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は
じ
め
に

一
葉
の
数
多
く
の
作
品
の
中
で
、
「
た
け
く
ら
べ
」
(
『
文
学
界
』
明

二
十
八
・
一

i
明
二
十
九
・
一
)
や
「
に
ご
り
え
」
(
『
文
芸
倶
楽
部
』
明

二
十
八
・
九
)
、
「
十
三
夜
」
(
『
文
芸
倶
楽
部
闇
秀
小
説
号
』
明

二
十
八
・
十
一
一
)
な
ど
は
よ
く
研
究
者
に
論
じ
ら
れ
て
来
た
が
、
晩
年
の
小

説
、
と
く
に
「
わ
れ
か
ら
」
の
ほ
う
は
知
名
度
も
低
く
、
あ
ま
り
重
視
さ
れ

る
こ
と
の
な
い
作
品
だ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

「
わ
れ
か
ら
」
は
明
治
二
十
九
年
五
月
十
日
に
『
文
芸
倶
楽
部
』
第
二
巻

第
六
号
の
墾
頑
小
説
と
し
て
発
表
さ
れ
た
。
樋
口
一
葉
の
発
表
さ
れ
た
小
説

の
中
で
は
「
た
け
く
ら
べ
」
に
次
ぐ
二
番
目
の
長
さ
の
小
説
で
あ
り
、
晩
年

最
後
の
小
説
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
葉
文
学
を
し
め
く
く
る
特
別
な
位

《註

1》

置
を
占
め
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
同
時
代
の
「
三
人
冗
語
」
を
は
じ
め
、
多

く
の
文
学
者
は
「
わ
れ
か
ら
」
を
む
し
ろ
失
敗
作
と
見
な
し
て
い
て
、
現
在

も
な
お
こ
の
作
品
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
い
な
い
。
本
論
は
従
来
あ
ま
り
注
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わ
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目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
わ
れ
か
ら
」
を
取
り
上
げ
、
そ
の
再
評
価
を
試
み

る
も
の
で
あ
る
。

一
、
「
わ
れ
か
ら
」
の
評
価

-49-

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
わ
れ
か
ら
」
は
一
葉
の
他
の
代
表
作
に
比
べ
、

知
名
度
が
低
い
作
品
で
も
あ
る
。
そ
の
原
因
の
一
つ
は
や
は
り
「
三
人
元

語
」
の
評
価
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
明
治
二
十
九
年
(
一
八
九
六
年
)
四
月

に
『
文
芸
倶
楽
部
』
に
一
括
掲
載
さ
れ
た
「
た
け
く
ら
べ
」
は
、
『
め
ざ
ま

し
草
』
(
第
四
号
)
の
「
三
人
冗
語
」
で
「
わ
れ
は
縦
令
世
の
人
に
一
葉
崇

奔
の
瑚
を
受
け
ん
ま
で
も
、
此
人
に
ま
こ
と
の
詩
人
と
い
ふ
稀
を
お
く
る
こ

《践

2》

と
を
惜
ま
ざ
る
な
り
」
と
い
う
「
第
二
の
ひ
い
き
」
(
森
鴎
外
)
の
絶
賛
を

受
け
た
。
一
葉
の
文
名
は
こ
の
評
価
に
よ
っ
て
一
躍
高
ま
っ
た
。
そ
れ
に
対

し
て
、
五
月
の
コ
ニ
人
冗
誌
巴
で
は
「
た
け
く
ら
べ
に
は
似
る
べ
く
も
あ
ら

ず
、
た
だ
に
た
け
く
ら
べ
の
み
に
あ
ら
ず
、
濁
り
江
に
も
及
、
ば
ず
、
わ
か
れ

路
に
も
及
ば
ず
、
十
三
夜
に
だ
に
も
攻
は
ず
。
出
来
不
出
来
は
い
か
な
る
人
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に
も
あ
る
事
な
が
ら
、
一
葉
と
し
て
は
太
く
劣
り
た
る
作
な
り
」
(
小
説
通
)

と
同
月
発
表
の
「
わ
れ
か
ら
」
は
酷
評
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
二
つ
の
作
品

