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は
じ
め
に

菊
池
寛
は
大
正
時
代
の
有
名
な
小
説
家
、
劇
作
家
で
あ
り
、
雑
誌
『
文
華

春
秋
』
を
創
刊
し
て
大
成
功
を
収
め
、
日
本
文
護
家
協
会
も
設
立
し
た
。
ま

た
、
芥
川
賞
、
直
木
賞
の
設
立
者
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
菊
池
寛
は
当

時
の
文
学
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
が
、
現
代
で
は
菊
池
寛
の
研
究
者
が

極
め
て
少
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
菊
池
寛
の
作
品
を
通
し
て
彼
の
文
学
観
・
人

間
観
を
再
検
討
し
、
今
日
に
お
け
る
菊
池
文
学
の
意
義
を
考
え
直
し
て
み
た

『
恩
讐
の
彼
方
に
』
は
大
正
八
年
に
発
表
さ
れ
た
代
表
作
品
の
一
つ
で
あ

る
。
「
恩
讐
」
と
い
う
テ
l
マ
に
つ
い
て
の
作
品
は
、
芥
川
龍
之
介
の
『
或

敵
討
の
話
』
や
森
鴎
外
の
『
護
持
院
ケ
原
の
敵
討
』
な
ど
が
あ
る
。
菊
池
寛

は
芥
川
龍
之
介
と
は
親
友
で
あ
り
、

E
い
に
作
品
に
対
す
る
影
響
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

森
鴎
外
の
作
品
で
は
敵
討
ち
が
成
就
し
て
お
り
、
芥
川
龍
之
介
に
も
菊
池
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李

新

志

寛
に
も
影
響
を
与
え
た
が
、
三
編
の
作
品
を
比
較
す
る
と
、
復
讐
の
経
緯
と

結
末
に
つ
い
て
違
う
点
が
あ
る
。
こ
の
三
編
の
作
品
を
詳
細
に
見
る
と
、
森

鴎
外
、
芥
川
龍
之
介
、
菊
池
寛
の
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
方
と
人
間
観
が
浮
き
彫

り
と
な
る
。
ま
た
、
こ
の
比
較
に
よ
っ
て
、
「
個
人
主
義
、
自
由
主
義
、
人

道
主
義
を
標
梼
し
て
い
た
」
菊
池
寛
の
人
生
観
の
一
端
が
見
え
る
と
思
わ
れ

る。
そ
し
て
、
作
品
の
中
に
登
場
す
る
「
青
の
洞
門
」
も
こ
の
作
品
に
よ
っ
て

有
名
に
な
っ
た
。
「
青
の
洞
門
」
に
つ
い
て
は
他
の
作
家
も
作
品
化
し
て
い

る
が
、
菊
池
作
品
に
見
ら
れ
る
「
お
弓
」
の
よ
う
な
女
性
は
登
場
し
な
い
。

芥
川
龍
之
介
の
『
あ
る
敵
討
の
話
』
と
森
鴎
外
の
『
護
持
院
ケ
原
の
敵
討
』

の
中
に
も
お
弓
の
よ
う
な
女
性
は
登
場
し
な
か
っ
た
。
お
弓
の
話
は
菊
池
寛

独
自
の
創
作
だ
と
思
わ
れ
る
。

元
は
優
し
い
女
性
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
お
弓
が
、
お
金
の
た
め
に
残
酷
な

女
性
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
菊
池
寛
は
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
女
性
を

登
場
さ
せ
た
の
か
。
こ
の
問
題
は
菊
池
の
女
性
観
や
金
銭
観
か
影
響
し
て
い
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る
だ
ろ
う
。
人
生
経
験
や
人
生
観
を
創
作
に
生
か
す
こ
と
を
重
視
し
て
い
た

菊
池
寛
は
自
分
の
価
値
観
を
作
品
に
投
影
さ
せ
て
物
語
を
造
形
し
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
後
半
で
は
『
恩
讐
の
彼
方
に
』
に
登
場
す
る
女

性
像
と
金
銭
の
問
題
を
分
析
し
、
菊
池
寛
の
女
性
観
と
金
銭
観
か
作
品
に
及

ぼ
す
影
響
と
そ
の
意
味
を
考
察
し
て
み
た
い
。

一
、
「
敵
討
ち
」
と
い
う
テ

l
マ

『
恩
讐
の
彼
方
に
』
は
、
大
正
八
年
一
月
『
中
央
公
論
』
に
発
表
さ
れ
た

菊
池
寛
の
短
編
小
説
で
あ
る
。
江
戸
時
代
後
期
に
、
豊
前
国
の
山
国
川
沿
い

の
耶
馬
渓
に
あ
っ
た
交
通
の
難
所
に
、
青
の
洞
門
を
開
削
し
た
実
在
の
僧
・

禅
海
の
史
実
に
取
材
し
た
作
品
で
あ
る
。
『
恩
讐
の
彼
方
に
』
は
敵
討
ち
を

材
料
と
し
た
有
名
な
作
品
で
あ
り
、
菊
池
寛
の
歴
史
小
説
の
代
表
作
の
一
つ

で
も
あ
る
。
菊
池
寛
は
「
僕
の
歴
史
物
語
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る。

日
本
の
文
壇
で
、
歴
史
小
説
は
古
く
か
ら
あ
る
が
(
中
略
)
現
代
文

学
の
歴
史
小
説
を
初
め
て
書
い
た
の
は
、
森
鴎
外
博
士
で
あ
る
。
鴎
外

博
士
の
影
響
を
受
け
て
歴
史
小
説
を
書
い
た
も
の
は
自
分
と
芥
川
龍
之

介
で
あ
る
と
思
う
。
つ
ま
り
歴
史
物
語
を
現
代
小
説
の
材
料
に
使
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
歴
史
的
事
件
に
新
し
い
解
釈
を
加
え
た
の
で

あ
る
。

菊
池
寛
に
よ
る
と
、
菊
池
と
芥
川
の
歴
史
小
説
は
森
鴎
外
の
影
響
を
受
け

た
事
が
分
か
る
。
森
鴎
外
に
も
芥
川
に
も
敵
討
ち
を
材
料
と
す
る
作
品
が
い

く
つ
か
あ
る
。
で
は
、
同
じ
く
敵
討
ち
を
材
料
と
し
て
い
る
『
恩
讐
の
彼
方

に
』
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
菊
池
の
『
恩
讐
の
彼
方
に
』
は
、
鴎
外
と
芥
川
の

