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草
双
紙
合
巻
か
ら
新
聞
小
説
へ

要
旨
江
戸
時
代
以
来
、
草
双
紙
合
巻
の
作
成
に
従
事
し
た
作
者
（
戯
作
者
）
や
画
工
（
浮
世
絵
師
）
は
明
治
七
年
、
難
解
な
新
聞
記
事

の
中
か
ら
特
に
一
般
庶
民
に
興
味
の
あ
り
そ
う
な
雑
報
記
事
を
選
び
浮
世
絵
師
・
落
合
芳
幾
な
ど
を
中
心
と
し
て
分
り
易
す
ぐ
絵
解
き
し
て

新
聞
錦
絵
（
木
版
）
を
刊
行
し
た
。
そ
の
経
験
を
生
か
し
て
芳
幾
、
高
畠
藍
泉
（
三
世
柳
亭
種
彦
）
は
翌
明
治
八
年
、
平
仮
名
絵
入
新
聞
を

工
夫
し
雑
報
欄
の
中
央
に
木
版
の
挿
絵
（
事
件
の
現
場
の
ス
ケ
ッ
チ
）
を
組
み
こ
み
、
鉛
活
字
の
報
道
文
と
組
合
せ
て
草
双
紙
風
の
紙
面
を

構
成
し
て
多
く
の
読
者
（
江
戸
時
代
以
来
の
草
双
紙
の
読
者
層
）
を
猿
得
し
た
。
こ
の
欄
に
お
い
て
所
謂
、
三
面
記
事
の
連
載
、
続
報
が
生

じ
、
こ
れ
を
続
き
物
と
称
し
た
。
こ
の
様
な
小
新
聞
（
タ
ブ
ロ
イ
ド
版
の
大
衆
紙
）
の
流
行
を
み
て
新
聞
ニ
ュ
ー
ス
を
直
ち
に
草
双
紙
合
巻

に
ま
と
め
た
『
鳥
追
阿
松
海
上
新
話
』
『
東
京
奇
聞
』
『
高
橋
阿
伝
夜
刃
物
語
』
が
刊
行
さ
れ
、
末
期
草
双
紙
界
に
最
期
の
火
花
を
揚
げ
た

が
、
間
も
な
く
新
聞
の
（
絵
入
り
）
続
き
物
の
人
気
に
吸
収
さ
れ
、
江
戸
以
来
の
草
双
紙
合
巻
は
明
治
二
十
年
頃
、
途
絶
え
た
。
し
か
し
、

こ
の
間
、
戯
作
者
、
高
畠
藍
泉
、
染
崎
延
房
（
二
世
為
永
春
水
）
等
は
小
新
聞
の
続
き
物
の
記
者
と
し
て
草
双
紙
の
文
章
に
基
づ
き
報
道
の

た
め
の
新
し
い
文
体
を
工
夫
し
て
庶
民
の
読
者
に
読
み
物
を
提
供
し
、
ま
た
浮
世
絵
師
は
こ
の
三
面
記
事
の
中
央
部
に
事
件
の
挿
絵
を
描
い

ｌ
開
化
期
文
化
の
底
流
Ｉ

本
田
康
雄
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て
絵
画
に
よ
る
情
報
提
供
に
努
め
た
。
こ
の
様
に
し
て
、
戯
作
者
と
浮
世
絵
師
の
新
聞
を
媒
体
と
す
る
協
力
に
よ
っ
て
続
き
物
は
盛
行
し
、

続
き
物
の
延
長
上
に
新
聞
小
説
が
成
立
し
た
。
国
際
的
に
珍
ら
し
い
日
本
の
新
聞
小
説
の
形
態
（
絵
入
り
続
き
物
語
）
は
明
治
の
は
じ
め
か

ら
昭
和
の
今
日
ま
で
変
っ
て
い
な
い
。
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「
…
…
つ
い
数
年
前
ま
で
は
、
新
聞
社
員
は
、
お
の
れ
の
新
聞
が
連
載
し
て
い
る
『
小
説
』
を
小
説
と
は
い
わ
ず
に
『
続
き
物
』
と
い

っ
て
い
た
。
毎
日
続
く
か
ら
「
続
き
物
」
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
こ
れ
は
大
作
家
の
『
名
作
』
に
対
し
て
、
な
ん
と
礼
を
失
し
た
呼
び
方

で
あ
る
こ
と
か
。
…
…
」
と
高
木
健
夫
氏
は
延
べ
て
い
る
。
（
『
新
聞
小
説
史
槁
こ
昭
和
三
十
九
年
四
月
、
三
友
社
刊
。
「
著
者
後
記
」
）
近
代

文
学
の
中
枢
を
な
す
「
小
説
」
が
我
が
国
で
は
新
聞
小
説
の
形
で
成
立
、
普
及
し
一
流
の
小
説
作
家
と
挿
絵
画
家
が
こ
の
種
の
新
聞
原
稿

を
制
作
し
、
新
聞
記
者
が
編
集
し
て
、
今
日
も
ま
す
ま
す
臨
ん
で
あ
る
。
こ
の
続
き
物
の
発
生
と
近
代
小
説
の
成
立
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
す
で
に
定
説
が
あ
っ
て
、
そ
の
要
点
を
ま
と
め
れ
ば
次
の
様
に
な
る
。

（
２
）

続
き
物
の
噴
矢
は
明
治
八
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
ま
で
「
平
仮
名
絵
入
新
聞
」
に
連
載
さ
れ
た
「
岩
田
八
十
八
の
話
」
と
さ

れ
る
。
小
新
聞
の
雑
報
記
事
の
連
載
の
は
じ
ま
り
と
い
う
点
を
考
え
る
と
こ
の
指
摘
は
正
し
い
。
話
の
筋
は

岩
田
八
十
八
は
浮
気
な
女
房
を
斬
っ
て
逃
亡
し
身
延
山
で
自
殺
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
を
僧
に
と
め
ら
れ
る
。
罪
滅
し
の
た
め
諸
国

を
巡
礼
し
た
が
十
数
年
を
経
た
明
治
維
新
後
、
捕
え
ら
れ
て
懲
役
八
十
日
に
処
せ
ら
れ
た
。

明
治
の
は
じ
め
、
三
面
記
事
、
雑
報
欄
中
心
の
小
新
聞
に
登
場
し
た
〃
続
き
物
〃
が
新
聞
小
説
へ
成
長
す
る
過
程
に
つ
い
て
は
す
で
に

（
１
）

興
津
要
氏
の
数
々
の
論
考
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
テ
ー
マ
は
近
世
か
ら
近
代
へ
の
文
芸
、
文
化
の
継
承
あ
る
い
は
断
絶
の
状
況
を
最

も
よ
く
示
し
て
お
り
、
興
津
氏
が
名
付
け
ら
れ
た
『
転
換
期
の
文
学
ｌ
江
戸
か
ら
明
治
へ
ｌ
』
と
い
う
書
名
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
の
中
心

に
置
か
れ
て
い
る
と
考
え
て
も
大
き
な
誤
り
は
な
か
ろ
う
。
テ
ー
マ
が
重
要
で
あ
る
だ
け
に
、
各
方
面
か
ら
多
様
な
検
討
が
な
さ
れ
る
こ

と
が
望
ま
し
い
。
本
稿
も
そ
の
一
で
あ
っ
て
件
の
新
聞
紙
の
紙
面
を
あ
ら
あ
ら
眺
め
、
そ
の
形
態
、
挿
絵
と
の
関
係
な
ど
に
注
目
し
た
小

論
で
あ
る
。一

続
き
物
に
つ
い
て
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：
：
：
と
い
う
の
で
あ
る
。
続
い
て
こ
の
種
の
連
載
記
事
は
興
津
要
氏
が
指
摘
す
る
様
に
「
仮
名
読
新
聞
」
に
明
治
九
年
三
月
二
、
四
、

十
、
十
二
日
と
連
載
さ
れ
た
横
浜
の
小
僧
ご
ろ
し
事
件
Ｉ
横
浜
の
あ
る
商
店
の
丁
稚
が
主
家
の
金
を
銀
行
に
持
っ
て
ゆ
く
途
中
、
顔
み

し
り
の
男
に
殺
さ
れ
金
を
奪
わ
れ
た
話
、
「
東
京
絵
入
新
聞
」
の
明
治
九
年
四
月
二
十
六
、
七
、
八
日
、
三
日
間
の
華
族
の
家
と
そ
の
妾

と
の
裁
判
沙
汰
、
「
仮
名
読
新
聞
」
の
九
年
十
月
四
、
五
、
六
日
の
〃
女
盗
賊
お
常
の
伝
〃
な
ど
各
新
聞
に
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
様
な
報

道
、
雑
報
記
事
の
連
載
の
中
に
事
実
の
報
道
に
加
え
て
物
語
性
、
伝
奇
性
が
加
わ
っ
て
、
そ
れ
が
新
聞
小
説
へ
進
ん
で
ゆ
く
過
程
を
示
す

も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
明
治
十
年
十
二
月
十
日
（
五
百
四
十
号
）
か
ら
十
一
年
一
月
十
一
日
（
五
百
六

十
二
号
）
に
か
け
て
の
十
四
回
、
「
仮
名
読
新
聞
」
雑
報
欄
に
連
載
さ
れ
た
「
鳥
追
阿
松
の
伝
」
は
続
き
物
の
記
事
と
し
て
は
は
じ
め
て

（
３
）

草
双
紙
合
巻
『
鳥
追
阿
松
海
上
新
話
』
（
三
編
九
冊
、
各
冊
九
丁
。
仮
名
垣
魯
文
閲
、
久
保
田
彦
作
著
、
陽
州
斎
周
延
画
。
）
と
し
て
明
治

十
一
年
一
月
に
刊
行
さ
れ
た
だ
け
に
、
物
語
性
の
あ
る
続
き
も
の
と
し
て
先
ず
第
一
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
草
双
紙
合
巻
に

な
っ
た
続
き
物
を
列
挙
す
れ
ば
、
「
さ
き
か
け
新
聞
」
の
明
治
十
一
年
五
月
二
十
八
日
（
三
百
廿
号
）
か
ら
連
載
さ
れ
た
「
毒
婦
阿
衣
の

伝
」
は
評
判
が
よ
い
の
で
完
結
し
な
い
う
ち
に
六
月
に
『
夜
嵐
阿
衣
花
廼
仇
夢
』
（
芳
川
俊
雄
閲
、
岡
本
勘
造
著
、
永
島
孟
斎
画
）
と
し

て
金
松
堂
・
辻
岡
文
助
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
ま
た
翌
十
二
年
二
月
に
競
合
す
る
形
で
出
版
さ
れ
た
仮
名
垣
魯
文
著
『
高
橋
阿
伝
夜
刃
證
』

（
八
編
二
十
四
冊
。
守
川
周
重
画
。
二
月
十
四
日
’
四
月
二
十
二
日
刊
。
版
元
は
金
松
堂
・
辻
岡
文
助
）
と
岡
本
勘
造
著
『
東
京
奇

聞
』
（
七
編
二
十
一
冊
。
桜
斎
房
種
画
。
二
月
十
一
日
’
四
月
上
旬
刊
。
版
元
は
島
鮮
堂
・
綱
島
亀
吉
）
は
い
ず
れ
も
こ
の
年
一
月
三

（
４
）

十
一
日
、
東
京
裁
判
所
に
お
い
て
斬
罪
申
付
け
ら
れ
同
日
、
処
刑
さ
れ
た
高
橋
阿
伝
、
本
名
高
橋
で
ん
に
関
す
る
速
報
の
続
き
物
を
編
集

し
た
も
の
で
、
こ
の
二
作
に
よ
っ
て
所
謂
〃
毒
婦
も
の
〃
が
文
芸
と
し
て
確
立
し
た
観
が
あ
る
。

き
ん
の
す
け
は
な
し

一
方
、
「
東
京
絵
入
新
聞
」
に
前
田
香
雪
（
柳
田
泉
は
二
世
為
永
春
水
を
擬
し
て
い
る
）
が
連
載
し
た
「
金
之
助
の
話
説
」
（
明
治
十
一

年
八
月
二
十
一
日
’
二
十
八
日
。
九
月
三
日
’
十
二
日
。
計
十
六
回
。
）
が
評
判
を
と
っ
た
。
そ
の
梗
概
は
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「
続
き
物
」
と
は
以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
小
新
聞
の
雑
報
記
事
の
連
載
、
続
報
を
指
す
。
「
金
之
助
の
話
説
」
の
場
合
も
十
六
回

の
連
載
で
、
そ
れ
ぞ
れ
記
事
の
文
末
に
「
・
…
：
怒
を
含
む
一
段
は
ま
だ
長
け
れ
ば
明
日
委
し
く
」
「
：
：
：
又
金
之
助
が
困
難
の
噺
し
は
明

ま
へ
と
く
ご
と

ま
へ

後
日
ま
で
お
預
か
り
」
等
と
あ
り
、
ま
た
記
事
の
冒
頭
は
「
既
に
前
に
も
説
如
く
．
…
：
」
「
既
に
前
号
に
も
言
ふ
如
く
怜
捌
な
や
う
で
も

金
之
助
は
…
…
」
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
も
っ
と
も
「
…
…
烟
草
入
を
我
が
腰
へ
差
す
所
ま
で
は
彼
地
の
通
信
者
か
ら
報
告
が
あ

り
ま
し
た
故
跡
は
又
探
訪
の
上
再
び
通
信
の
あ
り
ま
す
ま
で
一
寸
幕
を
引
ま
す
か
ら
看
官
ど
う
ぞ
其
お
積
り
で
」
な
ど
は
そ
の
わ
ざ
と
ら