に
お
け
る
評
価
は
雲
泥
の
差
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
か
、
「
わ
れ
か
ら
」
は

そ
の
後
あ
ま
り
注
目
を
浴
び
な
い
ま
ま
、
そ
の
解
読
も
十
分
に
行
わ
れ
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
わ
れ
か
ら
」
が
以
上
の
よ
う
な
酷
評
を
受
け
た
理
由
の
一
つ
は
構
造
上

の
欠
陥
で
あ
る
。
そ
れ
を
ま
ず
指
摘
し
た
の
も
「
三
人
冗
語
」
で
あ
る
。
同

誌
第
五
号
の
コ
ニ
人
冗
語
」
は
「
力
負
け
と
も
云
ふ
も
の
に
や
、
話
の
筋
は

先
づ
作
者
の
手
よ
り
こ
ん
が
ら
か
り
は
じ
め
て
、
何
を
主
と
も
定
か
な
ら
ぬ

や
う
に
な
り
了
り
た
り
」
(
小
説
通
)
と
批
判
し
た
。
そ
の
後
の
評
論
家
た

ち
も
そ
の
影
響
を
受
け
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
葉
研
究
に
重
要
な
位

《謹

S
V

置
を
占
め
る
関
良
一
氏
も
「
極
め
て
複
雑
な
是
編
風
の
構
想
」
を
「
こ
の
作

の
失
敗
の
第
一
の
原
因
」
だ
と
見
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
近
年
に
な
っ
て

《箆

4》

も
こ
の
小
説
の
構
造
に
対
す
る
批
判
が
続
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
関
礼
子
氏

の
「
優
に
二
つ
の
小
説
と
し
て
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の
厚
み
と
奥

行
き
を
も
っ
テ
l
マ
を
、
強
引
に
一
つ
の
テ
ク
ス
卜
に
ま
と
め
て
し
ま
っ
た

点
」
は
問
題
だ
と
述
べ
た
。

実
は
、
閉
じ
「
三
人
冗
語
」
の
中
に
も
違
う
声
が
あ
っ
た
。
〈
美
尾
物
語
〉

の
必
要
性
に
つ
い
て
、
第
九
回
で
お
町
が
神
前
に
母
美
尾
に
捨
て
ら
れ
た

父
の
運
命
に
自
己
を
重
ね
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
我
が
未
来
を
危
ぶ
む
」

(
ひ
い
き
)
恐
れ
も
表
現
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
は
〈
美
尾
物
語
〉
も
欠
く
こ

と
の
で
き
な
い
部
分
だ
と
判
断
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
芦
が
や
や
弱
す
ぎ

て
、
看
過
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
に
な
る
と
、
従

来
の
否
定
的
な
見
解
の
中
に
も
、
肯
定
的
な
評
価
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た。

《麓
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た
と
え
ば
、
渡
辺
澄
子
氏
は
「
女
に
と
っ
て
生
き
づ
ら
い
明
治
社
会
の
現

実
を
、
境
遇
の
異
な
る
二
女
性
を
通
し
て
描
き
た
か
っ
た
一
葉
に
と
っ
て
美

尾
物
語
は
捨
て
去
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
だ
ろ
う
」
と
構
造
の
合
理
性

を
述
べ
た
。
ま
た
、
峯
村
志
津
子
氏
は
〈
美
尾
物
語
〉
と
〈
お
町
物
語
〉
両

者
が
「
決
し
て
何
の
関
連
も
な
く
無
造
作
に
並
べ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な

門能

8】

く
、
一
対
の
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
た
可
能
性
が
浮
上
す
る
」
と
い
う
観
点

を
呈
示
し
て
い
る
。

「
わ
れ
か
ら
」
の
中
に
は
、
大
ま
か
に
い
え
ば
〈
美
尾
物
語
〉
と
〈
お
町

物
語
〉
と
い
う
二
つ
の
物
語
が
内
在
し
て
い
る
。
こ
の
二
大
物
語
が
存
在
す

る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
疑
問
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
以
上

