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松

崎

仁

 
 
 
一
 
劇
中
の
「
時
間
」

 
「
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
」
は
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
四
月
、
大
坂
竹
本
座
初

演
の
時
代
物
で
、
文
耕
堂
を
立
作
者
と
す
る
合
作
浄
瑠
璃
で
あ
る
。
そ
の
構
成

は
周
知
の
よ
う
に
、
木
曽
義
仲
と
そ
の
遺
児
や
忠
臣
た
ち
の
物
語
と
、
梶
原
家

の
人
々
の
物
語
の
二
つ
の
大
き
な
縦
筋
か
ら
成
り
、
三
段
目
の
ド
ラ
マ
は
、
義

仲
の
忠
臣
樋
口
次
郎
兼
光
の
行
動
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。

 
製
作
は
二
段
目
・
四
段
目
と
と
も
に
今
で
も
舞
台
的
生
命
を
有
す
る
浄
瑠
璃

で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
言
及
す
る
文
献
は
少
な
く
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
こ
と

さ
ら
に
新
見
を
提
示
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
諸
説
と
は

や
や
違
っ
た
角
度
か
ら
、
二
、
三
の
問
題
に
つ
い
て
管
見
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

 
ま
ず
劇
中
の
「
時
間
」
の
問
題
で
あ
る
が
、
劇
の
展
開
す
る
一
「
時
間
」
の
経

過
に
わ
か
り
に
く
い
所
が
あ
る
。

 
初
め
に
史
実
の
日
付
を
見
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
四
月
改
元
し
て
元
暦
元
年
）

寿
永
三
年
正
月
二
十
日

同
年
正
月
二
十
一
日
こ
ろ
か

同
年
正
月
二
十
五
日
（
二
十
七
日
ト
モ
）

義
仲
粟
津
に
て
戦
死
。

樋
口
児
玉
党
に
降
る
。

 
 
樋
口
斬
ら
れ
る
。

同
年
二
月
七
日

一
の
谷
の
合
戦
。

 
樋
口
は
河
内
国
に
源
行
家
を
討
つ
べ
く
派
遣
さ
れ
て
い
た
が
、
「
都
に
い
く

さ
あ
り
と
聞
い
て
」
引
返
す
途
中
で
義
仲
の
戦
死
を
知
り
、
都
の
義
経
軍
と
最

後
の
一
戦
を
試
み
る
が
、
児
玉
党
に
縁
故
が
あ
っ
た
の
で
勧
め
ら
れ
て
降
人
と

な
っ
た
（
「
平
家
物
語
」
「
源
平
盛
衰
記
」
I
l
注
1
）
。
そ
し
て
正
月
二
十
四

日
（
「
盛
衰
記
」
二
十
六
日
目
義
仲
の
首
が
都
大
路
を
渡
さ
れ
、
樋
口
も
こ
れ

に
従
っ
て
敗
残
の
姿
を
さ
ら
し
た
の
ち
、
正
月
二
十
五
日
（
「
盛
衰
記
」
二
十

七
日
）
に
斬
ら
れ
た
。

 
こ
れ
に
対
し
「
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
」
で
は
、
樋
口
は
河
内
国
へ
出
陣
し
て
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
り
 

た
時
義
仲
の
死
を
知
り
、
「
す
ぐ
に
か
け
入
。
一
ト
軍
」
と
思
っ
た
が
、

 
て
だ
て

 
「
術
を
以
ッ
て
範
頼
義
経
を
討
チ
取
。
亡
君
に
手
向
ヶ
奉
ら
ん
」
と
、
摂
津

福
島
の
船
頭
権
四
郎
の
も
と
に
入
憂
し
た
。
こ
の
家
は
門
口
に
松
の
巨
木
が

あ
っ
て
、
あ
る
じ
は
先
代
も
松
右
衛
門
と
い
い
、
樋
口
も
そ
の
名
を
継
い
で
松

右
衛
門
と
名
乗
っ
た
が
、
入
聾
し
た
時
期
は
権
四
郎
の
言
う
所
に
よ
る
と
約
一

年
前
で
あ
っ
た
（
注
2
）
。
従
っ
て
三
の
切
の
出
来
事
は
、
本
読
初
段
の
義
仲

 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

戦
死
か
ら
ほ
ぼ
一
年
後
の
こ
と
に
な
る
。
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し
か
し
、
五
段
目
で
樋
口
が
義
経
の
面
前
で
自
刎
し
て
死
ぬ
の
は
一
の
谷
合

戦
の
直
後
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
史
実
の
年
表
の
方
に
合
わ
せ
る
と
、
寿
永
三

年
二
月
七
日
に
当
る
。
作
者
は
義
仲
戦
死
の
時
か
ら
こ
の
二
月
七
日
に
至
る
、

史
実
で
は
十
数
日
の
問
に
、
一
年
ほ
ど
の
歳
月
を
押
し
込
ん
だ
こ
と
に
な
る
。

 
し
か
し
、
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
三
段
目
に
は
逆
櫓
の
伝
承
が
趣
向
と
し

て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
劇
中
の
樋
口
の
言
に
よ
れ
ば
、
彼
は
入

聾
と
な
っ
て
権
四
郎
か
ら
逆
櫓
の
技
術
を
習
得
し
、
そ
れ
を
言
い
立
て
て
梶
原

景
時
に
近
づ
き
、
梶
原
に
認
め
ら
れ
て
も
う
少
し
で
義
経
の
乗
船
の
船
頭
を
命

ぜ
ら
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
、
計
画
は
進
ん
で
い
た
。
海
上
で
義
経
に
復
讐
す
る
計

画
は
、
あ
と
一
歩
と
い
う
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

 
そ
の
こ
と
は
前
後
二
度
に
わ
た
っ
て
彼
の
口
か
ら
物
語
ら
れ
て
い
て
、
前
段

の
松
右
衛
門
の
物
語
の
中
で
は
、
逆
櫓
の
稽
古
が
う
ま
く
い
っ
た
ら
「
御
大
将

の
召
シ
船
の
船
頭
は
汝
た
る
べ
し
」
と
梶
原
が
言
っ
た
と
語
り
、
後
段
の
樋
口

と
名
乗
っ
て
か
ら
の
物
語
で
は
、
「
義
経
が
乗
船
の
船
頭
は
松
右
衛
門
と
事

き
は
ま

極
る
」
と
言
う
。
そ
の
上
、
三
人
の
船
頭
を
相
手
に
逆
櫓
の
稽
古
を
す
る
場

面
は
強
い
印
象
を
与
え
る
。
ま
た
そ
の
時
樋
口
が
逆
櫓
の
技
術
を
教
え
る
言
葉

は
「
源
平
盛
衰
記
」
の
「
逆
櫓
の
事
」
の
文
言
を
、
ま
さ
し
く
「
ひ
ら
が
な
」

に
i
平
易
に
一
く
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。

・
と
こ
ろ
が
実
は
梶
原
は
こ
の
松
右
衛
門
を
樋
口
と
見
破
っ
て
い
た
か
ら
、
計

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ど

画
は
失
敗
に
帰
す
る
の
だ
が
、
そ
の
時
に
樋
口
が
登
っ
て
周
囲
を
見
渡
す
「
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

