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『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
論

〈
塩
冶
判
官
は
な
ぜ
刃
傷
に
及
ん
だ
の
か
〉
を
め
ぐ
っ
て

中

村

一

基

（
一
九
九
六
年
一
〇
月
一
日
受
理
）

は

じ

め

に

今
尾
哲
也
氏
の
「
赤
穂
浪
士
劇
は
、
世
人
の
想
像
力
と
作
者
の
想
像
力
と

（1）

に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
有
機
的
な
統
一
体
で
あ
る
。
」
（
「
吉
良
の
首
」
）
と
い

う
指
摘
を
、
我
々
は
膨
大
な
赤
穂
浪
士
劇
の
集
積
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
実

感
す
る
。
そ
れ
は
、
忠
臣
蔵
幻
想
と
名
付
け
て
よ
い
、
膨
大
な
作
品
群
で
あ

る
。
そ
の
頂
点
に
立
つ
作
品
が
赤
穂
浪
士
劇
＝
忠
臣
蔵
と
い
う
名
称
を
定
着

さ
せ
た
、
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
八
月
十
四
日
か
ら
十
一
月
中
旬
ま
で
、
大

阪
道
頓
堀
竹
本
座
で
初
演
さ
れ
た
人
形
浄
瑠
璃
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
（
作
者

竹
田
出
雲
・
三
好
松
洛
・
並
木
千
柳
（
宗
輔
）
の
合
作
、
実
質
上
の
中
心
作

者
は
並
木
千
柳
と
さ
れ
る
）
で
あ
る
。
〔
赤
穂
事
件
〕
が
起
こ
ら
な
け
れ
ば
『
仮

名
手
本
忠
臣
蔵
』
は
書
か
れ
な
か
っ
た
。
〔
赤
穂
事
件
〕
と
は
、
元
禄
十
四
年

（
一
七
〇
一
）
三
月
十
四
日
の
浅
野
内
匠
頭
の
殿
中
刃
傷
事
件
（
切
腹
を
含
む
）

と
、
翌
十
五
年
十
二
月
十
四
日
の
赤
穂
浪
士
の
吉
良
邸
討
ち
入
り
事
件
（
翌

十
六
年
二
月
四
日
の
四
十
六
浪
士
切
腹
を
含
む
）
の
二
つ
の
事
件
を
言
う
。

〔
赤
穂
事
件
〕
は
事
件
の
衝
撃
さ
と
不
可
解
さ
ゆ
え
に
多
く
の
風
説
を
生
み
出

し
た
。
今
尾
氏
に
よ
れ
ば
、
事
件
が
人
々
の
「
知
的
好
奇
心
を
い
た
く
刺
戟

す
る
性
格
」
を
持
ち
な
が
ら
、
謎
に
包
ま
れ
て
「
知
的
好
奇
心
を
充
足
さ
せ

得
な
か
っ
た
こ
と
」
、
そ
し
て
、
事
件
に
関
し
て
「
公
の
報
道
が
一
切
禁
じ
ら

岩
手
大
学
教
育
学
部
研
究
年
報
第
五
六
巻
第
二
号
（
一
九
九
七
年
二
月
）

÷
こ

れ
」
た
事
が
、
「
闇
の
情
報
、
地
下
情
報
」
の
氾
濫
を
招
い
た
と
い
う
。
殿
中

刃
傷
事
件
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、
民
衆
は
「
闇
の
情
報
、
地
下
情
報
」
と

し
て
、
浅
野
内
匠
頭
が
刃
傷
に
及
ぶ
と
き
、
「
こ
の
間
の
遺
恨
覚
え
た
る
か
」

と
叫
ん
だ
ら
し
い
こ
と
を
知
る
。
民
衆
は
浅
野
の
行
動
の
裏
に
、
吉
良
に
対

し
て
の
「
遺
恨
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
、
ま
ず
は
納
得
す
る
。
し
か
し
、

ど
の
よ
う
な
「
遺
恨
」
が
あ
っ
た
の
か
。
こ
こ
に
、
風
説
が
生
ま
れ
る
。

風
説
を
利
用
し
、
風
説
に
立
脚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
は
世
人
の

抱
く
心
象
を
広
く
汲
み
上
げ
る
と
と
も
に
、
断
片
的
な
世
人
の
知
を
、
作

者
自
ら
の
想
像
力
に
よ
っ
て
縫
合
し
、
事
件
の
全
貌
を
「
潤
色
」
す
る
。

あ
る
い
は
、
風
説
を
（
趣
向
）
、
す
な
わ
ち
、
構
成
要
素
と
し
て
、
一
編

の
劇
を
構
成
し
、
人
々
の
生
き
る
世
間
の
全
体
像
を
、
鳥
轍
可
能
な
一

つ
の
縮
図
と
し
て
呈
示
す
る
。
そ
の
縮
図
の
拠
り
所
と
な
る
の
が
（
世

界
）
で
あ
り
、
（
御
家
騒
動
）
の
構
造
で
あ
っ
た
。
（
今
尾
哲
也
「
吉
良

（3）
の
首
」
）

本
稿
で
は
、
並
木
宗
輔
が
塩
冶
判
官
刃
傷
を
め
ぐ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
風

説
に
立
脚
し
て
、
世
人
の
抱
く
心
象
を
広
く
汲
み
上
げ
、
作
者
自
ら
の
想
像

力
に
よ
っ
て
縫
合
し
て
、
そ
の
全
貌
を
「
潤
色
」
し
た
の
か
。
そ
れ
を
、
宗
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輔
は
（
世
界
）
で
あ
る
「
塩
冶
判
官
護
死
の
事
」
 
（
『
太
平
記
』
）
 
に
お
い
て
、
 
 

ど
の
よ
う
な
全
体
像
と
し
て
呈
示
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
か
を
考
え
て
み
た
 
 
 

ヽ
一
〇
 
 

－
∨
 
 

一
「
塩
冶
判
官
蔑
死
の
事
」
 
の
塩
冶
判
官
 
 

「
不
慮
の
事
出
て
来
て
、
高
貞
忽
ち
に
武
蔵
守
師
直
が
た
め
に
討
た
れ
に
け
 
 

り
。
（
略
）
そ
の
宿
意
何
事
ぞ
と
尋
ぬ
れ
ば
、
高
貞
多
年
相
馴
れ
た
り
け
る
女
 
 

房
を
、
師
直
に
思
ひ
懸
け
ら
れ
て
、
い
は
れ
無
く
討
た
れ
け
る
と
ぞ
聞
え
し
。
」
 
 

（
「
塩
冶
判
官
護
死
の
事
」
）
が
、
「
塩
冶
判
官
蔑
死
の
事
」
の
要
約
で
あ
る
。
そ
 
 

れ
は
、
「
不
慮
の
事
」
 
の
内
容
に
関
わ
っ
て
の
、
「
塩
冶
判
官
急
死
」
と
い
う
 
 

事
態
に
対
す
る
風
聞
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
塩
冶
判
官
急
死
の
事
」
を
見
聞
し
 
 

た
者
の
「
さ
し
も
忠
有
っ
て
答
無
か
り
つ
る
塩
冶
判
官
、
一
朝
に
謹
言
せ
ら
 
 

れ
て
、
百
年
の
命
を
失
ひ
つ
る
事
の
哀
れ
さ
よ
。
」
と
い
う
世
評
と
呼
応
し
て
、
 
 

塩
冶
判
官
の
不
運
に
同
情
の
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
。
塩
冶
判
官
の
不
運
と
は
、
 
 

突
然
の
謹
言
に
見
舞
わ
れ
た
事
で
あ
る
。
、
彼
に
は
為
言
 
（
＝
謀
叛
の
陰
謀
）
 
 

の
内
容
は
全
く
理
解
出
来
な
い
。
こ
の
よ
う
に
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
突
 
 

然
に
身
に
覚
え
の
な
い
事
で
、
師
直
か
ら
「
謹
言
」
 
（
『
太
平
記
』
）
 
を
受
け
、
 
 

滅
ん
で
い
く
不
運
な
人
物
が
塩
冶
判
官
な
の
で
あ
る
。
こ
の
型
は
、
突
然
に
 
 

身
に
覚
え
の
な
い
 
「
雑
言
過
言
」
 
（
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
）
 
を
浴
び
せ
ら
れ
、
 
 

刃
傷
に
及
び
滅
ん
で
い
く
忠
臣
蔵
の
塩
冶
判
官
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
判
 
 

官
は
事
件
の
当
事
者
で
あ
り
な
が
ら
、
事
件
に
到
る
要
因
に
関
与
し
て
い
な
 
 

い
。
或
い
は
、
関
与
出
来
な
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
塩
冶
判
官
の
 
 

死
は
、
師
直
の
横
恋
慕
に
端
を
発
し
た
。
高
貞
の
妻
を
自
分
の
物
に
し
よ
う
 
 

と
し
た
師
直
は
尊
氏
・
直
義
に
塩
冶
陰
謀
の
企
て
あ
り
と
謹
言
、
高
貞
は
妻
 
 

子
を
具
し
て
出
奔
し
た
が
、
妻
子
は
無
残
な
死
を
遂
げ
、
先
に
出
雲
に
着
い
 
 

て
い
た
高
貞
は
そ
の
事
を
知
っ
て
 
「
時
の
間
も
離
れ
が
た
き
妻
子
を
失
は
れ
 
 

て
、
命
生
き
て
は
何
か
せ
ん
。
安
か
ら
ぬ
も
の
か
な
。
七
生
ま
で
師
直
が
敵
 
 

と
成
っ
て
、
思
ひ
知
ら
せ
ん
ず
る
も
の
を
」
と
怒
り
、
馬
上
で
切
腹
し
て
果
 
 

て
る
の
で
あ
る
。
こ
の
高
貞
の
切
腹
は
後
追
い
自
殺
で
あ
る
。
一
矢
を
も
報
 
 

わ
ず
、
妻
子
の
後
を
追
っ
て
切
腹
す
る
。
こ
の
妻
子
へ
の
恩
愛
の
強
さ
こ
そ
 
 

塩
冶
判
官
で
あ
る
。
そ
の
事
が
、
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
の
場
合
、
判
官
の
か
 
 

ほ
よ
御
前
へ
の
恩
愛
の
強
さ
と
し
て
働
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
七
生
ま
で
 
 

師
直
が
敵
と
成
っ
て
、
思
ひ
知
ら
せ
ん
ず
る
も
の
を
」
と
い
う
判
官
の
欝
慎
 
 

