原
の
焼
け
跡
で
お
柳
が
赤
魔
姥
を
槇
子
と
勘
違
い
す

る
場
面
（
第
三
幕
）
も
、
槇
子
と
赤
魔
姥
の
外
見
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
は

必
須
条
件
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
場
面
で
お
柳
に
赤
魔
姥
を
槇
子
だ

と
認
識
さ
せ
る
の
は
、
赤
魔
姥
に
よ
る
、
槇
子
を
演
じ
る
と
い
う
行
為
だ
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か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
分
析
す
る
に
は
、
ま
ず
舞
台
上
の
時
間
設
定

に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
三
幕
の
赤
魔
姥
は
「
お
柳
の
背
後
う
し
ろ

に
出

て
、
赤
き
杖
を
取
直
し
て
、
ハ
タ
ハ
タ
と
敲
い
て
、
箱
提
灯
の
灯
を
ば
つ

さ
り
消
」
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
お
柳
と
赤
魔
姥
が
「
何
し
に
お
い
で
な

す
つ
た
ん
で
す
。
…
…
又
、
看
板
を
消
し
に
か
い
。」「
過
ぎ
た
夜
さ
り

は
、
あ
の
夜
は
な
、
主
が
面
目
な
か
ら
う
と
、
な
！

情
の
取
越
ぢ
や
、

灯
を
消
し
た
。」
と
い
う
会
話
を
交
わ
す
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
第
一
幕
で

槇
子
が
「
平
扁
ひらつた

き
猫
の
や
う
な
顔
を
ぐ
ツ
と
低
く
、
箱
提
灯
の
上
へ
出
し

て
、
舐
め
て
取
る
や
う
に
フ
ツ
と
消
」
し
た
場
面
の
反
復
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
そ
し
て
第
一
幕
の
そ
れ
は
、
千
蝶
の
「（
此
の
間うち
、
手
探

り
に
は
ら
〳
〵
し
て
、
う
ろ
〳
〵
搦
む
。）」「（
声
を
し
る
べ
に
）
も
し
、

…
…
（
と
寄
る
。）」
と
い
う
動
作
や
「
浄
閑
寺
の
墓
場
ぢ
や
宵
闇
だ
し
、

あ
の
騒
ぎ
で
、
顔
ど
こ
ろ
か
、
背
格
好
も
見
な
か
つ
た
か
ら
」（
重
太
郎
）

と
い
う
回
想
か
ら
、
薄
暗
い
時
刻
の
場
面
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
す
な

わ
ち
第
一
幕
で
槇
子
が
お
柳
を
折
檻
し
な
が
ら
、「
こ
れ
、
重
太
郎
、
荒

い
事
を
す
な
い
の
。
お
主
、
柳
や
を
打
ち
は
せ
ぬ
か
い
の
。」「
そ
れ
、
痛

い
と
云
ふ
が
の
、
重
太
郎
、
柳
や
を
何
故
打
つ
ぞ
い
の
。」
と
言
う
こ
と

は
、
薄
暗
さ
を
利
用
し
て
実
際
の
行
動
と
は
乖
離
す
る
言
葉
を
語
る
こ

と
、
つ
ま
り
お
柳
を
折
檻
せ
ず
、
重
太
郎
を
諌
め
る
姑
を
演
じ
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
た
。
た
だ
し
「
蒼
く
な
り
つ
ゝ
、
空
を
掴
む
や
う
に
し
て
捜

す
手
と
、
重
太
郎
、
暗
中
に
手
を
犇
と
取
合
ふ
」
と
い
う
お
柳
の
動
作
が

あ
る
た
め
、
こ
こ
で
の
お
柳
は
そ
れ
が
演
技
で
あ
る
と
知
っ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
ト
書
き
は
同
時
に
、
観
客
に
も
槇
子
の
演
技
す
な

わ
ち
言
葉
と
実
際
と
の
乖
離
が
提
示
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

第
三
幕
も
「
太
郎
様
で
、
狐
火
が
燃
え
さ
う
な
晩
だ
事
…
…
」（
お
柳
）

と
あ
る
よ
う
に
夜
の
場
面
で
あ
り
、
箱
提
灯
を
消
さ
れ
た
空
間
は
闇
に
包

ま
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
赤
魔
姥
が
「
過
ぎ
た
夜
さ
り
」
と
い
う
槇
子
の
経

験
を
語
り
、
槇
子
を
演
じ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
お
柳
が
赤
魔
姥
を

「
あ
ゝ
魔
も
の
か
、
畜
生
。」
と
認
め
る
瞬
間
が
「
赤
き
光
一
閃
」
し
た

時
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
闇
と
い
う
空
間
と
赤
魔
姥
の
演
技
の
た
め
に
、

お
柳
は
勘
違
い
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
「
お
柳
の

背
後
う
し
ろ

に
出
て
」
と
赤
魔
姥
が
灯
を
消
す
前
に
観
客
に
姿
を
見
せ
る
こ
と
が

ト
書
き
に
示
さ
れ
て
い
る
た
め
、
観
客
の
み
が
お
柳
と
対
話
す
る
の
は
槇

子
で
は
な
く
、
赤
魔
姥
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
な
が
ら
場
面
を
受
容
す

る
。「
恋
女
房
」
に
お
け
る
闇
は
登
場
人
物
の
演
技
を
可
能
に
す
る
空
間

で
あ
り
、
そ
こ
で
あ
る
者
が
別
の
者
を
演
じ
て
い
る
こ
と
は
、
観
客
に
も

伝
達
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

魔
も
の
」
と
「
火
」
の
二
重
性
は
、
一
つ
の
存
在
が
二
つ
の
性
質
を

合
わ
せ
持
つ
こ
と
で
あ
り
、
槇
子
と
赤
魔
姥
の
重
ね
合
わ
せ
は
、
別
の
存

在
が
登
場
人
物
の
視
点
に
お
い
て
同
一
、
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
も
の
と
認

識
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。「
恋
女
房
」
で
は
、
こ
の
二
重
性
と
重
ね
合
わ

せ
を
知
る
唯
一
の
視
点
と
し
て
観
客
が
い
る
。
語
り
の
視
点
を
通
さ
ず
、

受
け
手
（
観
客
）
が
目
前
の
言
葉
と
動
作
に
よ
っ
て
物
語
を
受
容
す
る
戯

曲
と
い
う
形
式
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
ら
の
趣
向
が
実
現
で
き
た
こ
と
は
確

か
だ
ろ
う
。
鏡
花
が
同
じ
吉
原
大
火
を
モ
デ
ル
に
描
い
た
小
説
「
池
の

声
」
に
も
、
火
事
を
起
こ
す
「
婆
々
」
が
登
場
す
る
が
、
そ
れ
は
緋
鯉
と

蛙
の
回
想
に
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
賀
の
祝
い
の
た
め
に
真
赤
な
衣
装