の
松
」
は
、
段
切
で
「
逆
櫓
の
松
と
朽
ぬ
。
其
名
を
福
島
に
」
今
も
残
し
て
い

る
の
だ
と
語
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
有
名
な
義
経
梶
原
の
逆
櫓
論
争
に

か
か
わ
る
伝
承
は
、
大
き
な
趣
向
と
し
て
三
の
切
の
骨
格
を
形
成
し
て
い
る
。

 
さ
て
こ
の
逆
櫓
論
争
は
「
平
家
物
語
」
等
に
よ
れ
ば
、
義
経
が
屋
島
の
平
家

を
襲
撃
す
べ
く
摂
津
の
渡
辺
・
神
崎
の
あ
た
り
に
兵
船
を
集
め
て
い
た
時
の
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
「
時
」
は
「
平
家
物
語
」
で
は
元
暦
二
年
二
月
十

六
日
と
な
っ
て
い
る
。
細
か
い
日
付
は
と
も
か
く
も
、
こ
れ
は
寿
永
三
年
正
月

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

の
義
仲
の
死
や
、
そ
れ
に
す
ぐ
続
く
一
の
谷
合
戦
の
ほ
ぼ
一
年
後
で
あ
っ
た
。

詳
細
な
日
付
ま
で
が
近
世
の
人
々
に
広
く
知
ら
れ
て
い
た
と
は
思
え
な
い
が
、

屋
島
の
合
戦
が
一
の
谷
合
戦
の
ほ
ぼ
一
年
後
と
い
う
こ
と
は
か
な
り
よ
く
知
ら

れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
屋
島
の
合
戦
の
直
前
の

事
件
と
さ
れ
る
逆
櫓
論
争
も
、
同
じ
時
期
の
事
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た

で
あ
ろ
う
。

 
そ
れ
ゆ
え
、
所
謂
「
逆
櫓
の
段
」
を
初
段
（
寿
永
三
年
正
月
）
の
義
仲
戦
死
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（
注
3
）
か
ら
ほ
ぼ
一
年
後
に
仕
組
ん
だ
作
者
は
、
年
代
記
に
詳
し
い
観
客
や

読
者
で
も
何
と
は
な
し
に
納
得
し
て
し
ま
う
よ
う
な
「
時
間
」
の
ト
リ
ッ
ク
を

仕
掛
け
た
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
て
お
い
て
、
そ
し
ら
ぬ
顔
で
五

段
目
の
樋
口
の
死
を
、
寿
永
三
年
二
月
の
出
来
事
で
あ
っ
た
は
ず
の
一
の
谷
合

戦
直
後
に
設
定
す
る
。
逆
櫓
事
件
か
ら
一
の
谷
合
戦
へ
と
歴
史
の
「
時
間
」
で

は
一
年
近
く
遡
る
 
 
逆
行
す
る
一
1
こ
と
に
な
る
が
、
こ
う
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
義
仲
戦
死
後
あ
ま
り
隔
ら
ぬ
時
期
に
樋
口
が
死
ん
だ
と
い
う
史
実
と
、

「
時
間
」
の
つ
じ
つ
ま
は
合
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

 
作
者
は
こ
の
よ
う
に
し
て
劇
中
時
間
の
ト
リ
ッ
ク
を
仕
掛
け
た
。
そ
れ
で
は
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義
仲
死
後
に
作
者
が
作
り
出
し
た
約
一
年
間
に
、
劇
中
で
は
何
が
起
こ
っ
て
い

た
か
を
一
応
整
理
し
て
お
こ
う
。
 
ま
ず
山
吹
御
前
・
駒
若
丸
・
鎌
田
隼
人
・

お
筆
の
四
人
は
、
京
都
郊
外
桂
の
里
で
楊
枝
屋
の
看
板
を
出
し
て
身
を
ひ
そ
め

て
い
る
が
、
梶
原
の
家
来
番
場
の
忠
太
に
襲
わ
れ
（
二
の
口
、
楊
枝
屋
）
、
あ

や
う
く
逃
れ
て
「
し
る
べ
の
か
た
に
、
一
チ
夜
二
王
。
あ
か
し
く
ら
」
す
と
い
う
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生
活
を
し
ば
ら
く
の
奇
し
て
い
た
。
し
か
し
「
都
ち
か
く
も
物
う
し
」
と
考
え

て
、
本
国
木
曽
に
向
か
っ
て
「
道
行
」
の
旅
に
出
る
（
三
段
目
冒
頭
）
。
そ
し

て
大
津
の
宿
屋
で
権
四
郎
・
お
よ
し
・
槌
松
の
順
礼
一
行
と
相
宿
に
な
り
、
そ

の
夜
ま
た
も
番
場
の
忠
太
に
踏
込
ま
れ
（
三
の
口
、
大
津
宿
屋
）
、
槌
松
が
駒

若
丸
と
取
違
え
ら
れ
て
殺
さ
れ
、
山
吹
御
前
も
鎌
田
隼
人
も
命
を
落
す
（
三
の

中
、
手
引
）
。
こ
の
夜
の
こ
と
を
権
四
郎
が
三
の
切
松
右
衛
門
内
の
場
で
「
跡

の
月
の
廿
八
日
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
三
の
切
は
逆
櫓
論
争
の
日
付
に
合
わ
せ

て
考
え
る
と
二
月
中
旬
と
な
る
か
ら
、
「
跡
の
月
の
廿
八
日
」
は
正
月
二
十
八

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぢ
い

日
で
、
そ
れ
か
ら
十
日
余
り
の
間
に
駒
若
丸
が
権
四
郎
に
「
祖
父
よ
く
と
な

れ
な
じ
む
」
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
も
納
得
で
き
る
。
ま
た
「
道
行
」
の
文

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
し
り
ゐ

言
の
中
に
「
春
の
日
あ
し
も
。
走
井
や
」
と
あ
る
か
ら
、
「
道
行
」
に
続
く
「
大

津
宿
屋
」
が
正
月
二
十
八
日
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
矛
盾
な
く
理
解
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