し
い
オ
ー
バ
ー
な
書
き
方
に
微
笑
ま
れ
る
が
、
現
地
か
ら
の
続
報
を
待
つ
と
い
う
新
聞
記
事
の
基
本
を
種
に
し
た
泗
落
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
ろ
一
回
毎
に
ま
と
ま
っ
て
読
め
る
様
に
な
っ
て
い
る
の
と
同
時
に
雑
報
記
事
と
し
て
は
前
号
を
承
け
次
号
へ
連
な
っ
て
ゆ

く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
回
毎
の
ま
と
ま
り
の
中
心
は
記
事
の
紙
面
の
中
央
に
掲
げ
ら
れ
た
挿
絵
で
あ
っ
た
。
新
聞
で
あ
る
以
上
、
’
三

－
ス
報
道
が
何
よ
り
も
優
先
す
る
の
で
あ
る
が
、
挿
絵
を
入
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
い
わ
ば
報
道
の
絵
解
き
で
あ
っ
て
、
紙
面
か

金
之
助
は
東
京
新
右
衛
門
町
の
道
具
屋
の
次
男
で
美
男
で
あ
っ
た
。
年
頃
に
な
っ
て
放
蕩
が
は
じ
ま
り
吉
原
で
遊
び
ま
た
数
寄
屋
町

の
芸
者
小
蝶
に
な
じ
ん
で
家
を
勘
当
さ
れ
る
。
一
時
は
金
に
つ
ま
っ
て
自
殺
し
よ
う
と
し
た
が
、
小
蝶
に
励
ま
さ
れ
大
阪
へ
出
て
成

功
し
よ
う
と
旅
立
つ
。
し
か
し
供
を
し
た
悪
番
頭
に
だ
ま
さ
れ
一
文
無
し
と
な
る
。
苦
境
に
陥
っ
た
と
こ
ろ
を
以
前
か
ら
交
際
の
あ

っ
た
北
の
新
地
の
芸
者
小
龍
に
助
け
ら
れ
西
京
新
聞
の
呼
び
売
り
と
な
っ
て
自
活
す
る
。
そ
の
堅
気
の
生
活
が
東
京
に
も
伝
わ
り
親

許
か
ら
勘
当
を
許
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
小
龍
と
は
礼
を
厚
く
し
て
別
れ
、
東
京
へ
帰
っ
て
小
蝶
を
妻
と
し
て
商
売
に
励
む
。

き
ん
の
す
け
は
な
し

こ
の
〃
金
之
助
の
話
説
″
が
雑
報
記
事
の
続
き
物
と
し
て
評
判
を
と
り
、
以
後
、
各
小
新
聞
の
雑
報
欄
に
こ
の
種
の
続
き
物
が
ま
す
ま

す
定
着
し
て
い
っ
た
。

二
続
き
物
の
発
生
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I

ら
受
け
る
印
象
も
絵
が
主
、
文
は
絵
の
説
明
の
た
め
の
補
助
的
な
も
の
と
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
挿
絵
を
昨
今
の
新
聞
報
道
の
現
場
の
写
真

と
較
べ
る
の
は
短
絡
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
現
場
の
ス
ケ
ッ
チ
あ
る
い
は
そ
れ
に
相
当
す
る
戯
画
と
位
置
ず
け
て
も
そ
れ
ほ
ど
大

き
な
誤
り
で
は
あ
る
ま
い
。
い
っ
て
み
れ
ば
こ
の
新
聞
の
紙
面
か
ら
受
け
る
印
象
は
瓦
版
や
草
双
紙
と
同
様
で
あ
る
。
草
双
紙
合
巻
の
一

場
面
、
見
開
ら
き
一
丁
が
小
新
聞
の
雑
報
欄
の
一
廓
に
割
っ
て
入
っ
た
感
じ
で
あ
る
。

（
５
）

こ
の
様
な
挿
絵
入
り
雑
報
記
事
の
初
見
は
、
金
属
活
字
の
紙
面
に
は
じ
め
て
挿
絵
の
版
木
を
組
み
こ
ん
だ
「
平
仮
名
絵
入
新
聞
」
（
明

治
八
年
四
月
十
七
日
、
第
一
号
刊
）
の
創
刊
号
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
新
聞
は
タ
ブ
ロ
イ
ド
判
四
頁
上
下
二
段
組
み
（
一
段
は
二
十

五
字
詰
、
十
八
行
）
の
所
謂
小
新
聞
で
、
創
刊
号
の
三
頁
下
段
に
は
じ
め
て
木
版
の
挿
絵
を
入
れ
た
。
因
に
、
新
聞
全
体
の
編
集
は
、

お
ふ
れ
は
な
し
な
げ
ぶ
み
さ
う
ば
ひ
ろ
め

は
な
し

「
公
聞
」
「
雑
報
」
「
投
書
」
「
物
価
」
「
広
告
」
の
各
項
よ
り
な
り
そ
れ
ぞ
れ
に
い
く
つ
か
の
記
事
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
「
雑
報
」
、
つ
ま

り
今
日
の
新
聞
の
三
面
記
事
の
元
祖
に
あ
た
る
社
会
記
事
、
世
俗
世
相
の
雑
報
記
事
は
文
字
通
り
三
頁
（
面
）
中
心
に
お
さ
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
中
に
も
い
く
つ
か
の
項
目
が
あ
っ
て
数
行
で
済
む
記
事
も
あ
る
が
、
最
も
読
者
の
興
味
を
惹
き
そ
う
な
一
項
を
選
ん
で
そ
の
記

事
の
中
央
に
木
版
の
挿
絵
を
組
み
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。
（
新
聞
全
体
で
挿
絵
は
こ
の
一
ヶ
所
で
あ
る
。
）

「
平
仮
名
絵
入
新
聞
」
第
一
号
で
は
二
頁
下
段
七
行
目
よ
り
三
頁
を
経
て
四
頁
上
段
一
行
目
に
わ
た
る
傷
害
事
件
の
記
事
が
そ
れ
に
あ

（
６
）

た
り
、
三
頁
下
段
四
、
五
行
目
よ
り
最
終
行
ま
で
が
挿
絵
で
あ
る
。
挿
絵
は
犯
人
吉
岡
良
太
郎
と
い
う
散
切
り
頭
、
書
生
風
の
美
青
年
が

料
理
屋
の
娘
に
大
刀
を
大
上
段
に
ふ
り
か
ぶ
っ
て
斬
り
か
か
る
の
を
選
卒
（
後
に
巡
査
と
改
称
ｌ
本
田
注
）
二
名
が
捕
え
よ
う
と
す
る

図
で
、
約
十
四
行
分
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
記
事
全
体
が
四
十
九
行
な
の
で
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
を
挿
絵
が
占
め
て
い
る
こ
と
に
な

ブ
（
》
０

（
梗
概
）
鳥
取
士
族
、
吉
岡
良
太
郎
は
二
十
一
歳
、
町
で
評
判
の
色
男
で
あ
っ
た
。
去
年
、
神
戸
に
来
て
吾
妻
菊
と
い
う
料
理
屋
の

娘
、
お
ふ
き
、
十
七
歳
と
深
い
仲
と
な
っ
た
。
良
太
郎
は
お
ふ
き
に
入
れ
揚
げ
た
が
、
さ
る
商
店
の
手
代
が
大
金
を
州
し
て
お
ふ
き
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を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
、
お
ふ
き
の
両
親
ま
た
お
ふ
き
も
そ
の
気
に
な
る
。
嫌
わ
れ
た
良
太
郎
は
こ
の
日
、
吾
妻
菊
へ
斬
込
み
、
お

ふ
き
の
肩
先
を
斬
り
、
両
親
、
下
男
に
手
を
負
わ
せ
る
。
す
ぐ
に
選
孕
が
駈
け
つ
け
、
屋
根
の
上
で
立
廻
り
と
な
る
。
追
い
つ
め
ら

れ
た
良
太
郎
が
火
の
見
櫓
に
の
ぼ
っ
て
切
腹
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
郷
里
の
親
友
、
大
江
利
夫
が
来
て
説
諭
し
遂
に
縄
目
に
か
か

っ
た
。
こ
の
事
件
は
去
年
九
月
十
三
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
ご
ろ
処
分
が
決
ま
っ
た
。

結
び
に
「
な
ん
と
皆
さ
ん
つ
典
し
む
べ
き
は
色
で
ご
ざ
る
」
の
一
文
が
あ
る
。
明
治
版
佐
野
次
郎
左
衞
門
の
一
幕
で
あ
る
。
こ
の
種
の

挿
絵
と
雑
報
記
事
が
平
仮
名
絵
入
新
聞
の
人
気
を
高
め
た
。
毎
号
工
夫
し
た
挿
絵
と
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
が
、
明
治
八
年
四
月
廿
六
日

（
第
五
号
）
の
雑
報
を
傑
作
と
し
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
記
事
は
二
頁
下
段
十
二
行
目
よ
り
三
頁
下
段
三
行
目
に
わ
た
っ
て
お

り
、
三
頁
上
段
に
大
き
な
挿
絵
が
あ
っ
て
女
郎
屋
の
座
敷
で
布
団
を
引
解
い
て
綿
を
出
し
て
い
る
男
を
大
柄
の
女
郎
が
掴
ま
え
て
争
っ
て

い
る
有
様
を
大
写
し
に
描
い
て
い
る
。
記
事
本
文
に
よ
る
と

小
日
向
江
戸
川
町
に
住
む
東
京
府
士
族
吉
田
忠
助
は
吉
原
の
京
町
二
丁
目
貸
座
敷
、
霜
田
敬
蔵
の
店
へ
登
楼
し
て
田
毎
と
い
う
女
郎

を
か
つ
た
。
し
か
し
、
田
毎
は
い
つ
ま
で
待
っ
て
も
す
っ
ぽ
か
し
て
現
れ
ず
、
ど
う
や
ら
隣
座
敷
へ
入
っ
た
模
様
で
あ
る
。
忠
助
は

腹
が
立
ち
、
悶
々
と
し
て
寝
ら
れ
な
い
ま
ま
、
こ
の
報
復
を
考
え
た
。
そ
し
て
、
夜
具
の
蒲
団
を
持
出
し
て
大
門
口
に
軒
先
か
ら
ぶ

ら
さ
げ
て
さ
ら
し
も
の
と
し
こ
の
店
を
恥
か
し
め
よ
う
と
思
い
付
い
た
。
と
こ
ろ
が
大
布
団
で
重
く
て
運
べ
な
い
の
で
引
解
い
て
綿

は
片
隅
へ
隠
し
、
布
地
だ
け
を
持
出
し
て
、
と
懐
に
入
れ
た
と
こ
ろ
を
田
毎
に
発
見
さ
れ
て
格
闘
と
な
っ
た
。
す
ぐ
に
巡
査
が
来
て

こ
の
男
は
屯
所
へ
引
か
れ
禁
獄
四
十
日
の
刑
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

器
物
損
壊
罪
に
該
当
し
た
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
に
し
て
も
大
布
団
を
引
解
く
と
は
念
の
入
っ
た
こ
と
、
苦
心
の
程
が
思
い
や
ら
れ
る
。

こ
の
平
仮
名
絵
入
新
聞
の
挿
絵
は
社
主
、
落
合
（
一
恵
斎
）
芳
幾
、
文
章
は
印
務
編
輯
長
代
理
、
高
畠
藍
泉
（
三
世
柳
亭
種
彦
）
の
筆

（
７
）

に
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
高
畠
藍
泉
の
文
は
や
が
て
明
治
八
年
冬
に
入
社
し
た
染
崎
延
房
（
二
世
為
永
春
水
）
が
受
継
い
だ
と
思
わ
れ
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る
。
篠
田
鑛
造
著
『
明
治
新
聞
綺
談
』
（
昭
和
十
八
年
十
一
月
、
明
正
堂
刊
）
に
三
品
藺
溪
翁
が
明
治
十
六
年
の
秋
に
、
東
京
絵
入
新
聞

社
へ
入
社
し
た
時
の
模
様
を
書
い
た
一
文
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
章
に
よ
る
と

：
．
．
：
追
々
日
数
を
経
る
に
従
ひ
、
無
愛
想
で
あ
っ
た
染
崎
老
も
、
案
外
優
し
い
老
人
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
し
て
同
老
は
、
毎

日
午
前
十
一
時
頃
に
出
勤
、
前
日
下
書
が
出
来
て
ゐ
る
受
持
の
絵
入
物
一
章
づ
っ
書
か
れ
る
丈
で
、
執
筆
中
、
字
句
に
支
へ
た
り
、

睡
魔
に
襲
は
れ
た
り
す
る
と
、
い
つ
も
懐
中
か
ら
四
つ
折
の
半
紙
を
取
出
し
て
、
そ
の
小
隅
を
裂
い
て
丁
寧
に
紙
撚
（
こ
よ
り
）
を

こ
し
ら
へ
そ
れ
で
耳
の
穴
を
穿
る
の
が
癖
の
や
う
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
同
老
は
「
浅
尾
岩
切
真
実
競
」
に
つ
い
で
「
小
政
の
話
」
と

い
ふ
の
を
紙
面
に
書
い
て
ゐ
た
。
…
…
（
同
書
の
「
東
京
絵
入
新
聞
社
の
編
輯
局
」
四
七
頁
）

．
：
…
と
い
う
風
に
明
治
十
六
年
頃
染
崎
延
房
が
「
受
持
の
絵
入
物
」
、
絵
入
り
の
続
き
物
を
執
筆
し
て
い
る
状
況
を
描
写
し
て
い
る
。
こ