敵
討
ち
の
物
語
と
ど
こ
が
違
う
の
か
。
『
恩
讐
の
彼
方
に
』
と
他
の
作
家
の

も
の
を
比
較
す
る
こ
と
で
菊
池
文
学
の
独
自
性
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

『
恩
讐
の
彼
方
に
』
が
発
表
さ
れ
て
か
ら
一
年
=
ア
ゲ
月
後
、
芥
川
の
『
或

敵
討
の
話
』
(
大
九
・
五
「
雄
弁
」
)
が
発
表
さ
れ
た
。
鴎
外
に
も
敵
討
ち
を

材
料
と
し
た
作
品
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
芥
川
の
『
或
敵
討
の
話
』
は
鴎
外

の
『
護
寺
院
ケ
原
の
敵
討
』
と
よ
く
似
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
三
編
の

作
品
を
比
較
し
分
析
し
て
み
た
い
。

ま
ず
は
、
『
護
寺
院
ケ
原
の
敵
討
』
を
通
し
て
、
鴎
外
の
敵
討
ち
に
対
し

て
の
考
え
方
を
見
て
み
た
い
。
『
護
寺
院
ケ
原
の
敵
討
』
の
創
作
背
景
に
つ

【世
Z
V

い
て
尾
形
仇
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

あ
た
か
も
こ
の
明
治
四
十
年
代
か
ら
大
正
初
年
に
か
け
て
、
明
治
四

十
二
年
啓
成
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
福
本
旦
南
の
『
元
禄
快
挙
録
』
を
ト

ッ
プ
に
、
同
四
十
四
年
の
同
書
袖
珍
版
、
四
十
三
年
か
ら
四
十
四
年
に

及
ぶ
鍋
田
日
間
山
の
『
赤
穂
義
人
纂
書
』
第
一
・
第
二
・
補
遣
、
四
十
三

年
三
田
村
玄
竜
の
『
元
録
快
挙
別
録
』
、
四
十
五
年
村
上
浪
六
の
『
元

録
忠
魂
録
』
、
同
じ
く
上
野
静
村
の
『
赤
穂
義
士
譜
』
、
同
じ
く
桃
川
燕

林
の
講
演
筆
記
『
赤
穂
義
士
四
十
七
士
伝
』
、
同
じ
く
『
日
本
武
士
道

・
第
六
編
、
赤
穂
義
士
』
、
大
正
二
年
司
馬
僧
正
の
『
拙
者
は
大
石
内

蔵
同
ち
ゃ
』
、
同
じ
く
嫡
田
均
の
『
実
録
赤
穂
義
士
』
、
大
正
三
年
福
本

-46 



日
南
の
『
元
録
快
挙
真
相
録
』
等
が
相
次
い
で
刊
行
を
見
た
。

右
に
よ
れ
ば
、
当
時
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
義
士
物
が
相
次
い
で
刊
行
さ

れ
、
武
士
道
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
「
敵
討
ち
」
を
称
揚
す
る
と
い
う
風
潮

が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
『
護
寺
院
ケ
原
の
敵
討
』
は
、
大
正
二
年
九
月

二
十
日
脱
稿
、
同
十
月
に
発
表
さ
れ
た
。
『
恩
讐
の
彼
方
に
』
は
大
正
八
年

一
月
に
発
表
さ
れ
て
お
り
、
『
或
敵
討
の
話
』
は
一
年
後
の
大
正
九
年
六
月

に
発
表
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
三
編
の
作
品
は
同
じ
「
敵
討

ち
」
を
主
題
と
す
る
背
景
下
に
創
作
さ
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
三

編
の
作
品
を
詳
細
に
見
て
い
く
と
、
森
鴎
外
、
芥
川
龍
之
介
、
菊
池
寛
の
そ

れ
ぞ
れ
の
考
え
方
と
人
間
観
が
は
っ
き
り
違
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の

だ。
明
治
四
十
五
年
七
月
三
十
日
、
明
治
国
家
の
象
徴
で
あ
っ
た
天
皇
が
崩
御

し
、
大
正
と
改
元
さ
れ
た
。
山
崎
一
穎
に
よ
る
と
、
乃
木
殉
死
だ
け
で
は
な

く
、
衛
生
部
人
事
に
対
し
て
も
、
当
時
の
歴
史
小
説
に
対
し
て
も
、
官
僚
機

構
の
内
部
に
い
た
森
鴎
外
は
凡
て
の
か
ら
く
り
を
冷
厳
に
見
つ
め
、
リ
ア
ル

で
シ
ニ
カ
ル
な
目
を
光
ら
せ
て
い
る
。
乃
木
殉
死
に
多
く
の
日
本
国
民
が
悲

し
ん
だ
が
、
「
鴎
外
は
乃
木
殉
死
に
対
す
る
批
判
の
批
判
と
い
う
形
で
、
歴

史
小
説
に
心
情
を
吐
滋
す
る
に
急
で
あ
っ
た
」
。
当
時
鴎
外
は
幕
藩
体
制
の

組
織
を
動
か
す
政
治
的
人
聞
を
描
き
な
が
ら
、
組
織
の
下
で
あ
え
ぐ
戦
国
武

士
の
気
質
の
崩
壊
を
別
挟
し
た
。
戦
国
武
士
の
至
純
な
魂
に
共
感
を
覚
え
て

い
る
鴎
外
は
『
意
地
』
を
描
き
あ
げ
て
か
ら
、
自
覚
的
な
方
法
論
で
『
護
寺

院
ケ
原
の
敵
討
』
を
執
筆
し
始
め
た
の
で
あ
る
。

菊
池
寛
『
恩
讐
の
彼
方
に
』
管
見
ー
ー
そ
の
材
源
と
女
性
に
つ
い
て
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『
護
寺
院
ケ
原
の
敵
討
』
に
お
け
る
復
讐
者
の
ひ
と
り
字
平
は
、
し
っ
か