 
も
っ
と
も
こ
の
間
の
経
過
を
約
一
年
間
と
す
る
の
は
実
は
無
理
で
、
「
時
間
」

の
問
題
を
詮
索
し
だ
す
と
劇
中
時
間
の
ト
リ
ッ
ク
は
ポ
ロ
が
出
る
。
し
か
し
、

二
の
口
楊
枝
屋
の
次
に
二
の
切
梶
原
館
を
置
い
た
た
め
に
、
楊
枝
屋
の
場
と
三

段
目
の
道
行
と
の
問
の
「
し
る
べ
の
か
た
に
一
チ
夜
二
夜
。
あ
か
し
く
ら
」
す

生
活
が
け
っ
こ
う
長
く
続
い
た
か
の
よ
う
な
鎖
覚
を
与
え
、
そ
れ
で
あ
ま
り
ポ

ロ
を
出
さ
ず
に
見
過
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
で
は
、
も
う
一
つ
の
縦
筋
、
梶
原
家
の
人
々
の
物
語
を
考
え
合
わ
せ
る
と
ど

う
な
る
か
。
こ
ち
ら
の
物
語
は
鎌
倉
の
梶
原
館
で
進
行
し
始
め
る
（
そ
の
伏
線

は
大
序
い
と
ど
の
明
神
の
場
に
あ
る
が
）
。
こ
の
梶
原
館
は
二
段
目
の
切
で
あ
っ

て
、
前
記
の
ご
と
く
「
楊
枝
屋
」
と
「
道
行
」
の
間
に
置
か
れ
て
い
る
。
山
吹

御
前
た
ち
が
「
し
る
べ
の
か
た
に
一
チ
夜
二
曲
」
と
身
を
寄
せ
て
、
あ
や
う
い

「
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
」
管
見

三
段
目
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題
1

日
を
す
ご
し
て
い
る
時
期
に
当
る
。
こ
の
場
で
は
作
者
は
季
節
も
日
付
も
書
い

て
い
な
い
が
、
源
太
三
二
が
宇
治
川
合
戦
か
ら
帰
っ
て
、
先
陣
事
件
の
報
告
を

す
る
の
だ
か
ら
、
寿
永
三
年
正
月
二
十
日
の
義
仲
戦
死
か
ら
あ
ま
り
日
を
置
か

な
い
時
期
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
日
源
太
は
勘
当
さ
れ
、
腰
元

千
鳥
と
と
も
に
家
を
出
て
、
や
が
て
千
鳥
は
摂
津
神
崎
の
廓
に
遊
女
梅
ヶ
枝
と

な
っ
て
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
四
段
目
は
源
太
が
こ
の
廓
に
通
う
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
か
な
り
の
月
日
が
経
過
し
た
の
ち
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
四
段
目

 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

の
終
り
で
源
太
は
紅
梅
の
枝
を
簸
に
さ
し
て
出
陣
す
る
の
だ
か
ら
季
節
は
春
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

す
な
わ
ち
二
段
目
か
ら
ほ
ぼ
一
年
後
の
春
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ

の
一
年
間
に
樋
口
は
逆
櫓
に
よ
る
復
讐
を
く
わ
だ
て
、
失
敗
し
て
畠
山
に
捕
わ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
さ
ら
に
時
間
の
推
移
を
た
ど
る
と
、
三
段
目
で
駒
若
丸
を
樋
口
に
託
し
て
安

心
し
た
お
筆
は
、
「
此
津
の
国
（
摂
津
）
に
勤
奉
公
す
る
と
聞
」
く
妹
千
鳥
を

尋
ね
る
と
言
っ
て
立
去
り
、
や
が
て
四
段
目
の
切
で
妹
に
再
会
を
と
げ
る
か
ら
、

三
段
目
か
ら
四
段
目
へ
の
推
移
に
無
理
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
両
段
は
、
と
も

 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
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に
義
仲
戦
死
か
ら
ほ
ぼ
一
年
後
の
物
語
と
し
て
、
巧
み
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と

に
な
る
。

 
と
こ
ろ
が
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
時
間
」
は
一
の
谷
合
戦
の
直
前
へ
と
逆

行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
逆
行
が
よ
ほ
ど
注
意
深
く
読
み
込
ま
な

い
と
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
、
な
め
ら
か
に
劇
的
時
間
を
進
行
さ
せ
た
と
こ
ろ

に
作
者
の
苦
心
が
あ
り
、
恐
ら
く
作
者
は
し
て
や
っ
た
り
と
ほ
く
そ
笑
ん
で
い

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

 
さ
て
、
以
上
の
こ
と
を
時
代
浄
瑠
璃
に
よ
く
行
わ
れ
る
「
本
説
離
れ
」
と
「
本

説
回
帰
」
の
手
法
（
注
4
）
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
、
樋
口
の
筋
に
関
し
て
言
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え
ば
、
彼
が
ひ
そ
か
に
船
頭
の
家
に
入
聾
し
て
復
讐
を
企
て
る
と
こ
ろ
が
ら
「
本

説
」
を
離
れ
、
五
段
目
の
義
経
に
捕
わ
れ
て
の
死
に
至
っ
て
ほ
ぼ
「
本
説
」
に

回
帰
を
と
げ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
劇
中
の
「
時
間
」
に
仕

掛
け
た
上
述
の
ト
リ
ッ
ク
が
巧
み
に
「
本
説
離
れ
」
と
「
本
説
回
帰
」
を
支
え

て
い
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
二
 
敗
者
の
反
逆
 
 
 
 
 
 
・
 
 
 
 
 
 
 
！

 
「
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
」
三
段
目
が
、
八
年
後
の
延
享
四
年
十
一
月
大
坂
竹
本

座
初
演
の
「
義
経
千
本
桜
」
（
作
者
並
木
千
上
等
）
二
段
目
、
平
知
盛
の
復
讐

の
ド
ラ
マ
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。

戦
に
敗
れ
た
側
の
英
雄
・
豪
傑
が
船
乗
り
に
身
を
や
つ
し
て
、
海
上
で
義
経
に

復
讐
せ
ん
と
す
る
が
見
破
ら
れ
て
失
敗
す
る
と
い
う
骨
格
は
両
者
に
共
通
で
あ

る
。
そ
の
作
劇
思
想
の
根
底
に
活
き
て
い
る
の
は
、
歴
史
（
注
5
）
の
中
で
一

旦
敗
北
し
た
英
雄
・
豪
傑
等
を
、
も
う
一
度
歴
史
の
裏
側
で
復
讐
・
反
逆
に
立

上
ら
せ
た
い
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
由
来
、
国
家
の
歴
史
は
勝
者
に
よ
っ
て
書

か
れ
る
と
い
う
が
、
文
学
は
敗
者
の
側
に
眼
を
注
ぐ
も
の
で
あ
る
。
「
平
家
物
語
」

が
平
家
の
隆
盛
に
向
か
う
姿
よ
り
滅
び
に
向
か
う
姿
を
描
き
、
中
世
の
語
り
物

群
が
頼
朝
よ
り
義
経
の
末
路
を
好
ん
で
語
る
の
も
そ
の
例
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い