も
恩
愛
と
い
う
〔
私
的
領
域
〕
 
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。
『
太
平
記
』
で
は
、
 
 

師
直
の
滅
び
は
「
そ
れ
よ
り
師
直
悪
行
積
っ
て
、
程
無
く
滅
び
失
せ
に
け
り
。
」
 
 

と
あ
る
よ
う
に
、
天
の
意
志
（
天
罰
）
で
あ
っ
た
。
天
に
働
き
か
け
た
の
が
、
 
 

判
官
の
崇
り
（
怨
念
）
だ
と
い
う
視
点
も
可
能
だ
。
今
尾
氏
に
よ
れ
ば
、
「
塩
 
 

冶
判
官
蔑
死
の
事
」
を
（
世
界
）
と
し
た
と
き
、
復
讐
讃
を
（
趣
向
）
と
し
 
 

て
ど
の
よ
う
に
融
合
さ
せ
る
か
が
、
赤
穂
浪
士
劇
の
作
者
達
の
腐
心
し
た
と
 
 

こ
ろ
で
あ
っ
た
と
い
う
。
宗
輔
は
、
そ
の
間
題
を
大
星
由
良
助
を
八
幡
六
郎
 
 

（
「
蔑
死
の
事
」
で
は
討
死
）
 
の
息
子
と
し
て
、
判
官
切
腹
の
場
に
臨
ま
せ
た
 
 

（
4
）
 
 

こ
と
に
よ
っ
て
解
決
し
た
の
で
あ
る
 
（
「
『
太
平
記
』
と
 
『
忠
臣
蔵
』
」
）
。
 
 

遺
体
の
前
で
、
死
者
の
遺
志
を
付
度
し
て
復
讐
を
誓
う
の
で
は
な
い
。
死
 
 

ん
で
行
く
者
と
生
き
残
る
者
と
の
直
接
の
出
会
い
。
「
蕊
死
事
」
と
復
讐
 
 

渾
と
は
、
そ
の
一
点
で
、
完
壁
な
ま
で
に
重
ね
合
わ
さ
れ
る
。
形
式
的
 
 

な
側
面
ば
か
り
で
は
な
い
。
こ
の
主
従
出
会
い
の
場
を
設
け
る
こ
と
に
 
 

ょ
っ
て
、
宗
輔
は
、
強
い
信
頼
の
絆
で
結
ば
れ
た
塩
冶
主
従
の
人
間
関
 
 

係
を
描
き
出
し
、
さ
ら
に
、
塩
冶
か
ら
大
星
へ
と
じ
か
に
鬱
憤
を
伝
達
・
 
 

継
承
さ
せ
て
、
そ
れ
を
、
後
の
劇
的
葛
藤
の
原
動
力
と
し
た
の
で
あ
る
。
 
 

誠
に
見
事
な
、
彼
の
想
像
力
の
成
果
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

（
5
）
 
 

（
同
）
 
 

今
尾
氏
は
「
塩
冶
判
官
議
死
の
事
」
を
（
世
界
）
と
す
る
こ
と
で
、
『
仮
名
 
 

手
本
忠
臣
蔵
』
 
が
赤
穂
浪
士
劇
の
系
譜
に
立
つ
作
品
で
あ
る
と
と
も
に
、
 
 
 



68  

〔
高
・
塩
冶
物
〕
の
延
長
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
。
丸
谷
才
一
 
 

氏
は
浅
野
内
匠
頭
の
刃
傷
を
「
わ
た
し
の
考
へ
方
で
は
、
あ
れ
は
ど
う
考
へ
 
 

て
も
納
得
の
ゆ
か
な
い
怒
り
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
逆
上
、
理
由
不
明
の
取
 
 

り
乱
し
方
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
か
へ
っ
て
逆
に
人
々
の
畏
怖
の
念
を
強
め
た
 
 

の
だ
っ
た
。
ど
う
し
て
あ
ん
な
こ
と
を
し
た
の
か
、
狐
に
つ
ま
ま
れ
た
や
う
 
 

な
思
ひ
だ
つ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
怨
霊
は
恐
れ
る
に
足
り
た
の
で
、
な
ぜ
憤
 
 

激
し
た
の
か
あ
つ
さ
り
わ
か
る
の
で
は
、
荒
人
神
と
し
て
の
凄
味
が
き
か
な
 
 

（
6
）
 
か
っ
た
ら
う
。
」
（
「
劇
的
な
事
件
」
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
『
太
平
記
』
『
仮
名
 
 

手
本
忠
臣
蔵
』
の
塩
冶
判
官
の
怒
り
は
我
々
に
納
得
の
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 

た
だ
、
宗
輔
は
風
説
と
し
て
の
「
遺
恨
」
を
塩
冶
判
官
に
持
た
せ
な
か
っ
た
。
 
 

宗
輔
は
「
遺
恨
」
七
い
う
感
情
を
師
直
、
若
狭
助
に
振
り
当
て
、
塩
冶
判
官
 
 

の
刃
傷
を
恥
辱
に
対
す
る
武
士
の
意
地
の
行
為
と
し
て
成
立
さ
せ
た
。
宗
輔
 
 

は
「
塩
冶
判
官
諌
死
の
事
」
と
い
う
（
世
界
）
を
重
視
し
た
の
で
あ
る
。
ま
 
 

た
、
渡
辺
保
氏
が
「
し
か
も
も
っ
と
も
大
き
な
こ
と
は
、
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
 
 

は
『
恋
』
と
『
金
』
と
で
あ
る
と
い
う
『
忠
臣
蔵
』
の
主
題
が
こ
こ
で
三
八
 
 

に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
 
 

に
実
際
の
事
件
で
は
浅
野
内
匠
頭
の
刃
傷
の
原
因
は
、
私
の
う
ら
み
で
あ
っ
 
 

て
、
『
恋
』
で
も
『
金
』
で
も
な
か
っ
た
。
原
因
を
『
恋
』
と
『
金
』
に
し
た
 
 

の
は
、
三
八
の
歌
舞
伎
作
者
と
し
て
の
、
庶
民
の
も
っ
と
も
わ
か
り
や
す
く
 
 

（
7
）
 
 

根
強
く
生
き
る
感
覚
な
の
で
あ
る
。
」
（
「
文
盲
の
吾
妻
三
八
」
）
と
述
べ
て
い
 
 

る
が
、
「
恋
」
は
（
世
界
）
の
影
響
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
金
」
は
風
説
の
影
 
 

響
で
あ
る
。
同
氏
が
「
歴
史
の
な
か
の
現
実
の
人
間
の
行
動
の
軌
跡
は
、
そ
 
 

の
人
間
の
心
の
秘
密
を
示
す
。
し
か
し
芝
居
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
も
ま
た
 
 

人
の
心
の
か
く
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
語
る
。
一
人
の
人
間
の
現
実
の
行
動
 
 

は
、
そ
の
人
間
に
固
有
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
芝
居
の
よ
う
に
幻
想
的
な
 
 

も
の
は
、
大
勢
の
人
間
の
、
い
わ
ば
無
名
性
の
織
り
な
す
時
代
の
夢
で
あ
り
、
 
 

夢
に
も
ま
た
人
間
の
生
き
方
や
心
が
ふ
か
く
関
わ
っ
て
い
る
。
」
（
「
近
松
門
左
 
 

＝
1
⊥
 
衛
門
の
手
紙
」
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
「
恋
」
と
「
金
」
と
い
う
の
は
「
無
名
 
 
 

岩
手
大
学
教
育
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研
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年
報
 
第
五
六
巻
第
二
号
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二
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性
の
織
り
な
す
時
代
の
夢
」
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
夢
は
、
『
仮
名
手
 
 

本
忠
臣
蔵
』
成
立
に
先
立
つ
、
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
、
京
都
夷
屋
座
の
『
太
 
 

平
記
さ
ゞ
れ
石
』
 
に
お
い
て
決
定
し
て
い
た
。
 
 

〓
 
か
ほ
よ
御
前
の
罪
 
 

塩
冶
判
官
は
聾
桟
敷
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
聾
桟
敷
の
設
定
は
、
前
述
 
 

し
た
よ
う
に
「
塩
冶
判
官
議
死
の
事
」
に
お
け
る
、
謹
言
の
訳
を
理
解
す
る
 
 

こ
と
な
く
死
ん
だ
塩
冶
判
官
の
影
響
で
あ
る
。
高
貞
の
妻
が
知
ら
せ
な
か
っ
 
 

た
理
由
は
、
知
ら
せ
る
ま
で
も
な
い
、
と
い
う
判
断
に
よ
る
が
、
か
ほ
よ
御
 
 

前
の
場
合
、
師
直
か
ら
恋
文
を
手
渡
さ
れ
た
と
き
「
見
る
よ
り
は
っ
と
思
へ
 
 

共
。
は
し
た
な
う
恥
し
め
て
は
却
て
夫
の
名
の
出
る
事
。
持
帰
っ
て
夫
に
見
 
 

せ
ふ
か
。
い
や
ノ
＼
夫
で
は
塩
冶
殿
。
憎
し
と
思
ふ
心
か
ら
怪
我
過
に
も
な
 
 

ら
ふ
か
と
。
物
を
も
い
は
ず
投
返
す
」
と
あ
る
。
「
物
を
も
い
は
ず
投
返
す
」
 
 

行
為
は
明
ら
か
に
拒
絶
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
行
為
は
判
官
の
性
格
丁
短
 
 

慮
）
を
考
え
て
の
判
官
を
巻
き
込
ま
な
い
た
め
の
か
ほ
よ
御
前
の
判
断
で
は
 
 

あ
っ
た
が
、
「
よ
い
返
事
聞
迄
は
。
く
ど
い
て
ノ
1
く
ど
き
抜
く
。
」
「
天
下
を
 
 

立
ふ
と
ふ
せ
ふ
共
儀
な
師
直
。
塩
冶
を
生
ふ
と
殺
そ
ふ
共
。
か
ほ
よ
の
心
た
 
 

っ
た
一
つ
。
」
と
権
力
を
持
つ
「
女
好
き
」
の
師
直
に
対
す
る
認
識
の
甘
さ
で
 
 

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
認
識
の
甘
さ
を
導
い
た
の
は
、
か
ほ
よ
御
前
の
プ
 
 

ラ
イ
ド
で
は
な
か
っ
た
か
。
か
ほ
よ
御
前
の
前
身
は
、
後
醍
醐
帝
に
仕
え
た
 
 

「
兵
庫
司
の
女
官
」
で
あ
り
、
師
直
ご
と
き
の
脅
し
に
の
る
も
の
で
は
な
い
、
 
 