で
述
べ
た
よ
う
に
、
〈
美
尾
物
語
〉
の
存
在
、
或
は
そ
の
必
要
性
に
対
し
て
、

諸
説
の
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
〈
美
尾
物

語
〉
は
「
わ
れ
か
ら
」
の
構
造
上
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
部
分
だ
と
考
え
ら

れ
る
。

nu 
phυ 

そ
の
理
由
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
〈
お
町
物
語
〉
と
の
「
対
比
」
と
し

て
、
〈
美
尾
物
語
〉
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
母
親
と
の
粋
が

強
い
美
尾
は
、
子
供
(
お
町
)
を
産
ん
だ
が
、
貧
し
い
生
活
に
行
末
が
見
え

な
い
状
態
で
あ
る
。
一
方
、
両
親
が
亡
く
な
っ
た
お
町
の
ほ
う
は
豊
か
な
生

活
を
過
し
て
い
る
が
、
子
供
が
な
い
こ
と
で
自
分
は
微
妙
な
立
場
に
置
か



れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
美
尾
と
お
町
に
は
「
お
金
の
有
無
」
や
「
子
供
の

有
無
」
、
「
親
の
有
無
」
な
ど
に
つ
い
て
対
比
的
な
生
活
情
況
が
あ
る
。
「
お

金
の
有
無
」
と
「
孝
の
呪
縛
」
の
「
対
比
」
と
い
う
構
造
型
に
つ
い
て
、
渡

《箆
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辺
氏
も
「
こ
の
二
点
の
差
は
大
き
い
。
実
に
美
尾
の
出
奔
は
そ
こ
に
起
因
す

《
陸
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る
」
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
構
造
の
複
雑
さ
に
対
し
て
、
戸
松
泉
氏
も

「
そ
の
錯
綜
し
た
人
間
世
界
を
小
説
化
す
る
と
い
う
困
難
な
課
題
に
挑
戦
し

た
の
が
『
わ
れ
か
ら
』
だ
っ
た
」
と
い
う
肯
定
的
な
視
点
を
示
し
て
い
る
。

も
う
一
つ
の
理
由
は
、
二
つ
の
物
語
が
小
説
の
流
れ
の
上
で
「
因
果
関

係
」
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
お
町
は
母
の
美
尾
と
違
い
、
お
金
持
ち
の
お
嬢

様
と
し
て
、
と
て
も
豊
か
な
生
活
を
過
し
て
い
る
。
し
か
し
、
母
親
の
美
尾

は
お
町
を
産
ん
で
か
ら
四
ヶ
月
後
の
頃
、
お
町
を
お
い
て
出
奔
し
た
。
妻
の

出
奔
で
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
与
四
郎
も
生
育
期
の
お
町
に
対
し
て
は
冷
淡
な

姿
勢
を
持
っ
て
い
た
。
成
長
中
に
お
け
る
両
親
の
「
不
在
」
は
、
お
町
の
心

の
中
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
に
ち
が
い
な
く
、
そ
の
た
め
彼
女
は
精
神
的

に
脆
弱
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
両
親
の
不
在
」
と
い

う
背
景
が
構
築
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
原
因
と
な
る
美
尾
の
「
出
奔
」
が

不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

以
上
、
二
つ
の
理
由
か
ら
「
わ
れ
か
ら
」
に
お
い
て
は
〈
美
尾
物
語
〉
も

重
要
な
要
素
だ
と
恩
わ
れ
る
。

二
、
美
尾
物
語

「
美
尾
」
と
い
う
人
物
に
対
す
る
評
価
は
、
最
初
の
体
系
的
な
一
葉
研
究
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書
『
樋
口
一
葉
論
』
(
至
文
堂
、
一
九
二
六
年
十
月
)
で
湯
地
孝
氏
が
「
淫

奔
な
母
親
の
血
」
と
述
べ
、
ま
た
、
前
田
愛
氏
(
『
大
つ
ご
も
り
十
三
夜

他
五
篇
』
解
説
、
第
一
刷
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
九
年
二
月
)
も
「
母
毅
の