り
敵
討
ち
を
主
張
し
て
い
た
九
郎
右
衛
門
・
り
よ
・
文
吉
と
違
い
、
辛
い
敵

討
ち
の
旅
に
耐
え
難
く
、
敵
討
ち
に
懐
疑
の
念
を
発
し
、
最
後
に
は
敵
討
ち

か
ら
離
脱
す
る
。
こ
の
字
平
に
つ
い
て
「
宇
平
の
主
張
し
て
い
る
と
こ
ろ

は
次
の
三
点
で
あ
る
。
第
一
は
敵
討
の
成
功
性
に
対
す
る
疑
問
。
第
二
は
神

仏
の
加
護
に
対
す
る
疑
問
。
そ
し
て
第
三
は
敵
討
制
度
そ
の
も
の
へ
の
批
判

だ
」
と
尾
形
氏
は
述
べ
て
い
る
。

尾
形
氏
に
よ
れ
ば
、
復
讐
者
の
字
平
は
敵
討
ち
に
懐
疑
を
持
ち
、
敵
討

に
消
極
的
な
態
度
を
も
っ
て
い
る
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
『
護
寺
院
ケ
原
の
敵

討
』
の
中
の
他
の
登
場
人
物
は
皆
敵
を
討
つ
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
女
と

し
て
の
り
よ
は
尼
に
な
っ
て
も
敵
を
討
と
う
と
す
る
。
敵
討
に
一
番
消
極
的

な
字
平
だ
っ
た
が
、
最
初
は
「
評
議
の
席
で
一
番
熱
心
に
復
讐
が
し
た
い
と

き
口
い
続
け
て
、
成
功
を
急
い
で
気
を
苛
っ
た
」
の
で
あ
っ
た
。
成
功
を
急
ぐ

気
持
ち
は
誰
よ
り
も
強
い
か
ら
こ
そ
、
長
く
辛
い
敵
討
ち
の
道
に
耐
え
難
い

の
だ
。
そ
の
た
め
結
局
字
平
は
行
方
不
明
に
な
っ
た
が
、
敵
討
を
全
面
的
に

諦
め
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
こ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
作
者
森
鴎
外
の
敵

討
ち
に
対
す
る
態
度
が
は
っ
き
り
と
分
か
る
だ
ろ
う
。
消
極
的
な
遺
り
方
を

選
ん
だ
た
め
、
宇
平
と
い
う
人
物
は
作
中
か
ら
消
さ
れ
た
の
だ
。
最
後
の
褒

美
も
彼
に
は
少
し
も
関
係
が
な
か
っ
た
の
だ
。
こ
の
結
末
か
ら
も
、
森
鴎
外

は
、
敵
討
ち
の
脱
落
者
と
し
て
の
宇
平
と
は
対
極
に
あ
り
、
敵
を
討
と
う

と
す
る
者
を
賞
賛
し
て
い
る
事
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
『
護
寺
院
ケ
原
の
敵
討
』

の
結
末
に
対
し
て
、
上
野
芳
喜
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
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鴎
外
は
こ
こ
ま
で
、
苛
酷
な
運
命
に
強
固
な
意
志
と
信
念
を
持
っ
て

対
時
し
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
勝
利
し
た
「
人
閣
の
原
高
貴
性
」
輝
く

ド
ラ
マ
を
描
き
出
し
て
来
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
作
品
終
末
に
は
こ
れ
に

反
す
る
味
気
な
い
仇
討
後
日
請
を
以
て
物
語
を
結
ん
だ
の
で
あ
る
が
、

そ
の
対
照
は
鮮
や
か
で
あ
る
。

上
野
氏
に
よ
る
と
、
敵
討
ち
の
旅
の
辛
さ
を
克
服
し
、
敵
討
ち
を
達
成
し

た
こ
と
を
「
人
間
の
原
高
貴
性
」
と
し
て
描
い
て
い
る
。
そ
れ
と
対
照
的

に
、
仇
討
後
の
後
日
請
が
い
か
に
も
味
気
な
い
こ
と
を
述
べ
た
の
だ
。
こ
こ

か
ら
も
、
人
聞
が
安
逸
な
生
活
よ
り
、
敵
討
ち
を
す
る
た
め
に
様
々
な
苦
労

を
す
る
よ
う
な
生
活
を
森
鴎
外
は
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
作
品
に
似
た
も
の
と
し
て
芥
川
の
『
或
敵
討
の
話
』
が
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
芥
川
は
鴎
外
の
影
響
を
受
け
て
創
作
し
た
と
い
う

先
行
論
が
多
く
あ
っ
た
。
稲
垣
達
郎
は
「
歴
史
小
説
家
と
し
て
の
芥
川
龍
之

介
」
の
中
に
「
仮
に
、
こ
の
『
後
談
』
を
除
い
て
筆
を
捌
い
た
と
し
た
ら
、

恐
ら
く
は
『
護
寺
院
ケ
原
の
敵
討
』
に
も
比
す
べ
き
作
品
が
出
来
た
か
も
し

れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
稲
垣
論
と
前
後
し
て
刊
行
さ
れ
た
吉
田
精
一
は

『
芥
川
龍
之
介
』
の
中
で
「
小
説
と
し
て
よ
り
、
記
録
に
近
く
、
十
分
に
題

材
を
消
化
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
内
容
は
森
鴎
外
の
『
謹
寺
院
ケ
原

の
仇
討
』
に
極
め
て
よ
く
似
て
い
る
。
或
は
龍
之
介
の
念
頭
に
あ
の
作
が
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
或
敵
討
の
話
』
は
内
容
が
『
護
寺
院
ケ
原
の
敵
討
』
と

似
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
低
く
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
中
田
睦
美
は

『
「
或
敵
討
の
話
」
試
論
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

七
年
前
、
芥
川
は
確
か
に
鴎
外
の
『
意
地
』
を
愛
読
し
(
大
二
・
八

.
一
九
、
広
瀬
雄
宛
書
簡
)
、
鴎
外
の
一
連
の
歴
史
小
説
に
深
い
関
心

を
抱
い
て
い
た
。
し
か
し
、
い
さ
さ
か
繁
雑
に
過
ぎ
る
ほ
ど
書
簡
を
眺

め
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
間
、
芥
川
の
脳
裏
に
鴎
外
の
名
前
や
作
品
が

去
来
し
た
形
跡
は
一
切
な
い
。
し
か
も
、
芥
川
は
新
境
地
の
現
代
小

説
「
秋
」
の
成
否
や
「
素
斐
鳴
命
」
の
連
載
に
心
を
砕
い
て
お
り
、
鴎

外
の
歴
史
小
説
と
対
峠
し
て
そ
の
向
こ
う
を
張
る
と
い
っ
た
余
裕
な

ど
な
か
っ
た
よ
う
に
と
思
わ
れ
る
。
(
中
略
)
注
目
す
べ
き
は
、
小
説

「
恩
讐
の
彼
方
に
」
が
一
年
余
り
の
ち
菊
池
自
身
の
手
に
よ
っ
て
脚
色

さ
れ
、
大
正
九
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
同
三
十
日
に
か
け
て
、
つ
ま
り