と
い
う
思
い
が
働
い
て
い
た
と
読
め
る
。
そ
の
鍵
を
握
る
、
か
ほ
よ
御
前
の
 
 

行
為
は
、
お
軽
を
遣
っ
て
（
勘
平
を
介
し
て
）
新
古
今
の
歌
が
入
っ
て
い
る
 
 

文
箱
を
判
官
に
手
渡
す
時
の
「
お
慮
外
な
が
ら
此
返
歌
を
お
前
の
お
手
か
ら
 
 

直
に
師
直
様
へ
。
お
渡
し
な
さ
れ
下
さ
り
ま
せ
」
と
い
う
伝
言
で
あ
る
。
こ
 
 

れ
は
、
か
ほ
よ
御
前
の
プ
ラ
イ
ド
を
考
え
な
け
れ
ば
全
く
考
え
ら
れ
な
い
行
 
 

為
な
の
で
あ
る
。
こ
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
原
郷
右
衛
門
と
斧
九
太
夫
と
が
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刃
場
の
原
因
に
つ
い
て
言
い
争
う
場
面
で
 
 

元
の
発
は
此
か
ほ
よ
。
日
外
鶴
が
岡
で
饗
応
の
折
か
ら
。
道
し
ら
ず
の
 
 

師
直
。
主
し
の
有
る
自
ら
に
無
髄
な
恋
を
言
か
け
。
様
々
と
く
ど
き
し
 
 

が
。
恥
を
あ
た
へ
懲
さ
せ
ん
と
。
判
官
様
に
も
し
ら
さ
ず
。
歌
の
点
に
 
 

事
寄
。
さ
よ
衣
の
歌
を
書
恥
し
め
て
や
っ
た
れ
ば
。
恋
の
叶
は
ぬ
意
趣
 
 

ば
ら
し
に
判
官
様
に
悪
口
。
元
来
短
気
な
お
生
れ
付
。
得
堪
忍
な
さ
れ
 
 

ぬ
は
お
道
理
で
は
な
い
か
い
の
 
（
第
四
場
）
 
 

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
恥
を
与
え
懲
り
さ
せ
る
た
め
に
、
と
い
う
意
図
に
 
 

か
ほ
よ
御
前
の
プ
ラ
イ
ド
が
潜
む
。
そ
し
て
、
最
も
疑
問
な
の
は
、
判
官
か
 
 

ら
直
接
に
拒
絶
の
歌
が
入
っ
て
い
る
文
箱
を
手
渡
す
よ
う
に
指
示
し
た
こ
と
 
 

で
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
、
文
箱
の
中
身
を
知
ら
な
い
判
官
か
ら
手
渡
さ
せ
た
意
 
 

味
は
何
か
。
こ
れ
は
、
「
は
し
た
な
う
恥
し
め
て
は
却
て
夫
の
名
の
出
る
事
」
 
 

と
い
う
判
断
と
矛
盾
し
な
い
か
。
こ
れ
は
、
か
ほ
よ
御
前
の
師
直
に
対
す
る
 
 

雅
び
の
挑
戦
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
和
歌
を
理
解
す
る
か
。
「
ハ
ア
是
は
新
古
今
 
 

の
歌
。
」
と
師
直
は
見
抜
く
。
そ
し
て
、
こ
の
歌
が
送
ら
れ
た
事
に
つ
い
て
「
此
 
 

古
歌
に
添
削
と
は
ム
ム
。
／
＼
と
思
案
の
内
。
我
恋
の
叶
は
ぬ
験
。
」
と
覚
る
 
 

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
失
恋
を
自
覚
さ
せ
ら
れ
た
師
直
の
前
に
い
る
の
が
、
全
 
 

く
事
態
を
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
判
官
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
師
直
は
そ
う
 
 

は
思
わ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
判
官
が
直
接
手
渡
し
て
い
る
か
ら
だ
。
 
 
 

技
は
夫
に
打
明
し
と
思
ふ
怒
を
さ
あ
ら
ぬ
顔
。
判
官
殿
。
此
歌
御
ら
う
 
 
 

じ
た
で
御
ざ
ら
ふ
。
イ
ヤ
只
今
見
ま
し
た
。
ム
ム
手
前
が
読
の
を
。
ア
 
 
 

ア
貴
殿
の
奥
方
は
き
つ
い
貞
女
で
ご
ざ
る
。
（
第
三
場
）
 
 

師
直
が
塩
冶
判
官
と
か
ほ
よ
御
前
が
打
ち
合
わ
せ
て
愚
弄
し
た
と
認
識
し
 
 

た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
事
で
あ
る
。
歌
を
今
見
た
と
い
う
の
も
嘘
で
、
わ
ざ
と
 
 

そ
の
よ
う
に
言
っ
て
自
分
の
反
応
を
見
て
い
る
、
と
師
直
は
思
う
。
問
題
は
、
 
 

そ
の
よ
う
に
師
直
が
思
う
こ
と
が
、
か
ほ
よ
御
前
に
は
わ
か
っ
て
い
た
は
ず
 
 

だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
塩
冶
を
生
ふ
と
殺
そ
ふ
共
。
か
ほ
よ
の
心
た
つ
 
 

た
一
つ
。
」
と
豪
語
し
た
師
直
の
前
に
、
判
官
は
か
ほ
よ
御
前
に
よ
っ
て
生
け
 
 

贅
の
小
芋
の
如
く
あ
ら
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
か
ほ
よ
御
前
が
判
官
に
師
直
 
 

の
横
恋
慕
を
告
げ
な
か
っ
た
理
由
は
「
憎
し
と
思
ふ
心
か
ら
怪
我
過
に
も
な
 
 

ら
ふ
か
」
と
判
官
の
短
慮
さ
を
慮
っ
て
の
ゆ
え
の
は
ず
で
あ
っ
た
。
か
ほ
よ
 
 

御
前
の
「
恥
を
あ
た
へ
懲
さ
せ
ん
」
と
い
う
目
論
見
に
屈
辱
感
を
感
じ
た
師
 
 

直
の
「
恋
の
叶
は
ぬ
意
趣
ば
ら
し
に
判
官
様
に
悪
口
」
と
い
う
事
態
を
想
定
 
 

で
き
な
い
は
ず
は
な
い
。
「
鼻
毛
」
（
女
に
甘
い
）
、
「
井
戸
の
鮒
」
（
世
間
知
ら
 
 

ず
）
 
と
い
う
悪
口
雑
言
に
堪
忍
で
き
ず
刃
傷
に
及
ぶ
こ
と
も
予
想
で
き
な
い
 
 

は
ず
は
な
い
。
か
ほ
よ
御
前
は
、
最
も
師
直
に
恥
辱
を
感
じ
さ
せ
る
シ
チ
ュ
 
 

エ
ー
シ
ョ
ン
を
選
ん
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
師
直
は
 
「
か
ほ
よ
が
誠
に
い
や
な
ら
 
 

ば
。
天
塩
冶
に
子
細
を
ぐ
は
ら
り
と
打
明
る
。
所
を
云
は
ぬ
は
楽
し
み
と
。
」
 
 

と
い
う
判
断
を
抱
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
か
ほ
よ
御
前
の
意
図
と
は
別
に
、
 
 

師
直
は
恋
の
秘
密
を
共
有
し
て
い
た
。
師
直
の
逆
上
は
当
然
で
あ
り
、
そ
の
 
 

結
果
、
塩
冶
判
官
は
巻
き
込
ま
れ
刃
傷
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
か
 
 

ほ
よ
の
心
た
っ
た
一
つ
」
が
引
き
起
こ
し
た
事
態
の
中
で
、
判
官
は
破
滅
へ
 
 

と
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

三
 
師
直
の
雅
び
心
 
 

師
直
の
「
よ
い
返
事
聞
迄
は
。
く
ど
い
て
く
く
ど
き
抜
く
。
天
下
を
立
 
 

ふ
と
ふ
せ
ふ
共
儀
な
師
直
。
塩
冶
を
生
ふ
と
殺
そ
ふ
共
。
か
ほ
よ
の
心
た
つ
 
 

た
一
つ
。
」
 
（
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
）
 
に
見
ら
れ
る
倣
岸
不
遜
・
権
力
主
義
・
 
 

好
色
漢
と
い
う
人
物
造
型
は
、
「
塩
冶
判
官
議
死
の
事
」
の
師
直
像
の
継
承
・
 
 

発
展
で
あ
る
。
た
だ
、
両
者
の
師
直
像
の
決
定
的
な
相
違
は
、
歌
道
に
対
す
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る
理
解
の
有
無
で
あ
る
。
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
の
塩
冶
判
官
の
不
運
は
、
こ
 
 

の
師
直
の
雅
び
心
に
よ
る
。
「
塩
冶
判
官
蔑
死
の
事
」
の
場
合
、
「
重
き
が
上
 
 

の
さ
よ
衣
」
と
高
貞
の
妻
が
返
事
し
た
と
い
う
報
告
を
聞
い
て
、
「
師
直
う
れ
 
 

し
げ
に
う
ち
案
じ
て
」
「
衣
・
小
袖
を
と
と
の
へ
て
送
れ
と
に
や
。
」
と
全
く
 
 

頓
珍
漢
な
理
解
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
薬
師
寺
公
義
が
、
「
重
き
が
上
の
さ
 
 

よ
衣
」
が
「
さ
な
き
だ
に
重
き
が
上
の
さ
よ
衣
わ
が
妻
な
ら
ぬ
妻
な
重
ね
そ
」
 
 

（
『
新
古
今
集
』
）
 
の
一
節
で
あ
り
、
「
人
目
ば
か
り
を
博
り
候
ふ
も
の
ぞ
と
こ
 
 

そ
覚
え
て
候
へ
」
と
歌
の
心
を
解
い
た
の
で
「
師
直
大
き
に
悦
ん
で
」
と
あ
 
 

る
よ
う
に
、
全
く
歌
道
と
は
無
関
係
の
感
覚
を
露
呈
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
 
 

宗
輔
は
、
師
直
が
か
ほ
よ
御
前
に
「
我
等
歌
道
に
心
を
寄
せ
。
吉
田
の
兼
好
 
 

を
師
範
と
頼
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
和
歌
に
精
通
し
た
人
物
に
改
変
し
 
 

た
の
で
あ
る
。
「
女
好
の
師
直
」
の
雅
び
が
、
塩
冶
判
官
の
不
運
を
決
定
的
に
 
 