淫
奔
な
血
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
美
尾
に
は
「
淫
奔
」
と
い
う
レ
ッ
テ

ル
が
貼
ら
れ
た
。
美
尾
像
に
は
「
淫
奔
」
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
ほ
ぼ
定
説
に
な

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
美
尾
出
奔
の
原
因
を
究
明
す
る
こ
と
は
出
奔
行
為
を
評
価
す
る

こ
と
よ
り
も
っ
と
肝
心
で
は
な
か
ろ
う
か
。
美
尾
出
奔
の
原
因
を
具
体
的
に

分
析
し
た
の
は
渡
辺
澄
子
氏
で
あ
る
。
渡
辺
氏
は
美
尾
の
出
奔
の
原
因
が
孝

の
束
縛
と
貧
乏
に
あ
る
と
述
べ
た
。
実
は
、
美
尾
出
奔
の
原
因
に
つ
い
て

は
、
も
う
一
つ
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
美
尾
が

「
お
向
ふ
邸
の
旦
那
さ
ま
は
、
其
昔
し
大
部
屋
あ
る
き
の
お
人
成
し
を
一
念

ば
か
り
に
て
彼
の
御
出
世
(
中
略
)
お
前
様
も
男
な
り
や
(
中
略
)
道
を
行

く
に
人
の
振
か
へ
る
ほ
ど
立
派
の
お
人
に
成
っ
て
下
さ
れ
」
(
五
)
と
、
他

人
の
出
世
、
い
わ
ゆ
る
成
功
を
見
本
に
し
て
、
夫
の
出
世
を
期
待
す
る
本
心

を
洩
ら
し
た
点
で
あ
る
。
こ
の
一
節
か
ら
美
尾
の
「
出
世
」
に
対
す
る
願
望

が
窺
え
る
。
つ
ま
り
、
「
出
世
」
に
対
す
る
美
尾
の
態
度
と
与
四
郎
の
態
度

か
ら
分
析
す
れ
ば
、
彼
女
の
出
奔
の
原
因
は
「
立
身
出
世
」
に
対
す
る
執
着

に
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

与
四
郎
は
も
と
も
と
月
給
八
円
の
大
蔵
省
役
人
だ
っ
た
が
、
美
人
で
あ
る

妻
と
の
貧
し
い
生
活
に
満
足
し
て
い
て
、
向
上
心
の
殆
ど
な
い
人
間
で
あ
っ

た
。
「
身
分
は
高
か
ら
ず
と
も
誠
あ
る
良
人
の
情
心
う
れ
し
く
、
六
昼
、
四

噌
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二
聞
の
家
を
、
金
殿
と
も
玉
楼
と
も
心
得
て
L

(

四
)
い
る
美
尾
も
同
様

(注

9
)

に
、
夫
と
「
平
和
な
家
庭
を
営
ん
で
い
」
て
、
仲
の
い
い
生
活
に
何
の
文
句

も
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
美
尾
の
態
度
は
あ
る
日
の
出
来
事
に
よ
っ
て
ま
る
で
掌
を
返
す

よ
う
に
変
っ
た
。
そ
れ
は
美
尾
が
結
婚
四
年
目
の
春
四
月
十
七
日
の
花
見
の

時
に
、
華
族
一
行
の
様
子
を
見
た
こ
と
で
あ
る
。

若
き
老
ひ
た
る
扱
き
交
ぜ
に
、
派
手
な
る
は
曙
の
振
袖
緋
無
垢
を
重

ね
て
、
老
け
形
な
る
は
花
の
木
の
間
の
松
の
色
、
い
つ
見
て
も
飽
か

ぬ
は
黒
出
た
ち
に
篭
甲
の
さ
し
物
(
後
略
)
(
四
)

こ
の
よ
う
に
華
族
様
の
姿
を
見
た
美
尾
は
、
走
然
と
立
っ
て
眺
め
入
っ
た

様
子
、
「
う
す
ら
淋
し
き
様
に
物
お
も
は
し
げ
に
て
」
、
と
あ
り
、
そ
の
後
に

与
四
郎
の
言
っ
た
こ
と
を
耳
に
も
入
れ
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
与
四
郎
に