の
頃
の
記
者
の
生
態
を
高
木
健
夫
氏
は
野
崎
左
文
の
回
想
に
も
と
づ
い
て
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

出
社
、
午
前
十
時
。
す
ぐ
に
そ
の
日
の
「
続
き
も
の
」
一
回
分
を
十
一
時
ご
ろ
ま
で
に
書
く
。
Ｉ
中
略
ｌ
そ
の
こ
ろ
の
作
家

は
、
ほ
と
ん
ど
自
分
で
挿
絵
の
下
絵
を
描
く
の
が
一
般
で
あ
っ
た
。
原
稿
を
画
家
に
渡
し
て
描
い
て
も
ら
う
人
も
あ
っ
た
が
、
た
い

が
い
そ
の
日
の
分
の
場
面
、
時
間
、
天
気
か
ら
人
物
の
着
物
の
柄
と
か
、
小
道
具
ま
で
を
指
定
し
た
下
絵
を
画
家
に
渡
し
た
。
画
家

は
こ
の
下
絵
が
あ
れ
ば
、
原
稿
を
み
な
く
と
も
挿
絵
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
。
ｌ
中
略
ｌ
「
小
新
聞
」
の
記
者
兼
続
き
も
の
作

者
が
出
社
す
る
と
、
机
の
上
に
は
お
と
と
い
ま
わ
し
て
お
い
た
下
絵
を
画
家
が
版
下
に
描
き
、
彫
り
上
っ
た
版
木
が
出
来
て
い
る
。

作
家
は
そ
の
版
木
の
画
面
に
合
う
よ
う
に
、
メ
モ
を
み
な
が
ら
、
そ
の
日
の
一
回
分
を
一
時
間
か
一
時
間
半
以
内
に
書
く
の
だ
。

（
高
木
健
夫
著
『
新
聞
小
説
史
、
明
治
篇
』
Ｉ
昭
和
川
十
九
年
十
二
月
十
六
日
、
国
書
刊
行
会
刊
１
羽
頁
「
続
き
も
の
記
者
の

作
者
が
下
絵
を
描
く
、
と
い
う
の
は
版
本
、
特
に
草
双
紙
合
巻
の
稿
本
作
成
の
場
合
を
想
わ
せ
る
。
江
戸
時
代
以
来
の
伝
統
的
版
本
作

生
態
」
）
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成
の
方
法
で
新
聞
の
紙
面
を
構
成
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
版
木
を
彫
る
た
め
の
下
絵
と
金
属
活
字
で
組
ま
れ
る
文
章
の
原
稿
を
別
々
に

速
成
し
て
組
合
わ
せ
た
点
が
異
な
る
。

篠
田
鑛
造
氏
や
高
木
健
夫
氏
の
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
続
き
物
作
者
の
執
筆
の
状
況
が
よ
く
分
る
。
し
か
し
、
作
者
の
創
作
、
物
語

で
あ
る
続
き
物
の
場
合
は
こ
の
通
り
で
あ
ろ
う
が
、
平
仮
名
絵
入
新
聞
創
刊
号
以
来
の
単
独
の
絵
入
り
雑
報
記
事
は
社
会
的
事
件
の
挿
絵

を
中
心
に
報
道
の
戯
文
を
書
き
こ
ん
だ
も
の
で
後
述
す
る
「
錦
絵
新
聞
」
の
場
合
と
照
合
す
る
と
挿
絵
は
一
恵
斎
芳
幾
が
直
接
、
描
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
草
双
紙
合
巻
の
稿
本
の
様
な
作
者
の
下
絵
は
な
く
、
芳
幾
が
一
三
－
ス
の
あ
ら
ま
し
を
聞
い
て
直
接
、
版
下
画
を
速

成
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
高
畠
藍
泉
や
染
崎
延
房
は
こ
の
版
下
画
を
眺
め
て
、
そ
の
絵
の
周
囲
を
埋
め
る
戯
作
調
で
は
あ
っ
て
も
あ

く
ま
で
事
件
の
報
道
の
新
聞
記
事
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
庶
民
暦
の
読
者
の
た
め
の
分
り
易
す
い
報
道
の
文
に
戯
作
者
の
文
章
が
生
か
さ

（
８
）

れ
た
の
で
あ
る
。
作
者
の
文
章
は
直
ち
に
金
属
活
字
に
組
ま
れ
て
、
芳
幾
の
挿
絵
の
版
木
と
組
合
わ
せ
ら
れ
る
。
作
者
は
今
日
の
新
聞
記

者
が
三
面
記
事
の
文
章
に
凝
る
の
と
同
様
に
潤
色
の
多
い
戯
文
の
記
事
を
作
成
し
た
。
し
か
し
、
読
者
の
興
味
の
中
心
は
む
し
ろ
芳
幾
の

挿
絵
に
あ
っ
て
、
絵
と
文
と
相
補
っ
て
こ
の
「
絵
入
物
」
が
平
仮
名
絵
入
新
聞
の
目
玉
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

平
仮
名
絵
入
新
聞
が
創
刊
さ
れ
た
明
治
八
年
の
前
年
、
明
治
七
年
に
は
新
聞
錦
絵
が
人
形
町
の
具
足
屋
か
ら
発
行
さ
れ
評
判
を
呼
ん

だ
。
東
京
日
日
新
聞
中
の
記
事
、
多
く
は
い
わ
ば
三
面
記
事
ｌ
刃
傷
、
情
痴
、
犯
罪
、
珍
説
ｌ
を
浮
世
絵
に
仕
立
て
た
の
で
あ
る
。

東
京
日
日
新
聞
は
明
治
五
年
二
月
二
十
一
日
、
條
野
傳
平
、
西
田
傳
助
、
落
合
芳
幾
が
創
刊
し
た
東
京
最
初
の
日
刊
紙
で
明
治
六
年
に
は

岸
田
吟
香
が
入
社
し
て
雑
報
欄
に
麗
筆
を
ふ
る
っ
た
。
こ
の
新
聞
創
設
の
中
心
人
物
で
あ
る
芳
幾
自
身
が
新
聞
錦
絵
の
絵
師
と
な
っ
た
。

東
京
日
日
新
聞
の
新
聞
錦
絵
が
評
判
を
と
る
と
、
こ
れ
に
な
ら
っ
て
大
蘇
芳
年
の
郵
便
報
知
新
聞
の
新
聞
錦
絵
が
錦
昇
堂
か
ら
刊
行
さ
れ

三
新
聞
錦
絵
に
つ
い
て
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新
聞
の
紙
世
に
稗
益
し
内
外
の
事
理
相
通
じ
遠
近
の
人
情
相
達
し
て
開
化
進
歩
に
効
あ
る
は
犬
榔
っ
幼
兒
だ
に
善
く
知
得
て
教
示
に

だ
い
ぼ
ん

あ
た
は

就
し
む
る
の
臺
本
た
れ
ど
も
唯
人
情
事
理
は
心
に
感
ず
可
く
思
に
考
ふ
可
く
し
て
目
に
鯛
れ
手
に
取
る
能
ざ
る
の
憾
あ
れ
ば
描
き
て

さ
と
ち
か
み
ち

せ
う
ふ
く
と
う
く
わ
つ

以
て
之
を
諭
す
の
捷
径
な
る
に
如
か
ず
と
一
魁
芳
年
子
が
筆
妙
自
由
の
画
権
を
乞
ひ
肖
逼
圖
活
の
圖
象
を
も
て
童
蒙
婦
女
を
観
ば
し

め
つ
上
誘
導
の
一
助
な
ら
め
と
…
…

…
…
と
あ
る
。
新
聞
錦
絵
創
刊
の
趣
旨
、
狙
い
を
よ
く
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
新
聞
の
文
章
の
説
く
と
こ
ろ
だ
け
で
は
難
解
で
婦
女
童

蒙
Ｉ
江
戸
時
代
以
来
の
庶
民
層
の
読
者
ｌ
に
は
理
解
で
き
な
い
の
で
、
分
り
易
す
ぐ
挿
絵
を
工
夫
し
て
面
白
く
分
ら
せ
よ
う
と
い
う

の
で
あ
る
。
瓦
版
や
草
双
紙
の
手
法
に
よ
っ
て
新
聞
の
文
章
を
絵
解
き
し
た
の
で
あ
る
。
新
聞
錦
絵
で
は
芳
幾
と
芳
年
の
活
躍
が
目
立
つ

（
９
）

が
、
特
に
芳
幾
は
新
聞
錦
絵
総
数
二
百
前
後
の
中
で
半
数
以
上
を
書
い
た
と
い
わ
れ
る
。

芳
幾
や
芳
年
は
新
聞
の
三
面
記
事
を
材
料
に
し
て
世
相
を
描
い
た
。
幕
末
、
明
治
に
新
し
く
出
現
し
た
新
聞
を
浮
世
絵
と
し
て
絵
解
き

し
た
の
で
あ
る
。
新
聞
錦
絵
の
画
面
か
ら
受
け
る
印
象
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
絵
と
書
き
入
れ
の
文
と
が
一
体
と
な
っ
て
草
双
紙
の
紙
面
を

想
わ
せ
る
。
し
か
し
、
作
者
の
稿
本
の
下
絵
を
版
下
に
完
成
す
る
草
双
紙
の
画
工
の
場
合
と
は
違
っ
て
こ
の
絵
は
芳
幾
や
芳
年
が
新
聞
記

事
の
イ
メ
ー
ジ
を
直
接
描
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
書
き
入
れ
の
文
章
も
軽
妙
な
戯
作
調
の
名
文
で
山
々
亭
有
人
、
転
々
堂
主
人

（
高
畠
藍
泉
）
以
下
の
戯
作
者
が
書
い
て
い
る
が
、
し
か
し
、
元
来
は
新
聞
の
報
道
記
事
の
文
章
が
あ
っ
た
訳
で
、
そ
れ
を
ア
レ
ン
ジ
、

脚
色
し
て
画
面
の
余
白
に
書
き
こ
め
ば
よ
か
っ
た
。
絵
組
み
を
中
心
と
す
る
稿
本
を
作
成
し
た
草
双
紙
の
作
者
の
場
合
と
は
大
い
に
異
る

の
で
あ
る
。
新
聞
錦
絵
に
お
い
て
は
絵
師
も
文
章
の
書
き
手
も
草
双
紙
の
場
合
と
は
異
る
役
割
を
担
当
し
た
。
芳
幾
や
芳
年
に
し
て
み
れ

ば
新
聞
の
三
面
記
事
が
あ
れ
ば
、
残
酷
、
滑
稽
、
あ
る
い
は
珍
ら
し
い
場
面
を
ど
の
様
に
で
も
錦
絵
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
新
聞
記
事

に
よ
っ
て
市
井
の
事
件
を
挿
絵
と
す
る
絵
師
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
文
章
の
作
者
も
新
聞
記
事
を
参
考
に
し
て
専
ら
事
件
を
報

た
。
そ
の
創
刊
号
に

ノ
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新
聞
で
あ
る
。

保
し
た
の
で
あ
る
。

道
す
る
戯
文
の
作
成
に
専
念
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。
江
戸
時
代
以
来
の
絵
師
と
戯
作
者
の
伝
統
が
新
聞
を
媒
体
と
し
て
報
道
の
画
家
と
記
者

と
し
て
新
た
に
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
っ
た
。
新
聞
錦
絵
は
こ
の
様
に
浮
世
絵
師
と
戯
作
者
の
力
を
か
り
て
庶
民
層
の
読
者
の
数
を
確

こ
の
新
聞
錦
絵
の
流
行
を
み
て
、
そ
の
流
行
の
中
心
で
あ
っ
た
絵
師
・
落
合
芳
幾
、
お
よ
び
高
畠
藍
泉
（
三
世
柳
亭
種
彦
）
が
創
立
し

た
の
が
前
述
し
た
平
仮
名
絵
入
新
聞
で
あ
っ
た
。
新
し
い
印
刷
媒
体
で
あ
る
活
字
に
江
戸
以
来
の
浮
世
絵
の
版
木
を
組
み
込
ん
だ
絵
入
り

仮
名
読
新
聞
や
東
京
絵
入
新
聞
な
ど
当
時
の
小
新
聞
の
新
聞
社
は
小
規
模
で

出
雲
町
へ
移
韓
し
て
か
ら
の
仮
名
読
新
聞
社
は
間
口
が
三
間
ば
か
り
、
奥
行
が
五
六
間
、
階
下
左
方
の
一
室
が
事
務
会
計
広
告
掛
の

事
務
室
ｌ
人
員
僅
か
に
四
名
ｌ
其
右
方
の
入
口
に
土
間
が
あ
っ
て
、
階
下
の
奥
も
す
べ
て
二
間
で
、
葱
が
印
刷
工
場
に
充
て
ら

れ
て
い
た
。
階
上
の
西
側
即
ち
道
路
に
面
し
た
方
に
十
二
畳
ば
か
り
の
畳
敷
の
一
室
が
あ
っ
て
、
葱
が
編
輯
局
、
其
奥
の
板
敷
の
虚

が
植
字
場
で
あ
っ
た
。
（
篠
田
鑛
造
著
『
明
治
新
聞
綺
談
』
“
頁
。
野
崎
左
文
の
文
に
よ
る
）

東
京
絵
入
新
聞
社
も
主
筆
格
の
前
田
健
次
郎
と
染
崎
延
房
（
二
世
為
永
春
水
Ｊ
古
川
精
一
（
魁
蕾
子
）
と
三
品
藺
溪
翁
の
四
人
で
あ