「
或
敵
討
の
話
」
の
執
筆
直
前
に
帝
国
劇
場
で
上
演
さ
れ
て
い
る
と
い

う
事
実
で
あ
る
。
(
中
略
)

菊
池
の
場
合
、
敵
討
ち
に
旅
立
つ
の
は
実
之
助
一
人
で
あ
り
、
同
行

の
犠
牲
者
は
な
く
、
最
後
に
は
め
で
た
く
敵
と
避
遁
、
し
か
も
互
い
に

手
を
取
り
合
う
。
こ
こ
で
は
〈
恩
讐
〉
は
涙
と
共
に
〈
彼
方
〉
に
洗

い
流
さ
れ
、
「
欣
ば
し
」
い
抱
擁
と
な
る
。
だ
が
、
実
際
の
〈
敵
討
ち
〉

は
そ
ん
な
に
生
易
し
い
も
の
だ
っ
た
の
か
、
と
芥
川
は
感
じ
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
(
中
略
)
「
或
敵
討
の
話
」
は
、
親
友
菊
池
の
「
思
讐
の

彼
方
に
」
に
対
す
る
読
後
感
に
代
え
た
芥
川
一
流
の
ア
ン
サ
l
・
ソ
ン

グ
だ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

中
田
氏
に
よ
る
と
、
『
或
敵
討
の
話
』
は
『
護
寺
院
ケ
原
の
敵
討
』
に
触

-48一



発
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
親
友
菊
池
寛
の
『
恩
讐
の
彼
方
に
』
に
対
す
る
ア

ン
サ
1
・
ソ
ン
グ
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ

の
三
編
の
作
品
は
E
い
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
そ

こ
で
こ
の
三
編
の
作
品
を
簡
単
に
比
較
し
『
恩
讐
の
彼
方
に
』
の
独
自
性
を

分
析
し
て
み
た
い
。

『
護
寺
院
ケ
原
の
敵
討
』
を
通
し
て
、
森
鴎
外
は
武
士
道
肯
定
の
観
点
か

ら
敵
を
討
つ
と
い
う
行
為
に
賛
美
と
重
点
を
置
い
て
い
る
。
安
逸
な
生
活
よ

り
、
挑
戦
し
続
け
、
成
就
に
至
る
人
生
を
よ
し
と
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
、

『
或
敵
討
の
話
』
と
『
恩
讐
の
彼
方
に
』
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

『
或
敵
討
の
話
』
の
結
末
に
は
「
大
団
円
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
つ
け
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
当
の
大
団
円
と
は
一
言
守
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
求
馬
は
敵
討
ち
を
め
ざ
し
た
が
、
辛
い
敵
討
ち
に
耐
え
難
く
遺
恨
を
持

っ
て
・
自
殺
し
た
。
甚
太
夫
は
敵
と
も
ど
も
「
痢
病
」
に
躍
っ
た
と
き
、
双
方

の
快
癒
を
願
っ
た
が
、
そ
れ
は
自
分
と
敵
の
兵
衛
の
ど
ち
ら
か
が
死
ん
だ
ら

敵
討
ち
が
成
就
し
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
の
願
い
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
敵
の

死
ん
だ
の
を
聞
い
て
か
ら
甚
太
夫
も
息
絶
え
た
の
だ
が
、
彼
は
自
分
の
手
で

敵
を
殺
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
し
く
思
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
敵
討
ち
の
旅
は

決
し
て
生
易
し
い
こ
と
で
は
な
い
、
敵
を
討
と
う
と
し
た
ら
、
痛
ま
し
い
犠

牲
が
無
け
れ
ば
出
来
な
い
。
敵
討
ち
と
い
う
の
は
、
鴎
外
が
描
い
た
よ
う

に
、
諦
め
ず
に
探
し
続
け
れ
ば
敵
が
見
つ
か
り
、
願
い
が
実
現
す
る
と
い
う

よ
う
に
甘
い
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
菊
池
が
示
す
よ
う
に
、
簡
単
に
敵
を
許

す
わ
け
で
も
な
く
、
一
生
諦
め
ず
に
敵
を
探
し
て
も
敵
打
ち
が
出
来
ず
、
悔

菊
池
寛
『
恩
讐
の
彼
方
に
』
管
見
1
1ー
そ
の
材
源
と
女
性
に
つ
い
て
|
|

恨
を
持
っ
て
死
ぬ
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
が
芥
川
が
『
或
敵
討
の
話
』
を
通
し

て
述
べ
た
か
っ
た
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
鴎
外
と
芥
川
の
二
編
の
作
品

は
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
は
ず
っ
と
敵
討
ち
の
話
で
あ
る
。
敵
討
ち
の
旅
の

辛
さ
と
寂
し
さ
を
徹
底
的
に
表
し
た
の
に
対
し
、
『
恩
讐
の
彼
方
に
』
は
敵

討
ち
を
最
後
ま
で
押
し
通
す
武
士
道
精
神
が
薄
く
、
よ
り
人
間
性
を
持
っ
て

い
る
の
だ
。

『
唄
盈
の
彼
方
に
』
の
中
の
実
之
助
も
字
平
や
求
馬
の
よ
う
に
親
の
敵
に

対
す
る
憎
し
み
が
消
え
う
せ
「
何
の
復
讐
で
あ
る
か
」
と
疑
っ
た
こ
と
が
あ

る
が
、
そ
れ
は
字
平
や
求
馬
と
は
違
う
の
だ
。
字
平
と
求
馬
は
敵
討
ち
の
旅

の
辛
さ
に
耐
え
が
た
く
、
脱
落
し
た
の
だ
が
、
実
之
助
は
「
敵
は
、
ハ
え
を
殺

し
た
罪
の
餓
悔
に
、
身
心
を
粉
に
砕
い
て
、
半
生
を
苦
し
み
抜
い
て
い
る
。

し
か
も
、
自
分
が
一
度
名
乗
り
か
け
る
と
、
唯
々
と
し
て
、
命
を
捨
て
よ

う
」
と
し
て
い
た
「
半
死
の
老
僧
」
を
見
て
初
め
て
そ
の
よ
う
な
思
い
に
と

ら
わ
れ
る
の
だ
。
実
之
助
の
心
の
中
に
感
動
と
同
情
の
気
持
ち
が
生
じ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
実
之
助
も
ま
た
岩
壁
掘
り
に
協
力
し
た
の