に
身
を
包
ん
だ
老
婆
が
、
吉
原
を
練
り
歩
く
う
ち
「
陽
気
と
人
だ
か
り
に

く
わ
つ
と
逆の
上ぽ
せ
て
、
婆
さ
ん
、
汗
み
づ
く
に
目
が
据
つ
た
！

中
略
）
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早
く
顔
出
し
の
挨
拶
を
済
ま
さ
う
と
、
そ
れ
、
杖
を
鳴
ら
し
て
、
す
た

〳
〵
駈
は
じ
め
た
と
思
へ
さ
ね
え
。」
と
い
う
情
景
が
話
題
に
上
り
、
蛙

は
そ
れ
を
「
昔
か
ら
廓
を
狙
つ
て
、
フ
イ
と
出
て
来
る
婆
あ
様
！
」「
此

の
要
害
で
狙
つ
て
居
て
、
そ
れ
、
時
が
来
た
、
と
翻
然
ひ
ら
り

、
賀
の
祝
ひ
の
身

体
へ
乗
移
つ
て
、」
と
魔
物
の
仕
業
だ
と
す
る
。
し
か
し
「
池
の
声
」
の

場
合
、
そ
の
情
景
や
、
魔
物
が
乗
り
移
っ
た
と
い
う
解
釈
は
蛙
と
緋
鯉
の

視
点
を
通
し
た
語
り
に
よ
っ
て
の
み
伝
達
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
「
婆
さ

ん
」
と
「
火
婆
々
」
は
前
者
に
後
者
が
乗
り
移
っ
た
同
一
体
だ
っ
た
の

か
、
ま
た
は
蛙
が
そ
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
だ
け
な
の
か
は
明
確
に
な

ら
ず
、
テ
ク
ス
ト
に
は
両
者
の
可
能
性
が
残
さ
れ
る
。
一
方
「
恋
女
房
」

で
は
、
赤
魔
姥
が
「
魔
も
の
」
と
「
火
」
の
二
重
性
を
持
つ
こ
と
と
、
登

場
人
物
の
意
識
に
お
い
て
赤
魔
姥
と
槇
子
が
重
ね
ら
れ
る
こ
と
は
明
確
に

観
客
に
示
さ
れ
、
舞
台
上
に
は
赤
魔
姥
（
お
よ
び
槇
子
）
を
通
し
て
、
同

時
に
二
つ
の
異
な
る
意
味
が
立
ち
現
わ
れ
る
。
前
者
の
趣
向
は
「
火
」
と

い
う
舞
台
に
持
ち
込
め
な
い
も
の
を
表
現
す
る
こ
と
に
役
立
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
が
、
後
者
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。「
恋

女
房
」
で
進
行
す
る
二
つ
の
物
語
を
検
討
し
な
が
ら
そ
の
こ
と
を
考
え
る

時
、
赤
魔
姥
と
い
う
「
魔
も
の
」
の
役
割
も
、
単
な
る
敵
役
以
上
の
も
の

と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

四
、
二
つ
の
物
語
｜
お
柳
の
変
化
を
も
た
ら
す
も
の
｜

第
三
幕
で
赤
魔
姥
が
槇
子
を
演
じ
る
際
に
「
日
頃
の
事
は
悪
か
つ
た
れ

ば
、
己おれ
が
詫
る
に
、
婆
々
が
詫
る
に
、
あ
や
ま
る
に
、
根
岸
の
里
へ
帰
れ

え
の
、
己
が
迎
ひ
に
来
た
の
ぢ
や
わ
い
の
。」
な
ど
帰
宅
を
促
す
台
詞
を

多
く
述
べ
る
こ
と
か
ら
、
赤
魔
姥
が
演
技
を
す
る
理
由
は
、
お
柳
を
吉
原

か
ら
遠
ざ
け
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
こ
こ
で
の
お
柳
は
既
に
吉

原
へ
帰
る
こ
と
を
決
意
し
て
お
り
、
そ
の
謝
罪
に
も
動
か
さ
れ
な
い
。
そ

の
姿
は
第
一
幕
か
ら
第
二
幕
半
ば
ま
で
に
み
ら
れ
る
、
お
柳
の
あ
り
よ
う

と
は
異
な
っ
て
い
る
。

こ
の
変
化
は
、
そ
の
名
に
冠
さ
れ
た
「
柳
」
の
モ
チ
ー
フ
が
作
中
で
象

徴
し
て
い
る
も
の
の
変
化
を
追
う
こ
と
で
も
確
認
で
き
る
。
第
二
幕
で
は

槇
子
や
樫
子
に
冷
た
く
当
た
ら
れ
る
お
柳
に
、
重
太
郎
が
柳
の
枝
を
見

せ
、「
お
前
の
名
ぢ
や
な
い
か
。
何
事
も
柔
順
す
な
ほ

に
、
柔
順
に
、
な
、
逆
ら

う
な
、
風
に
靡
け
よ
、
雪
に
折
れ
る
な
。」
と
諭
す
。
困
難
を
受
け
流
す

こ
と
で
自
ら
を
保
つ
こ
の
態
度
は
、
第
一
幕
で
既
に
お
柳
の
も
の
と
し
て

表
れ
て
い
た
。
諍
い
を
止
め
る
「
突
つ
く
わ
、
嗅
ぐ
わ
と
い
つ
て
、
其
を

気
に
し
て
追お
居つて
た
日
に
は
、
此
方
が
案
山
子
に
成
る
ぢ
や
な
い
か
。」「
此

の
人
た
ち
が
倒
し
た
墓
な
ら
、
あ
と
で
私
た
ち
が
起
さ
う
し
、
手
向
け
の

花
を
挘
つ
た
ら
、
又
供
へ
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
。」
な
ど
の
台
詞
が
そ