っ
た
。
末
広
鉄
腸
も
曙
新
聞
の
編
輯
局
に
つ
い
て

…
…
曙
新
聞
は
七
八
畳
敷
に
て
、
記
者
は
余
（
末
広
氏
）
を
外
に
し
て
雛
訳
掛
一
名
雑
報
掛
の
老
人
一
名
校
正
兼
編
輯
の
補
助
一
名

と
出
省
方
と
称
し
諸
官
省
へ
布
告
を
賞
ふ
て
来
る
下
等
の
探
訪
者
二
三
名
に
過
ぎ
ざ
り
し
な
り
…
…
中
略
…
…
当
時
の
曙
新
聞
は
今

日
の
新
聞
紙
の
半
裁
に
少
し
広
く
し
て
白
紙
に
文
字
が
パ
ラ
ッ
と
並
ん
で
ゐ
る
様
な
体
裁
に
て
短
き
論
説
の
外
に
雑
報
の
十
件
か
五

件
も
あ
れ
ば
そ
れ
で
紙
上
が
填
ま
る
程
な
れ
ば
記
者
少
な
け
れ
ど
職
務
は
至
っ
て
暇
な
り
…
…
（
『
明
治
新
聞
綺
談
』
囎
頁
。
末
広

鉄
腸
の
文
に
よ
る
）
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と
小
新
聞
の
編
集
の
実
態
を
説
明
し
て
い
る
。
平
仮
名
絵
入
新
聞
（
東
京
絵
入
新
聞
）
な
ど
小
新
聞
の
編
集
は
皆
こ
の
曙
新
聞
と
同
様
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
平
仮
名
絵
入
新
聞
は
前
述
の
様
に
こ
の
雑
報
記
事
中
の
一
つ
ｌ
最
も
読
者
の
興
味
を
ひ
く
と
思
わ
れ
る
も
の
を

絵
入
り
と
し
た
。
こ
の
部
分
だ
け
を
み
れ
ば
前
述
し
た
「
新
聞
錦
絵
」
で
あ
る
。
小
規
模
、
小
人
数
の
新
聞
社
で
あ
る
だ
け
に
こ
の
絵
入

り
記
事
に
関
し
て
は
社
主
、
落
合
芳
幾
の
働
き
を
重
視
し
た
い
。
先
ず
一
三
－
ス
の
イ
ラ
ス
ト
化
が
速
か
に
芳
幾
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
こ

れ
に
戯
作
者
ｌ
高
畠
藍
泉
、
染
崎
延
房
ｌ
が
、
草
双
紙
な
ど
の
戯
作
で
鍛
え
ら
れ
た
文
章
を
添
え
て
読
者
に
提
供
し
た
。

こ
の
紙
面
の
印
象
は
新
聞
錦
絵
、
ま
た
草
双
紙
合
巻
と
似
て
い
る
。
し
か
し
、
作
成
の
過
程
は
戯
作
者
に
よ
る
稿
本
（
絵
も
文
も
、
そ

の
大
き
さ
の
指
定
や
レ
イ
ァ
ゥ
ト
も
カ
ッ
ト
の
挿
絵
や
目
次
の
体
裁
ま
で
お
よ
そ
印
刷
さ
れ
る
も
の
の
す
べ
て
を
正
確
に
表
示
し
た
種

本
）
が
前
提
と
な
る
草
双
紙
と
は
異
な
り
、
む
し
ろ
浮
世
絵
そ
の
も
の
の
制
作
と
似
て
い
る
。
絵
師
が
直
接
、
世
相
を
描
写
し
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
戯
作
者
の
稿
本
に
依
存
せ
ず
、
ま
た
、
作
家
の
文
章
に
あ
と
か
ら
添
え
る
現
在
の
挿
絵
と
も
勿
論
異
り
、
先
ず
絵
が

出
来
た
の
で
あ
る
。

あ
っ
た
。

小
新
聞
の
続
き
物
は
読
者
に
歓
迎
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
特
に
人
気
の
あ
る
続
き
物
は
脚
色
を
加
え
増
補
し
編
集
し
て
草
双
紙
合
巻
と
し

て
速
成
、
刊
行
さ
れ
た
。
新
聞
記
事
を
材
料
と
し
た
錦
絵
を
新
聞
錦
絵
と
呼
ぶ
の
に
な
ぞ
ら
え
れ
ば
新
聞
合
巻
、
続
き
物
合
巻
と
称
す
る

の
が
相
応
し
い
。
こ
れ
が
明
治
期
の
合
巻
の
特
色
と
な
っ
た
。
続
き
物
の
連
載
記
事
と
し
て
の
人
気
と
、
そ
れ
が
伝
統
的
な
草
双
紙
合
巻

の
形
態
に
増
補
、
脚
色
可
能
で
あ
る
点
と
が
草
双
紙
の
版
元
（
出
版
社
）
に
注
目
さ
れ
た
。
そ
の
第
一
号
が
『
鳥
追
阿
松
海
上
新
話
』
で

本
書
は
草
双
紙
合
巻
、
三
編
（
初
編
’
三
編
）
、
九
冊
、
丁
数
は
各
九
丁
、
仮
名
垣
魯
文
閲
、
久
保
田
彦
作
作
、
陽
州
斎
周
延
画
で
明

四
明
治
合
巻
に
つ
い
て
ｌ
『
鳥
追
阿
松
海
上
新
話
』
の
問
題
点
Ｉ
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前
編
Ｉ
（
上
巻
）
木
挽
町
采
女
が
原
の
非
人
小
屋
に
住
む
母
娘
、
お
千
代
と
阿
松
は
正
月
は
烏
追
い
、
平
常
は
門
付
の
芸
人
と
し
て

暮
し
て
い
た
。
慶
応
の
末
、
維
新
の
徴
兵
隊
の
兵
士
で
あ
る
浜
田
正
司
と
い
う
人
物
が
阿
松
を
見
染
め
縫
瀬
を
重
ね
、
母
娘
共
謀
し
て
籠

絡
し
て
二
百
円
余
ま
き
あ
げ
る
。
こ
の
噂
が
上
司
に
洩
れ
て
浜
田
は
禁
足
の
刑
を
受
け
る
。
阿
松
は
同
じ
非
人
仲
間
の
大
坂
吉
と
恋
仲
で

あ
っ
た
が
、
一
方
、
浅
草
並
木
町
の
呉
服
店
の
番
頭
忠
蔵
が
阿
松
に
慕
れ
こ
み
通
っ
て
い
た
。
あ
る
時
、
主
人
か
ら
預
っ
た
商
売
の
決
算

の
金
二
百
両
を
運
ぶ
途
中
、
阿
松
の
家
へ
立
ち
寄
り
同
衾
し
た
と
こ
ろ
へ
、
不
意
に
大
坂
吉
が
現
れ
密
夫
呼
わ
り
し
て
庖
丁
逆
手
に
忠
蔵

を
刺
そ
う
と
す
る
。
（
中
巻
〉
こ
の
争
い
を
調
停
し
た
お
千
代
の
策
略
に
だ
ま
さ
れ
て
忠
蔵
は
主
人
の
金
の
中
百
両
を
出
し
て
命
乞
い
す

る
。
実
は
こ
の
一
件
は
お
千
代
が
阿
松
と
大
坂
吉
と
共
謀
し
た
美
人
局
の
芝
居
で
あ
っ
た
。
浜
田
正
司
の
件
が
其
筋
へ
聴
え
た
の
で
危
険

を
感
じ
て
お
千
代
は
明
治
二
年
二
月
初
旬
、
阿
松
と
大
坂
吉
を
大
坂
へ
旅
立
た
せ
た
。
二
人
は
品
川
の
東
海
禅
寺
の
非
人
仲
間
、
安
次
郎

宅
に
泊
ま
っ
た
が
、
安
次
郎
は
褒
美
の
金
ほ
し
さ
に
二
人
の
こ
と
を
取
締
所
の
分
営
へ
注
進
す
る
。
阿
松
は
逃
げ
た
が
、
大
坂
吉
は
捕
縛

さ
れ
、
翌
明
治
三
年
二
月
、
三
宅
島
流
罪
と
な
っ
た
。
一
方
、
松
屋
の
手
代
忠
蔵
は
百
両
使
い
こ
ん
で
主
家
へ
戻
ら
れ
ず
、
死
ん
で
言
訳

し
よ
う
と
品
川
の
八
景
坂
で
書
置
残
し
て
首
を
吊
ろ
う
と
す
る
。
（
下
巻
）
そ
こ
へ
偶
然
、
阿
松
が
来
か
か
り
、
死
を
と
め
、
一
旦
故
郷

の
大
阪
へ
帰
る
様
勧
め
る
。
二
人
、
三
島
の
宿
に
滞
在
し
た
が
、
忠
蔵
重
い
病
気
と
な
る
。
阿
松
、
忠
蔵
の
財
布
を
奪
っ
て
逃
げ
よ
う
と

す
き
を
狙
っ
て
い
る
。
あ
る
夜
、
部
屋
に
盗
人
が
入
り
忠
蔵
の
財
布
が
盗
ま
れ
る
。
二
人
路
銀
が
失
く
な
っ
て
困
り
果
て
る
。

二
編
Ｉ
（
上
巻
）
そ
こ
へ
、
甲
州
屋
定
次
郎
と
い
う
駿
州
府
中
の
芸
者
屋
稼
業
と
名
乗
る
男
が
現
れ
、
三
十
円
渡
し
て
、
阿
松
を
芸

〔
梗
概
〕

前
編
ｌ

暮
し
て
い
た
。

治
十
一
年
二
、
三
月
に
錦
栄
堂
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
前
年
の
明
治
十
年
十
二
月
十
日
、
仮
名
読
新
聞
第
五
百
四
十
号
か
ら
こ
の
明
治
十
一

年
一
月
十
一
日
第
五
百
六
十
二
号
ま
で
十
四
回
に
わ
た
っ
て
雑
報
欄
に
連
載
さ
れ
た
毒
婦
「
鳥
追
お
松
の
傳
」
を
草
双
紙
合
巻
に
仕
立
て

た
も
の
で
あ
る
。
梗
概
を
記
し
て
み
よ
う
。

－281－



者
に
し
た
い
、
四
五
日
の
う
ち
に
忠
蔵
も
廓
へ
引
取
り
世
話
を
す
る
、
と
い
う
。
二
人
は
金
に
窮
し
て
い
た
の
で
、
阿
松
は
忠
蔵
を
残
し

て
定
次
郎
に
連
れ
ら
れ
て
去
る
。
（
中
巻
）
し
か
し
、
定
次
郎
は
実
は
甲
府
無
宿
根
方
の
作
蔵
と
い
う
悪
漢
で
、
以
前
か
ら
阿
松
を
か
ど

わ
か
そ
う
と
計
画
し
た
の
で
、
座
敷
へ
入
っ
て
財
布
を
奪
っ
た
の
も
こ
の
男
、
宵
に
渡
し
た
三
十
円
は
贋
金
で
あ
っ
た
。
阿
松
は
興
津
の

宿
で
駕
籠
か
ら
降
さ
れ
乱
暴
さ
れ
そ
う
に
な
る
。
お
松
、
松
の
木
の
小
枝
に
す
が
っ
て
逃
げ
よ
う
と
す
る
。
作
蔵
追
う
。
阿
松
、
海
に
落

ち
遠
州
灘
の
外
海
に
流
さ
れ
る
。
こ
の
日
は
明
治
二
年
十
月
廿
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
恰
度
、
東
京
の
廻
漕
丸
と
い
う
蒸
気
船
が
通
り

か
か
り
、
端
船
を
お
ろ
し
て
阿
松
を
救
い
上
げ
た
。
船
が
神
戸
に
着
く
と
阿
松
は
所
持
し
た
忠
蔵
の
守
り
袋
の
楢
の
緒
書
を
種
に
忠
蔵
の

実
父
、
大
坂
心
斎
橋
の
足
袋
屋
忠
兵
衛
に
引
渡
し
て
く
れ
と
頼
む
。
こ
の
親
の
と
こ
ろ
に
忠
蔵
か
ら
の
連
絡
が
な
い
の
を
見
定
め
て
か

ら
、
忠
兵
衛
夫
婦
に
改
め
て
挨
拶
し
、
忠
蔵
と
夫
婦
の
約
束
を
交
わ
し
大
坂
へ
欠
落
ち
す
る
途
中
、
忠
蔵
は
亡
く
な
り
、
そ
の
後
、
作
蔵

に
手
込
に
さ
れ
た
と
ま
こ
と
し
や
か
に
い
つ
わ
る
。
（
下
巻
）
阿
松
心
の
潔
白
を
示
す
た
め
黒
髪
を
根
元
か
ら
切
っ
て
差
出
す
。
両
親
は

す
っ
か
り
信
用
し
て
親
子
の
縁
を
結
ぶ
。
こ
の
と
き
、
障
子
の
内
よ
り
「
大
歸
り
の
女
待
て
」
と
以
前
、
阿
松
が
だ
ま
し
た
浜
田
正
司
が

現
れ
、
配
下
の
兵
隊
が
阿
松
を
縛
っ
て
駕
籠
に
乗
せ
る
。
し
か
し
、
実
は
浜
田
正
司
は
今
は
大
坂
へ
韓
任
し
て
出
世
し
た
が
阿
松
を
忘
れ

か
ね
て
追
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
兵
隊
達
は
浜
田
の
指
示
に
よ
り
阿
松
を
駕
篭
か
ら
降
ろ
し
て
去
る
。
そ
こ
へ
浜
田
正
司
が
現
れ
、
阿