「
気
分
が
勝
れ
ま
せ
ぬ
」
と
力
な
さ
そ
う
に
言
っ
て
、
「
逃
げ
出
す
や
う
に
」

(
四
)
帰
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
華
族
(
上
流
階
級
)
に
対
し
て
我
身
を
ふ
り
返
る
差
恥
意
識

は
作
者
一
葉
の
中
に
も
同
様
の
も
の
が
み
ら
れ
る
。
一
葉
は
歌
を
勉
強
す
る

《
桂
川
)

た
め
に
、
明
治
十
九
(
一
八
八
六
)
年
八
月
二
十
日
中
島
歌
子
の
萩
の
舎
に

入
門
し
て
稽
古
を
始
め
た
。
当
時
、
二
葉
の
父
(
則
義
)
は
ま
だ
警
視
庁
在

ハ注

H
V

職
で
月
給
二
十
円
か
ら
二
十
五
円
ま
で
の
程
度
だ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、

萩
の
舎
の
門
人
達
は
殆
ど
上
流
階
級
、
い
わ
ゆ
る
貴
族
や
富
豪
の
家
の
お
嬢

様
達
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
萩
の
舎
で
一
葉
は
貧
富
の
麦
、
あ
る
い
は
身

分
の
差
を
身
を
も
っ
て
思
い
知
ら
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

例
え
ば
、
よ
く
知
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
明
治
二
十
年
二
月

二
十
一
日
に
お
け
る
萩
の
舎
の
発
会
当
日
の
こ
と
だ
が
、
日
記
に
は
「
(
前

略
)
目
と
ど
め
て
み
て
け
れ
ば
げ
に
や
善
蓋
し
美
つ
く
し
た
る
き
ぬ
の
も
や

う
お
び
の
色
か
が
や
く
計
に
引
つ
く
ろ
ひ
給
ふ
(
中
略
)
い
と
ど
は
づ
か
し

{
注
目
v

と
は
お
も
ひ
侍
れ
」
と
、
自
分
の
貧
し
い
身
な
り
に
対
す
る
「
は
づ
か
し
」

い
気
持
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
葉
が
萩
の
舎
の
人
々
と
の
付
き
合

い
が
あ
る
限
り
、
ず
っ
と
彼
女
の
心
の
中
に
ひ
そ
か
に
隠
し
持
た
れ
て
い
た

心
情
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
一
葉
は
か
つ
て
の
差
恥

意
識
を
美
尾
の
心
境
の
変
化
に
再
生
し
、
そ
う
し
た
境
遇
か
ら
の
脱
却
を
彼

女
の
出
奔
に
仮
託
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
美
尾
は
、
美
人
で
あ
り
な
が
ら
「
服
粧
が
悪
る
い
」
と
人
に

指
摘
さ
れ
た
が
、
「
八
園
ど
り
の
等
外
が
妻
と
し
て
は
是
れ
よ
り
以
上
に
粧

は
る
べ
き
な
ら
」
ず
と
認
識
し
て
い
る
も
の
の
、
一
方
で
情
け
な
い
と
い
う

内
心
の
気
持
ち
も
抑
え
が
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
「
情
け
な
さ
」
が
昂

じ
た
結
果
、
「
は
か
な
き
夢
」
(
四
)
へ
の
狂
信
的
な
憧
れ
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

美
尾
に
と
っ
て
「
は
か
な
き
夢
」
と
い
う
の
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
前
に
述
べ
た
外
見
(
服
装
)
を
恥
じ
な
く
と
も
よ
い
境
遇
、
す

な
わ
ち
「
出
世
」
の
願
望
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
美
尾
の
願
望
に
対
し
て
、

与
四
郎
は
「
我
が
身
を
罵
ら
れ
し
事
と
腹
た
た
し
く
」
、
「
お
矯
ご
か
し
の
夜

学
沙
汰
は
、
我
れ
を
留
守
に
し
て
身
の
楽
し
み
を
思
ふ
故
ぞ
」
と
妻
の
本
心

が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
誤
解
を
し
て
「
何
う
で
我
れ
は
此
様
な
活
地
な
し
」

nノ
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(
五
)
と
自
暴
自
棄
の
よ
う
に
語
る
。