れ
で
あ
る
。
重
太
郎
は
今
ま
で
の
お
柳
の
あ
り
か
た
を
確
認
し
、
宥
め
て

い
る
の
で
あ
り
、
お
柳
が
家
を
出
る
前
の
「
柳
」
と
は
、
他
者
か
ら
の
攻

撃
に
逆
ら
わ
な
い
こ
と
で
生
き
延
び
る
お
柳
の
姿
の
象
徴
だ
っ
た
。
だ
が

第
二
幕
の
半
ば
で
家
を
出
た
後
、
第
三
幕
で
の
お
柳
は
、
源
太
に
向
か
い

「
井
筒
屋
の
土
に
芽
を
萌さ
し
て
、
散
つ
て
も
柳
に
成
る
つ
も
り
。
…
…
風

も
吹
け
、
雲
も
降
れ
、
袖
は
濡
れ
て
も
、
袂
は
裂
け
て
も
、
此
処
を
一
寸

で
も
動
き
や
し
な
い
よ
。」
と
語
る
。
こ
の
強
い
決
意
は
、「
柳
」
に
そ
れ

ま
で
託
さ
れ
て
い
た
も
の
以
上
の
意
味
を
付
加
す
る
。
そ
れ
は
「
見
返

柳
」
の
よ
う
に
吉
原
を
象
徴
す
る
「
柳
」
の
性
質
で
あ
る
。
赤
魔
姥
と
の

対
決
の
後
、
お
柳
は
病
院
へ
運
ば
れ
る
前
に
「
土
手
の
、
あ
の
、
見
返
柳

も
焼
け
た
か
ね
え
。」
と
問
い
、
千
蝶
が
柳
の
枝
を
見
せ
る
と
「
御
覧
な

―26―



さ
い
、
柳
は
焼
け
は
し
な
い
ん
だ
よ
。」
と
喜
ぶ
。
テ
ク
ス
ト
後
半
で
お

柳
が
「
成
る
」
と
述
べ
る
「
柳
」
は
、
吉
原
の
見
返
り
柳
と
重
ね
ら
れ
、

吉
原
の
象
徴
と
い
う
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
。「
柳
」
が
象
徴
す
る

も
の
は
お
柳
が
家
を
出
る
前
後
で
異
な
り
、
そ
れ
は
家
を
出
て
以
降
の
お

柳
の
存
在
が
、
見
返
り
柳
に
代
わ
っ
て
「
吉
原
八
丁
八
百
軒
、
お
前
の
気

象
で
建
直
る
ぜ
。」（
源
太
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
滅
び
な
い
吉
原
の
象

徴
へ
と
変
化
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
は
お
柳
が
家
を
出
た
こ
と
だ
が
、
そ
の
家

を
出
る
契
機
に
は
、
お
柳
が
槇
子
と
赤
魔
姥
を
重
ね
た
こ
と
が
影
響
し
て

い
る
。
吉
原
を
焼
い
た
「
魔
も
の
」
を
想
起
さ
せ
る
槇
子
の
姿
を
見
て
、

お
柳
は
「
同
じ
真
赤
な
、
お
婆
様
の
背
後
う
し
ろ

に
立
つ
て
、
現
在
、
姉
の
妹

が
、
仲
之
町
で
育
つ
た
も
の
が
、
花
環
を
持
つ
の
は
辛
う
ご
ざ
ん
す
。

（
中
略
）
此
ば
つ
か
り
は
勘
弁
し
て
、
何
う
ぞ
お
察
し
下
さ
い
ま
し
。」

と
花
環
を
持
つ
こ
と
を
拒
絶
す
る
。
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
の
「
お
前
さ
ん
の

笑
顔
を
見
れ
ば
、
ど
ん
な
事
で
も
忘
れ
ら
れ
る
。」
と
重
太
郎
の
た
め
に

苦
難
に
耐
え
て
い
た
お
柳
に
は
み
ら
れ
な
い
明
確
な
拒
絶
で
あ
り
、「
分

つ
た
ら
う
、
そ
れ
。（
と
切
な
さ
う
に
莞
爾
し
て
見
せ
る
。）」
と
重
太
郎

が
諭
し
て
も
覆
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
樫
子
に
「
せ
り
詰
め
、
す
り
つ
け
、

お
柳
の
す
さ
る
を
、
縁
側
に
お
し
つ
け
」
ら
れ
た
こ
と
を
直
接
の
き
っ
か

け
に
、
お
柳
は
啖
呵
を
切
り
、
家
を
出
る
。
そ
れ
は
重
太
郎
と
根
岸
で
暮

ら
す
喜
び
よ
り
も
、
吉
原
を
滅
ぼ
し
た
「
魔
も
の
」
に
花
環
を
捧
げ
る
こ

と
へ
の
嫌
悪
感
が
上
回
っ
た
結
果
と
い
え
よ
う
。
お
柳
は
そ
の
意
識
に
お

い
て
槇
子
と
赤
魔
姥
を
繫
げ
る
こ
と
で
、
槇
子
ら
に
反
発
す
る
力
、
す
な

わ
ち
根
岸
の
家
を
出
る
力
を
獲
得
し
た
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
第
三
幕
に
な
る
と
、
お
柳
は
吉
原
で
生
き
る
決
意
を
固
め
て
い