松
を
ひ
き
と
り
妾
に
し
た
い
と
言
う
。

三
編
Ｉ
（
上
巻
）
明
治
三
年
二
月
と
な
っ
た
。
正
司
は
阿
松
の
と
こ
ろ
に
寝
泊
り
し
て
本
宅
に
帰
ら
な
い
・
妻
、
安
子
は
夫
の
た
め

阿
松
を
家
に
入
れ
よ
う
と
す
る
。
正
司
は
柳
橋
の
芸
者
と
い
つ
わ
っ
て
、
そ
の
年
の
暮
れ
阿
松
を
本
宅
に
入
れ
る
。
阿
松
の
以
前
の
情

夫
、
大
坂
吉
は
徒
刑
百
日
で
放
免
と
な
り
、
故
郷
の
大
阪
へ
帰
り
偶
然
、
浜
田
の
屋
敷
の
厩
の
中
間
と
な
っ
た
。
阿
松
と
再
会
し
て
中
間

部
屋
で
し
の
び
逢
う
。
（
中
巻
）
忠
僕
の
佐
助
が
二
人
密
会
の
現
場
を
お
さ
え
巻
め
る
。
阿
松
は
二
人
許
婚
の
間
柄
で
あ
っ
た
と
説
明
し

情
を
乞
う
。
佐
助
、
二
人
を
許
す
。
阿
松
は
本
妻
安
子
を
陥
れ
る
た
め
正
司
の
手
箱
か
ら
二
百
円
盗
み
、
傍
に
安
子
あ
て
の
実
家
か
ら
の
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「
…
…
遙
か
に
過
去
し
明
治
元
年
の
春
よ
り
し
て
同
十
年
の
冬
に
止
る
温
故
知
新
の
大
実
録
題
し
て
海
上
新
話
と
号
け
…
…
」
（
初
編
、

自
序
）
と
あ
る
様
に
新
聞
記
事
を
も
と
に
鳥
追
阿
松
の
一
代
記
を
書
い
た
も
の
で
本
文
に
示
さ
れ
て
い
る
「
慶
応
末
」
よ
り
「
明
治
十
年

二
月
九
日
」
の
狂
死
に
至
る
実
録
と
し
て
い
る
。
本
書
刊
行
と
同
年
、
明
治
十
一
年
六
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
『
夜
嵐
阿
衣
花
廼
仇

夢
』
が
「
さ
き
か
け
新
聞
」
第
三
百
二
十
号
（
本
年
五
月
二
十
八
日
）
以
来
の
記
事
に
よ
っ
て
合
巻
に
仕
立
て
ら
れ
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

手
紙
を
落
し
て
お
く
。
正
司
、
安
子
を
疑
い
折
濫
す
る
。
物
置
へ
と
ぢ
こ
め
縛
っ
て
や
ぶ
蚊
に
せ
せ
ら
せ
る
。
忠
僕
佐
助
、
縄
を
と
き
安

子
を
逃
す
。
（
下
巻
）
佐
助
、
安
子
を
逃
し
た
の
で
答
め
ら
れ
物
置
に
つ
な
が
れ
た
が
、
そ
の
夜
、
舌
か
み
切
っ
て
死
ぬ
。
浜
田
は
こ
の

佐
助
の
横
死
を
其
筋
へ
届
け
な
か
っ
た
の
で
免
職
と
な
り
、
他
に
も
多
く
の
罪
が
あ
る
の
で
濫
倉
に
拘
留
さ
れ
る
。
逃
れ
ぬ
と
こ
ろ
と
舌

く
い
切
っ
て
死
ぬ
。
阿
松
と
大
坂
吉
は
正
司
の
金
を
奪
っ
て
欠
落
ち
す
る
。
明
治
三
年
十
二
月
、
津
の
国
の
麻
耶
山
の
麓
の
雪
の
中
で
鉄

砲
か
た
げ
た
猟
人
と
会
う
。
こ
れ
は
根
方
の
作
蔵
で
あ
っ
た
。
作
蔵
は
阿
松
を
奪
お
う
と
し
、
大
坂
吉
と
格
闘
と
な
り
、
大
坂
吉
は
谷
底

へ
落
ち
る
。
お
松
は
作
蔵
の
言
い
な
り
に
な
っ
て
隠
れ
家
へ
着
く
。
す
き
を
み
て
鉄
砲
で
作
蔵
を
討
つ
が
、
失
敗
す
る
。
作
蔵
、
お
松
を

切
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
へ
大
熊
一
疋
現
れ
作
蔵
を
か
み
殺
す
。
阿
松
も
熊
に
追
わ
れ
谷
底
へ
落
ち
る
。
阿
松
は
通
り
か
か
っ
た
旅
僧
に
救

わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
罪
を
徴
悔
し
、
煩
悩
の
絆
を
絶
つ
た
め
火
器
を
頬
へ
押
あ
て
て
顔
を
く
ず
し
こ
の
旅
僧
の
庵
に
か
く
ま
わ
れ
二
年

間
過
す
。
し
か
し
、
悪
癖
は
直
ら
ず
、
和
尚
の
居
間
の
箪
笥
か
ら
金
を
盗
む
。
檀
家
集
ま
り
村
外
れ
か
ら
打
郷
し
て
追
出
す
。
一
方
、
松

屋
の
手
代
忠
蔵
は
蒲
原
の
旅
宿
で
死
に
そ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
へ
忠
蔵
の
父
が
泊
ま
り
合
わ
せ
て
助
け
る
。
主
家
松
屋
へ
行
っ
て
忠
蔵
、

先
非
を
悔
い
、
再
び
仕
事
に
精
出
し
て
暖
簾
を
分
け
て
貰
っ
た
。
あ
る
時
、
千
住
で
お
松
の
顔
は
焼
け
た
だ
れ
、
打
疵
で
黒
紫
に
腫
れ
上

っ
た
哀
れ
な
姿
に
出
会
い
、
五
円
の
金
を
恵
む
。
阿
松
は
母
お
千
代
の
許
で
、
そ
の
金
で
治
療
し
た
が
効
き
目
な
く
、
明
治
十
年
二
月
九

日
、
狂
い
廻
っ
て
死
ん
だ
。
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し
か
し
、
こ
の
方
は
明
治
五
年
二
月
二
十
日
に
処
刑
、
晒
し
首
に
さ
れ
た
原
田
キ
ヌ
の
実
録
で
五
年
以
前
の
話
で
あ
る
の
に
対
し
て
『
鳥

追
阿
松
海
上
新
話
』
の
方
は
前
年
の
明
治
十
年
二
月
九
日
の
阿
松
の
死
を
、
早
速
、
新
聞
ま
た
合
巻
で
取
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
「
海
上

新
話
」
と
し
た
の
は
二
篇
中
巻
、
漂
流
し
た
阿
松
が
遠
州
灘
の
外
海
で
東
京
の
蒸
汽
船
に
救
わ
れ
る
場
面
を
題
名
と
し
た
の
で
蒸
汽
船
や

ポ
ー
ト
、
水
兵
な
ど
に
文
明
開
化
期
の
新
味
を
み
せ
て
い
る
。
主
要
な
人
物
で
あ
る
浜
田
正
司
は
徴
兵
隊
の
兵
士
、
の
ち
奥
羽
の
役
に
従

軍
し
、
浪
華
の
重
役
と
な
っ
た
と
い
う
新
政
府
の
軍
人
で
あ
る
。
最
新
の
雑
報
記
事
を
基
に
、
時
に
は
日
付
も
明
か
に
し
て
、
明
治
初
頭

の
時
世
粧
を
描
い
た
の
が
こ
の
合
巻
が
評
判
を
と
っ
た
原
因
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
鳥
追
」
は
明
治
九
、
十
年
頃
、
東
京
府
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
本
書
二
編
の
序
に
も
「
新
年
告
る
鶯
の
、
先
を
払
ひ
し

鳥
追
も
、
今
は
昔
の
春
と
ぞ
な
り
け
る
」
（
明
治
十
一
年
一
月
仮
名
垣
魯
文
叙
）
と
あ
る
。
東
京
府
驍
の
布
達
、
明
治
九
年
に
「
○
甲

第
百
五
十
一
號
十
二
月
八
日
府
下
從
來
之
習
慣
ニ
テ
萬
歳
又
ハ
厄
沸
ヒ
セ
キ
ゾ
ロ
杯
ト
唱
ル
モ
ノ
詮
議
之
筋
有
之
自
今
禁
止
候
條
此

（
、
）

旨
布
達
候
事
」
と
あ
る
の
が
こ
れ
に
対
応
す
る
様
で
あ
る
。
篠
田
鉱
造
氏
が
「
こ
の
十
年
の
正
月
、
東
京
府
廃
が
女
太
夫
、
鳥
追
と
い
ふ

名
称
の
も
の
を
禁
じ
て
江
戸
時
代
か
ら
お
正
月
の
景
物
で
あ
っ
て
、
編
笠
を
被
り
紅
い
紐
で
、
ク
ッ
キ
リ
白
い
Ｉ
白
粉
を
塗
立
っ
て
二
重

胴
の
所
を
結
ん
だ
可
愛
ら
し
い
娘
の
女
太
夫
、
チ
ャ
チ
ャ
ラ
カ
チ
ャ
ン
と
賑
や
か
な
三
味
線
を
弾
い
て
来
た
も
の
ｋ
編
笠
姿
を
禁
じ
た
の

で
、
営
業
を
差
止
め
た
課
で
は
な
か
っ
た
と
見
え
、
編
笠
を
廃
し
て
、
白
く
塗
立
て
た
顔
で
、
不
相
変
市
中
を
賑
や
か
に
し
て
ゐ
ま
し
た

が
：
：
：
」
（
『
明
治
新
聞
綺
談
』
九
七
頁
）
と
述
べ
て
い
る
の
も
こ
の
布
達
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
に
は
街
頭
か
ら
消
え
た

鳥
追
の
風
俗
を
阿
松
の
死
に
託
し
て
哀
惜
す
る
気
持
が
感
じ
ら
れ
る
。
江
戸
の
終
焉
を
新
し
い
時
代
の
急
速
な
移
り
変
り
の
中
で
描
い
た

も
の
、
毒
婦
で
は
あ
っ
て
も
そ
の
死
に
は
一
抹
の
哀
れ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
合
巻
は
評
判
と
な
り
、
早
速
明
治
十
二
年
五
月
大
阪

の
戎
座
で
「
鳥
追
阿
松
海
上
新
話
」
と
い
う
合
巻
そ
の
ま
ま
の
外
題
で
上
演
さ
れ
た
。

こ
の
合
巻
は
、
は
じ
め
て
ル
ビ
付
き
漢
字
を
使
用
し
た
読
む
合
巻
、
明
治
式
合
巻
の
元
祖
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
二
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本
書
が
ル
ビ
付
き
漢
字
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
だ
が
、
し
か
し
、
こ
の
点
を
、
読
む
合
巻
、
明
治
合
巻
の
は
じ
ま
り
と
し
て
積

極
的
に
高
く
評
価
す
る
に
つ
い
て
は
い
さ
さ
か
濤
踏
さ
れ
る
点
が
あ
る
様
だ
。
第
一
点
は
絵
と
文
と
の
極
端
な
ズ
レ
で
あ
る
。
二
三
の
例

を
示
そ
う
。
前
編
上
冊
の
五
丁
裏
・
六
丁
表
に
阿
松
と
同
衾
し
た
忠
蔵
を
大
坂
吉
が
出
刃
包
丁
で
刺
そ
う
と
す
る
次
第
を
述
べ
た
本
文
が

あ
る
が
、
こ
れ
に
対
応
す
る
挿
絵
は
前
編
中
冊
の
二
丁
裏
・
三
丁
表
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
上
冊
の
本
文
を
読
み
な
が
ら
中
冊
の
挿
絵
を
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
編
中
冊
五
丁
裏
・
六
丁
表
に
阿
松
が
海
中
へ
落
ち
、
蒸
汽
船
か
ら
降
さ
れ
た
ポ
ー
ト
に
救
い
上
げ
ら
れ
る
件
の

説
明
本
文
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
応
す
る
挿
絵
は
二
編
上
冊
の
五
丁
裏
か
ら
八
丁
表
に
か
け
て
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
本
書
の
題
名
の

出
処
と
な
っ
た
こ
の
大
事
な
場
面
は
本
文
は
中
冊
、
絵
は
上
冊
に
分
れ
て
い
る
。
三
編
上
山
丁
裏
・
五
丁
表
に
妾
の
阿
松
が
浜
田
正
司
の

本
宅
へ
引
取
ら
れ
る
本
文
が
あ
る
が
、
そ
の
挿
絵
は
二
編
下
冊
の
五
丁
裏
・
六
丁
表
で
あ
る
。
か
く
し
て
本
書
は
三
編
九
冊
（
各
冊
九

丁
）
の
中
で
同
一
紙
面
で
文
と
絵
と
を
同
時
に
鑑
賞
出
来
る
筒
処
は
三
編
下
冊
中
の
四
、
五
場
面
だ
け
で
あ
る
。
元
来
、
草
双
紙
は
絵
組

み
と
書
き
入
れ
の
本
文
が
相
連
携
し
て
鑑
賞
出
来
る
様
、
作
者
の
稿
本
が
作
ら
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
長
篇
の
場
合
、
絵
と
文
と
に
一
、

二
丁
の
ず
れ
が
生
じ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
本
書
の
様
に
絵
と
文
と
が
別
冊
に
離
れ
て
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
稿
本
が
あ
る
以
上
、
考
え

ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
書
き
入
れ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
読
み
な
が
ら
絵
を
み
る
の
が
合
巻
の
、
と
い
う
よ
り
も
赤
本
以
来
の
草
双
紙
の
伝

統
だ
と
す
れ
ば
、
本
書
は
一
体
ど
の
よ
う
に
鑑
賞
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
本
妻
の
作
成
過
程
に
は
稿
本
が
存
在
し
た
の
か
ど
う
か
。

様
々
の
疑
問
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

第
二
点
は
は
じ
め
て
ル
ビ
付
き
漢
字
を
使
用
し
た
読
む
合
巻
と
い
う
言
い
方
に
何
か
積
極
的
な
評
価
が
含
ま
れ
て
い
る
点
も
気
に
な

る
。
あ
の
べ
っ
た
り
、
み
み
ず
が
這
っ
た
様
に
細
字
の
平
仮
名
を
書
き
入
れ
た
草
双
紙
版
本
と
較
べ
れ
ば
本
書
の
書
入
れ
の
本
文
は
目
新

し
い
。
そ
こ
に
読
む
合
巻
た
ら
し
め
よ
う
と
い
う
工
夫
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
は
思
え
な
い
。
し
ば
し
ば
説
い
て
き
た
様
に
新
聞

三
述
べ
て
お
き
た
い
。
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記
事
の
文
章
を
利
用
す
る
と
こ
ろ
か
ら
く
る
自
然
の
結
果
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
書
の
語
彙
、
文
体
は
新
聞
の
雑
報
欄
の
文
章

と
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

新
聞
の
文
章
ｌ
漢
字
、
仮
名
ま
じ
り
文
Ｉ
を
す
べ
て
平
仮
名
書
き
に
す
る
こ
と
は
、
全
面
的
に
文
章
を
書
き
改
め
な
い
限
り
、
語

彙
、
漢
字
の
問
題
が
あ
っ
て
不
可
能
で
あ
る
。
無
理
に
機
械
的
に
仮
名
書
に
す
れ
ば
異
様
な
意
味
の
と
り
に
く
い
文
章
に
な
る
だ
け
で
あ

る
。
こ
の
点
で
思
い
合
わ
せ
ら
れ
る
の
は
、
嘉
永
元
年
か
ら
時
を
同
じ
く
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
雪
梅
芳
證
犬
の
草
紙
』
（
笠
亭
仙
果
作
、

三
世
歌
川
豐
国
画
。
別
名
、
八
犬
伝
犬
の
草
紙
）
と
『
仮
名
読
八
犬
伝
』
（
二
世
為
永
春
水
作
、
歌
川
国
芳
画
・
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
曲

亭
馬
琴
の
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
を
合
巻
に
引
き
直
し
た
作
で
読
本
抄
録
の
流
行
を
つ
く
り
出
し
、
補
助
の
作
者
、
画
工
の
協
力
を
得
て

明
治
期
ま
で
続
刊
さ
れ
た
。
学
識
、
文
章
と
も
江
戸
時
代
の
第
一
人
者
で
あ
る
馬
琴
の
読
本
の
文
章
を
人
気
作
者
で
あ
る
笠
亭
仙
果
（
二

世
柳
亭
種
彦
）
や
二
世
為
永
春
水
が
草
双
紙
合
巻
の
書
き
入
れ
の
文
章
に
仕
立
直
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
彼
等
は
馬
琴
の
漢
文
訓
読

式
の
文
章
を
す
べ
て
仮
名
書
き
の
草
双
紙
の
文
章
に
直
す
た
め
に
様
々
の
工
夫
を
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
石
川
了
氏
は
次
の
様
に
述
べ

…
…
原
書
の
文
段
を
努
め
て
変
更
し
な
い
よ
う
に
と
の
版
元
の
注
文
で
は
あ
っ
た
が
、
読
本
を
草
双
紙
の
性
質
や
読
者
の
相
違
を
考

え
て
、
平
穏
の
う
ち
に
語
ら
い
合
う
部
分
や
英
雄
の
論
弁
等
は
切
り
捨
て
、
原
書
漢
語
も
平
仮
名
に
な
お
し
て
は
意
味
が
理
解
し
に

く
典
な
る
た
め
、
多
く
耳
近
な
俗
語
に
書
き
か
え
て
い
る
…
…
（
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
「
雪
梅
芳
證
犬
の
草
紙
」
の
項
、
解
説
）

読
本
の
抄
録
に
際
し
て
笠
亭
仙
果
や
二
世
為
永
春
水
は
、
時
代
考
證
を
伴
う
画
組
み
を
工
夫
す
る
と
同
時
に
草
双
紙
の
読
者
の
た
め
に

こ
れ
だ
け
の
周
倒
な
配
慮
を
し
て
分
り
易
い
仮
名
文
を
作
成
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
読
本
抄
録
も
の
と
の
対
比
で
言
え
ば
『
鳥
追
阿

松
海
上
新
話
』
は
小
新
聞
の
雑
報
欄
の
文
章
を
、
多
少
の
整
理
を
加
え
る
だ
け
で
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
。
ま
た
、
同
種
の

文
章
で
増
補
、
潤
色
し
て
い
る
。
全
文
仮
名
書
に
し
よ
う
と
も
思
わ
な
か
っ
た
し
、
そ
の
必
要
も
な
か
っ
た
。

て
い
る
。
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草双紙合巻から新聞小説へ（本田）

江
戸
伝
来
の
草
双
紙
合
巻
は
明
治
十
六
年
頃
ま
で
刊
行
さ
れ
二
十
年
に
は
全
く
途
絶
え
た
。
（
石
川
巖
著
『
明
治
初
期
戯
作
年
表
』
）
そ

れ
ら
の
作
品
の
中
で
新
聞
雑
報
記
事
を
合
巻
に
仕
立
て
た
作
は
明
治
期
の
最
も
顕
著
な
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
以
下
、
『
鳥
追
阿
松
海
上

新
話
』
に
加
え
て
、
同
じ
く
新
聞
種
の
『
東
京
奇
聞
』
と
『
高
橋
阿
伝
夜
刃
證
』
に
つ
い
て
述
べ
、
明
治
合
巻
の
背
景
を
検
討
し
て
み
た

抑
、
『
鳥
追
阿
松
海
上
新
話
』
は
こ
の
小
新
聞
の
雑
報
欄
の
続
き
物
に
依
っ
た
合
巻
で
あ
っ
た
。
新
聞
の
文
章
を
再
録
し
、
追
加
し
、

同
種
の
文
章
で
大
い
に
脚
色
を
加
え
て
刊
行
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。
読
者
は
小
新
聞
の
読
者
と
重
な
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
高
畠
藍
泉

（
三
世
柳
亭
種
彦
）
、
染
崎
延
房
（
二
世
為
永
春
水
）
等
の
雑
報
記
者
と
し
て
の
文
章
の
工
夫
は
総
仮
名
壽
の
草
双
紙
を
読
ん
だ
江
戸
の

読
者
層
と
は
一
味
違
っ
た
新
し
い
小
新
聞
の
読
者
層
を
開
拓
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
鳥
追
阿
松
海
上
新
話
』
の
ル
ビ
付
漢
字
使
用
に
関

し
て
は
先
ず
新
聞
記
事
と
の
関
係
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
こ
れ
ま
で
説
い
て
き
た
様
に
「
平
仮
名
絵
入
新
聞
」
の
絵
入
り
雑
報
欄
の
報
道
文
に
始
ま
る
小
新
聞
の
雑
報
記
事
が
流
行
、
発

達
し
、
多
く
の
庶
民
層
の
読
者
を
獲
得
し
て
い
た
。
こ
れ
は
江
戸
庶
民
に
人
気
の
あ
っ
た
戯
作
者
や
浮
世
絵
師
が
新
時
代
の
新
聞
界
で
活

動
し
、
小
新
聞
の
た
め
に
、
ま
た
江
戸
以
来
の
草
双
紙
の
読
者
層
の
た
め
に
分
り
や
す
い
報
道
文
や
挿
絵
を
聿
戻
て
新
聞
を
普
及
し
た
こ

『
東
京
奇
聞
』
初
編
’
七
編
（
各
編
三
冊
、
各
冊
九
丁
）
は
芳
川
俊
雄
閲
、
岡
本
勘
造
作
、
桜
斎
房
種
画
で
明
治
十
二
年
二
月
十
一
日

か
ら
四
月
十
五
日
に
わ
た
っ
て
刊
行
さ
れ
た
。
版
元
は
島
鮮
堂
・
網
島
亀
吉
で
あ
る
。

毒
婦
高
橋
阿
伝
は
、
こ
の
年
一
月
三
十
一
日
、
東
京
裁
判
所
に
お
い
て
断
罪
申
付
け
ら
れ
同
日
処
刑
さ
れ
た
。
東
京
新
聞
は
翌
二
月
一

と
に
起
因
す
る
。

抑
、
『
烏
追
阿

い
。
先
ず
両
作
の
解
題
を
記
す
。

五
明
治
合
巻
に
つ
い
て
ｌ
『
東
京
奇
聞
』
と
『
高
橋
阿
伝
夜
刃
物
語
』
Ｉ

－287－



日
（
五
百
二
十
八
号
）
よ
り
お
で
ん
の
一
代
記
を
連
載
し
始
め
た
が
、
新
聞
紙
は
散
逸
し
や
す
く
、
伝
記
も
連
載
で
は
切
々
で
読
み
に
く

い
の
で
新
聞
記
者
の
丹
精
の
記
事
を
残
す
た
め
に
も
冊
子
に
仕
立
て
挿
絵
を
加
え
た
：
…
・
と
初
編
の
序
文
（
芳
川
俊
雄
）
に
あ
る
。
し
か

し
こ
の
出
版
は
実
は
後
述
す
る
『
高
橋
阿
伝
夜
刃
證
』
と
競
合
し
て
行
わ
れ
、
七
編
の
序
文
（
芳
川
春
涛
）
に
も
「
類
板
の
世
に
出
る
を

以
書
達
発
免
を
急
ぎ
全
部
七
峡
僅
か
六
旬
に
し
て
業
を
卒
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
。
新
聞
の
雑
報
記
事
に
よ
る
際
物
の
合
巻
と
し
て
両
者
出

版
の
ス
ピ
ー
ド
を
競
っ
た
の
で
あ
る
。

（
Ⅲ
）

『
高
橋
阿
伝
夜
刃
證
』
初
編
’
八
編
（
各
編
三
冊
、
丁
数
は
初
編
中
、
下
冊
の
八
丁
以
外
は
九
丁
）
は
仮
名
垣
魯
文
作
、
守
川
周
重
画

で
明
治
十
二
年
二
月
十
三
日
’
四
月
二
十
二
日
刊
。
版
元
は
金
松
堂
・
辻
岡
文
助
で
あ
っ
た
。
本
書
は
初
編
の
本
文
は
活
版
刷
り
、
他
は

初
編
の
図
版
、
二
編
以
下
す
べ
て
木
版
で
あ
る
。

毒
婦
高
橋
お
で
ん
は
明
治
九
年
八
月
二
十
六
日
夜
、
浅
草
御
蔵
前
の
旅
人
宿
で
後
藤
吉
蔵
を
殺
害
し
た
罪
で
捕
え
ら
れ
明
治
十
二
年
一

月
三
十
一
日
、
東
京
裁
判
所
に
て
斬
罪
申
付
け
ら
れ
た
。
仮
名
読
新
聞
（
社
長
は
仮
名
垣
魯
文
）
は
翌
二
月
一
日
、
二
日
と
お
伝
の
悪
業

を
報
ず
る
連
載
記
事
を
出
し
た
が
四
日
に
は
連
載
を
中
止
し
て
絵
入
読
本
（
合
巻
）
と
し
て
出
版
す
る
旨
断
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
岡
本
起

泉
の
『
東
京
奇
聞
』
出
版
へ
の
対
抗
処
置
で
あ
っ
た
。

同
じ
高
橋
阿
伝
の
事
件
を
描
く
両
作
が
競
争
し
て
刊
行
さ
れ
た
訳
だ
が
、
こ
の
競
合
の
中
で
『
高
橋
阿
伝
』
の
方
は
「
記
者
曰
く
…
…

う
り
だ
し

出
版
者
発
免
の
す
み
や
か
な
る
を
欲
す
る
よ
り
活
字
を
以
て
行
を
な
せ
ば
：
…
・
」
（
初
編
下
冊
）
と
あ
る
様
に
鉛
活
字
で
印
刷
し
よ
う
と

し
た
。
本
書
の
初
編
は
活
字
印
刷
の
丁
（
頁
）
と
木
版
の
図
版
の
丁
と
を
と
ぢ
合
せ
た
新
形
態
で
あ
っ
た
。
図
版
は
上
冊
（
九
丁
）
の
中

で
見
聞
き
三
場
面
、
片
面
一
場
面
（
一
丁
裏
・
二
丁
表
、
二
丁
裏
、
五
丁
裏
・
六
丁
表
、
八
丁
裏
・
九
丁
表
）
。
中
冊
（
八
丁
）
は
見
開

き
三
場
面
（
一
丁
裏
・
二
丁
表
、
四
丁
裏
・
五
丁
表
、
六
丁
裏
・
七
丁
表
）
。
下
冊
は
見
開
き
三
場
面
（
一
丁
裏
・
二
丁
表
、
四
丁
裏
。
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草双紙合巻から新聞小説へ（本田）

草
双
紙
の
作
者
が
稿
本
を
作
成
す
る
場
合
は
絵
組
み
と
そ
の
書
入
れ
ｌ
ス
ト
ー
リ
ー
と
会
話
文
ｌ
の
両
者
で
場
面
を
構
成
し
絵
解