し
た
。
師
直
は
判
官
か
ら
手
渡
さ
れ
た
か
ほ
よ
御
前
の
歌
を
見
て
、
す
ぐ
に
 
 

「
ハ
ア
是
は
新
古
今
の
歌
。
」
と
気
づ
き
、
そ
の
上
で
「
此
古
歌
に
添
削
と
は
 
 

ム
ゝ
。
ム
～
と
思
案
の
内
。
我
恋
の
叶
は
ぬ
験
。
」
と
覚
る
の
で
あ
る
。
そ
の
 
 

点
で
は
、
か
ほ
よ
御
前
が
「
歌
の
点
に
事
寄
せ
。
さ
よ
衣
の
歌
を
書
き
恥
し
 
 

め
て
や
っ
た
れ
ば
。
」
と
和
歌
に
よ
っ
て
師
直
を
辱
め
る
と
い
う
目
論
見
は
見
 
 

事
に
当
た
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
ゃ
」
と
に
よ
っ
て
、
師
直
が
恋
を
断
 
 

念
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
目
論
見
は
見
事
に
外
れ
た
の
で
あ
る
。
師
直
の
恋
の
 
 

執
念
は
生
易
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
塩
冶
判
官
急
 
 

死
の
事
」
に
お
い
て
、
師
直
が
重
言
し
て
高
貞
を
破
滅
に
追
い
込
ん
で
ま
で
、
 
 

そ
の
妻
を
自
分
の
物
に
し
よ
う
と
し
た
執
念
と
同
質
で
あ
る
。
師
直
が
和
歌
 
 

に
精
通
し
た
人
物
と
い
う
の
は
、
高
家
筆
頭
吉
良
上
野
介
が
公
家
と
の
橋
渡
 
 

し
を
行
う
人
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
割
り
出
さ
れ
た
改
変
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
 
 

な
い
が
、
そ
の
改
変
が
「
扱
は
夫
に
打
明
け
し
と
思
ふ
怒
を
さ
あ
ら
ぬ
顔
。
」
 
 

と
夫
婦
が
企
ん
で
自
分
を
辱
め
て
い
る
と
い
う
、
師
直
の
誤
解
を
導
い
た
の
 
 

で
あ
る
。
「
判
官
殿
。
此
歌
御
ら
う
じ
た
で
御
ざ
ろ
ふ
。
イ
ヤ
只
今
見
ま
し
た
。
 
 

ム
ム
手
前
が
読
む
の
を
。
」
と
い
う
場
面
で
は
、
判
官
の
返
事
は
空
惚
け
た
も
 
 
 

岩
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の
で
あ
り
、
自
分
を
愚
弄
す
る
意
外
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
師
直
は
屈
辱
 
 

感
を
バ
ネ
に
判
官
へ
の
侮
辱
行
為
へ
と
入
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
 
 

四
 
師
直
と
若
狭
助
と
の
確
執
 
 

塩
冶
判
官
の
不
運
は
、
師
直
の
「
当
こ
す
る
雑
言
過
言
。
あ
ち
ら
の
喧
嘩
 
 

の
門
違
と
は
。
判
官
さ
ら
に
合
点
行
ず
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
師
直
と
若
狭
助
 
 

と
の
確
執
に
も
端
を
発
し
て
い
た
。
そ
の
確
執
と
い
う
の
も
、
か
ほ
よ
御
前
 
 

へ
の
師
直
の
邪
恋
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
っ
た
。
塩
冶
判
官
は
全
く
、
こ
の
事
態
 
 

に
関
し
て
も
聾
桟
敷
に
置
か
れ
て
い
た
。
恋
を
邪
魔
す
る
若
狭
助
へ
の
「
小
 
 

身
者
に
捨
知
行
誰
が
蔭
で
取
す
る
。
師
直
が
口
一
つ
で
五
器
捏
ふ
も
知
ぬ
あ
 
 

ぶ
な
い
身
代
。
夫
で
も
武
士
と
思
ふ
じ
ゃ
迄
」
と
い
う
師
直
の
憎
ま
れ
口
に
、
 
 

「
神
前
也
御
前
也
」
と
一
旦
は
「
堪
忍
」
す
る
の
だ
が
、
「
今
一
言
の
生
死
の
。
 
 

詞
の
先
手
還
御
ぞ
と
。
御
先
を
排
ふ
声
々
に
詮
方
な
く
も
期
を
延
す
。
」
と
あ
 
 

る
よ
う
に
、
若
狭
助
は
刃
傷
へ
あ
と
一
歩
、
切
り
か
か
る
寸
前
の
事
態
に
ま
 
 

で
行
く
。
結
果
的
に
は
、
そ
の
場
に
お
い
て
は
、
刃
傷
事
件
は
起
き
な
か
っ
 
 

た
。
塩
冶
判
官
の
刃
傷
事
件
の
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
悪
 
 

事
惇
て
運
強
く
切
れ
ぬ
高
の
師
直
を
。
あ
す
の
我
身
の
敵
共
。
し
ら
ぬ
塩
冶
」
 
 

と
い
う
よ
う
に
、
塩
冶
判
官
に
不
運
が
見
舞
う
運
命
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
 
 

る
。
若
狭
助
と
塩
冶
判
官
と
の
二
重
構
造
性
は
、
性
格
の
面
で
の
「
短
慮
」
「
短
 
 

気
」
と
い
う
共
通
性
だ
け
で
な
く
、
（
世
界
）
に
お
い
て
果
た
す
役
割
の
類
似
 
 

性
に
も
よ
る
。
そ
れ
は
〔
塩
冶
判
官
－
若
狭
助
〕
〔
大
星
由
良
助
－
加
古
川
本
 
 

蔵
〕
と
い
う
分
身
説
と
も
呼
応
す
る
。
本
蔵
に
気
持
ち
を
打
ち
明
け
る
言
葉
 
 

の
中
に
「
無
念
重
る
武
士
の
性
根
。
」
「
無
念
は
胸
に
忘
ら
れ
ず
。
」
と
あ
る
よ
 
 

う
に
、
「
無
念
」
の
思
い
が
解
消
さ
れ
な
い
限
り
、
若
狭
助
の
刃
傷
は
起
こ
る
 
 

は
ず
で
あ
っ
た
。
で
は
、
若
狭
助
と
判
官
と
の
差
異
は
な
に
か
。
状
況
的
に
 
 

は
、
若
狭
助
が
体
験
し
た
「
都
の
諸
武
士
並
居
る
中
。
若
年
の
某
を
見
込
雑
 
 

言
過
言
」
を
判
官
も
体
験
す
る
。
た
だ
、
若
狭
助
と
判
官
と
の
違
い
は
、
そ
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〝 
の
 
「
雑
言
過
言
」
が
向
け
ら
れ
た
理
由
を
知
っ
て
い
た
か
、
い
な
い
か
で
あ
 
 

る
。
そ
の
意
味
で
、
判
官
の
場
合
は
降
っ
て
沸
い
た
よ
う
な
災
難
な
の
だ
。
若
 
 

狭
助
の
場
合
は
わ
か
っ
た
上
で
行
動
を
起
こ
す
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
。
そ
れ
 
 

ゆ
え
、
若
狭
助
の
場
合
は
「
真
二
つ
に
と
思
へ
共
。
お
上
の
仰
を
悍
り
。
堪
 
 

忍
の
胸
を
押
へ
し
は
幾
度
。
明
日
は
最
早
了
簡
な
ら
ず
。
」
と
告
げ
る
。
そ
れ
 
 

は
、
「
武
士
の
意
地
」
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
判
官
刃
傷
の
場
面
で
は
、
 
 

語
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
葛
藤
が
語
ら
れ
、
判
官
の
葛
藤
を
先
取
り
し
て
 
 

い
る
。
若
狭
助
と
塩
冶
判
官
と
の
二
重
構
造
性
は
顕
著
で
あ
る
。
葛
藤
は
〝
劇
 
 

的
な
る
も
の
″
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
り
、
（
世
界
）
を
緊
張
さ
せ
る
（
趣
向
）
 
 

で
あ
る
。
若
狭
助
が
「
堪
忍
の
胸
を
押
へ
」
た
の
は
、
幕
府
に
対
す
る
憤
り
 
 

の
た
め
で
あ
り
、
「
日
比
某
を
短
慮
成
と
奥
を
始
其
方
が
異
見
。
」
と
あ
る
よ
 
 

う
に
、
自
分
に
む
け
ら
れ
た
「
短
慮
」
と
い
う
評
価
の
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
 
 

の
「
短
慮
」
が
「
家
の
断
絶
奥
が
嘆
き
」
 
に
繋
が
る
こ
と
は
充
分
に
了
解
し
 
 

た
上
で
、
「
武
士
の
意
地
」
が
堪
忍
袋
の
緒
を
切
り
裂
く
と
い
う
告
白
こ
そ
、
 
 

正
義
＝
短
気
と
い
う
観
念
に
囚
わ
れ
た
日
本
人
の
心
に
は
強
烈
に
ア
ッ
ピ
ー
 
 

ル
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
師
直
一
人
討
て
捨
れ
ば
天
下
の
為
。
」
と
い
う
の
 
 

が
大
義
名
分
な
の
で
あ
る
。
 
 

五
 
「
分
別
盛
」
加
古
川
本
蔵
の
活
躍
 
 

劇
的
な
る
も
の
″
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
、
正
義
＝
短
気
を
具
現
す
 
 

る
人
物
と
、
そ
れ
を
見
護
る
存
在
と
の
組
み
合
わ
せ
と
い
う
共
同
幻
想
が
、
 
 

『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
に
も
働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
若
狭
助
に
「
分
別
 
 

盛
」
 
の
執
権
職
加
古
川
本
蔵
が
つ
い
て
い
た
こ
と
は
、
判
官
の
不
運
で
あ
っ
 
 

た
。
本
蔵
の
「
分
別
盛
」
の
行
動
は
鮮
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。
若
狭
助
の
 
 

「
無
念
」
の
思
い
を
吐
露
さ
せ
た
上
で
「
よ
う
御
了
簡
な
さ
れ
た
。
此
本
蔵
な
 
 

ら
今
迄
了
簡
は
な
ら
ぬ
所
。
」
「
サ
ア
殿
。
ま
つ
此
通
に
さ
っ
ぱ
り
と
遊
ば
せ
 
 

く
。
」
と
刃
傷
を
認
め
る
発
言
を
し
た
上
で
、
刃
傷
を
阻
止
す
る
た
め
の
行
動
 
 