る
。
そ
の
決
意
は
、
槇
子
を
演
じ
る
赤
魔
姥
と
の
対
話
を
通
し
て
、
赤
魔

姥
の
主
張
に
対
す
る
反
論
と
い
う
形
で
披
瀝
さ
れ
る
。
ま
ず
赤
魔
姥
は
槇

子
を
演
じ
な
が
ら
、「
重
太
郎
が
家
出
を
し
て
、
根
岸
の
家
は
何
う
な
る

ぞ
。」
と
「
家
」
の
存
続
と
い
う
観
点
か
ら
お
柳
を
責
め
る
。
お
柳
は
そ

れ
に
対
し
て
「
私
た
ち
二
人
一
所
に
暮
せ
ば
、
何
だ
つ
て
構
や
し
ま
せ

ん
。」
と
、
重
太
郎
と
二
人
で
の
生
活
が
最
上
の
も
の
だ
と
返
答
す
る
。

そ
う
し
た
考
え
を
、
赤
魔
姥
は
「
何
と
、
先
づ
、
世
間
を
知
ら
ぬ
に
程
の

あ
る
…
…
そ
れ
は
主
の
我
ま
ゝ
ぢ
や
ぞ
な
。」「
や
！

主
が
や
う
な
我

ま
ゝ
さ
せ
て
、
世
間
で
許
す
も
の
か
い
の
、
許
さ
ぬ
ぞ
い
。」
と
「
世
間
」

と
い
う
枠
組
み
を
用
い
て
批
判
し
た
。
ま
た
吉
原
と
い
う
場
を
批
判
す
る

際
に
も
、
以
下
の
よ
う
に
「
世
間
」
の
眼
差
し
を
用
い
て
い
る
。

赤
魔

中
略
）
み
だ
ら
な
、
汚
れ
た
、
朽
ち
た
、
腐
れ
た
、
爛
れ

た
、
…
…
い
ち
じ
く
が
潰
え
、
腐
柿
が
挫ひしやげ
て
、
栗
の
花
の
蒸
し

蒸
す
や
う
な
、
廓
が
焼
け
て
灰
に
成
た
は
、
な
、
そ
れ
を
こ
れ

は
、
世
界
の
心
ぢ
や
、
望
み
ぢ
や
と
思
は
さ
れ
。（
中
略
）
己
を

は
じ
め
世
間
の
目
に
は
、
そ
れ
何
ぢ
や
、
コ
ナ
提
灯
。
棺
桶
の
前

に
立
つ
て
、
早
や
主
の
其
の
散
り
際
の
、
柳
の
葉
を
待
つ
や
う
ぢ

や
。
な
、
今
の
間
に
心
を
直
い
て
、
花
環
を
取
つ
て
、
婆
々
に
捧

げ
や
、
な
、
其
の
捧
ぐ
る
を
、
婆
々
一
人
に
す
る
と
思
ふ
ま
い
。

世
間
の
心
、
目
上
の
言
葉
に
従
ふ
印
ぢ
や
。（
後
略
）

こ
れ
は
「
浦
松
の
家
の
掟
ぢ
や
。
悪
所
売
女
の
類
と
は
、
表
向
き
交
際

ふ
事
成
ら
ん
で
の
、」
と
「
家
」
を
重
視
し
、「
世
間
」
で
は
「
悪
所
」
と

見
做
さ
れ
る
吉
原
を
侮
蔑
す
る
、
槇
子
の
価
値
観
を
模
倣
し
た
発
言
だ
と

い
え
よ
う
。
だ
が
、
お
柳
は
そ
の
「
世
間
」
の
価
値
観
を
「
其
の
我
ま
ゝ

が
し
た
い
た
め
に
、
焼
あ
と
へ
帰
つ
て
来
ま
し
た
。
世
間
の
事
は
存
じ
ま
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せ
ん
。」
と
無
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
赤
魔
姥
に
対
抗
す
る
。「
根
岸
ぢ

や
な
い
。
何
処
だ
と
思
ふ
、
お
柳
ち
や
ん
の
縄
張
う
ち
だ
。」
と
い
う
台

詞
か
ら
は
、
お
柳
が
吉
原
を
、「
世
間
」
の
価
値
観
が
重
視
さ
れ
る
根
岸

と
は
異
な
る
場
と
見
做
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
お
柳
は
「
世
間
」
を

超
越
し
た
「
我
ま
ゝ
」
が
可
能
に
な
る
吉
原
へ
帰
属
し
た
こ
と
を
、
赤
魔

姥
と
の
対
話
を
通
し
て
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
宣
言
は
、
家
を
出
る
前
の
よ
う
に
、
吉
原
を
下
位
に
位
置
づ
け
る

「
世
間
」
の
価
値
観
を
内
面
化
し
て
生
き
る
の
で
は
な
く
、「
世
間
」
と

は
違
う
自
ら
の
価
値
基
準
に
基
づ
い
て
生
き
る
覚
悟
を
定
め
た
こ
と
を
示

す
。
第
三
幕
の
赤
魔
姥
と
の
対
話
に
お
け
る
「
其
の
貴
老
あ
な
た

、
投
込
み
墓

が
、
私
大
す
き
な
ん
だ
か
ら
、
些
と
お
困
ん
な
さ
い
な
ね
。」
と
い
う
お

柳
の
台
詞
を
、
第
一
幕
の
「
何
う
せ
、
私
な
ん
か
も
、
末
は
無
縁
の
投
込

み
に
成
る
身
体
。」
と
い
う
台
詞
と
比
べ
て
も
、
無
縁
墓
と
い
う
行
く
末

を
よ
り
肯
定
的
な
言
葉
で
語
る
よ
う
に
な
っ
た
お
柳
の
姿
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
テ
ク
ス
ト
冒
頭
か
ら
描
か
れ
て
き
た
吉
原
と
根
岸
の
対
立

は
、
こ
こ
で
お
柳
の
考
え
の
変
化
と
い
う
一
つ
の
解
決
に
到
達
す
る
。
吉

原
に
生
き
る
お
柳
は
「
世
間
」
す
な
わ
ち
「
人
」
の
社
会
で
は
下
位
に
位

置
づ
け
ら
れ
、
侮
蔑
の
対
象
と
な
る
。
し
か
し
第
三
幕
で
の
お
柳
は
上

位
・
下
位
と
い
う
階
層
に
囚
わ
れ
ず
、
た
と
え
「
世
間
」
で
は
下
位
に
置

か
れ
る
場
で
あ
っ
て
も
、
吉
原
に
生
き
る
こ
と
を
肯
定
し
て
い
る
。
吉
原

で
生
き
る
決
意
と
は
、「
世
間
」
の
価
値
観
を
超
越
し
た
と
こ
ろ
で
生
き

る
決
意
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
お
柳
は
、
槇
子
を
演
じ
る
赤
魔
姥
の
批
判
に

応
え
る
形
で
自
ら
の
価
値
基
準
を
披
瀝
し
、
決
意
の
内
容
を
具
体
化
し
て

ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
お
柳
と
赤
魔
姥
の
対
話
を
通
し
て
二
つ
の
物
語
が
進
行
し

て
い
る
。
一
つ
は
実
際
に
お
柳
と
対
話
し
て
い
る
赤
魔
姥
が
、
吉
原
の
復

活
を
阻
む
た
め
に
お
柳
を
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
「
魔
も
の
」
と
「
人
」
の

物
語
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
赤
魔
姥
が
槇
子
の
価
値
観
を
模
倣
し
て
お

柳
に
強
い
る
「
世
間
」
と
い
う
枠
組
み
に
、
お
柳
が
反
発
す
る
「
人
」
と

「
人
」
の
物
語
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
物
語
は
、
槇
子
と
赤
魔
姥
が
重
ね

ら
れ
る
も
う
一
つ
の
場
面
、
す
な
わ
ち
お
柳
が
家
を
出
る
第
二
幕
で
も
既

に
同
時
に
進
行
し
て
い
た
。
お
柳
が
、
吉
原
を
焼
い
た
「
魔
も
の
」
の
姿

を
拒
絶
し
、
反
発
を
示
す
と
い
う
「
人
」
と
「
魔
も
の
」
の
物
語
が
あ
る

傍
ら
、
槇
子
ら
が
自
分
た
ち
に
反
発
を
示
す
お
柳
を
批
判
し
、
家
か
ら
追

い
出
そ
う
と
す
る
「
人
」
と
「
人
」
の
物
語
も
展
開
し
て
い
る
。
そ
の

時
、
お
柳
は
槇
子
の
姿
か
ら
赤
魔
姥
を
想
起
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
に