だ
。
そ
れ
も
当
初
は
早
く
復
讐
し
よ
う
と
す
る
つ
も
り
で
協
力
し
始
め
た
の

で
あ
る
が
、
い
つ
し
か
実
之
助
は
改
心
し
た
市
九
郎
の
姿
や
行
動
に
感
動
し

て
共
に
掘
り
進
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
護
寺
院
ケ
原
の
敵
討
』
や
『
或

敵
討
の
話
』
の
中
の
価
値
観
で
は
許
さ
れ
な
い
行
動
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
敵
の
市
九
郎
の
女
の
お
弓
と
の
探
め
事
や
、
市
九
郎
、
か
改
心

し
て
か
ら
完
成
し
た
大
業
も
『
恩
讐
の
彼
方
に
』
の
独
特
の
部
分
で
あ
る
。

『
護
寺
院
ケ
原
の
敵
討
』
と
『
或
敵
討
の
話
』
の
中
に
は
お
弓
の
よ
う
な
女
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菊
池
寛
『
思
讐
の
彼
方
に
』
管
見
ー
ー
ー
そ
の
材
源
と
女
性
に
つ
い
て
|
|

性
の
登
場
人
物
は
存
在
し
な
い
の
だ
。
お
弓
と
の
探
め
事
に
つ
い
て
の
描
写

は
、
た
だ
復
讐
の
背
景
を
説
明
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
お
弓
の
変
化
に
も
、

お
金
に
よ
っ
て
生
活
が
狂
わ
さ
れ
る
描
写
に
も
、
市
九
郎
、
か
改
心
し
て
か
ら

の
変
化
に
つ
い
て
も
作
者
は
力
点
を
置
い
た
の
だ
。
敵
討
ち
の
旅
の
辛
さ
、

実
之
助
の
復
讐
の
難
し
さ
、
実
之
助
の
心
理
描
写
も
描
い
た
が
、
相
対
的
に

言
え
ば
、
菊
池
寛
は
こ
の
作
品
の
中
で
「
敵
討
ち
」
に
力
点
を
置
い
て
い
な

い
と
一
言
口
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
敵
討
ち
小
説
と
い
う
よ
り
、
人
聞
や
社
会
に
力

点
を
置
き
、
苦
し
い
社
会
に
生
き
る
人
聞
に
焦
点
を
当
て
、
人
間
の
持
つ
悪

と
善
の
物
語
、
即
ち
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
の
物
語
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
で
は
次
に
『
恩
讐
の
彼
方
に
』
に
つ
い
て
詳
し
く
分
析
し

て
み
た
い
。

二
、
『
恩
警
の
彼
方
に
』
の
創
作
背
景
に
つ
い
て

な
ぜ
菊
池
は
『
恩
讐
の
彼
方
に
』
と
い
う
小
説
を
書
い
た
か
。
そ
の
き
っ

か
け
は
何
で
あ
る
の
か
。
そ
し
て
菊
池
は
こ
の
小
説
を
通
し
て
読
者
に
何
を

伝
え
た
い
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
そ
の
モ
チ
ベ

1
シ
ヨ
ン
を
中
心

と
し
て
考
察
し
て
み
た
い
。
例
え
ば
、
江
口
換
は
『
「
或
日
の
大
石
内
蔵
助
」

《畠
9
》

に
つ
い
て
』
と
題
す
る
回
想
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

た
し
か
大
正
六
年
の
五
月
か
六
月
の
こ
ろ
だ
と
覚
え
て
い
る
。
菊
池

寛
か
「
親
の
か
た
き
を
一
生
ざ
が
し
て
歩
い
た
男
が
、
よ
う
や
く
奥
州

の
果
て
で
目
ざ
す
か
た
き
を
探
し
あ
て
た
が
、
い
ざ
向
き
あ
っ
て
見
る

と
せ
っ
か
く
の
か
た
き
は
ひ
ど
く
落
ち
ぶ
れ
果
て
い
る
上
に
、
老
い
さ

ら
ば
っ
て
よ
ぼ
よ
ぼ
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
か
た
あ
』
を
打
つ
張
り
合
が

す
っ
か
り
ぬ
け
て
そ
の
ま
ま
か
ん
べ
ん
し
て
や
っ
た
と
い
う
話
し
を
書

こ
う
と
思
う
が
ど
う
だ
ろ
う
」
と
い
い
出
し
た
。
私
(
江
口
)
と
芥
川

と
で
「
そ
り
ゃ
い
い
よ
。
ぜ
ひ
書
け
」
と
大
い
に
す
す
め
た
。

『
恩
讐
の
彼
方
に
』
は
大
正
八
年
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
う
し

て
見
る
と
、
菊
池
は
二
年
前
に
は
既
に
『
恩
讐
の
彼
方
に
』
と
同
様
の
構
想

の
作
品
を
書
こ
う
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
。
で
は
、
菊
池
が
最
初
に
現
行
の

『
恩
讐
の
彼
方
に
』
に
直
結
す
る
ア
イ
デ
ア
を
得
た
き
っ
か
け
は
何
で
あ
ろ

う
か
。菊

池
は
後
年
の
『
歴
史
小
説
諭
』
(
『
文
塾
講
座
』
第
二
号
、
大
二
一
了
一

O
)
の
中
で
「
自
分
は
此
の
話
を
耶
馬
渓
の
案
内
記
で
見
た
の
で
あ
る
」
と

述
べ
て
い
る
。
こ
の
述
懐
か
ら
す
る
と
、
菊
池
が
『
図
蓄
の
彼
方
に
』
と
い

う
作
品
を
創
作
し
た
の
は
、
ま
ず
耶
馬
渓
の
案
内
記
で
禅
海
の
話
を
知
り
、

そ
の
話
の
中
か
ら
約
二
年
前
の
構
想
と
の
合
致
点
を
見
出
し
て
、
創
作
の
イ

ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
こ
こ
に
出
て
く
る

「
耶
馬
渓
の
案
内
記
」
は
一
体
ど
の
よ
う
な
案
内
記
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

片
山
宏
行
は
「
菊
池
が
作
品
形
成
の
基
礎
資
料
と
し
て
用
い
た
の
は
、
小
川

古
吉
著
『
耶
馬
漢
案
内
記
』
だ
っ
た
と
見
で
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
」
と
指
摘
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
片
山
氏
は
近
藤
浩
一
路
の
『
耶
馬
渓
見
物
』
、
千
葉
亀