「
出
世
」
、
い
わ
ゆ
る
「
立
身
出
世
主
義
」
は
明
治
期
の
ひ
と
つ
の
中
心
的

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
身
分
制
度
の
固
定
さ
れ
た
江
戸
時
代
に
は
、
士
農

工
商
と
い
う
四
つ
の
階
級
が
あ
る
。
一
つ
の
階
級
の
中
に
あ
っ
た
無
数
の

上
下
関
係
は
原
則
的
に
は
固
定
し
て
い
た
。
「
武
士
の
子
は
武
士
、
百
姓
の

子
は
百
姓
。
(
中
略
)
お
殿
様
の
長
男
は
、
能
力
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
お
殿

(
注
目
》

様
」
。
「
立
身
出
世
」
と
は
い
わ
ば
〈
身
分
の
移
動
〉
も
し
く
は
〈
身
分
の
逆

転
〉
だ
か
ら
、
江
戸
の
封
建
社
会
に
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

明
治
立
身
出
世
主
義
時
代
の
到
来
を
示
し
た
の
は
明
治
五
年
八
月
「
学

制
」
の
公
布
だ
と
い
っ
て
も
い
い
。
ま
た
、
こ
の
「
学
制
」
の
中
心
的

な
精
神
を
最
も
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
太
政
官
布
告
第

お
お
せ
い
だ
さ
れ
し
ょ

二
百
十
四
号
の
「
学
制
被
仰
出
書
」
で
あ
る
。
も
っ
と
遡
っ
て
言
え
ば
、
明

治
元
年
三
月
十
四
日
に
宣
告
さ
れ
た
「
御
誓
文
」
、
い
わ
ゆ
る
「
五
箇
条
の

御
誓
文
」
の
中
に
「
官
武
一
途
庶
民
ニ
至
ル
迄
各
其
志
ヲ
遂
ケ
人
心
ヲ
シ
テ

《桟

H
V

倦
マ
サ
ラ
シ
メ
ン
事
ヲ
要
ス
」
と
い
う
一
節
か
ら
も
国
の
政
策
と
し
て
宣
伝

さ
れ
て
い
る
「
立
身
出
世
」
の
指
向
が
見
え
る
。

当
時
、
中
村
正
直
に
よ
り
翻
訳
さ
れ
た
『
西
国
立
志
編
』
(
明
治
四
年
)

は
福
沢
諭
吉
の
『
学
問
の
す
す
め
』
(
明
治
五
年
初
編
)
と
共
に
二
大
啓
蒙

書
と
な
っ
た
。
こ
の
独
立
独
行
の
自
助
精
神
を
唱
え
る
『
西
国
立
志
編
』
の

原
著
は
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ス
マ
イ
ル
ズ
の
『
セ
ル
フ
・
ヘ
ル
プ
』
で
あ
る
。
前

田
愛
氏
も
、
「
堅
実
な
成
功
を
約
束
す
る
勤
勉
と
自
己
鍛
錬
の
美
徳
」
を
説

く
『
セ
ル
フ
・
ヘ
ル
プ
』
は
「
明
治
の
子
ど
も
た
ち
に
立
身
出
世
の
教
義
を

「
わ
れ
か
ら
」
に
お
け
る
美
尾
像
|
|
出
世
に
心
を
奪
わ
れ
た
女
性

《
陸
路
}

啓
示
し
た
」
と
述
べ
る
。

「
学
制
被
仰
出
書
」
の
中
の
「
事
問
ハ
身
ヲ
立
ル
ノ
財
本
共
云
ヘ
キ
者

〔注目
mv

(
学
聞
は
身
を
立
つ
る
の
財
本
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
)
」
と
い
う
一
旬
が
示
し