に
出
る
の
で
あ
る
。
本
蔵
は
「
武
士
の
。
い
き
ち
は
是
非
も
な
し
。
」
と
若
狭
 
 

助
の
「
無
念
」
は
理
解
で
き
て
も
、
執
権
職
と
し
て
刃
傷
に
及
ば
せ
る
わ
け
 
 

に
は
行
か
な
い
。
刃
傷
に
及
ば
せ
な
い
状
況
を
つ
く
る
た
め
に
「
師
直
の
館
 
 

ま
で
つ
ゞ
け
や
つ
ゞ
け
」
と
馬
を
飛
ば
す
。
そ
の
真
意
を
わ
か
ら
な
い
妻
と
 
 

娘
は
、
「
始
終
の
様
子
は
聞
き
ま
し
た
年
に
こ
そ
よ
れ
本
蔵
殿
。
主
人
に
御
異
 
 

見
も
申
さ
ず
。
合
点
行
ぬ
留
ま
す
」
と
師
直
を
討
ち
取
る
も
の
と
理
解
し
て
 
 

留
め
る
。
こ
こ
に
本
蔵
の
「
分
別
盛
」
た
る
決
断
が
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 

本
蔵
は
そ
の
決
断
の
中
身
を
告
げ
る
こ
と
は
せ
ず
「
主
人
の
お
命
お
家
の
為
 
 

思
ふ
故
に
此
時
宜
。
必
此
事
殿
へ
御
さ
た
致
す
な
。
お
耳
へ
入
た
ら
娘
は
勘
 
 

当
。
と
な
せ
は
夫
婦
の
縁
を
切
。
」
と
言
い
捨
て
て
去
っ
て
い
く
。
彼
の
決
断
 
 

と
は
、
師
直
に
賄
賂
を
持
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
蔵
に
は
、
若
狭
助
 
 

に
「
異
見
」
を
し
て
押
し
と
ど
め
た
場
合
、
若
狭
助
が
激
怒
し
て
、
そ
の
あ
 
 

げ
く
刃
傷
の
意
志
が
師
直
に
漏
れ
る
、
或
い
は
若
狭
助
が
そ
の
ま
ま
師
直
の
 
 

館
へ
と
討
ち
い
る
と
い
う
最
悪
の
事
態
が
見
え
た
の
で
あ
る
。
若
狭
助
の
「
武
 
 

士
の
意
気
地
」
を
立
て
な
が
ら
、
家
の
断
絶
を
引
き
起
こ
さ
な
い
方
法
を
模
 
 

索
す
る
こ
と
が
、
執
権
職
の
役
割
で
あ
っ
た
。
こ
の
本
蔵
松
伐
り
の
場
面
は
、
 
 

「
肛
芸
」
の
見
せ
場
で
あ
る
。
本
蔵
と
由
良
助
と
の
共
通
性
と
は
、
こ
の
肛
の
 
 

あ
る
男
と
い
う
点
で
あ
る
。
由
良
助
は
表
面
は
遊
び
惚
け
な
が
ら
、
実
は
内
 
 

心
深
く
自
分
の
本
心
を
隠
し
て
い
る
男
。
両
者
の
共
感
は
、
同
一
の
自
覚
・
 
 

精
神
構
造
に
基
づ
く
。
そ
し
て
、
判
官
の
不
運
は
若
狭
助
の
側
に
本
蔵
が
い
 
 

て
、
自
分
の
側
に
由
良
助
が
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
言
わ
ば
、
本
蔵
の
 
 

行
動
が
な
か
っ
た
な
ら
、
若
狭
助
が
塩
冶
判
官
の
立
場
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

藤
野
義
雄
氏
が
「
若
狭
助
の
事
件
を
判
官
に
転
じ
て
意
外
な
方
向
に
筋
を
発
 
 

、
q
，
、
 
 

展
さ
せ
る
ド
ン
デ
ン
返
し
も
、
こ
の
段
が
あ
っ
て
こ
そ
生
き
て
く
る
。
」
と
述
 
 

べ
て
い
る
よ
う
に
、
ド
ン
デ
ン
返
し
と
い
う
〝
劇
的
な
る
も
の
〟
を
本
蔵
の
 
 

「
本
音
と
建
前
」
と
い
う
二
重
構
造
が
醸
成
し
て
い
く
。
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六
 
犠
牲
者
へ
の
道
 
 

塩
冶
判
官
の
悲
劇
は
聾
桟
敷
に
置
か
れ
た
ま
ま
事
態
が
進
行
し
て
、
最
後
 
 

に
つ
け
が
一
挙
に
突
き
つ
け
ら
れ
た
事
に
あ
る
。
判
官
は
〝
劇
的
な
る
も
の
″
 
 

へ
の
生
け
贅
で
あ
る
。
判
官
の
悲
劇
を
成
就
す
る
た
め
に
、
事
態
は
動
い
て
 
 

い
く
。
師
直
が
「
一
昨
日
鶴
が
岡
に
て
の
意
趣
ば
ら
し
。
我
手
を
出
さ
ず
本
 
 

蔵
め
に
云
付
。
此
師
直
が
威
光
の
鼻
を
ひ
し
が
ん
為
。
」
と
思
っ
て
い
る
と
こ
 
 

ろ
に
、
大
層
な
賄
賂
で
あ
る
。
「
師
直
は
明
た
口
ふ
さ
が
れ
も
せ
ず
う
つ
と
り
 
 

と
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
全
く
予
想
外
の
事
態
に
拍
子
抜
け
す
る
。
「
金
」
を
 
 

前
に
し
て
、
師
直
の
「
俄
に
詞
改
て
」
「
手
の
裏
返
す
挨
拶
。
」
。
本
蔵
の
裏
面
 
 

工
作
は
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
「
金
で
頬
は
る
算
用
に
。
主
人
の
命
も
買
て
取
」
 
 

っ
た
の
で
あ
る
。
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
で
は
、
そ
の
行
為
を
「
忠
義
忠
臣
忠
 
 

孝
の
。
道
は
一
筋
」
と
讃
え
る
。
ま
さ
に
、
忠
臣
の
本
蔵
、
忠
臣
蔵
で
あ
る
。
 
 

判
官
は
も
う
一
人
の
忠
臣
蔵
の
犠
牲
者
な
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

ま
た
、
恋
す
る
者
た
ち
の
犠
牲
者
で
も
あ
っ
た
。
一
人
は
師
直
で
あ
り
、
も
 
 

う
一
人
が
お
経
で
あ
る
。
彼
ら
が
塩
冶
判
官
を
追
い
詰
め
て
い
く
の
で
あ
る
。
 
 

師
直
に
よ
っ
て
お
軽
と
い
う
存
在
が
浮
上
し
て
く
る
。
そ
れ
は
「
彼
が
召
使
 
 

か
る
と
い
ふ
腰
元
新
参
と
聞
。
き
や
つ
を
こ
ま
付
頼
で
見
ん
。
」
と
恋
の
仲
介
 
 

者
と
し
て
の
役
割
に
適
当
な
女
と
し
て
で
あ
る
。
お
軽
は
師
直
に
見
込
ま
れ
 
 

た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
恋
を
第
一
に
考
え
る
者
同
士
の
共
鳴
現
象
が
あ
っ
 
 

た
。
た
だ
、
お
軽
は
仲
介
者
は
仲
介
者
だ
が
、
か
ほ
よ
御
前
か
ら
師
直
へ
の
 
 

拒
絶
の
歌
が
入
っ
て
い
る
文
箱
を
渡
す
仲
介
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
。
 
 

塩
冶
判
官
の
不
運
は
、
お
軽
が
仲
介
者
と
し
て
選
ば
れ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
渡
 
 

辺
保
氏
は
、
 
 

顔
世
御
前
の
返
歌
は
、
こ
の
次
の
場
の
松
の
間
で
刃
傷
の
原
因
に
な
る
 
 
 

歌
で
あ
っ
た
。
顔
世
は
歌
に
こ
と
よ
せ
て
師
直
の
恋
を
き
っ
ぱ
り
拒
否
 
 

し
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
今
朝
は
や
め
よ
う
と
し
た
不
吉
な
予
感
 
 

岩
手
大
学
教
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学
部
研
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報
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が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
事
実
も
し
こ
の
文
箱
が
つ
か
な
け
れ
ば
、
刃
傷
 
 
 

は
お
こ
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
お
軽
は
そ
の
文
箱
の
 
 
 

中
の
歌
の
重
要
さ
を
知
ら
な
か
っ
た
。
「
何
の
此
歌
の
一
首
や
二
首
」
な
 
 
 

の
で
あ
る
。
彼
女
は
た
だ
勘
平
と
逢
引
き
が
し
た
い
だ
け
な
の
で
あ
る
。
 
 

そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
こ
の
女
の
本
来
の
、
可
愛
ら
し
い
大
胆
さ
が
あ
る
。
 
 

■
川
l
 
 

（
「
中
村
松
江
の
恋
」
）
 
 

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
「
可
愛
ら
し
い
大
胆
さ
」
が
塩
冶
判
官
の
悲
劇
 
 

を
招
く
の
で
あ
る
。
た
だ
、
一
旦
は
躊
躇
し
た
と
し
て
も
、
塩
冶
判
官
か
ら
 
 

師
直
へ
と
直
接
文
箱
が
手
渡
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
た
の
は
、
か
ほ
よ
御
前
で
 
 

あ
っ
た
。
結
果
的
に
は
、
か
ほ
よ
御
前
が
判
官
を
窮
地
に
追
い
込
ん
だ
の
で
 
 

あ
る
。
 
 

七
 
鬱
屈
と
遅
参
 
 

師
直
の
心
は
鬱
屈
し
て
い
た
。
若
狭
助
の
怒
り
を
翻
弄
す
る
快
感
を
捨
て
、
 
 

若
狭
助
を
見
掛
け
た
と
き
の
、
「
両
腰
く
は
ら
り
と
投
げ
出
し
。
」
、
「
武
士
が
 
 

コ
レ
手
を
さ
げ
る
ま
つ
ぴ
ら
ノ
1
。
」
と
賄
賂
で
追
従
を
言
う
自
分
に
師
直
は
 
 

持
っ
て
い
き
場
の
な
い
苛
立
ち
を
覚
え
る
。
師
直
は
若
狭
助
の
心
理
を
見
抜
 
 

い
て
い
る
こ
と
で
は
、
本
蔵
と
同
列
で
あ
り
、
本
蔵
の
気
持
ち
を
組
ん
で
、
若
 
 

狭
助
の
暴
発
を
食
い
止
め
ざ
る
を
得
な
い
位
置
に
立
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
 