雄
の
『
日
本
仇
討
物
語
』
と
田
中
貫
太
郎
の
「
青
の
洞
門
物
語
巴
に
も
言
及

し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
そ
の
可
能
性
を
検
討
し
て
み
た
い
。

《註

uv

ま
ず
近
藤
氏
の
著
し
た
紀
行
文
『
耶
馬
渓
見
物
』
の
中
に
は
「
青
の
洞
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門
」
と
「
洞
門
の
侍
説
」
に
つ
い
て
の
描
写
が
あ
る
が
、
「
伝
説
」
に
つ
い

て
の
叙
述
は
極
め
て
簡
略
で
あ
る
上
、
単
行
本
『
耶
馬
渓
見
物
』
は
大
正
七

年
二
月
の
刊
行
で
あ
る
。
『
恩
讐
の
彼
方
に
』
発
表
の
二
年
前
に
既
に
こ
の

作
品
の
構
想
を
ほ
ぼ
整
え
て
い
た
菊
池
が
近
藤
氏
の
『
耶
馬
渓
見
物
』
を
参

考
し
た
可
能
性
は
高
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
田
中
氏
の
著
し
た

『
奇
話
哀
話
』
の
中
に
収
録
さ
れ
た
「
青
の
洞
門
物
語
」
(
初
出
「
中
央
公

論
」
大
六
・
一

O
)
は
、
市
九
郎
が
主
人
の
内
室
(
正
妻
)
に
狼
籍
を
働
こ

う
と
し
て
主
人
に
発
見
さ
れ
、
未
遂
に
終
っ
て
恨
み
を
抱
き
、
親
子
三
人
が

就
寝
中
に
忍
。
ひ
と
ん
で
主
人
を
殺
し
て
逃
げ
て
し
ま
う
。
そ
の
後
、
い
ろ
い

ろ
悪
事
を
重
ね
て
か
ら
改
心
し
て
隠
道
を
掘
る
こ
と
を
決
意
し
た
と
い
う
物

語
で
あ
る
。
後
半
の
部
分
は
似
て
い
る
が
、
前
半
の
部
分
が
か
な
り
違
っ
て

い
る
。
特
に
、
主
人
の
「
寵
妾
」
お
弓
と
情
を
通
じ
て
二
人
で
出
奔
す
る
と

い
う
菊
池
作
品
の
前
半
核
心
部
分
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
菊
池
が
勤
め
て
い
た
時
事
新
報
社
の
上
司
で
も
あ
っ
た
千
葉
氏

の
著
し
た
『
日
本
仇
討
物

JF
で
あ
る
が
、
千
葉
氏
は
た
だ
当
時
の
世
聞
に

広
く
伝
え
ら
れ
て
い
た
伝
承
の
便
概
(
別
府
の
「
日
名
子
」
氏
か
ら
聞
い
た

話
)
を
描
い
た
だ
け
で
、
そ
の
描
写
も
簡
略
な
組
筋
で
あ
る
。
物
語
の
枠
と

肉
付
け
は
お
お
む
ね
似
て
い
る
が
、
二
年
前
に
も
う
こ
の
作
品
を
構
想
し
終

え
て
い
た
菊
地
か
、
大
正
六
年
六
月
二
五
日
発
行
の
『
日
本
仇
討
物
語
』
を

参
照
し
た
可
能
性
は
大
き
く
な
い
。
千
葉
氏
の
話
か
ら
す
る
と
、
二
人
は
そ

れ
ぞ
れ
別
の
材
料
か
ら
こ
の
物
語
を
知
っ
て
自
分
な
り
の
作
品
を
創
作
し
た

可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
見
て
来
る
と
、
菊
地
か
『
昭
醤
の

菊
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彼
方
に
』
と
い
う
作
品
を
創
作
し
た
の
は
、
近
藤
氏
の
『
耶
馬
渓
見
物
』
や

千
葉
氏
の
『
日
本
仇
討
物
語
』
と
の
直
接
的
な
関
係
は
あ
ま
り
大
き
く
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。
田
中
氏
の
「
青
の
洞
門
物
語
」
は
参
照
し
た
可
能
性
も
あ

る
が
、
そ
れ
と
は
別
の
材
料
に
も
注
意
す
る
必
要
か
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
菊
池
は
「
自
分
は
此
の
話
を
耶
馬
渓
の
案
内
記
で
見
た
の
で

あ
る
」
と
確
か
に
述
べ
て
い
る
。
で
は
、
菊
池
の
見
た
こ
の
「
耶
馬
渓
の
案

内
記
」
と
は
一
体
ど
れ
で
あ
る
の
か
。
「
耶
馬
渓
の
案
内
記
」
と
い
う
タ
イ

ト
ル
に
従
え
ば
、
小
川
氏
の
明
治
三
九
年
に
著
し
た
『
耶
馬
渓
案
内
記
』
と

州
堂
の
大
正
二
年
刊
行
の
『
耶
馬
渓
案
内
記
』
、
こ
の
二
冊
で
あ
る
。
で
は
、

菊
池
が
作
品
形
成
の
基
礎
資
料
と
し
て
用
い
た
の
は
、
ど
ち
ら
で
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
二
冊
の
『
耶
馬
演
案
内
記
』
と
『
閉
山
讐
の
彼
方
に
』
の
三
編
の

物
語
は
お
お
む
ね
そ
の
構
造
に
お
い
て
よ
く
似
て
い
る
が
、
主
人
公
の
主
人

を
殺
し
た
理
由
と
主
人
公
の
改
心
し
た
き
っ
か
け
に
つ
い
て
は
大
き
く
違
っ

て
い
る
。

《証
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小
川
氏
の
著
し
た
『
耶
馬
漠
案
内
記
』
は
、
全
体
が
着
実
な
史
実
だ
け
を

漢
文
脈
で
記
し
た
簡
略
な
も
の
で
、
主
人
公
市
九
郎
が
主
人
を
「
暗
殺
し
て

遁
る
」
と
あ
る
だ
け
で
、
殺
し
た
理
由
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
。
が
、
主

人
公
が
改
心
し
た
の
は
、
携
え
た
妻
(
出
所
不
詳
)
の
底
知
れ
な
い
強
欲
に

浅
ま
し
さ
を
感
じ
た
た
め
で
あ
る
。
一
方
、
州
堂
の
著
し
た
『
耶
馬
渓
案
内

記
』
の
中
に
、
主
人
公
の
主
人
を
殺
し
た
理
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
話
が