う
物
語
の
中
に
、
敗
者
の
反
逆
を
語
ろ
う
と
す
る
発
想
が
育
っ
て
い
た
。
そ
こ

に
生
ま
れ
た
の
が
景
清
の
物
語
で
あ
る
。

 
景
清
の
物
語
は
幸
若
舞
曲
か
ら
古
浄
瑠
璃
へ
、
近
松
の
「
出
世
景
清
」
へ
と

語
り
継
が
れ
、
勝
者
頼
朝
に
対
す
る
不
屈
で
孤
独
な
反
逆
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
定

着
さ
せ
た
。
の
ち
に
江
戸
歌
舞
伎
で
も
代
表
的
な
反
逆
の
英
雄
と
な
る
が
、
浄

瑠
璃
で
は
享
保
十
年
豊
竹
座
上
演
の
「
大
仏
殿
万
代
楚
」
（
作
者
西
沢
一
風
・

田
中
千
柳
）
の
傑
作
が
生
ま
れ
た
。
こ
こ
に
至
る
銀
器
像
の
特
色
は
、
い
く
た

び
頼
朝
の
命
を
狙
っ
て
も
そ
の
都
度
見
破
ら
れ
て
挫
折
す
る
が
、
い
く
た
び
挫

折
し
、
そ
し
て
い
く
た
び
頼
朝
の
情
け
に
感
動
し
て
も
、
そ
の
復
讐
の
志
を
断

つ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
、
苦
悩
に
満
ち
た
人
間
像
に
あ
っ
た
。
敗
者
は
つ

い
に
反
逆
を
な
し
と
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

 
惟
喬
惟
仁
位
争
い
の
世
界
で
は
、
政
争
に
敗
れ
た
惟
喬
と
紀
名
虎
の
反
逆
が

中
心
主
題
と
な
る
。
そ
の
う
ち
享
保
五
年
竹
本
座
上
演
の
「
井
筒
業
平
河
内
通
」

（
作
者
近
松
門
左
衛
門
）
で
は
、
惟
喬
が
名
虎
を
骸
骨
か
ら
蘇
生
せ
し
め
、
名

虎
の
力
で
玉
座
に
即
く
が
、
業
平
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
志
を
と
げ
得
ず
、
惟

仁
が
再
び
位
に
即
く
こ
と
に
な
る
。

 
こ
の
よ
う
に
敗
者
自
身
が
再
起
し
反
逆
す
る
も
の
の
ほ
か
に
、
敗
者
の
遺

児
・
遺
臣
が
復
讐
す
る
作
も
あ
る
。
最
も
名
高
い
も
の
は
近
松
の
「
関
八
州
繋

馬
」
（
享
保
九
年
竹
本
座
上
演
）
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
ご
と
く
こ
れ
は
平
町
門

の
遺
児
兄
妹
の
婚
家
へ
の
復
讐
・
反
乱
を
骨
格
と
す
る
雄
篇
で
あ
っ
た
。

 
以
上
「
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
」
に
先
行
す
る
浄
瑠
璃
の
中
か
ら
目
ぼ
し
い
作
品

を
ひ
ろ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
含
め
て
わ
た
く
じ
が
「
敗
者
の
反
逆
し

と
呼
ぶ
の
は
、
単
に
個
人
的
な
レ
ベ
ル
の
闘
争
の
敗
者
の
場
合
で
は
な
く
、
天

下
の
秩
序
に
か
か
わ
る
ご
と
き
闘
争
の
敗
者
の
場
合
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ

ら
の
主
人
公
は
皇
位
に
か
か
わ
る
闘
争
の
当
事
者
で
あ
っ
た
り
、
源
平
合
戦
の

動
乱
の
中
で
の
巨
人
的
な
英
雄
・
豪
傑
で
あ
っ
た
り
す
る
。
享
保
十
四
年
竹
本

座
上
演
の
「
尼
御
台
由
比
浜
出
」
（
作
者
竹
田
出
雲
・
長
谷
川
千
四
）
は
、
実

朝
将
軍
治
下
の
源
氏
の
世
を
覆
さ
ん
と
す
る
夏
虫
中
節
（
由
井
正
雪
に
擬
し
て

い
る
）
を
能
登
守
教
経
の
再
来
と
す
る
。
こ
れ
は
由
井
正
雪
を
楠
正
成
の
再
来

と
す
る
俗
説
の
変
形
で
あ
ろ
う
が
、
敗
者
平
家
の
英
雄
の
中
で
は
、
教
経
は
知
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盛
と
並
ん
で
巨
大
な
反
逆
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
持
主
と
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
後
年
「
義
経
千
本
桜
」
で
反
逆
を
試
み
る
こ
と
に
な
る

二
英
雄
の
一
人
が
、
由
井
正
雪
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
ら
れ
た
不
敵
な
反
逆
者
の

中
に
蘇
っ
て
い
た
と
い
う
の
は
興
味
深
い
。
「
義
経
千
本
桜
」
に
お
け
る
敗
者

反
逆
の
発
想
の
前
駆
を
な
す
も
の
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

 
こ
の
発
想
は
元
文
期
以
後
ま
す
ま
す
好
ま
れ
た
模
様
で
作
品
例
も
多
い
が
、

寛
保
元
年
豊
竹
座
上
演
の
「
田
村
麿
鈴
鹿
合
戦
」
（
作
者
浅
田
一
鳥
・
豊
田
正
蔵
）

は
、
逆
臣
藤
原
二
方
が
平
安
初
期
に
再
び
現
わ
れ
て
周
翁
居
士
と
称
し
、
坂
上

田
村
麿
を
殺
害
し
て
氷
上
皇
子
を
帝
位
に
即
け
ん
と
は
か
る
の
を
、
田
村
麿
が

鈴
鹿
山
に
攻
め
滅
ぼ
す
と
い
う
筋
で
あ
る
が
、
千
方
は
「
太
平
寵
」
（
十
六
）

に
よ
れ
ば
「
天
智
天
皇
の
御
宇
」
の
人
物
で
、
鬼
を
使
役
す
る
反
逆
者
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
鬼
に
見
捨
て
ら
れ
て
滅
ぼ
さ
れ
た
と
い
う
。
だ
か
ら
こ
の
浄
瑠
璃

は
一
旦
朝
廷
に
背
い
て
敗
北
し
た
逆
臣
を
時
代
を
隔
て
て
蘇
ら
せ
、
再
び
反
逆

を
企
て
さ
せ
る
と
い
う
構
想
で
あ
っ
た
。
ま
た
寛
保
三
年
豊
竹
座
上
演
の
「
久

米
仙
人
吉
野
桜
」
（
作
者
為
永
太
郎
兵
衛
）
は
、
物
部
守
屋
の
子
物
部
守
彦
が
、

 
 