 

る
。
「
仮
令
其
元
が
物
馴
た
お
人
な
り
や
こ
そ
。
外
々
の
う
ろ
た
へ
者
で
見
さ
 
 

つ
し
や
れ
。
此
師
直
真
二
つ
こ
は
や
ノ
＼
。
」
師
直
の
「
金
が
い
は
す
る
追
従
」
 
 

に
拍
子
抜
け
し
た
若
狭
助
を
「
小
柴
の
か
げ
に
は
本
蔵
が
。
瞬
も
せ
ず
。
守
 
 

り
ゐ
る
。
」
本
蔵
に
と
っ
て
、
自
分
の
行
い
が
報
わ
れ
る
か
ど
う
か
の
境
目
の
 
 

場
面
で
あ
る
。
師
直
は
本
蔵
の
期
待
を
背
負
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
恋
の
邪
魔
 
 

を
し
た
若
狭
助
を
内
心
は
「
う
ろ
た
へ
者
」
と
思
い
な
が
ら
も
「
物
馴
た
お
 
 

人
」
「
粋
様
」
と
追
従
す
る
。
そ
の
鬱
屈
し
た
気
持
ち
が
、
判
官
へ
と
吐
け
口
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を
求
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
き
っ
か
け
は
 
 

ナ
ニ
伴
内
此
塩
冶
は
な
ぜ
遅
い
。
若
狭
助
殿
と
は
き
つ
い
違
ひ
。
孜
々
 
 

不
行
義
者
。
今
に
お
い
て
頻
出
し
せ
ぬ
。
主
が
主
な
れ
ば
家
老
で
候
と
 
 

て
。
諸
事
に
細
心
の
付
く
や
つ
が
凋
も
な
い
。
（
第
三
場
）
 
 

と
、
登
城
の
時
間
に
遅
れ
た
と
い
う
事
で
あ
っ
た
。
師
直
は
判
官
が
遅
れ
 
 

た
理
由
へ
と
絡
ん
で
い
く
。
事
実
、
判
官
は
「
遅
な
は
り
し
残
念
」
と
あ
る
 
 

よ
う
に
遅
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
前
夜
、
由
良
 
 

助
の
息
子
、
大
屋
力
弥
を
も
っ
て
、
呉
々
も
遅
れ
な
い
よ
う
に
師
直
か
ら
言
 
 

い
渡
さ
れ
て
い
る
伝
え
さ
せ
た
の
は
判
官
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
 
 

こ
の
登
城
の
遅
れ
は
不
審
で
あ
る
。
塩
冶
判
官
の
悲
劇
の
重
要
な
仕
掛
け
と
 
 

し
て
、
判
官
遅
参
が
あ
っ
た
。
 
 

程
も
あ
ら
さ
ず
塩
冶
判
官
。
御
前
へ
通
る
長
廊
下
師
直
呼
か
け
遅
し
 
 

〈
。
何
と
心
得
て
ご
ざ
る
。
今
日
は
正
七
つ
時
と
。
先
刻
か
ら
申
渡
 
 

し
た
で
な
い
か
。
 
 

成
程
遅
な
は
り
し
は
不
調
法
去
な
が
ら
。
御
前
へ
出
る
は
ま
だ
間
も
あ
 
 

ら
ん
と
。
（
第
三
場
）
 
 

こ
の
（
趣
向
）
は
す
で
に
、
享
保
十
七
年
十
月
、
大
阪
豊
竹
座
『
忠
臣
金
 
 

短
冊
』
 
（
並
木
宗
輔
・
小
川
丈
助
・
安
田
蛙
文
作
）
 
で
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
 
 

読
者
（
観
客
）
 
に
ポ
ッ
ン
と
謎
の
ま
ま
、
こ
の
疑
問
は
放
置
さ
れ
る
。
全
て
 
 

の
事
が
、
読
者
（
観
客
）
 
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
遅
 
 

参
理
由
の
不
在
は
、
師
直
の
鬱
屈
し
た
気
持
ち
が
奔
流
し
て
、
判
官
の
刃
傷
 
 

に
到
る
重
要
な
（
趣
向
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
遅
参
理
由
の
不
在
は
、
「
塩
 
 

冶
判
官
義
死
の
事
」
 
の
塩
冶
判
官
の
「
時
の
間
も
離
れ
が
た
き
妻
子
を
失
は
 
 

れ
て
、
命
生
き
て
は
何
か
せ
ん
。
」
と
い
う
切
腹
理
由
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
 
 

妻
子
へ
の
恩
愛
の
情
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
師
直
の
「
内
に
計
へ
ば
り
付
て
ご
 
 

ざ
る
」
 
と
い
う
非
難
に
反
映
し
て
い
る
。
 
 

八
 
鼻
毛
と
井
戸
の
鮒
 
 

浅
野
内
匠
頭
が
な
ぜ
刃
傷
に
お
よ
ん
だ
の
か
は
、
彼
が
沈
黙
を
守
っ
た
以
 
 

上
、
結
果
的
に
は
わ
か
ら
な
い
。
「
遺
恨
」
と
い
う
言
葉
だ
け
が
、
風
説
を
生
 
 

ん
で
い
っ
た
。
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
で
は
、
刃
傷
に
及
ん
だ
理
由
は
明
確
す
 
 

ぎ
る
ほ
ど
明
確
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
分
か
ら
な
い
の
は
、
な
ぜ
遅
れ
た
か
と
 
 

い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
実
は
最
後
ま
で
謎
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
明
 
 

ら
か
に
さ
れ
る
事
は
な
か
っ
た
。
「
遺
恨
」
は
む
し
ろ
、
師
直
の
横
恋
慕
と
、
 
 

若
狭
助
の
刃
傷
に
い
た
る
内
発
的
な
理
由
と
し
て
設
定
さ
れ
る
。
判
官
は
何
 
 

の
心
の
準
備
も
な
く
、
突
然
、
師
直
の
罵
讐
雑
言
に
襲
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
宗
 
 

輔
は
そ
の
よ
う
な
悲
劇
の
人
物
と
し
て
判
官
を
設
定
し
た
。
こ
の
設
定
は
「
塩
 
 

冶
判
官
急
死
の
事
」
 
の
影
響
で
あ
る
。
 
 

さ
な
き
だ
に
。
お
も
き
が
上
の
さ
よ
衣
。
わ
が
つ
ま
な
ら
ぬ
つ
ま
な
重
 
 

ね
そ
。
ハ
ア
是
は
新
古
今
の
歌
。
此
古
歌
に
添
削
と
は
ム
～
。
／
＼
。
と
 
 

思
案
の
内
。
我
恋
の
叶
は
ぬ
験
。
技
は
夫
に
打
明
し
と
思
ふ
怒
を
さ
あ
 
 

ら
ぬ
顔
。
判
官
殿
。
此
歌
御
ら
う
じ
た
で
御
ざ
ら
ふ
。
イ
ヤ
只
今
見
ま
 
 

し
た
。
ム
～
手
前
が
読
の
を
。
ア
～
貴
殿
の
奥
方
は
き
つ
い
貞
女
で
ご
 
 

ざ
る
。
ち
ょ
っ
と
遣
は
さ
る
～
歌
が
是
じ
ゃ
。
つ
ま
な
ら
ぬ
つ
ま
な
重
 
 

ね
そ
。
ア
～
貞
女
ノ
（
＼
。
ア
其
元
は
あ
や
か
り
物
。
登
城
も
遅
は
な
る
 
 

苦
の
事
。
内
に
計
へ
ば
り
付
て
ご
ざ
る
に
よ
つ
て
。
御
前
の
方
は
お
構
 
 

な
い
じ
ゃ
と
。
当
こ
す
る
雑
言
過
言
。
あ
ち
ら
の
喧
嘩
の
門
違
と
は
。
判
 
 

官
さ
ら
に
合
点
行
ず
。
（
第
三
場
）
 
 

師
直
の
皮
肉
の
言
葉
の
根
底
に
、
嫉
妬
と
恥
辱
の
感
情
が
渦
巻
い
て
い
る
。
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師
直
の
怒
り
を
助
長
す
る
の
は
「
師
直
殿
に
は
御
酒
機
嫌
か
。
」
と
い
う
冗
談
 
 

で
済
ま
そ
う
と
い
う
判
官
の
反
応
で
あ
っ
た
。
師
直
は
、
夫
婦
で
自
分
を
辱
 
 

め
て
い
る
と
感
じ
、
我
が
恋
を
笑
い
物
に
さ
れ
た
屈
辱
感
に
身
を
振
る
わ
せ
 
 

て
い
る
。
若
狭
助
に
対
し
て
屈
辱
感
を
押
し
堪
え
、
ひ
た
す
ら
卑
屈
に
対
応
 
 

し
た
や
り
き
れ
な
さ
に
加
え
る
に
、
あ
ま
り
あ
る
屈
辱
感
で
あ
っ
た
。
こ
の
 
 

屈
辱
感
を
癒
す
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
判
官
に
対
す
る
徹
底
し
た
侮
辱
だ
け
 
 

で
あ
る
。
「
貴
公
は
な
ぜ
遅
か
っ
た
の
。
御
酒
参
っ
た
か
。
イ
ヤ
内
に
へ
ば
り
 
 

付
て
ご
ざ
つ
た
か
。
」
。
徹
底
し
て
遅
参
を
責
め
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
武
士
に
 
 

と
っ
て
最
大
の
侮
辱
の
言
葉
を
ぶ
つ
け
る
こ
と
。
そ
れ
が
、
「
鼻
毛
」
と
い
う
 
 

言
葉
で
あ
っ
た
。
「
鼻
毛
」
と
は
「
鼻
毛
を
延
ば
す
」
 
の
略
で
、
女
に
甘
い
、
 
 

女
の
言
い
な
り
に
な
る
、
と
い
う
程
度
の
意
味
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
「
内
 
 

に
計
居
る
者
を
。
井
戸
の
鮒
じ
ゃ
と
い
ふ
誓
が
有
。
」
「
貴
様
も
丁
ど
鮒
と
同
 
 

じ
事
ハ
～
～
～
」
と
い
う
「
井
戸
の
鮒
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
そ
こ
に
込
 
 

め
ら
れ
た
の
は
、
田
舎
者
と
い
う
侮
辱
で
あ
る
。
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
で
は
 
 

刃
傷
の
直
接
的
動
機
と
し
て
は
、
武
士
の
プ
ラ
イ
ド
を
傷
つ
け
ら
れ
た
こ
と
 
 