あ
る
。

-51ー

廿
五
才
の
頃
志
を
立
て
て
江
戸
に
出
で
浅
草
の
中
川
四
郎
兵
衛
と
云
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』
管
見
ー
ー
そ
の
材
源
と
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に
つ
い
て
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う
旗
本
の
仲
間
に
住
み
込
ん
だ
が
痴
情
の
果
て
か
ら
主
人
を
新
っ
て
江

戸
を
立
退
い
た
。

州
堂
の
著
し
た
『
耶
馬
渓
案
内
記
』
の
中
に
は
、
主
人
公
の
改
心
し
た
理

由
に
つ
い
て
の
描
写
は
な
い
が
、
痴
情
の
果
て
か
ら
主
人
を
殺
し
た
と
い
う

描
写
が
あ
る
。

『
恩
讐
の
彼
方
に
』
は
大
正
八
年
に
発
表
さ
れ
た
が
、
大
正
六
年
に
作
者

は
も
う
こ
の
作
品
の
構
想
を
固
め
て
い
た
。
だ
か
ら
、
十
三
年
前
に
刊
行
さ

れ
た
小
川
氏
の
案
内
記
よ
り
、
時
間
的
に
接
近
し
て
い
る
大
正
二
年
刊
行
の

州
堂
の
『
耶
馬
渓
案
内
記
』
を
参
照
し
た
可
能
性
が
わ
ず
か
に
大
き
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
小
川
氏
の
『
耶
馬
渓
案
内
記
』
と
州
堂
の

『
耶
馬
渓
案
内
記
』
は
二
冊
と
も
大
分
県
内
で
出
版
さ
れ
、
全
国
に
疏
通
し

た
可
能
性
は
乏
し
く
、
ま
た
、
東
京
や
京
都
な
ど
の
大
学
図
書
館
に
も
収
録

さ
れ
て
い
な
い
。
が
、
大
正
六
年
前
後
の
菊
池
の
活
動
範
囲
か
ら
見
れ
ば
、

菊
池
が
州
堂
の
『
耶
馬
渓
案
内
記
』
に
触
れ
る
可
能
性
の
方
が
よ
り
高
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
マ
ン
ト
事
件
(
大
二
・
四
)
後
、
菊
池
は
共
に
第
四
次

(註
M
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『
新
思
潮
』
の
同
人
で
も
あ
っ
た
成
瀬
正
一
の
家
に
寄
宿
し
て
い
た
。
大
正

五
年
頃
、
菊
池
が
時
事
新
報
社
に
入
社
し
て
か
ら
も
成
瀬
氏
の
家
に
寄
食
し

て
い
た
。
そ
の
時
、
成
瀬
氏
は
九
州
大
学
の
教
員
で
あ
っ
た
。
州
堂
の
『
耶

馬
渓
案
内
記
』
は
そ
の
九
州
大
学
図
書
館
の
伊
都
図
(
中
央
)
B
F檎
垣
文

庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
櫓
垣
文
庫
の
蔵
書
は
九
州
大
学
教
養
部
で
国

史
学
を
担
当
し
て
い
た
檎
垣
元
吉
名
誉
教
授
(
一
九
O
六
i
一
九
八
八
)
の

遺
蔵
資
料
な
の
で
あ
る
。
一
方
、
そ
の
中
に
は
明
治
三
八
年
に
出
版
さ
れ
た

小
川
氏
の
『
耶
馬
渓
案
内
記
』
が
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
上
述

の
よ
う
に
、
内
容
的
に
も
、
時
間
的
に
も
、
条
件
的
に
も
、
ま
た
成
瀬
と
の

関
係
か
ら
し
て
も
、
菊
池
が
州
堂
の
『
耶
馬
渓
案
内
記
』
を
読
ん
だ
可
能
性

の
方
が
よ
り
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
女
の
強
欲
、
か
改
心
の
契
機
と
な
っ
て
い

る
点
か
ら
い
え
ば
、
小
川
本
を
参
照
し
た
と
も
言
え
る
が
、
主
人
殺
し
の
動

機
か
ら
い
え
ば
、
州
堂
本
か
ら
示
唆
を
得
た
と
も
言
え
る
。
『
恩
讐
の
彼
方

に
』
の
典
拠
と
ま
で
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
言
及
さ
れ
た
こ
と

の
な
い
州
堂
著
の
案
内
記
を
参
考
資
料
と
し
て
検
討
材
料
に
入
れ
て
も
よ
い

よ
う
に
思
え
る
。

三
、
お
弓
の
存
在

n
f
u
 

F
h
υ
 

「
青
の
洞
門
」
を
め
ぐ
る
作
品
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
比
較
し

て
み
る
と
、
主
人
の
寵
妾
で
あ
る
お
弓
と
い
う
人
物
の
設
定
は
菊
池
寛
独
自

の
創
作
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
で
は
、
他
の
作
口
聞
に
は
見
ら
れ
な
い
お
弓

を
設
定
す
る
こ
と
で
、
菊
池
は
『
恩
讐
の
彼
方
に
』
を
通
し
て
何
を
伝
え
た

か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

菊
池
の
作
品
『
恩
讐
の
彼
方
に
』
で
青
の
洞
門
は
名
高
く
な
っ
た
。
が
、

『
恩
讐
の
彼
方
に
』
に
つ
い
て
菊
池
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
恩
讐
の
彼
方
に
」
で
あ
る
が
、
僕
は
耶
馬
渓
な
ど
へ
行
っ
た
こ
と

は
な
い
。
案
内
記
を
見
る
と
青
の
洞
門
の
こ
と
が
あ
る
が
、
あ
の
掘
っ

た
洞
門
な
ど
は
、
今
は
、
さ
う
大
し
た
重
要
な
道
で
は
な
い
ら
し
い
。

そ
れ
か
ら
、
あ
の
中
の
木
曽
山
中
の
話
な
ど
も
、
昔
の
人
の
創
作
か
も



し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

菊
池
自
身
の
話
に
よ
る
と
菊
池
は
耶
馬
渓
な
ど
へ
行
っ
た
こ
と
が
な
い
。

無
論
鴎
外
の
よ
う
に
「
歴
史
基
儲
」
の
再
現
を
め
ざ
し
た
わ
け
で
も
な
い
。

菊
池
は
た
だ
青
の
洞
門
と
い
う
歴
史
的
素
材
を
借
り
て
自
分
の
思
想
を
表

し
、
作
品
を
完
成
し
た
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
『
恩
讐
の
彼
方
に
』
の
主
題
は
基
本
的
に
敵
討
ち
で
あ
る