な
か
っ
た
家
を
出
る
力
を
獲
得
す
る
。
ま
た
吉
原
の
焼
け
跡
で
は
、
槇
子

を
演
じ
る
赤
魔
姥
と
対
話
す
る
こ
と
で
、「
世
間
」
の
枠
組
み
を
超
越
す

る
決
意
を
具
体
化
し
、
宣
言
す
る
。
そ
れ
は
赤
魔
姥
が
意
図
し
た
変
化
で

は
な
く
、
む
し
ろ
意
図
に
反
す
る
変
化
で
は
あ
る
が
、
お
柳
を
吉
原
に
生

き
る
覚
悟
を
有
し
た
人
物
に
変
え
る
こ
と
に
赤
魔
姥
は
深
く
関
与
し
て
い

る
。
吉
原
に
生
き
る
と
い
う
お
柳
の
決
意
が
、
赤
魔
姥
を
契
機
と
し
て
生

じ
、
強
化
さ
れ
て
ゆ
く
逆
説
的
な
様
相
が
「
恋
女
房
」
に
は
あ
る
。「
人
」

と
「
魔
も
の
」
の
物
語
が
「
人
」
と
「
人
」
の
物
語
を
動
か
し
、
様
相
を

変
え
、
進
行
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
お
柳
の
意
識
に
お
い
て
赤
魔
姥
と
槇
子

が
重
な
る
と
い
う
趣
向
は
、「
人
」
と
「
魔
も
の
」、
そ
し
て
「
人
」
と

「
人
」
の
物
語
を
同
時
に
進
行
さ
せ
、
さ
ら
に
前
者
が
後
者
に
影
響
す
る

様
相
を
描
く
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
そ
し
て
最
終
幕
に
至
る
と
「
人
」
と

「
魔
も
の
」
の
物
語
は
、
ま
た
「
人
」
と
「
人
」
の
物
語
に
新
た
な
変
化

を
も
た
ら
す
。
第
三
幕
で
は
「
世
間
」
の
階
層
性
を
超
越
す
る
お
柳
の
価
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値
観
が
示
さ
れ
た
。
さ
ら
に
最
終
幕
で
は
、
こ
の
根
岸
と
吉
原
の
階
層
性

が
、
テ
ク
ス
ト
内
の
価
値
づ
け
の
レ
ベ
ル
で
突
き
崩
さ
れ
て
い
く
様
子
が

看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。

五
、
吉
原
が
焼
か
れ
る
理
由

｜
赤
魔
姥
と
価
値
の
反
転
｜

第
二
幕
か
ら
第
三
幕
に
か
け
て
は
、
お
柳
の
価
値
観
の
変
化
と
い
う
形

で
、
吉
原
と
根
岸
の
対
立
に
一
定
の
解
決
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
。
一
方

お
柳
以
外
の
吉
原
の
人
々
と
、
根
岸
の
人
々
の
間
に
み
ら
れ
た
対
立
が
あ

る
種
の
解
決
に
至
る
の
は
、
第
四
幕
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
源
太
、

治
助
、
消
防
夫
ら
が
浦
松
家
を
訪
れ
、
放
火
を
仄
め
か
し
な
が
ら
、
お
柳

と
重
太
郎
の
療
治
を
病
院
へ
任
せ
る
よ
う
に
脅
迫
す
る
場
面
だ
っ
た
。
そ

の
時
、
彼
ら
が
持
っ
て
来
た
莚
の
中
に
は
「
包
み
の
長
い
は
一
束
の
古
卒

塔
婆
。
短
き
は
石
塔
」
が
あ
り
、
彼
ら
は
「
畳
に
ず
ら
り
と
其
石
塔
を
並

べ
、
襖
に
塔
婆
を
立
て
掛
」
け
る
。
単
に
火
を
つ
け
る
と
脅
す
の
で
は
な

く
、
浄
閑
寺
の
卒
塔
婆
や
石
塔
を
持
ち
込
ん
だ
上
で
放
火
し
よ
う
と
す
る

こ
と
は
「
此
の
屋
台
骨
を
一いつ
斉とき
に
浄
閑
寺
の
無
縁
墓
だ
。」（
源
太
）
と
い

う
よ
う
に
「
人
」
の
社
会
に
お
い
て
は
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
か
つ
下

位
の
吉
原
を
侮
蔑
し
て
い
た
根
岸
の
浦
松
家
を
、
下
位
と
さ
れ
る
吉
原
遊

女
の
無
縁
墓
へ
変
貌
さ
せ
よ
う
と
す
る
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
浦

松
家
は
自
ら
が
下
位
と
見
做
し
て
き
た
も
の
の
位
置
へ
と
転
落
さ
せ
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
脅
迫
の
結
果
、「
岩
造

槇
刀
自
と
目
を
見
合

せ
、
わ
な
ゝ
き
な
が
ら
、
帳
場
す
ゞ
り
に
て
証
書
を
認
む
。）／
槇
刀
自

び
た
り
と
印
を
捺
ゑ
る
。）／
樫
子

黙
つ
て
出
し
て
渡
す
。）」
と
三
人

は
療
治
を
病
院
に
任
せ
る
と
い
う
要
求
を
呑
む
た
め
、
こ
の
試
み
は
源
太

ら
の
勝
利
に
終
わ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
「
人
」
の
社
会
に

お
い
て
吉
原
遊
女
の
無
縁
墓
は
下
位
に
置
か
れ
る
、
と
い
う
「
世
間
」
の

階
層
構
造
は
そ
の
ま
ま
に
、
根
岸
の
浦
松
家
を
下
位
の
存
在
に
見
立
て
る

行
為
が
な
さ
れ
て
い
る
。
源
太
や
消
防
夫
ら
は
「
世
間
」
の
階
層
構
造
に

対
し
て
反
発
こ
そ
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
枠
組
み
を
利
用
し
て
浦

松
家
を
や
り
込
め
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
構
造
を
突
き
崩
す
こ
と
ま
で
は

行
っ
て
い
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
お
柳
・
重
太
郎
と
赤
魔
姥
に
よ
る
「
人
」
と
「
魔
も

の
」
の
対
立
は
、
テ
ク
ス
ト
内
の
階
層
構
造
そ
の
も
の
を
変
質
さ
せ
る
可

能
性
を
孕
ん
で
い
る
。
赤
魔
姥
は
第
三
幕
で
「
赤
き
光
」
を
発
し
て
本
来

の
姿
を
露
わ
に
す
る
直
前
に
「
意
地
と
張
と
、
コ
ナ
コ
ナ
、
恁
る
婦をなごが
、

ま
だ
此
の
地つち
に
あ
る
上
は
、
一
夜
の
内
に
、
又
も
と
の
、
廓
は
極
楽
浄
土

と
成
ら
う
。（
中
略
）
此
の
婦
一
人
打
棄
て
置
い
て
は
、
地
軸
を
揺
つ
て

虚
空
に
放
つ
た
、
猛
火
、
劫
火
の
効
が
な
い
わ
！

…
…
そ
れ
で
は
己
の

役
目
が
済
ま
ぬ
。」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
「
役
目
」
が
ど
の
よ
う
な
も