き
を
し
つ
つ
物
語
を
進
め
て
ゆ
く
の
に
対
し
て
、
こ
の
様
に
図
版
の
丁
と
本
文
の
丁
が
別
々
に
な
る
と
文
章
の
部
分
は
文
章
だ
け
で
分
量

の
多
い
読
物
を
作
成
す
る
こ
と
と
な
り
、
ま
た
図
版
だ
け
の
丁
と
の
連
絡
が
失
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
第
二
編
の
中
冊
の
序
に
よ
る
と
初
編

は
「
校
合
甚
だ
鹿
漏
に
し
て
殊
に
第
三
の
巻
八
丁
目
（
最
終
丁
ｌ
本
田
注
）
は
記
者
目
分
量
少
し
く
運
ひ
活
字
一
行
餘
れ
る
を
印
工
の
杜

撰
そ
の
事
を
記
者
に
も
告
ず
霧
闇
夢
中
に
文
を
縮
め
仮
名
を
漢
字
に
換
え
た
る
を
以
て
結
局
文
を
成
さ
ず
…
…
」
と
述
べ
て
い
る
様
に
校

正
上
の
誤
ま
り
も
あ
っ
た
。
こ
の
様
な
理
由
で
本
書
は
第
二
編
よ
り
は
す
べ
て
木
版
、
つ
ま
り
江
戸
の
草
双
紙
の
作
成
法
に
戻
っ
た
の
で

あ
る
。
尤
も
木
版
で
は
あ
っ
て
も
速
成
の
た
め
の
工
夫
を
こ
ら
し
て
い
る
。

は
ん
も
と

う
り
だ
し

ゑ
か
き

ひ
つ
か
う
か
き

…
．
：
此
草
紙
第
二
編
は
梓
元
他
よ
り
出
る
類
本
に
先
立
つ
発
兇
の
速
か
な
ら
ん
こ
と
を
欲
す
る
よ
り
画
工
は
二
名
を
以
て
し
傭
書
生

し
た
か
き
き
れ
ん
＼

も
又
二
名
に
托
し
記
者
の
草
稿
を
切
断
に
し
て
板
下
僅
か
に
一
昼
夜
に
成
り
彫
も
又
三
日
を
待
た
ず
故
に
校
合
を
記
者
に
乞
は
ず
製

五
丁
表
、
七
丁
裏
・
八
丁
表
）
。
但
し
こ
の
図
版
は
本
文
と
同
じ
活
字
印
刷
の
イ
ン
ク
を
使
用
し
た
為
か
色
が
普
通
の
木
版
本
と
異
り
異

が
う
も
う
ず
き

様
で
あ
る
。
初
編
は
速
成
さ
れ
た
が
問
題
が
多
か
っ
た
。
金
属
活
字
を
組
む
為
「
字
句
の
間
ひ
毫
毛
も
透
な
く
一
行
三
十
七
字
、
一
丁
の

か
き
い
れ

字
数
八
百
八
十
八
字
現
今
坊
問
に
流
布
す
る
絵
上
書
上
加
入
の
草
双
紙
三
冊
物
と
は
異
り
て
所
謂
読
沢
山
の
冊
子
と
い
ふ
可
し
、
然
れ
ど

も
本
文
挿
絵
に
遅
れ
連
合
の
全
き
を
得
ず
是
な
ん
絵
の
彫
を
前
に
し
活
版
後
に
な
れ
る
を
以
て
の
齪
齢
な
り
第
二
編
よ
り
記
者
注
意
し
て

薑
と
本
文
と
照
対
す
る
を
要
と
す
可
し
：
：
：
」
（
同
上
）
と
あ
る
様
に
紙
面
一
杯
に
活
字
を
組
む
た
め
、
本
文
の
分
量
が
多
く
な
り
、
そ

れ
だ
け
長
文
の
原
稿
を
、
し
か
も
、
急
い
で
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
普
通
の
版
本
の
草
双
紙
の
稿
本
で
下
絵
の
上
部
や
余
白
に
書

き
入
れ
の
文
章
を
書
き
こ
む
の
と
違
っ
て
「
読
沢
山
の
冊
十
」
で
、
作
文
に
骨
が
折
れ
る
。
ま
た
、
木
版
の
草
双
紙
が
作
者
の
稿
本
に
依

存
す
る
の
と
異
り
図
版
の
丁
（
挿
絵
だ
け
）
が
先
に
出
来
て
、
本
文
だ
け
の
丁
の
作
成
と
別
な
の
で
「
連
合
の
全
き
を
得
ず
」
絵
と
文
の

連
携
が
巧
く
行
か
な
い
。
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そ
ぎ
』
つ

本
成
れ
る
後
披
閲
し
て
其
鹿
雑
に
駁
け
ど
も
甲
斐
な
し
（
第
三
編
や
下
之
巻
、
序
）

稿
本
を
ば
ら
し
て
筆
工
、
画
工
が
手
分
け
し
て
版
下
を
速
成
す
る
有
様
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
方
が
金
属
活
字
の
印
刷
よ
り
は
速

（
吃
）

か
つ
た
の
で
あ
る
。
『
高
橋
阿
伝
夜
刃
物
語
』
は
草
双
紙
合
巻
に
は
じ
め
て
活
字
印
刷
の
技
術
を
導
入
し
て
速
成
し
よ
う
と
し
た
努
力
と

失
敗
の
作
で
あ
っ
た
。
世
は
急
速
に
ス
ピ
ー
ド
と
量
産
の
新
時
代
を
迎
え
た
の
だ
。

以
上
、
『
鳥
追
阿
松
海
上
新
話
』
『
東
京
奇
聞
』
『
高
橋
阿
伝
夜
刃
物
語
』
な
ど
新
聞
種
の
合
巻
に
特
徴
を
み
せ
な
が
ら
も
明
治
合
巻
は

急
速
に
衰
退
の
途
を
た
ど
っ
た
。
こ
れ
は
時
勢
の
流
行
の
然
ら
し
む
る
と
こ
ろ
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
明
治
十
年

代
、
特
に
明
治
十
三
年
か
ら
の
小
新
聞
の
続
き
も
の
（
絵
入
り
の
連
載
も
の
）
の
盛
行
を
み
る
と
、
（
高
木
健
夫
著
『
新
聞
小
説
史
年
表
』

昭
和
六
十
二
年
五
月
三
十
日
発
行
、
国
書
刊
行
会
）
新
聞
の
続
き
も
の
に
読
者
を
奪
わ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
新
聞
記
事
を
利
用
し

た
合
巻
が
逆
に
新
聞
に
吸
収
さ
れ
た
感
じ
で
あ
る
。
前
述
し
た
新
聞
錦
絵
の
場
合
も
事
情
は
同
様
で
あ
っ
た
。
新
聞
錦
絵
は
明
治
七
年
頃

急
速
に
流
行
し
た
。
前
述
し
た
様
に
新
聞
の
雑
報
記
事
が
難
解
な
の
を
一
恵
斎
芳
幾
等
の
浮
世
絵
と
戯
作
者
の
軽
妙
な
文
章
で
絵
解
き
し

て
、
庶
民
層
の
読
者
多
数
を
獲
得
し
た
の
だ
。
し
か
し
、
僅
か
一
、
二
年
で
急
に
衰
退
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
高
橋
克
彦
氏
は
「
生
ま

れ
る
キ
ッ
ヵ
ヶ
を
作
っ
た
新
聞
の
普
及
が
新
聞
錦
絵
の
衰
退
を
招
い
た
」
と
さ
れ
、
特
に
明
治
八
年
四
月
の
『
平
仮
名
絵
入
新
聞
』
の
創

刊
を
強
調
さ
れ
る
。

．
…
：
こ
れ
は
文
字
通
り
絵
を
主
体
と
し
て
、
記
事
を
「
ひ
ら
が
な
」
で
つ
ら
ね
た
新
聞
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
新
聞
と
銘
打
っ
て
い
る

か
ら
に
は
、
新
聞
錦
絵
の
よ
う
な
後
追
い
記
事
で
は
な
い
。
そ
れ
に
文
字
の
読
め
な
い
人
々
に
も
分
か
り
や
す
い
や
う
に
工
夫
し
て

あ
る
。
ま
さ
し
く
新
聞
錦
絵
の
長
所
と
新
聞
の
そ
れ
と
を
合
体
さ
せ
た
ア
イ
デ
ア
だ
。
こ
の
新
聞
は
発
行
さ
れ
る
と
束
京
日
々
に
迫

る
勢
い
で
み
る
み
る
部
数
を
伸
ば
し
た
。
：
…
．
（
高
橋
克
彦
箸
『
新
聞
錦
絵
の
世
界
』
ｌ
高
橋
克
彦
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
よ
り
ｌ
昭

和
六
十
一
年
十
月
三
日
発
行
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
）
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こ
の
こ
と
は
『
鳥
追
阿
松
海
上
新
話
』
以
下
の
、
新
聞
種
の
合
巻
の
衰
微
に
つ
い
て
も
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
小
新
聞
の
絵
入

り
雑
報
欄
が
人
気
を
呼
び
、
連
載
記
事
の
続
き
物
が
流
行
し
て
小
新
聞
の
発
行
部
数
が
増
大
し
、
新
聞
の
続
き
物
を
読
む
習
慣
が
庶
民
層

の
新
し
い
読
者
の
間
に
確
立
し
た
。
そ
の
時
、
新
聞
種
の
草
双
紙
合
巻
を
鑑
賞
す
る
習
慣
は
棄
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

続
き
物
は
、
そ
の
形
態
は
草
双
紙
と
同
様
、
絵
を
中
心
と
し
、
書
き
入
れ
の
文
章
で
取
り
囲
ん
で
絵
解
き
を
試
み
る
文
芸
で
あ
る
。
江

戸
以
来
の
浮
世
絵
師
や
戯
作
者
が
筆
を
執
っ
た
だ
け
に
特
に
草
双
紙
合
巻
ま
た
人
情
本
、
読
本
を
読
み
な
れ
た
庶
民
の
読
者
層
に
は
親
し

き
ん
の
す
け
は
な
し

み
深
か
っ
た
。
前
述
し
た
「
金
之
助
の
話
説
」
（
東
京
絵
入
新
聞
。
明
治
十
一
年
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
掲
載
）
に
し
て
も
、
勘
道
さ

れ
た
金
之
助
が
大
阪
へ
出
て
成
功
し
よ
う
と
し
て
苦
労
す
る
話
は
こ
の
明
治
の
新
時
代
に
起
っ
た
実
際
の
事
件
の
一
三
－
ス
と
し
て
三
面

記
事
に
掲
載
さ
れ
た
が
実
は
『
梅
暦
』
の
丹
次
郎
な
ら
ぬ
明
治
の
金
之
助
が
江
戸
の
芸
者
小
蝶
と
大
阪
芸
者
小
龍
に
同
情
さ
れ
助
け
ら
れ

る
話
で
、
東
京
の
小
蝶
か
ら
来
た
手
紙
を
み
て
小
龍
が
嫉
妬
す
る
と
こ
ろ
が
全
編
の
山
と
み
て
よ
い
・
結
末
は
勘
道
が
と
け
た
金
之
助
が

小
龍
と
礼
を
厚
く
し
て
別
れ
、
小
蝶
を
妻
と
し
て
め
で
た
く
終
っ
て
い
る
。
本
妻
と
妾
に
め
で
た
く
収
ま
っ
て
三
角
関
係
が
解
決
す
る
と

い
う
人
情
本
の
定
跡
に
従
っ
た
の
で
あ
る
。
続
き
物
は
こ
の
様
に
三
面
記
事
の
事
件
の
報
道
を
戯
作
風
の
物
語
に
仕
立
て
て
絵
入
り
で
毎

日
、
連
載
、
速
報
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
流
行
し
普
及
す
る
と
『
高
橋
阿
伝
夜
刃
物
語
』
の
様
な
新
聞
種
の
合
巻
は
棄
れ
て
い
っ

た
。
草
双
紙
合
巻
は
や
は
り
草
双
紙
と
し
て
作
者
が
独
自
の
構
想
で
絵
組
み
と
文
章
を
作
っ
た
稿
本
を
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
は
言
っ
て
も
、
江
戸
以
来
の
方
法
に
よ
る
合
巻
も
一
方
で
出
版
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
も
明
治
十
六
年
か
ら
二

十
年
に
か
け
て
消
滅
し
た
。
時
勢
と
い
う
し
か
な
い
・
新
聞
種
の
明
治
合
巻
は
末
期
草
双
紙
合
巻
の
最
後
の
火
花
と
も
い
う
べ
く
、
新
聞

記
事
を
利
用
し
た
際
物
の
読
物
と
し
て
短
期
間
栄
え
た
が
、
恰
度
、
新
聞
錦
絵
が
短
命
で
あ
っ
た
様
に
二
、
三
年
で
新
聞
の
続
き
物
に
吸

こ
の
「
平
仮
名
絵
入
新
聞
」
（

は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
く
な
る
。

の
流
行
に
よ
っ
て
明
治
八
、
九
年
を
ピ
ー
ク
に
し
て
新
聞
錦
絵
は
凋
落
の
途
を
辿
り
、
同
十
二
、
三
年
に
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画
家
や
雑
報
記
者
と
な
り
、
全

読
む
様
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

収
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

続
き
物
、
後
の
新
聞
小
説
の
形
態
は
明
治
初
期
か
ら
百
年
後
（
合
巻
の
歴
史
よ
り
長
じ
の
今
日
ま
で
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。