し
、
最
後
の
洞
窟
掘
り
の
大
業
の
部
分
も
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
い
け
な
い
と

こ
ろ
だ
が
、
物
語
全
体
を
総
合
的
に
見
る
と
、
菊
池
は
そ
の
敵
討
ち
に
大
き

な
力
点
を
置
い
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う

に
、
こ
の
作
品
で
は
、
主
人
の
寵
妾
で
あ
る
女
主
人
公
の
お
弓
の
設
定
が

「
青
の
洞
門
」
を
素
材
と
す
る
他
の
作
品
と
は
異
な
る
作
者
独
自
の
創
作
で

あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
『
恩
讐
の
彼
方
に
』
の
中
で
は
、
他
の
主
な
登
場
人

物
が
資
料
を
典
拠
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
妾
の
お
弓
だ
け
が
菊
池
の
全
く

の
創
作
な
の
だ
。

で
は
、
菊
池
は
参
考
資
料
に
は
な
い
お
弓
と
い
う
女
性
像
を
ど
の
よ
う
な

と
こ
ろ
か
ら
着
想
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
当
時
の
世
相
は
ど
う
で
あ

っ
た
ろ
う
か
。

大
正
五
年
か
ら
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
、
米
価
の
暴
騰
が
起
こ

り
、
一
般
市
民
の
生
活
を
苦
し
め
、
新
聞
が
連
日
、
米
の
価
格
高
騰
を
知
ら

せ
煽
っ
た
事
も
あ
り
、
各
地
で
米
騒
動
が
起
こ
り
、
物
価
騰
貴
の
影
響
な
ど

で
事
件
も
殖
え
、
社
会
不
安
を
培
大
さ
せ
た
。
そ
れ
に
、
当
時
「
社
会
主

義
者
の
大
杉
栄
が
新
し
い
女
神
近
市
子
に
斬
ら
れ
た
」
(
大
五
・
一
一
)
や
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』
管
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ー
ー
そ
の
材
源
と
女
性
に
つ
い
て
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「
鎌
子
芳
川
家
に
帰
る
縞
毛
布
に
醜
骸
を
蔽
ひ
て
」
(
大
六
・
四
)
等
、
女

性
に
つ
い
て
の
犯
罪
や
事
件
も
社
会
で
大
き
く
注
目
を
引
い
た
。
更
に
、
大

正
五
年
以
前
に
は
賀
春
婦
に
つ
い
て
の
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
が
め
っ
た
に
な
か
っ

た
が
、
大
正
五
、
六
年
か
ら
寅
春
婦
の
問
題
は
社
会
の
注
目
を
引
き
始
め

た
。
「
妊
娠
し
た
娼
妓
の
運
命
」
(
大
五
・
三
)
、
「
四
千
の
責
春
婦
の
更
生
ど

う
す
る
」
(
大
五
・
五
)
、
「
買
春
婦
は
ど
こ
へ
惰
性
で
正
業
は
困
難
」
(
大

六
・
一
一
)
等
の
ニ
ュ
ー
ス
が
引
き
続
い
て
出
た
し
、
責
春
撲
滅
運
動
も
絶
え

ず
起
こ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
女
性
問
題
、
特
に
生
活
困
難
の
た
め

に
買
春
婦
に
な
っ
た
女
性
の
問
題
は
社
会
の
注
目
を
集
め
る
こ
と
に
な
っ

た
。
菊
池
の
こ
う
し
た
社
会
問
題
に
対
す
る
関
心
が
参
考
資
料
に
は
存
在
し

な
い
女
性
の
お
弓
の
造
型
を
促
し
、
費
春
婦
と
大
差
の
な
い
境
遇
で
あ
る

「
妾
」
と
い
う
設
定
に
結
び
つ
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

大
正
五
年
、
『
恩
讐
の
彼
方
に
』
の
原
構
想
が
固
ま
る
前
年
、
時
事
新
報

社
に
入
社
し
て
い
た
菊
池
は
、
不
本
意
な
が
ら
「
社
会
部
」
の
記
者
と
し
て

取
材
に
追
わ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
彼
は
当
時
注
目
を
集
め
て
い
た

女
性
問
題
に
も
関
心
を
抱
き
、
お
弓
と
い
う
底
辺
に
生
き
る
女
性
を
描
こ
う

と
考
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

お
弓
は
市
九
郎
、
か
自
分
の
命
を
賭
し
て
愛
し
た
女
で
あ
る
。
お
弓
も
も
と

は
優
し
い
女
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
市
九
郎
と
情
を
通
じ
て
、
主
人

殺
し
の
片
棒
を
担
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。
お
弓
は
「
妾
」
の
立
場
を
捨
て
て
出

奔
し
、
そ
の
た
め
金
銭
的
保
障
を
失
い
、
生
活
に
困
っ
て
人
生
を
狂
わ
せ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
お
弓
は
金
銭
観
だ
け
で
は
な
く
、
倫
理
観
や
人
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菊
池
寛
『
恩
讐
の
彼
方
に
』
管
見
ー
ー
そ
の
材
源
と
女
性
に
つ
い
て
ー
ー

格
ま
で
が
変
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
お
弓
を
造
形
し
た
背
景
に

は
、
菊
池
の
女
性
観
や
金
銭
観
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
そ
う
し
た

お
弓
の
存
在
を
取
り
上
げ
分
析
す
る
こ
と
で
、
作
者
菊
池
寛
の
文
学
観
を
形

成
し
て
い
る
女
性
観
や
金
銭
観
も
ま
た
見
え
て
く
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
お
弓
の
経
歴
を
め
ぐ
っ
て
彼
女

が
元
「
茶
屋
の
女
中
」
で
あ
り
、
そ
の
後
「
妾
」
に
な
っ
た
と
い
う
社
会
的

境
遇
な
ど
を
中
心
に
、
具
体
的
な
資
料
を
あ
げ
て
検
討
し
て
ゆ
く
つ
も
り
だ

が
、
紙
数
の
関
係
な
ど
も
あ
り
、
本
稿
は
こ
こ
で
ひ
と
ま
ず
終
え
た
い
。
続

稿
を
期
し
た
い
。
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介
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岡
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潮
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