の
か
は
明
確
な
言
及
が
な
く
、
赤
魔
姥
が
吉
原
を
焼
い
た
理
由
は
テ
ク
ス

ト
内
に
は
っ
き
り
と
は
述
べ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
姿
を
明
ら
か
に
す
る

に
あ
た
っ
て
赤
魔
姥
は
、
お
柳
の
「
意
地
と
張
」
に
対
す
る
危
機
感
を
表

明
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
意
地
と
張
」
の
否
定
は
、
赤
魔
姥
が
お
柳

と
重
太
郎
を
焼
こ
う
と
す
る
際
に
も
「
や
！

お
の
れ
等
、
世
の
教
に
従

は
ず
、
雨
、
風
、
炎
に
逆
ら
う
て
、
情
よ
、
恋
よ
と
、
意
地
張
の
我
ま
ゝ

気
ま
ゝ
を
働
く
も
の
の
、
そ
れ
、
滅
び
行
く
状
を
見
た
か
。」
と
繰
り
返

さ
れ
て
い
る
。
第
三
幕
の
赤
魔
姥
は
、
槇
子
を
演
じ
つ
つ
も
自
ら
を

「
己
」
と
称
す
る
な
ど
、
槇
子
と
は
異
な
る
部
分
も
あ
り
、
そ
の
台
詞
の

ど
こ
か
ら
が
、
赤
魔
姥
そ
の
も
の
の
考
え
か
を
明
確
に
分
節
す
る
こ
と
は
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困
難
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
意
地
と
張
」
へ
の
言
及
は
、
本
来
の
姿
を

露
わ
に
す
る
直
前
と
、
露
わ
に
し
た
後
に
の
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
赤
魔
姥
そ
の
も
の
の
言
葉
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
こ
で
赤
魔
姥

が
忌
む
も
の
が
「
意
地
と
張
」
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
赤
魔
姥
が
嫌

悪
し
、
焼
こ
う
と
し
て
い
る
も
の
は
こ
の
「
意
地
と
張
」
だ
と
推
定
で
き

る
。
そ
し
て
テ
ク
ス
ト
内
で
の
「
意
地
と
張
」
は
、
お
柳
や
重
太
郎
だ
け

の
特
質
で
は
な
く
「
廓
の
意
気
張
、
色
恋
は
、
三
階
二
階
の
あ
り
な
し

で
、
汐
の
さ
し
引
は
あ
り
や
し
な
い
よ
。」（
お
柳
）
と
語
ら
れ
る
よ
う

に
、
吉
原
と
い
う
場
そ
の
も
の
、
そ
こ
に
生
き
る
人
々
そ
の
も
の
が
有
す

る
特
質
だ
っ
た
。

そ
し
て
赤
魔
姥
が
焼
こ
う
と
し
た
も
の
は
、
最
終
場
面
で
別
の
表
現
に

言
い
換
え
ら
れ
る
。
こ
の
最
終
場
面
も
戯
曲
な
ら
で
は
の
表
現
手
法
に
よ

り
、「
人
」
と
「
魔
も
の
」
の
物
語
と
「
人
」
と
「
人
」
の
物
語
が
同
時

に
進
行
す
る
場
面
で
あ
る
。
舞
台
は
「
隅
田
川
」
と
設
定
さ
れ
、
ト
書
き

に
は
「
今
戸
の
あ
た
り
白
髭
の
背
景
、
月
、
玲
瓏
と
し
て
、
蒼
き
水
澄
」

み
、「
隅
田
川
の
中
流
に
屋
根
船
一
艘
」
が
浮
か
ぶ
情
景
が
記
さ
れ
る
。

し
か
し
同
時
に
「
白
衣
ぴやくえ

、
雪
の
如
き
、
う
つ
く
し
き
看
護
婦
一
人
、
う
し

ろ
向
き
に
て
艪
を
操
る
。」
と
看
護
婦
が
付
き
添
い
、
も
う
一
人
「
胴
の

間
に
附
添
ひ
居
」
た
看
護
婦
が
「
三
日
目
で
、
は
じ
め
て
口
を
お
利
き
な

さ
い
ま
す
。
…
…
お
二
人
さ
ん
、
御
病
気
は
も
う
大
丈
夫
で
ご
ざ
い
ま
す

よ
。」
と
語
り
か
け
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
現
実
の
隅
田
川
で
展
開
さ
れ

た
光
景
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
現
実
で
の
お
柳
と
重
太
郎
は
、

源
太
が
「
冷
蔵
庫
」
と
称
す
る
「
器
械
」
に
よ
っ
て
治
療
を
受
け
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
情
景
は
、
源
太
ら
が
根
岸
の
人
々
か
ら
勝
ち
得
た

治
療
の
権
利
を
行
使
す
る
と
い
う
「
人
」
と
「
人
」
の
物
語
の
結
末
を
示

し
な
が
ら
、
お
柳
と
重
太
郎
が
赤
魔
姥
に
勝
利
す
る
「
人
」
と
「
魔
も

の
」
の
物
語
の
結
末
も
、
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
赤
魔
姥
は
お
柳
と
重
太
郎
に
火
を
放
つ
が
、
二
人
を
焼
く
こ
と

が
で
き
な
い
と
知
る
と
「
無
念
や
、
御
身
た
ち
は
滅
び
ぬ
な
。
…
…
人
の

心
は
ま
だ
火
に
焼
け
ぬ
わ
。」
と
告
げ
て
立
ち
去
る
。「
ま
だ
火
に
焼
け

ぬ
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
、
こ
こ
で
赤
魔
姥
が
焼
こ
う
と
し
た
も
の
は

「
人
の
心
」
だ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
第
三
幕
で
赤
魔
姥
が
焼
こ
う
と

し
た
も
の
が
「
意
地
と
張
」
だ
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
お
柳
や
重

太
郎
、
そ
し
て
吉
原
が
持
つ
「
意
地
と
張
」
と
は
、
赤
魔
姥
に
と
っ
て

「
人
の
心
」
と
同
義
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
第
五
幕
で
そ
れ
が
示
さ
れ

る
こ
と
で
、
お
柳
と
重
太
郎
は
「
人
」
を
代
表
す
る
性
質
を
持
つ
人
物
と

な
り
、「
魔
も
の
」
が
焼
こ
う
と
す
る
「
人
の
心
」
は
、
吉
原
に
こ
そ
存

在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
赤
魔
姥
が
根
岸
と
い
う
空
間
に
は
、
ほ
と
ん