に
よ
る
。
こ
の
、
後
者
の
田
舎
者
と
い
う
侮
辱
に
対
す
る
怒
り
に
よ
る
刃
傷
 
 

は
、
室
鳩
巣
の
「
『
邸
野
の
子
、
し
ば
し
ば
礼
に
噴
し
。
～
』
と
。
長
矩
こ
れ
 
 

を
聞
き
、
憤
怒
に
勝
へ
ず
。
」
 
（
『
赤
穂
義
人
録
』
）
 
の
説
に
対
応
す
る
。
作
者
 
 

は
、
最
も
理
解
で
き
る
刃
傷
の
理
由
を
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
塩
冶
 
 

判
官
急
死
の
事
」
で
は
、
刃
傷
が
存
在
し
て
い
な
い
以
上
、
観
客
が
納
得
す
 
 

る
刃
傷
の
理
由
を
考
え
る
こ
と
は
作
者
の
腕
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
武
士
の
 
 

プ
ラ
イ
ド
を
傷
つ
け
ら
れ
た
こ
と
が
納
得
し
や
す
い
。
師
直
の
「
出
ほ
う
だ
 
 

い
」
の
侮
辱
の
吉
葉
に
、
「
判
官
腹
に
す
へ
兼
。
」
は
よ
い
と
し
て
、
な
ぜ
師
 
 

直
が
こ
れ
ほ
ど
の
悪
口
雑
言
を
自
分
に
浴
び
せ
る
の
か
理
解
で
き
な
い
判
官
 
 

に
と
っ
て
、
師
直
の
態
度
は
「
狂
気
」
以
外
考
え
う
れ
ず
、
そ
の
事
を
師
直
 
 

に
ぶ
つ
け
た
こ
と
で
、
最
後
は
売
り
言
葉
に
買
い
言
葉
と
い
う
状
況
に
到
る
 
 

の
で
あ
る
。
た
だ
、
刃
傷
が
お
家
断
絶
を
招
く
こ
と
を
考
え
た
な
ら
ば
、
刃
 
 

傷
は
「
短
慮
」
で
あ
る
と
い
う
批
判
は
避
け
ら
れ
な
い
。
観
客
は
、
若
狭
助
 
 

岩
手
大
学
教
育
学
部
研
究
年
報
 
第
五
六
巻
第
二
号
 
（
一
九
九
七
年
二
月
）
 
 

の
言
葉
の
中
で
考
え
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
刃
傷
を
納
得
さ
せ
る
だ
 
 

け
の
説
得
力
を
、
こ
の
場
面
で
宗
輔
は
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
 
 

歌
舞
伎
で
の
、
こ
の
場
面
の
や
り
と
り
は
長
く
効
果
的
で
あ
る
。
師
直
の
悪
 
 

役
ぶ
り
、
判
官
の
我
慢
の
限
界
を
見
せ
つ
け
る
こ
と
で
、
刃
傷
に
及
ん
で
も
 
 

当
然
と
い
う
気
持
ち
を
観
客
に
抱
か
せ
る
の
で
あ
る
。
全
て
を
犠
牲
に
し
て
 
 

も
、
師
直
を
切
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
気
持
ち
を
共
有
さ
せ
る
こ
と
が
、
 
 

宗
輔
の
課
題
で
あ
る
。
「
殿
中
だ
ぞ
」
と
い
う
言
葉
が
、
は
や
る
判
官
の
意
志
 
 

を
抑
制
す
る
。
そ
の
一
方
で
「
東
夷
の
知
ら
ぬ
事
だ
わ
。
馬
鹿
な
侍
だ
。
」
と
 
 

い
っ
た
罵
倒
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
刃
傷
を
押
し
留
め
、
抱
き
留
め
 
 

た
本
蔵
の
「
コ
レ
判
官
様
御
短
慮
」
と
い
う
言
葉
が
、
観
客
に
は
反
感
を
抱
 
 

か
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
本
蔵
は
死
を
も
っ
て
償
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
 

い
運
命
を
背
負
う
の
で
あ
る
。
 
 

九
 
短
慮
の
価
値
 
 

第
四
場
に
入
っ
て
、
判
官
が
刃
傷
に
至
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
に
つ
 
 

い
て
、
原
郷
右
衛
門
と
斧
九
太
夫
と
が
言
い
争
う
場
面
が
あ
る
。
斧
が
「
金
 
 

銀
を
以
て
頼
を
は
り
め
さ
る
れ
ば
。
カ
様
な
事
は
出
来
申
さ
ぬ
。
」
と
言
っ
て
、
 
 

原
を
責
め
る
の
に
対
し
て
「
人
に
婚
詔
ふ
は
侍
で
な
い
武
士
で
な
い
」
と
原
 
 

が
反
論
す
る
場
面
で
あ
る
。
忠
義
と
は
何
か
。
か
っ
て
本
蔵
の
「
金
で
頼
は
 
 

る
算
用
に
。
主
人
の
命
も
買
て
取
。
」
と
い
う
賄
賂
攻
勢
の
忠
義
と
、
斧
九
太
 
 

夫
の
認
識
は
共
通
し
て
い
る
。
賄
賂
が
姻
請
い
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
あ
ち
 
 

ら
の
喧
嘩
の
門
違
ひ
」
に
は
な
ら
ず
、
主
君
の
命
を
救
う
こ
と
に
な
っ
て
も
、
 
 

姫
論
い
と
い
う
非
難
は
当
た
る
の
か
。
こ
の
二
人
の
や
り
と
り
は
、
本
蔵
の
 
 

よ
う
な
対
応
を
出
来
る
執
権
職
（
家
老
）
 
の
不
在
に
よ
る
判
官
の
悲
劇
を
再
 
 

度
確
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
二
人
の
口
論
に
「
元
の
発
は
此
か
ほ
 
 

よ
」
と
割
っ
て
は
い
っ
た
か
ほ
よ
御
前
の
「
恋
の
叶
は
ぬ
意
趣
ば
ら
し
に
判
 
 

官
様
に
悪
口
。
」
と
い
う
指
摘
、
「
元
来
短
気
な
お
生
れ
付
。
得
堪
忍
な
さ
れ
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ぬ
は
お
道
理
で
な
い
か
い
の
」
と
い
う
刃
傷
の
必
然
性
が
、
再
度
確
認
さ
れ
 
 

る
の
で
あ
る
。
佐
藤
忠
男
氏
は
短
気
に
対
す
る
日
本
人
の
評
価
に
つ
い
て
「
日
 
 

本
の
大
衆
文
化
の
な
か
で
は
、
短
気
は
必
ず
し
も
悪
徳
と
は
み
な
さ
れ
て
い
 
 

、
〓
、
 
 

な
い
。
む
し
ろ
、
短
気
は
美
徳
で
あ
る
。
」
 
（
「
短
気
と
正
直
に
つ
い
て
」
）
 
と
 
 

指
摘
し
て
い
る
。
塩
冶
判
官
は
 
「
元
来
短
気
な
お
生
れ
付
」
と
言
わ
れ
な
が
 
 

ら
も
短
気
と
い
う
印
象
を
我
々
に
与
え
な
い
。
む
し
ろ
、
よ
く
我
慢
し
て
お
 
 

る
と
感
じ
さ
せ
る
。
佐
藤
氏
は
刃
傷
に
つ
い
て
、
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
で
は
、
色
 
 

恋
の
も
つ
れ
か
ら
く
る
運
命
的
な
悲
劇
だ
が
、
講
談
で
は
、
短
気
で
直
情
径
 
 

行
な
青
年
君
主
の
、
一
途
に
妥
協
を
排
す
る
性
格
の
な
せ
る
わ
ざ
、
と
な
っ
 
 

て
い
る
と
い
う
。
講
談
が
、
実
録
と
銘
打
ち
、
実
名
で
語
ら
れ
る
以
上
、
浄
 
 

瑠
璃
・
歌
舞
伎
の
 
『
太
平
記
』
を
（
世
界
）
 
に
し
て
虚
構
化
し
た
塩
冶
判
官
 
 

の
描
写
と
は
異
な
る
道
を
選
ぶ
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
塩
冶
判
官
刃
 
 

傷
が
 
『
太
平
記
』
 
に
な
い
た
め
に
事
実
を
め
ぐ
る
風
説
、
浅
野
内
匠
頭
が
短
 
 

気
、
吉
良
は
意
地
悪
と
い
う
風
説
へ
と
傾
斜
し
た
の
で
あ
る
。
 
 

さ
 
い
 
ご
 
に
 
 

浅
野
内
匠
頭
が
刃
傷
に
お
よ
ん
だ
理
由
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
。
例
え
ば
、
 
 

川
吉
良
が
内
匠
頭
の
付
け
届
け
が
少
な
い
た
め
に
相
手
に
つ
ら
く
あ
た
っ
 
 

た
と
い
う
賄
賂
要
求
説
、
拗
勅
使
に
対
す
る
饗
応
の
や
り
方
に
つ
い
て
両
 
 

者
が
対
立
し
、
吉
良
が
浅
野
を
「
田
舎
者
」
と
罵
っ
た
と
い
う
説
、
刷
塩
田
 
 

の
技
術
に
つ
い
て
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
吉
良
に
教
え
な
か
っ
た
た
め
に
、
内
匠
頭
 
 

に
反
感
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
塩
田
説
、
㈲
浅
野
内
匠
頭
の
性
格
お
よ
び
 
 

病
気
に
よ
る
説
明
、
す
な
わ
ち
精
神
障
害
説
、
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
、
江
 
 

戸
時
代
に
ど
の
く
ら
い
風
説
と
し
て
巷
に
流
布
し
た
か
は
、
『
仮
名
手
本
忠
臣
 
 

蔵
』
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
賄
賂
要
求
説
、
田
舎
者
罵
倒
説
、
性
格
説
 
 

が
、
（
趣
向
）
と
し
て
巧
く
生
か
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
再
度
、
言
う
よ
う
に
 
 

真
相
は
不
明
な
の
で
あ
る
。
真
相
究
明
を
無
用
の
も
の
と
す
る
か
の
如
き
、
即
 
 

日
切
腹
と
い
う
裁
断
に
よ
っ
て
刃
傷
事
件
の
幕
は
下
ろ
さ
れ
た
か
ら
で
あ
 
 

る
。
ま
た
一
方
、
内
匠
頭
も
真
相
究
明
を
拒
む
か
の
よ
う
に
 
「
こ
の
間
の
遺
 
 