て
い
る
よ
う
に
「
学
問
」
を
重
ん
じ
る
明
治
と
い
う
新
し
い
時
代
が
や
っ
て

来
た
。
そ
う
し
た
考
え
方
に
基
い
て
、
官
吏
採
用
制
度
も
変
っ
た
。

明
治
二
十
六
(
一
八
九
三
)
年
十
月
三
十
一
日
の
官
報
(
国
立
国
会
図

書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
)
に
公
布
さ
れ
た
「
文
官
任
用
令
」

(
明
治
二
十
六
年
勅
令
第
一
八
三
号
)
の
「
第
一
僚
一
文
官
高
等
試
験

ヲ
経
テ
其
ノ
合
格
証
書
ヲ
有
ス
ル
者
」
に
よ
っ
て
、
も
と
も
と
の
身
分
で
は

な
く
、
試
験
に
よ
っ
て
人
々
の
実
力
を
量
り
、
昇
進
の
可
能
を
与
え
る
、
す

な
わ
ち
「
出
世
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
「
わ
れ
か
ら
」
の
中
に
あ
る
よ
う
に
、
「
夜
学
」
に
通
っ
て
法

律
な
ど
の
知
識
を
習
得
し
、
任
用
試
験
な
ど
に
合
格
し
て
、
等
外
役
人
か
ら

昇
級
す
る
道
を
聞
く
こ
と
は
与
四
郎
に
お
い
て
「
出
世
」
の
道
を
聞
く
方
法

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
葉
の
他
の
作
品
で
は
「
十
三
夜
」
の
主
人
公
お
関

の
弟
亥
之
助
も
役
所
勤
め
を
し
な
が
ら
「
夜
学
」
に
通
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
「
立
身
出
世
」
の
可
能
性
は
「
あ
く
ま
で
男
性
の
も
の
で

《
雄
日
v

し
か
な
い
」
。
「
文
官
試
験
規
則
」
(
明
治
二
十
六
年
勅
令
第
一
九
七
号
)
に

も
「
年
齢
満
二
十
年
以
上
ノ
男
子
ニ
シ
テ
」
と
い
う
内
容
が
あ
る
。
美
尾
の

「
お
前
様
も
男
な
り
や
」
や
「
私
は
其
矯
に
な
ら
内
職
な
り
と
も
し
て
」
(
五
)

な
ど
の
言
葉
も
「
出
世
」
が
男
性
中
心
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い

て
、
示
唆
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
美
尾
自
身
が
い
か
に
「
出
世
」
を
望
ん
だ

内ぺ

u
r
D
 



「
わ
れ
か
ら
」
に
お
け
る
美
尾
像
|
|
出
世
に
心
を
奪
わ
れ
た
女
性

と
し
て
も
、
女
性
で
あ
る
彼
女
に
は
実
現
し
ょ
う
が
な
く
、
男
性
で
あ
る
夫

与
四
郎
が
そ
の
気
に
な
っ
て
努
力
し
な
い
か
ぎ
り
「
出
世
」
は
望
め
な
い
の

で
あ
る
。
「
出
世
」
に
対
す
る
美
尾
と
与
四
郎
の
捉
え
方
の
違
い
が
夫
婦
の

間
の
誇
い
と
離
別
(
出
奔
)
の
原
因
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
〈
美
尾
物
語
〉
の
中
に
「
出
世
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い

を
持
っ
て
い
る
の
か
。
美
尾
と
与
四
郎
の
聞
の
「
出
世
」
に
関
す
る
会
話
が

発
生
し
た
時
期
は
ち
ょ
う
ど
美
尾
が
「
華
族
一
行
」
に
衝
撃
を
受
け
た
時
か

ら
、
「
梅
見
の
留
守
」
、
つ
ま
り
「
寅
家
の
迎
ひ
と
て
金
紋
の
車
の
来
」
(
五
)

た
時
ま
で
の
時
期
で
あ
る
。
実
家
か
ら
帰
っ
た
後
、
美
尾
は
、
以
下
の
よ
う

な
様
子
と
な
る
。

兎
角
に
物
お
も
ひ
静
ま
り
て
、
深
く
は
良
人
を
諌
め
も
せ
ず
、
う
つ

う
つ
と
日
を
送
っ
て
賓
家
へ
の
足
い
と
ど
し
う
近
く
(
五
)