こ
の
日
本
の
新
聞
小
説
の
形
態
、
つ
ま
り
、
絵
入
り
の
続
き
物
は
国
際
的
に
珍
ら
し
い
Ｉ
韓
国
の
新
聞
小
説
が
ほ
ぼ
同
種
で
あ
る
と
聞

く
ｌ
形
態
で
あ
る
ら
し
い
。
し
か
も
我
が
国
に
お
い
て
は
中
央
紙
、
地
方
紙
、
ど
の
新
聞
の
朝
刊
に
も
夕
刊
に
も
小
説
が
載
っ
て
い

る
。
大
抵
、
社
会
面
、
三
面
記
事
の
一
、
二
頁
前
位
、
最
下
段
’
と
い
っ
て
も
、
広
告
欄
の
上
Ｉ
を
大
き
く
占
有
し
て
、
ど
の
新
聞

小
説
も
形
態
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。
同
じ
顔
を
し
て
い
る
。
作
者
名
と
並
ん
で
画
家
名
ｌ
こ
れ
が
珍
し
い
’
二
段
組
み
、
中
に
は
一

段
組
み
が
あ
る
が
、
小
説
の
本
文
は
い
ず
れ
も
全
ス
。
ヘ
ー
ス
の
三
分
の
二
、
中
央
の
三
分
の
一
は
挿
絵
で
あ
る
。
実
に
堂
々
た
る
挿
絵
。

紙
芝
居
文
学
、
絵
解
き
文
学
と
い
う
べ
き
か
。
明
ら
か
に
挿
絵
が
主
、
文
章
が
従
で
あ
る
、
と
言
っ
て
も
大
き
な
反
論
は
あ
る
ま
い
。
し

か
し
、
挿
絵
が
主
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
明
治
以
来
の
日
本
文
化
に
お
け
る
新
聞
小
説
の
作
家
の
重
さ
を
想
う
時
、
こ
の
発
言
は
取
消
し

て
お
い
た
方
が
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
、
挿
絵
の
ス
。
ヘ
ー
ス
の
広
さ
が
、
そ
の
位
置
ず
け
が
何
と
し
て
も
気
に
な
る
の
で
あ
る
。

完
結
し
て
単
行
本
に
な
る
と
き
に
は
挿
絵
は
大
部
分
が
抜
か
れ
る
。
も
っ
と
も
新
聞
小
説
の
挿
絵
は
毎
日
眺
め
て
そ
の
日
の
う
ち
に
忘

草
双
紙
合
巻
は
、
か
く
し
て
、
式
亭
三
馬
が
『
雷
太
郎
強
悪
物
語
』
（
初
代
歌
川
豊
国
画
、
文
化
三
年
、
一
八
○
六
年
刊
）
を
考
案
し

て
か
ら
こ
の
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
年
）
ま
で
約
八
十
年
間
で
滅
ん
だ
。
し
か
し
、
以
上
述
べ
て
来
た
様
に
明
治
初
頭
の
文
明
開
化
期

に
新
し
く
生
じ
た
小
新
聞
の
活
字
印
刷
の
中
で
続
き
物
と
し
て
変
身
し
て
生
き
続
け
た
様
で
あ
る
。
浮
世
絵
師
や
戯
作
者
が
新
聞
の
挿
絵

画
家
や
雑
報
記
者
と
な
り
、
な
に
よ
り
も
江
戸
期
以
来
の
草
双
紙
の
読
者
層
が
小
新
聞
を
購
読
し
て
続
き
物
、
つ
ま
り
後
の
新
聞
小
説
を

六
付
録
ｌ
新
聞
小
説
の
形
態
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新
聞
小
説
が
読
ま
れ
な
く
な
っ
た
の
は
、
花
瓶
と
か
模
様
と
か
、
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
〈
イ
ラ
ス
ト
〉
が
、
毎
日
の
っ
て
い
る
か
ら
で

も
あ
る
。
そ
ん
な
〈
模
様
風
イ
ラ
ス
ト
〉
入
り
の
文
章
な
ど
誰
が
読
む
も
の
か
。

新
聞
小
説
の
絵
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
、
よ
り
理
解
し
易
く
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
成
功
例
を
あ
げ
れ
ば
「
宮
本
武
蔵
」
の

石
井
鶴
三
、
「
耀
東
綺
謹
」
の
木
村
荘
八
で
、
す
べ
て
、
物
語
の
視
覚
的
説
明
な
の
だ
が
、
画
家
の
才
能
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
枠

を
は
み
出
し
て
し
ま
っ
た
。
（
新
聞
小
説
の
効
用
Ⅱ
、
三
十
頁
）

新
聞
小
説
の
歴
史
を
考
え
な
が
ら
私
は
こ
の
小
林
信
彦
氏
の
意
見
に
全
く
同
感
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
新
聞
小
説
は
毎
日
発

表
さ
れ
続
け
て
い
る
。
挿
絵
付
現
代
小
説
、
現
代
文
学
の
絵
解
き
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
新
聞
小
説
は
こ
の
様
な
問
題
を
ふ
く

み
つ
つ
堂
々
と
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
文
芸
の
世
界
に
誇
る
べ
き
絵
巻
物
以
来
の
ユ
ニ
ー
ク
な
伝
統
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

れ
る
そ
の
場
限
り
の
性
質
の
も
の
ｌ
あ
る
い
は
小
説
本
文
の
方
も
あ
る
程
度
然
り
、
続
き
物
の
宿
命
で
あ
る
ｌ
で
あ
っ
て
画
家
に
も

よ
る
が
単
行
本
に
新
聞
小
説
の
挿
絵
を
全
部
出
さ
れ
た
ら
そ
の
異
様
さ
は
到
底
、
鑑
賞
に
耐
え
る
も
の
で
は
な
い
。
私
の
さ
さ
や
か
な
実

験
の
結
果
に
照
ら
し
て
も
そ
の
日
の
勤
め
を
終
っ
た
切
抜
き
を
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
に
葬
る
の
が
最
も
妥
当
な
扱
い
の
様
だ
。
本
稿
は
日

本
の
新
聞
小
説
の
こ
の
異
様
な
形
態
に
つ
い
て
、
特
に
挿
絵
に
注
目
し
て
浮
世
絵
、
草
双
紙
、
ま
た
文
明
開
化
期
の
小
新
聞
と
の
関
係
を

あ
る
。
音
楽
や
絵
画
、
彫
却

な
の
だ
ろ
う
か
。
た
ま
た
参

き
り
所
信
を
述
べ
て
い
る
。

あ
ら
あ
ら
調
べ
た
も
の
で
あ
る
。

蛇
足
を
付
し
て
お
け
ば
、
新
串

き
伝
統
が
考
え
ら
れ
る
。
す
ぐ
』

お
け
ば
、
新
聞
小
説
の
挿
絵
も
、
時
代
物
（
歴
史
小
説
）
の
場
合
は
、
考
証
に
基
づ
く
風
俗
画
な
ど
絵
巻
物
以
来
の
よ

れ
る
。
す
ぐ
れ
た
絵
解
き
の
効
果
が
期
待
さ
れ
る
。
問
題
は
散
文
に
よ
る
極
限
の
表
現
を
目
指
す
現
代
文
学
の
場
合
で

画
、
彫
刻
と
並
ん
で
言
語
の
芸
術
と
し
て
独
自
の
表
現
活
動
を
行
う
に
際
し
て
、
毎
日
そ
の
挿
絵
を
付
す
こ
と
が
可
能

た
ま
た
ま
本
稿
執
筆
中
、
新
潮
社
の
『
波
』
十
一
月
号
を
貰
っ
た
の
で
散
見
し
た
ら
、
小
林
信
彦
氏
が
次
の
様
に
は
っ
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あ
る
い
は
、
は
し
な
く
も
日
本
文
化
の
江
戸
期
以
来
の
近
代
化
に
な
じ
ま
な
い
恥
部
を
露
呈
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
こ
の
形
態

の
直
接
の
源
流
が
明
治
の
は
じ
め
小
新
聞
の
三
面
記
事
の
報
道
に
取
こ
ま
れ
た
挿
絵
に
発
し
、
更
に
湖
れ
ぱ
草
双
紙
合
巻
や
瓦
版
の
紙
面

（
挿
絵
）
が
こ
の
形
態
に
一
致
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
止
め
る
。

（
５
）
小
野
忠
重
著
『
版
画
ｌ
近
代
日
本
の
自
画
像
』
（
岩
波
新
書
四
二
）
五
八
頁

（
６
）
挿
絵
の
上
部
に
は
草
双
紙
の
書
入
れ
と
同
様
、
雨
だ
れ
式
に
記
事
本
文
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）
明
治
九
年
一
月
四
日
（
第
百
六
十
三
号
）
に
左
の
記
事
が
み
え
る
。

「
草
双
紙
に
て
お
馴
染
の
為
永
春
水
三
千
万
余
の
お
客
さ
ま
が
た
ェ
○
絵
入
新
聞
の
売
初
に
為
永
さ
ん
の
入
社
を
祝
ひ
て
世
乃
人
の
為
な
が

か
れ
と
山
の
井
の
浅
き
を
汲
め
る
春
の
水
茎
横
浜
神
奈
垣
魯
文
」

（
３
）
明
必

（
４
４
）
『
声

よ
り
連
載
。

注

（
１
）
『
転
換
期
の
文
学
ｌ
江
戸
か
ら
明
治
へ
ｌ
』
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
）
『
明
治
開
化
期
文
学
の
研
究
』
（
桜
楓
社
）
な
ど
。
近
著
『
新
聞

雑
誌
発
生
事
情
』
（
角
川
選
書
だ
）
が
入
手
し
易
す
い
。
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
草
分
け
の
調
査
研
究
と
し
て
参
考
に
す
べ
き
で
あ
る
。

（
２
）
明
治
八
年
四
月
十
七
日
、
第
一
号
刊
。
隔
日
出
版
。
タ
ブ
ロ
イ
ド
版
四
頁
の
所
謂
小
新
聞
。
明
治
九
年
三
月
「
東
京
平
仮
名
絵
入
新
聞
」
、

の
ち
「
東
京
絵
入
新
聞
」
と
改
題
。
社
主
、
落
合
芳
幾
、
印
務
編
輯
長
代
理
、
高
畠
藍
泉
。
東
京
銀
座
一
丁
目
十
番
地
、
絵
入
新
聞
社
刊
。
こ
の
新

聞
の
雑
報
記
事
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（
３
）
明
治
期
か
ら
草
双
紙
合
巻
は
一
冊
九
丁
と
な
っ
た
。
以
下
も
同
様
。

（
４
）
『
高
橋
阿
伝
夜
刃
潭
』
は
「
仮
名
読
新
聞
」
の
二
月
一
日
、
二
日
、
四
日
、
『
東
京
奇
聞
』
は
『
東
京
新
聞
』
の
二
月
一
日
（
五
百
廿
八
号
）
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本
稿
で
扱
っ
た
明
治
の
新
聞
に
関
し
て
は
東
京
大
学
明
治
新
聞
雑
誌
文
庫
所
蔵
の
も
の
、
国
立
国
会
図
書
館
新
聞
閲
覧
室
の
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
、
ま
た
明
治
の
草
双
紙
合
巻
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
国
文
学
研
究
資
料
館
の
蔵
書
を
調
べ
た
。
付
記
し
て
謝
意
を
表
し
た

い
０

ふ
り
が
な
し
ん
ぶ
ん
し
つ
ば
き
も
の

（
８
）
坪
内
道
遙
が
「
…
…
因
云
。
此
間
の
傍
訓
新
聞
紙
に
掲
載
せ
る
所
謂
続
話
の
雑
報
の
如
き
は
、
お
ほ
む
ね
草
冊
子
の
文
章
な
れ
ど
も
、
多
少

の
改
良
を
如
へ
た
る
も
の
な
り
。
…
…
」
（
『
小
説
神
髄
』
文
体
論
、
第
三
雅
俗
折
衷
文
体
、
乙
）
と
述
べ
て
い
る
雑
報
記
事
の
文
章
の
工
夫
は
高
畠

藍
泉
、
染
崎
延
房
に
は
じ
ま
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
９
）
高
橋
克
彦
著
『
新
聞
錦
絵
の
世
界
ｌ
高
橋
克
彦
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
よ
り
』
（
一
九
八
六
年
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
発
行
）
は
著
者
所
蔵
の
芳
幾
作

の
多
く
の
新
聞
錦
絵
を
紹
介
し
、
新
聞
と
の
関
係
、
絵
師
、
戯
作
者
に
つ
い
て
の
研
究
、
解
説
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
独
力

で
達
成
さ
れ
た
貴
重
な
業
績
で
参
考
に
す
べ
き
で
あ
る
。

（
Ⅲ
）
「
東
京
市
史
稿
市
街
篇
第
五
十
八
」
に
も
収
録
。
こ
の
辺
の
こ
と
に
つ
い
て
は
東
京
都
公
文
書
館
の
片
倉
比
佐
子
氏
の
御
教
示
を
得
た
。

（
、
）
書
名
は
初
編
の
内
題
の
み
「
．
：
…
夜
叉
讓
」

（
烟
）
明
治
合
巻
で
全
編
を
鉛
活
字
版
で
印
刷
し
た
最
初
は
本
書
と
同
じ
明
治
十
二
年
に
本
書
に
半
年
お
く
れ
て
刊
行
さ
れ
た
『
巷
説
兒
手
柏
』

（
高
畠
藍
泉
著
、
一
恵
斎
芳
幾
画
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
作
品
の
成
立
、
文
体
等
に
つ
い
て
は
別
槁
を
予
定
し
て
い
る
。
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