 
 
き
ょ
ゆ
つ
よ
も
つ

亡
父
へ
の
孝
養
の
た
め
に
聖
徳
太
子
に
復
讐
せ
ん
と
す
る
が
、
最
後
に
太
子

の
慈
悲
心
に
感
じ
て
切
腹
し
て
果
て
る
と
い
う
筋
を
設
け
る
。
敗
北
し
た
父
の

た
め
の
反
逆
と
い
う
点
で
は
「
関
八
州
繋
馬
」
に
似
た
構
想
と
い
え
よ
う
。

 
こ
う
し
た
構
想
の
行
く
手
に
、
安
倍
貞
潔
・
宗
任
と
そ
の
母
岩
手
に
よ
る
敗

者
反
逆
の
ド
ラ
マ
「
奥
州
安
達
原
」
（
宝
暦
十
二
年
竹
本
座
初
演
）
が
生
ま
れ
る
。

作
者
は
近
松
半
二
・
北
窓
後
一
・
竹
本
三
郎
兵
衛
。
周
到
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ

た
反
逆
の
糸
筋
、
力
強
い
人
物
の
行
動
、
反
逆
者
を
も
か
ら
め
取
る
恩
愛
の
き

ず
な
 
 
こ
の
種
の
戯
曲
中
の
傑
作
で
あ
ろ
う
。
歌
舞
伎
で
は
中
期
以
後
に
多

く
な
る
謀
叛
人
劇
に
、
武
智
（
明
智
）
光
秀
の
遺
児
、
あ
る
い
は
朝
鮮
王
の
亡

「
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
」
管
見
一
三
段
目
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題

霊
か
ら
魔
力
を
授
け
ら
れ
た
人
物
で
、
か
つ
て
真
柴
久
吉
に
敗
れ
た
豪
勇
の
士

な
ど
の
、
久
吉
に
復
讐
せ
ん
と
す
る
ご
と
き
構
想
が
し
き
り
に
出
現
す
る
が
、

こ
れ
ら
も
敗
者
の
反
逆
の
系
列
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。

 
こ
れ
ら
の
構
想
に
お
い
て
、
反
逆
す
る
人
物
が
観
客
の
共
感
を
得
る
か
否
か

は
作
品
に
よ
っ
て
異
な
る
。
彼
等
は
「
悪
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
伴
う
こ
と
が
多
い

が
、
必
ず
し
も
所
謂
悪
人
と
し
て
描
か
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
元
来
時
代
浄
瑠

璃
の
全
曲
の
構
想
は
、
体
制
秩
序
へ
の
「
悪
」
の
挑
戦
が
あ
っ
て
秩
序
が
崩
壊

し
、
「
善
」
の
側
の
人
々
の
苦
闘
・
犠
牲
が
あ
っ
て
、
最
後
に
「
悪
」
が
倒
れ

秩
序
が
回
復
す
る
と
い
う
の
が
基
本
的
な
類
型
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
敗

者
の
反
逆
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
「
義
経
千
本
桜
」
の
知
盛
の
ご
と
く
、
外

な
ら
ぬ
判
官
義
経
を
襲
う
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
極
め
て
魅
力
的
な
英
雄
悲
劇

の
主
人
公
と
い
う
場
合
が
あ
る
。
「
奥
州
安
達
原
」
の
貞
任
は
、
筆
触
萩
や
娘

お
君
と
の
恩
愛
の
情
に
苦
し
み
、
反
逆
者
の
悲
哀
を
か
み
し
め
る
人
物
と
し
て
、

観
客
の
共
感
を
得
て
い
る
。
景
清
も
も
と
よ
り
そ
う
で
あ
っ
た
。
「
関
八
州
繋
馬
」

の
将
軍
太
郎
樋
門
や
霞
岳
は
最
終
的
に
は
討
伐
さ
れ
る
べ
き
「
逆
賊
」
で
あ
り

な
が
ら
、
良
門
は
颯
爽
た
る
反
逆
児
の
魅
力
を
そ
な
え
、
小
蝶
に
至
っ
て
は
元

来
極
め
て
愛
す
べ
き
「
恋
す
る
女
」
で
あ
っ
た
。

 
こ
の
よ
う
な
敗
者
に
よ
る
反
逆
の
ド
ラ
マ
群
の
中
で
、
「
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
」

三
段
目
は
い
か
な
る
位
置
を
占
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
説
と
し
て
の
「
平
家

物
語
」
「
源
平
盛
衰
記
」
の
中
で
は
、
樋
口
は
主
君
義
仲
を
敗
軍
の
中
に
失
い
、

自
身
は
兄
今
井
兼
平
の
よ
う
に
義
仲
と
運
命
を
共
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
ば
か
り
か
、
児
玉
党
の
説
得
に
応
じ
て
義
経
の
軍
門
に
降
り
、
義
仲
の
首
級

が
都
大
路
を
渡
さ
れ
る
時
は
、
そ
の
あ
と
に
つ
い
て
引
廻
さ
れ
、
都
人
の
恥
か

し
め
を
受
け
た
あ
げ
く
に
斬
ら
れ
た
と
い
う
。
特
に
「
源
平
盛
衰
記
」
は
、
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兼
光
、
死
を
逃
れ
て
降
人
と
な
り
、
大
路
を
渡
さ
れ
面
を
曝
す
。
そ
の
心

勇
士
に
は
あ
ら
ざ
り
け
り
。
皆
人
恥
か
し
め
あ
へ
り
け
り
。
度
々
の
合
戦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
は
も
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ざ
け
り

に
功
あ
り
し
か
ば
、
そ
の
名
を
得
た
る
兵
な
り
し
に
、
今
人
の
嘲

を
招
き
け
る
も
、
然
る
べ
き
運
の
極
み
と
覚
え
た
り
。

 
と
、
そ
の
敗
残
の
姿
を
伝
え
て
い
る
。
ま
さ
し
く
樋
口
は
敗
北
の
み
じ
め
さ

を
い
や
と
い
う
ほ
ど
味
わ
っ
て
死
ん
だ
武
人
で
あ
っ
た
（
こ
の
あ
た
り
は
語
り

本
系
の
「
平
家
物
語
」
の
方
が
敗
者
の
み
じ
め
さ
を
述
べ
る
こ
と
は
る
か
に
簡

潔
で
あ
る
）
。
た
だ
し
「
源
平
盛
衰
記
」
は
「
度
々
の
合
戦
に
功
あ
り
し
か
ば
、

そ
の
名
を
得
た
る
兵
」
で
あ
っ
た
と
言
い
、
そ
れ
が
「
人
の
嘲
を
招
」
く
に
至
っ

だ
の
は
、
そ
う
な
る
べ
き
「
運
の
極
み
」
と
思
わ
れ
た
と
述
べ
る
の
だ
か
ら
、

こ
の
物
語
が
都
人
と
一
緒
に
な
っ
て
樋
口
を
恥
か
し
め
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
「
盛
衰
記
」
は
樋
口
が
河
内
か
ら
都
に
帰
っ
て
来
た
時
の
有
様
を
、
「
木
曽