ど
働
き
か
け
な
い
こ
と
の
意
味
も
み
え
て
こ
よ
う
。
千
蝶
の
話
に
よ
れ
ば

「
真
赤
な
も
の
が
、
踞
ん
で
居
て
、
私
た
ち
の
自
動
車
が
駆
抜
け
よ
う
と

す
る
前
へ
、
ち
よ
ろ
〳
〵
と
出
た
と
思
ふ
と
、
あ
つ
と
云
ふ
間
に
、
車
輪わ

に
か
ゝ
つ
て
廻
り
ま
し
た
。
…
…
轢
殺
し
た
、
あ
れ
と
云
ふ
間
に
、
影
も

な
し
に
消
え
た
ん
で
す
。」
と
赤
魔
姥
と
思
し
き
存
在
は
岩
造
た
ち
の
車

に
轢
か
れ
て
い
る
が
、
岩
造
た
ち
が
そ
れ
を
気
に
か
け
な
い
の
と
同
様

に
、
赤
魔
姥
も
そ
れ
を
気
に
か
け
る
様
子
は
な
い
。
赤
魔
姥
が
攻
撃
す
る

場
所
は
常
に
吉
原
で
あ
り
、
根
岸
は
そ
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は

近
代
的
事
物
と
緊
密
に
結
び
つ
き
、
俗
悪
な
性
質
を
持
つ
根
岸
の
人
々
に

赤
魔
姥
が
滅
ぼ
そ
う
と
す
る
「
人
の
心
」
は
、
も
は
や
存
在
し
な
い
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。
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恋
女
房
」
に
は
吉
原
と
根
岸
、
吉
原
と
「
魔
も
の
」
と
い
う
二
つ
の

対
立
の
物
語
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
対
立
軸
は
、
異
な
る
次
元
に
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
。
前
者
は
「
世
間
」
の
価
値
観
に
基
づ
い
て
吉
原
を
侮
蔑
す

る
根
岸
と
、
そ
れ
に
反
発
を
表
明
す
る
吉
原
と
い
う
「
人
」
の
社
会
の
階

層
構
造
を
基
盤
と
し
た
対
立
で
あ
っ
た
。
だ
が
後
者
は
「
人
」
を
代
表
す

る
性
質
を
持
つ
吉
原
と
、
そ
れ
を
滅
ぼ
そ
う
と
す
る
「
魔
も
の
」
の
関
係

を
基
盤
に
し
た
対
立
で
あ
る
。
赤
魔
姥
の
吉
原
へ
の
攻
撃
、
そ
し
て
最
終

場
面
で
の
「
人
の
心
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、「
人
」
の
社
会
で
は
侮

蔑
や
浄
化
の
対
象
と
な
る
、
古
く
醜
い
も
の
と
し
て
下
位
に
置
か
れ
て
き

た
吉
原
は
、「
魔
も
の
」
と
の
対
立
と
い
う
文
脈
で
は
「
人
の
心
」
を
有

す
る
場
と
な
り
、
そ
れ
を
持
た
な
い
根
岸
よ
り
も
上
位
に
置
か
れ
る
。
こ

こ
に
「
人
」
の
社
会
に
お
い
て
構
築
さ
れ
て
い
た
階
層
構
造
は
反
転
す
る

の
で
あ
る
。
も
し
も
「
恋
女
房
」
が
人
間
の
登
場
人
物
の
み
で
構
成
さ
れ

る
物
語
だ
っ
た
な
ら
ば
、
下
位
に
置
か
れ
る
吉
原
の
肯
定
的
な
資
質
を
描

く
こ
と
は
可
能
で
も
、「
人
」
の
社
会
に
お
け
る
階
層
構
造
を
突
き
崩
す

こ
と
は
で
き
な
い
。
赤
魔
姥
が
登
場
し
、「
人
の
心
」
を
有
す
る
が
ゆ
え

に
「
魔
も
の
」
に
焼
か
れ
る
吉
原
が
描
か
れ
て
こ
そ
、
こ
の
反
転
を
描
く

こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
最
終
幕
で
示
さ
れ
る
、「
世
間
」
で
下

位
に
置
か
れ
て
い
た
も
の
が
「
人
」
を
代
表
す
る
価
値
を
有
す
る
と
い
う

反
転
こ
そ
「
恋
女
房
」
の
主
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
二
つ
の
対
立
の
物
語

を
、
赤
魔
姥
と
槇
子
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
い
う
手
法
を
用
い
な
が
ら
併
存

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
現
し
得
た
も
の
だ
っ
た
。「
恋
女
房
」
は
戯

曲
な
ら
で
は
の
手
法
を
用
い
て
、
日
常
と
非
日
常
の
物
語
を
同
時
に
展
開

さ
せ
る
こ
と
で
、
吉
原
が
「
世
間
」
の
階
層
構
造
と
は
異
な
る
位
置
を
与

え
ら
れ
る
と
い
う
、
価
値
の
反
転
を
描
き
出
し
た
作
品
で
あ
る
。

※

泉
鏡
花
作
品
の
引
用
は
、
断
り
の
な
い
場
合
は
『
鏡
花
全
集
』

（
一
九
四
二
、
岩
波
書
店
）
に
拠
る
。
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、

特
殊
な
読
み
を
示
す
ル
ビ
以
外
は
省
略
し
た
。
ま
た
本
論
を
著
す
に

あ
た
っ
て
は
松
竹
大
谷
図
書
館
に
並
々
な
ら
ぬ
ご
協
力
を
い
た
だ
い

た
。
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。

注１
）

小
説
「
水
鶏
の
里
」
を
元
に
し
た
「
深
沙
大
王
」（
一
九
〇
四
・
一
〇
／『
文

芸
倶
楽
部
』
一
〇
巻
一
三
号
）、
未
発
表
の
小
説
「
新
泉
奇
談
」
を
元
に
し
た

「
愛
火
」（
一
九
〇
六
・
一
二
／
単
行
本
『
愛
火
』）、
小
説
「
う
し
ろ
髪
」
を

元
に
し
た
「
稽
古
扇
」（
一
九
一
二
・
二
・
九
〜
同
・
三
・
二
／『
中
央
新
聞
』）

が
そ
れ
で
あ
る
。
一
九
一
二
（
明
治
四
五
／
大
正
元
）
年
以
前
に
発
表
さ
れ
、

か
つ
元
と
な
る
小
説
を
持
た
な
い
戯
曲
形
式
の
テ
ク
ス
ト
も
存
在
す
る
が
、
未

完
の
戯
曲
「
隅
田
の
橋
姫
」（
一
九
〇
四
・
一
〇
／『
時
代
思
潮
』
一
巻
九
号
）

と
新
派
劇

白
鷺

の
一
場
面
と
考
え
ら
れ
る
「
か
き
ぬ
き

白
鷺
の
一
二

節
」（
一
九
一
〇
・
五
／『
新
小
説
』
一
五
年
五
巻
）
は
完
結
し
た
戯
曲
で
は
な

い
た
め
に
、「
沈
鐘
」（
一
九
〇
七
・
五
・
五
〜
同
・
六
・
一
〇
／『
や
ま
と
新

聞
』／
翌
年
九
月
に
単
行
本
に
て
完
訳
版
を
出
版
）
は
、
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
の
戯