恨
」
「
私
の
遺
恨
」
の
内
容
に
つ
い
て
沈
黙
し
た
か
ら
で
あ
る
。
山
崎
哲
氏
が
 
 

言
う
よ
う
に
「
沈
黙
は
私
た
ち
の
想
像
力
を
刺
激
す
る
、
こ
れ
が
重
要
な
こ
 
 

じ
順
爪
 
 

と
で
あ
る
。
」
 
（
「
転
位
し
た
討
ち
入
り
劇
／
怨
霊
の
誕
生
」
）
 
真
相
は
闇
の
中
 
 

に
、
そ
し
て
沈
黙
だ
け
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
の
中
で
、
風
説
が
そ
の
 
 

沈
黙
に
耐
え
切
れ
ず
に
飛
び
交
う
。
内
匠
頭
の
沈
黙
は
「
抽
象
さ
れ
た
沈
黙
」
 
 

、
〓
∵
 
 

（
同
）
 
と
化
す
。
そ
れ
が
 
「
怨
霊
」
な
の
で
あ
る
。
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
 
の
 
 

判
官
切
腹
の
場
で
、
上
使
は
塩
冶
判
官
刃
傷
の
動
機
を
「
私
の
宿
意
を
以
て
 
 

執
事
高
師
直
を
刃
傷
に
及
び
」
と
告
げ
る
。
こ
れ
は
、
「
私
の
遺
恨
」
を
襲
っ
 
 

て
い
る
。
表
現
の
同
l
性
と
い
う
事
で
は
 
「
浅
野
内
匠
頭
儀
、
先
刻
御
場
所
 
 

柄
も
弁
へ
ず
、
自
分
宿
意
を
以
て
、
吉
良
上
野
介
へ
刃
傷
に
及
び
」
（
判
決
文
）
 
 

が
上
げ
ら
れ
る
。
た
だ
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
〔
私
的
な
恨
み
〕
と
い
う
動
機
 
 

は
、
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
の
塩
冶
判
官
に
は
、
実
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
塩
 
 

冶
判
官
は
武
士
の
プ
ラ
イ
ド
を
踏
み
に
じ
ら
れ
て
 
「
怒
り
」
 
に
と
ら
わ
れ
刃
 
 

傷
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
武
士
で
あ
る
事
を
否
定
さ
れ
る
事
態
の
な
か
で
、
判
 
 

官
は
刃
傷
に
よ
っ
て
武
士
で
あ
る
事
を
主
張
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
こ
 
 

に
は
、
（
世
界
）
と
し
て
の
「
塩
冶
判
官
謹
死
の
事
」
と
（
趣
向
）
と
し
て
の
 
 

風
説
の
絶
妙
な
仕
掛
け
が
機
能
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
塩
冶
判
官
と
い
う
 
 

存
在
の
意
味
に
つ
い
て
の
検
討
に
は
入
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
検
討
は
、
塩
冶
 
 

判
官
を
御
霊
信
仰
の
面
か
ら
捉
え
る
か
、
判
官
晶
屈
の
面
か
ら
捉
え
る
か
、
と
 
 

い
っ
た
丸
谷
才
一
氏
と
諏
訪
春
雄
氏
と
の
 
「
忠
臣
蔵
論
争
」
 
に
関
わ
る
こ
と
 
 

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
忠
臣
蔵
に
お
け
る
〝
劇
的
な
る
も
の
″
に
関
し
て
、
日
 
 

本
人
の
劇
観
念
に
共
鳴
し
た
も
の
と
い
う
視
点
を
提
示
し
た
の
が
諏
訪
春
雄
 
 

∴
‖
∵
 
 

氏
で
あ
る
（
「
忠
臣
蔵
の
深
層
－
日
本
人
の
劇
観
念
－
」
）
。
諏
訪
は
赤
穂
浪
士
 
 

の
人
気
の
秘
密
を
〝
判
官
び
い
き
″
と
す
る
説
を
前
提
に
し
て
「
〝
判
官
び
い
 
 

（
1
5
）
 
 

き
″
 
の
感
情
は
、
〝
な
す
″
、
〝
な
る
″
、
〝
滅
ぷ
″
 
の
三
要
素
を
求
め
る
。
」
と
 
 

分
析
、
「
泉
岳
寺
で
自
殺
し
な
か
っ
た
大
石
ら
の
行
動
は
、
〝
な
す
″
 
と
 
〝
滅
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ぶ
″
に
〝
な
る
″
、
つ
ま
り
、
自
分
た
ち
の
最
終
の
行
動
を
他
者
の
判
断
に
ゆ
 
 

だ
ね
て
成
り
行
き
に
ま
か
せ
る
こ
と
が
加
わ
っ
た
た
め
に
、
日
本
人
の
好
み
 
 

V
旧
血
 
 

に
投
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
。
ま
た
、
事
件
に
お
け
る
刃
 
 

傷
と
切
腹
と
い
う
過
程
に
お
い
て
も
「
〝
な
す
″
が
あ
っ
て
、
〝
な
る
″
を
待
 
 

（
1
7
）
 
 

つ
真
筆
な
態
度
が
そ
の
あ
と
に
つ
づ
き
、
そ
し
て
滅
ぶ
。
」
と
い
う
構
造
が
、
 
 

日
本
人
好
み
の
劇
性
の
中
核
に
あ
る
〝
判
官
び
い
き
″
 
の
感
情
を
か
き
立
て
 
 

た
と
い
う
。
そ
し
て
、
諏
訪
は
こ
の
構
造
が
「
ド
ラ
マ
と
は
行
為
の
展
開
、
人
 
 

（
柑
）
 
 

間
の
行
為
と
行
為
と
の
意
志
的
な
衝
突
」
と
考
え
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
流
の
ド
ラ
 
 

マ
観
と
は
異
質
な
日
本
の
〝
劇
的
な
る
も
の
″
の
本
質
で
あ
る
と
い
う
。
こ
 
 

の
よ
う
な
〝
劇
的
な
る
も
の
″
の
把
握
は
、
木
下
順
二
氏
が
日
本
と
ヨ
一
口
ッ
 
 

、
〓
、
 
 

パ
の
劇
と
の
感
動
の
違
い
を
「
説
明
の
つ
か
な
い
感
動
と
〝
論
理
的
感
動
″
」
 
 

と
区
別
し
た
り
、
『
子
午
線
の
祀
り
』
の
知
盛
に
対
し
て
の
「
知
盛
は
平
家
の
 
 

滅
亡
を
十
分
に
予
感
し
な
が
ら
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
は
な
く
、
だ
か
ら
 
 

こ
そ
そ
の
運
命
に
抗
し
て
積
極
的
に
生
き
、
積
極
的
に
死
を
迎
え
て
ず
ぶ
り
 
 

と
海
に
入
っ
た
、
そ
の
行
為
が
内
に
は
ら
む
矛
盾
と
そ
の
克
服
に
〝
劇
的
″
を
 
 

（
2
0
）
 
感
じ
た
か
ら
で
す
。
」
と
い
う
認
識
に
近
い
。
諏
訪
は
、
事
件
と
し
て
の
忠
臣
 
 

蔵
も
、
劇
と
し
て
の
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
も
、
日
本
人
の
劇
的
な
も
の
を
 
 

よ
く
表
現
し
た
こ
と
で
、
事
実
と
虚
構
が
互
い
に
増
幅
し
た
、
〝
な
し
て
の
ち
 
 

な
る
″
の
好
見
本
だ
と
い
う
。
予
断
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
こ
の
間
題
は
『
仮
 
 

名
手
本
忠
臣
蔵
』
 
に
お
け
る
〝
劇
的
な
る
も
の
″
か
ら
、
〝
劇
的
な
る
も
の
″
 
 

の
本
質
の
考
察
に
入
っ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
問
題
で
あ
る
。
そ
の
考
察
は
 
 

後
日
に
譲
り
た
い
。
 
 

（
岩
手
大
学
教
育
学
部
）
 
 

注
 
 

（
1
）
 
今
尾
哲
也
『
吉
良
の
首
－
忠
臣
蔵
と
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
ー
』
（
平
凡
社
、
 
 

一
九
八
七
年
）
 
九
四
貢
。
 
 

岩
手
大
学
教
育
学
部
研
究
年
報
 
第
五
六
巻
第
二
号
二
九
九
七
年
二
月
）
 
 

（
8
）
 
 

（
9
）
 
 

（
1
0
）
 
 

へ
‖
）
 
 

（
1
2
）
 
 

（
1
3
）
 
 

（
1
4
）
 
 

7 6 5 4 3 2  201918171615  

同
前
、
八
五
頁
。
 
 

同
前
、
九
四
貢
。
 
 

同
前
、
二
〇
〇
頁
。
 
 

同
前
、
二
〇
一
頁
。
 
 

丸
谷
才
一
『
忠
臣
蔵
と
は
何
か
』
 
（
講
談
社
、
一
九
八
四
年
）
 
七
一
貫
。
 
 

渡
辺
 
保
『
忠
臣
蔵
－
も
う
一
つ
の
歴
史
感
覚
－
』
 
（
白
水
社
、
一
九
八
 
 

一
年
）
 
七
〇
頁
－
七
一
頁
。
 
 

同
前
、
三
二
頁
。
 
 

藤
野
義
雄
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
解
釈
と
研
究
（
上
）
 
（
桜
楓
社
、
一
九
 
 

七
四
年
）
 
二
二
五
貢
1
二
二
六
頁
。
 
 

渡
辺
 
保
、
前
掲
書
、
一
七
三
頁
。
 
 

佐
藤
忠
男
『
忠
臣
蔵
－
意
地
の
系
譜
－
』
（
朝
日
選
書
、
一
九
七
六
年
）
八
 
 

〇
頁
。
 
 

『
歴
史
読
本
』
特
集
「
『
忠
臣
蔵
』
と
は
な
に
か
？
！
」
一
九
八
八
年
一
月
 
 

号
、
七
一
貫
。
 
 

同
前
、
七
三
貢
。
 
 

諏
訪
春
雄
『
聖
と
俗
の
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
ー
御
霊
・
供
犠
・
異
界
－
』
 
（
撃
 
 

蟄
書
林
、
一
九
八
八
年
）
。
 
 

同
前
、
八
六
頁
。
 
 

同
前
。
 
 

同
前
、
九
〇
頁
。
 
 

同
前
、
八
六
頁
。
 
 

木
下
順
二
 
『
〝
劇
的
″
と
は
』
 
（
岩
波
新
書
、
一
九
九
五
年
）
九
二
貢
。
 
 

同
前
、
二
〇
八
貢
。
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