殿
す
で
に
討
た
れ
給
ひ
ぬ
」
と
聞
い
て
、
そ
の
時
ま
で
引
き
連
れ
て
い
た
捕
虜

を
解
放
し
て
や
り
、
部
下
の
兵
た
ち
に
は
、

 
 
 
 
を
と
こ

 
 
兼
光
男
を
生
け
置
か
せ
給
は
ば
、
尼
に
な
ら
ん
、
御
所
を
出
で
ん
、
淀

 
 
河
桂
河
に
身
を
投
げ
ん

な
ど
と
騒
ぎ
立
て
た
の
で
、
「
法
皇
も
力
及
ば
せ
給
は
ず
、
公
卿
余
議
あ
り
て
」

死
罪
と
決
し
た
と
い
う
い
き
さ
つ
を
述
べ
る
が
、
こ
こ
に
は
言
外
に
樋
口
へ
の

同
情
が
に
じ
み
出
て
い
る
。

 
こ
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
来
た
敗
者
樋
口
を
、
浄
瑠
璃
作
者
は
勝
者
に
復
讐

せ
ん
と
す
る
英
雄
と
し
て
描
く
。
そ
の
方
法
は
「
や
つ
し
」
の
手
法
に
よ
る
大

胆
な
虚
構
の
構
築
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
約
一
年
間
の
劇
的
時
間

を
作
り
出
す
と
い
う
「
時
間
の
ト
リ
ッ
ク
」
を
案
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
本

説
離
れ
」
と
「
本
説
へ
の
回
帰
」
に
成
功
し
た
。
そ
こ
に
豊
作
の
方
法
上
の
特

色
が
あ
る
の
だ
が
、
「
や
つ
し
」
に
よ
る
「
本
説
離
れ
1
本
説
回
帰
」
の
方
法

に
よ
っ
て
敗
者
の
反
逆
の
ド
ラ
マ
を
確
立
し
た
作
品
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
題
作
の
成
功
を
ふ
ま
え
て
「
義
経
千
本

桜
」
二
段
目
が
作
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
敗
者
の
反
逆
を
構
想
す
る
戯
曲
の

歴
史
に
お
い
て
、
旧
作
の
持
つ
意
味
は
大
き
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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我
が
身
は
京
に
上
っ
て
討
死
す
べ
き
な
り
。
命
も
惜
し
く
、
故
郷
も
恋
し

か
ら
ん
人
々
は
、
こ
れ
よ
り
落
つ
べ
し

 
と
「
思
ひ
思
ひ
に
落
ち
」
さ
せ
て
、
僅
か
三
十
騎
（
「
平
家
物
語
」
で
は
二

十
騎
）
ば
か
り
に
な
っ
て
京
に
入
ろ
う
と
し
た
と
い
う
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
降
人
と
な
つ
だ
樋
口
を
惜
し
ん
だ
義
経
は
な
ん
と
か
し
て
助
け
よ
う
と

し
た
が
、
院
の
女
房
た
ち
の
恨
み
が
深
く
て
、

 
 
 
三
 
身
替
り
の
構
造

 
前
項
で
わ
た
く
し
は
反
逆
す
る
人
物
に
対
す
る
観
客
の
共
感
と
い
う
こ
と
に

触
れ
た
が
、
本
作
の
樋
口
に
関
し
て
言
え
ば
、
や
つ
し
の
松
右
衛
門
の
時
も
、

樋
口
と
名
乗
っ
て
か
ら
も
、
終
始
観
客
が
こ
の
主
人
公
に
魅
力
を
感
ず
る
よ
う

に
作
者
は
描
い
て
い
る
。
段
切
れ
近
く
、
樋
口
逮
捕
に
登
場
す
る
の
が
畠
山
重

忠
で
あ
る
の
も
、
樋
口
に
対
す
る
作
者
の
、
い
わ
ば
温
か
い
配
慮
で
あ
る
。
実

は
樋
口
の
計
画
を
見
抜
い
て
裏
を
か
い
た
の
は
梶
原
景
時
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

逆
櫓
を
主
た
る
趣
向
と
す
る
以
上
、
作
者
も
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
わ
け



で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
樋
口
を
捕
え
る
の
も
梶
原
で
あ
る
の
が
順
当

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
樋
口
に
縄
を
掛
け
る
の
は
知
と
情
を
兼
ね

そ
な
え
た
理
想
的
武
将
畠
山
重
忠
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
作
者
は
考
え
た
。

そ
し
て
樋
口
は
重
忠
だ
か
ら
こ
そ
戦
わ
ず
し
て
縛
に
就
く
。
名
誉
あ
る
就
縛
と

い
う
べ
き
か
。

 
さ
ら
に
五
段
目
に
眼
を
移
す
と
、
こ
こ
で
は
樋
口
は
法
皇
か
ら
も
忠
臣
の
心

を
認
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
反
逆
は
「
あ
な
が
ち
罪
科
共
云
が
た
し
」
と
さ
れ
、

義
経
は
も
ち
ろ
ん
「
樋
口
が
命
は
助
ク
ベ
し
」
と
言
う
の
だ
が
、
樋
口
は
そ
の

温
情
に
甘
え
ず
、
我
と
我
が
首
を
斬
り
落
と
し
て
壮
絶
な
最
期
を
と
げ
る
。
そ

の
死
は
武
人
と
し
て
た
ぐ
い
稀
な
名
誉
あ
る
死
で
あ
り
、
「
忠
義
の
さ
い
こ
ぞ

い
さ
ぎ
よ
き
」
と
語
ら
れ
る
。

 
こ
れ
ら
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
す
で
に
黒
石
陽
子
氏
が
「
『
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
』

論
 
 
勇
士
と
し
て
の
救
済
と
鎮
魂
 
 
」
（
注
6
）
の
論
文
で
、
不
名
誉
な

死
を
と
げ
た
樋
口
を
、
作
者
が
い
か
に
し
て
「
勇
士
」
と
し
て
復
権
し
、
救
済

と
鎮
魂
を
は
か
っ
た
か
を
詳
し
く
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
樋
口
の
行
動
と
人
物
像