曲
を
登
張
竹
風
と
共
訳
し
た
翻
訳
作
品
の
た
め
に
、
例
か
ら
は
外
し
た
。

２
）

郡
司
正
勝
は
「
鏡
花
の
劇
空
間
」（『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
三
〇

巻
七
号
／
一
九
八
五
・
六
）
で
異
界
と
人
間
界
が
交
錯
す
る
鏡
花
戯
曲
に
つ
い

て
述
べ
、

鏡
花
劇
の
空
間
は
、
異
界
と
人
間
界
を
、
別
空
間
と
い
っ
て
も
一
つ
の
空

間
の
中
に
存
在
さ
せ
、
そ
こ
に
一
つ
の
結
界
が
お
か
れ
る
場
合
と
、
二
つ
が

同
時
に
重
な
り
あ
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。「
深
沙
大
王
」「
夜

叉
ヶ
池
」「
紅
玉
」
な
ど
の
作
品
が
二
重
の
空
間
の
重
な
り
合
い
で
あ
り
、

考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
一
つ
の
空
間
の
な
か
の
二
つ
の
世
界
設
定
で
も
あ

る
。

と
二
つ
の
世
界
が
重
な
り
合
う
戯
曲
と
し
て
「
深
沙
大
王
」「
夜
叉
ヶ
池
」「
紅
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玉
」
を
挙
げ
る
。
ま
た
前
者
の
異
界
と
人
間
界
を
「
一
つ
の
空
間
の
中
に
存
在

さ
せ
」
る
戯
曲
の
代
表
に
は
「
天
守
物
語
」
を
挙
げ
て
い
る
。

３
）

笠
原
伸
夫
「「
天
守
物
語
」
の
成
立
」『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』
四
〇
巻
一

〇
号
（
一
九
七
五
・
九
）

４
）

永
平
和
雄
「
鏡
花
戯
曲
序
説
」『
岐
阜
大
学
国
語
国
文
学
』
一
四
号
（
一
九

八
〇
・
二
）

５
）

市
川
祥
子
「「
恋
女
房
｜
吉
原
火
事
｜
」｜
怪
談
と
の
関
わ
り
か
ら
」『
国
文

学

解
釈
と
鑑
賞
』
七
四
巻
九
号
（
二
◯
◯
九
・
九
）

６
）

村
松
定
孝
「
作
品
解
題
」『
鏡
花
全
集
』
別
巻
（
一
九
七
六
、
岩
波
書
店
）

７
）

大
江
良
太
郎
「
観
劇
の
栞
に
代
え
て
」『
新
橋
演
舞
場

プ
ロ
グ
ラ
ム
』（
一

九
五
七
・
五
、
松
竹
大
谷
図
書
館
蔵
）

８
）

依
光
孝
明
「
可
能
性
を
秘
め
た
女
優
」『
三
越
劇
場

プ
ロ
グ
ラ
ム
』（
一
九

八
〇
・
一
一
、
松
竹
大
谷
図
書
館
蔵
）

９
）

『
恋
女
房
』
広
告
」『
鏡
花
全
集
』
二
八
巻
（
一
九
四
二
、
岩
波
書
店
）

10
）

山
室
軍
平
「
市
外
に
移
転
せ
し
む
べ
し
」『
東
京
朝
日
新
聞
』（
一
九
一
一
・

四
・
一
三
）

11
）

与
謝
野
晶
子
「
禍
を
福
に
す
る
法
」『
東
京
朝
日
新
聞
』（
一
九
一
一
・
四
・

一
七
）

12
）

島
田
三
郎
「
暗
所
に
葬
り
去
れ
」『
東
京
朝
日
新
聞
』（
一
九
一
一
・
四
・
一

八
）

13
）

こ
れ
ら
の
記
事
に
は
吉
原
存
続
を
肯
定
す
る
意
見
も
あ
る
が
「
欧
州
諸
国
に

も
公
娼
を
許
し
た
る
あ
り
一
方
公
娼
を
見
ざ
る
多
く
の
都
市
に
は
私
娼
盛
に
し

て
夜
陰
市
中
に
横
行
し
淫
靡
の
風
却
て
国
家
の
体
面
を
汚
す
も
の
多
し
」（
尾

崎
行
雄
「
今
の
場
所
は
適
当
」／
一
九
一
一
・
四
・
一
三
）、「
然
し
一
軒
の
家

に
は
必
ず
雪
隠
が
必
要
で
あ
り
ま
す
、
又
雪
隠
は
素
よ
り
不
潔
の
場
所
で
あ
り

ま
す
か
ら
之
を
可
及
的

なるべくだけ
清
潔
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
、」（
稲
本
楼
主
人
「
優

美
な
点
を
存
置
し
た
い
」／
同
・
四
・
一
四
）、「
例
令
賤
し
い
稼
業
を
し
て
居

る
も
の
で
も
今
度
の
様
な
機
会
に
全
廃
だ
の
何
ぞ
と
申
す
の
は
実
に
不
憫
に
堪

へ
ぬ
と
存
じ
ま
す
」（
三
輪
田
真
佐
子
「
立
派
な
遊
女
を
養
成
」／
同
・
四
・
一

五
）
な
ど
吉
原
は
「
不
潔
の
場
所
」
で
娼
妓
た
ち
は
「
賤
し
い
」
存
在
で
あ
る

と
い
う
認
識
に
お
い
て
は
、
存
続
派
も
廃
止
派
も
ほ
ぼ
同
一
の
地
平
に
立
っ
て

い
る
。

14
）

無
署
名
「
昨
今
の
廃
娼
運
動
」『
読
売
新
聞
』（
一
九
一
一
・
六
・
一
五
）
引

用
箇
所
は
山
室
軍
平
の
談
話
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。

15
）

無
署
名
「
廃
娼
の
火
の
手
揚
る
」『
読
売
新
聞
』（
一
九
一
一
・
一
〇
・
二

七
）

16
）

中
村
哮
夫
「
恋
戯
曲
「
恋
女
房
」」『
テ
ア
ト
ロ
』
四
三
二
号
（
一
九
七
九
・

二
）
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