に
つ
い
て
鮮
明
な
見
方
を
提
起
さ
れ
た
す
ぐ
れ
た
論
で
あ
っ
て
、
結
論
と
し
て

は
氏
の
言
わ
れ
る
通
り
で
あ
ろ
う
。
た
だ
わ
た
く
し
の
言
い
た
い
の
は
、
作
者

の
意
図
の
中
に
は
樋
口
復
権
の
意
図
と
と
も
に
、
敗
者
の
反
逆
の
構
想
が
強
く

は
た
ら
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
は
表
裏
一
体
の

も
の
で
あ
り
、
敗
者
の
反
逆
の
構
想
を
生
か
す
こ
と
に
よ
り
樋
口
の
復
権
が
な

し
と
げ
ら
れ
て
い
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
と
こ
ろ
で
、
樋
口
が
名
誉
あ
る
武
人
で
あ
る
こ
と
の
最
大
の
あ
か
し
は
、
権

四
郎
に
対
し
て
駒
若
丸
の
命
を
取
る
こ
と
を
断
念
し
て
く
れ
と
説
く
、
誠
意
を

尽
く
し
た
、
し
か
し
苦
渋
に
満
ち
た
説
得
に
あ
る
。
そ
も
そ
も
槌
松
の
死
は
、

「
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
」
管
見

⊥
二
段
目
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題
i

樋
口
に
と
っ
て
は
義
理
の
わ
が
子
を
主
君
に
捧
げ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
、
義
仲
の
遺
臣
た
ち
か
ら
も
裏
切
り
か
と
疑
わ
れ
て
い
た
状
況
の
中
で
、

「
二
心
な
き
」
忠
臣
の
存
念
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
樋
口
に
喜
び
を

も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
樋
口
に
は
、
可
愛
い
孫
を
死
な
せ
た
権
四
郎

の
嘆
き
へ
の
深
い
同
情
が
あ
り
、
表
立
て
て
は
言
っ
て
い
な
い
が
、
子
を
失
っ

た
女
房
お
よ
し
へ
の
憐
欄
も
あ
る
。
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
黒
松
の
こ
と

は
諦
め
て
若
君
を
助
け
、
私
の
武
士
道
を
立
て
さ
せ
て
ほ
し
い
と
言
わ
ね
ば
な

ら
な
い
辛
さ
が
あ
る
。
そ
の
説
得
は
、
か
つ
て
原
道
生
氏
が
「
浄
る
り
作
者
の

目
一
松
右
衛
門
・
梅
ヶ
枝
の
描
き
方
1
」
と
い
う
解
説
文
（
注
7
）
で
言

わ
れ
た
よ
う
に
、
「
何
ら
の
術
策
を
も
弄
す
る
こ
と
な
く
、
ひ
た
す
ら
己
れ
の

真
情
を
披
渥
し
て
舅
の
心
に
訴
え
か
け
よ
う
と
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
「
決
し

て
単
な
る
桐
喝
や
論
破
と
し
て
で
は
な
く
、
舅
と
妻
と
の
絶
望
や
悲
嘆
を
そ
の

ま
ま
に
共
感
し
な
が
ら
の
、
情
理
兼
ね
備
え
た
説
得
で
あ
り
懇
願
と
し
て
描
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
が
め

出
さ
れ
て
」
い
る
。
そ
し
て
、
本
文
に
言
う
「
身
を
へ
り
く
だ
り
詞
を
崇
」

た
こ
の
説
得
の
態
度
に
つ
い
て
、
太
夫
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
の
も
ふ

 
 
 
 
か
し
ら

兼
平
巴
が
頭
を
ふ
ま
へ
木
曽
に
仕
へ
し
四
天
王
。
其
随
一
チ
の
武
士
と

 
 
 
 
 
 
 
こ
と
は
り

世
に
名
を
取
り
し
も
理
な
り
。

と
語
る
。
こ
の
真
率
誠
実
な
訴
え
か
け
に
、
真
に
英
雄
的
な
姿
が
あ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
こ
の
三
の
切
は
元
来
「
身
替
り
劇
」
と
し
て
も
把
握
さ
れ
て
い
た
。

た
と
え
ば
絵
尽
し
の
序
文
に
は
、
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つ
ち
ま
 
 
 
ヘ
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
め

 
 
自
然
と
立
た
拍
子
よ
い
槌
松
が
身
替
大
出
来
じ
ゃ
と
御
誉
詞
の
有
が
た

 
 
さ

 
 
 
（
傍
点
は
引
用
者
。
濁
点
を
補
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
以
下
同
様
）

と
あ
り
、
初
演
の
太
夫
竹
本
政
太
夫
（
後
の
播
磨
二
心
）
も
身
替
り
劇
の
傑
作

と
言
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
「
音
曲
口
伝
書
」
に
見
え
る
。

 
 
 
 
 
 
 
み
が
は
り

播
翁
此
三
段
目
は
身
代
古
今
の
随
一
な
る
べ
し
語
る
に
か
た
り
よ
か
っ

た
と
申
さ
れ
し
な
り
作
の
趣
向
が
よ
さ
に
心
底
こ
．
・
ろ
持
が
よ
か
っ
た
と

い
ふ
事
の
よ
し

 
で
は
本
当
は
い
か
に
し
て
「
身
替
り
劇
」
な
の
か
。
複
雑
巧
緻
な
「
寺
子
屋
」

の
よ
う
な
、
い
わ
ば
周
到
に
計
画
さ
れ
た
身
替
り
に
馴
れ
た
わ
れ
わ
れ
は
、
輪

作
を
「
身
替
り
劇
」
と
と
ら
え
る
こ
と
に
抵
抗
を
感
ず
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
し
か
し
槌
松
の
死
を
結
果
的
に
駒
若
丸
の
身
替
り
と
な
っ
た
死
と
見
る
こ
と

は
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
も
極
め
て
自
然
で
あ
る
。
現
に
黒
石
氏
も
こ
れ
を
「
”
結

果
的
な
身
替
り
”
と
で
も
い
う
べ
き
内
容
で
あ
る
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
。

「
結
果
的
な
身
替
り
」
が
若
君
の
運
の
強
さ
を
示
し
、
そ
れ
が
「
樋
口
の
忠
臣

と
し
て
の
思
い
が
天
に
通
じ
た
」
こ
と
を
あ
か
し
す
る
と
こ
ろ
に
、
作
者
の
作

意
を
認
め
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
だ
が
、
わ
た
く
し
は
少
し
違
っ
た
角
度
か
ら
こ
れ
を
見
て
い
る
。
い
っ
た
い

樋
口
の
あ
の
説
得
は
、
結
局
槌
松
の
死
を
駒
若
丸
の
「
身
替
り
」
と
し
て
納
得

し
て
く
れ
と
・
い
う
こ
と
に
尽
き
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
が
樋
口
に
と
っ

て
「
弓
矢
取
身
の
上
に
は
願
ふ
て
も
な
き
御
身
が
は
り
」
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う

に
納
得
し
て
く
れ
、
そ
れ
が
樋
口
の
「
武
士
道
を
立
さ
せ
」
て
く
れ
る
こ
と
に

な
る
の
だ
と
説
得
・
懇
願
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
つ
ま
り
、
不
運
極
ま
る
槌
松
の
死
が
「
結
果
的
に
」
身
替
り
に
な
っ
た
だ
け

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

で
は
な
く
て
、
樋
口
が
説
得
し
て
本
当
の
身
替
り
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い

う
説
得
行
動
に
、
本
作
の
「
身
替
り
劇
」
と
し
て
の
特
異
な
構
造
が
あ
る
と
見

る
の
で
あ
る
。
し
・
か
も
こ
の
説
得
行
動
こ
そ
樋
口
を
真
に
人
間
的
な
英
雄
た
ら

し
め
る
眼
目
の
行
為
で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
成
否
が
劇
の
明
暗
を
分
け
る
頂
点

な
の
で
あ
る
。
こ
こ
を
三
の
切
前
半
（
松
右
衛
門
内
）
の
山
場
と
し
た
作
者
の

作
意
は
、
手
作
に
新
し
い
「
身
替
り
劇
」
の
性
格
を
持
た
せ
よ
う
と
す
る
こ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
が
は
り

に
あ
っ
た
。
そ
れ
が
政
太
夫
に
は
わ
か
っ
て
い
た
か
ら
、
「
身
代
古
今
の
随
一

な
る
べ
し
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
絵
尽
し
が
槌
松
の
身
替
り
を
「
自
然
と
立

た
」
と
か
「
拍
子
よ
い
」
な
ど
と
書
く
の
は
、
本
当
は
こ
の
場
の
「
作
意
」
に

対
し
て
は
軽
す
ぎ
る
こ
と
ば
で
あ
る
（
「
拍
子
よ
い
」
は
」
「
槌
」
を
引
き
出
す

修
辞
）
。
が
、
こ
う
い
う
軽
さ
は
こ
の
種
の
か
た
り
文
句
の
常
だ
か
ら
、
「
自
然

と
立
た
」
の
文
言
を
以
て
「
結
果
的
な
身
替
り
」
の
作
意
の
裏
づ
け
と
は
し
が
・

た
い
で
あ
ろ
う
。

 
こ
う
見
て
く
る
と
、
や
つ
し
か
ら
本
来
の
姿
に
戻
る
樋
口
の
名
乗
り
は
ク
ラ

イ
マ
ッ
ク
ス
で
は
な
い
。
歌
舞
伎
の
演
出
で
は
こ
こ
を
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
よ

う
に
し
て
大
い
に
颯
爽
と
名
乗
ら
せ
て
い
て
、
役
者
と
し
て
は
そ
の
方
が
気
分

が
よ
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
本
当
は
樋
口
は
復
讐
の
本
意
を
と
げ
る
時
ま
で
名
乗

り
た
く
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
点
は
「
義
経
千
本
桜
」
の
知
盛
の
名
乗
り
と
は

違
う
。
だ
か
ら
浄
瑠
璃
で
は
「
か
く
申
ス
我
は
樋
口
の
次
郎
兼
光
よ
」
と
抑
え

た
調
子
で
言
う
。
や
む
を
得
ず
名
乗
る
と
い
う
心
持
で
あ
る
。

 
つ
い
で
に
言
え
ば
、
こ
の
名
乗
り
で
樋
口
が
強
調
す
る
の
は
、
こ
の
少
年
が

 
 
 
 
と
ど
ろ
く
な
る
い
か
つ
ち

「
天
地
に
轟
 
鳴
 
雷
の
如
く
…
…
定
隔
て
音
ト
に
聞
」
い
た
で
あ
ろ
う
と
こ
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き
ん
だ
ち

ろ
の
、
あ
の
「
朝
日
将
軍
。
義
仲
公
」
の
「
御
公
達
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
こ
と
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
で
あ
る
の
に
歌
舞
伎
の
演
出
で
は
「
天
地
に
轟
」

く
の
が
「
樋
口
の
次
郎
兼
光
」
で
あ
る
か
の
ご
と
き
錯
覚
を
誘
う
。
少
く
と
も

そ
の
よ
う
に
や
る
役
者
が
い
る
が
、
こ
れ
も
役
者
の
仕
勝
手
に
よ
る
誤
っ
た
演

じ
方
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

 
以
上
、
三
題
咄
の
よ
う
に
「
時
間
」
の
問
題
・
敗
者
の
反
逆
の
構
想
・
身
替

り
の
構
造
の
三
つ
の
問
題
を
採
り
上
げ
て
管
見
を
述
べ
た
が
、
二
曲
の
死
を
身

替
り
へ
と
価
値
転
換
し
よ
う
と
す
る
樋
口
の
説
得
が
、
彼
の
英
雄
像
を
い
っ
そ

う
魅
力
あ
る
も
の
と
し
、
そ
の
魅
力
が
敗
者
の
反
逆
の
構
想
を
充
実
さ
せ
て
お

り
、
他
方
こ
の
構
想
を
裏
か
ら
「
時
間
の
ト
リ
ッ
ク
」
が
支
え
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

 
注

（
1
）
本
稿
で
「
平
家
物
語
」
と
は
覚
一
本
そ
の
他
の
語
り
本
系
の
本
文
を
さ

 
 
す
。

（
2
）
 
「
入
碧
に
わ
せ
ら
れ
て
一
チ
年
ン
も
立
ッ
や
立
タ
ず
」
と
言
っ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
ろ

（
3
）
 
「
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
」
初
段
大
序
の
冒
頭
は
「
比
は
元
暦
元
年
正
月

 
 
廿
日
」
の
文
言
で
始
ま
っ
て
、
そ
の
日
の
う
ち
に
義
仲
の
死
が
報
告
さ

 
 
れ
る
。
元
暦
元
年
は
寿
永
三
年
。

（
4
）
拙
論
「
『
熊
谷
陣
屋
』
の
作
劇
法
」
（
『
歌
舞
伎
・
浄
瑠
璃
・
こ
と
ば
』

 
 
八
木
書
店
刊
）
参
照
。

（
5
）
本
稿
で
歴
史
と
い
う
の
は
、
永
く
伝
承
さ
れ
た
物
語
の
内
容
も
含
む
広

 
 
義
の
歴
史
。

（
6
）
 
『
国
立
文
楽
劇
場
上
演
資
料
集
2
0
』
．
（
昭
和
6
3
年
1
1
月
）
所
収
。

（
7
）
昭
和
5
4
年
2
月
の
国
立
劇
場
文
楽
公
演
解
説
書
所
載
。

（121）

「
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
」
管
見

三
段
目
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題
i