こ
の
描
写
か
ら
す
る
と
、
美
尾
は
実
家
に
お
い
て
「
貧
乏
」
生
活
か
ら
脱

す
る
方
法
を
母
か
ら
そ
れ
と
な
く
入
れ
知
恵
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

そ
の
後
、
美
尾
は
妊
娠
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
が
、
美
尾
の
母
は
世
話
係

と
し
て
美
尾
と
与
四
郎
の
家
に
入
り
込
み
、
次
の
よ
う
な
態
度
を
取
る
の
で

あ
る
。

此
上
小
児
が
生
れ
て
物
入
り
が
嵩
ん
で
、
人
手
が
入
る
や
う
に
成
っ

た
ら
、
お
前
が
た
が
何
と
す
る
、
美
尾
は
虚
弱
の
身
値
な
り
、
良
人

を
助
け
て
手
内
職
と
い
ふ
も
六
ツ
か
し
か
る
べ
く
(
六
)

こ
の
よ
う
に
美
尾
の
体
が
虚
現
だ
と
い
う
理
由
で
、
美
尾
に
内
職
さ
せ
る

こ
と
を
断
っ
て
い
る
美
尾
の
母
は
、
娘
に
生
活
の
苦
労
を
さ
せ
た
く
な
い
と

考
え
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も
、
美
尾
の
母
は
、
や
は

り
娘
の
結
婚
生
活
の
余
様
と
し
て
自
分
の
将
来
(
老
後
)
に
お
け
る
経
済
的

な
保
証
を
も
ら
お
う
と
す
る
私
心
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
も
と

も
と
大
蔵
省
の
役
人
で
あ
る
与
四
郎
と
美
尾
の
結
婚
を
認
め
た
の
も
与
四
郎

が
役
人
と
し
て
将
来
に
昇
進
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
出
世
」
の
見
込
み
が
あ
る

か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
「
美
尾
は
私
が
一
人
娘
、
ゃ

る
か
ら
に
は
私
が
終
り
も
見
て
貰
ひ
た
く
」
(
六
)
と
い
う
の
は
美
尾
の
母

の
本
心
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
娘
と
結
婚
し
た
与
四
郎
は
現
状
に
満
足
し
て

お
り
、
子
供
も
生
ま
れ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
出
世
」
へ
の
渇
望
は
一

切
沸
い
て
こ
な
か
っ
た
。
母
親
は
賛
沢
な
生
活
が
送
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
約
束

し
た
お
寺
参
り
程
度
の
小
遣
い
も
ま
ま
な
ら
な
い
。
生
活
の
た
め
に
恥
ず
か

し
さ
を
忍
び
な
が
ら
、
他
人
の
口
入
れ
や
手
伝
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
「
金
紋
の
車
」
に
乗
れ
る
ぐ
ら
い
の
地
位
に
あ
る
人
、
言
わ
ば
、
「
つ
ね

づ
ね
御
懇
命
う
け
ま
し
た
る
従
三
位
の
軍
人
様
」
(
七
)
と
知
合
い
に
な
っ

た
の
も
口
入
れ
や
手
伝
い
を
し
て
い
る
間
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
美
尾

の
母
は
、
美
人
で
あ
る
娘
が
も
し
軍
人
様
の
よ
う
な
「
出
世
」
し
た
人
の

「
妾
」
に
な
れ
ば
、
自
分
た
ち
の
生
活
が
安
定
す
る
と
い
う
意
味
の
「
出
世
」

も
達
成
で
き
る
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

ま
た
、
「
出
世
」
と
い
う
言
葉
が
最
も
劇
的
に
現
れ
る
の
は
、
「
に
ご
り

え
」
の
結
城
朝
之
助
が
お
力
に
向
か
っ
て
「
お
前
は
出
世
を
望
む
な
」
(
六
)

と
い
う
場
面
で
あ
る
。
こ
の
一
句
は
、
肯
定
・
否
定
と
諸
説
あ
る
が
、
私
見

で
は
、
朝
之
助
は
お
力
の
本
心
を
見
抜
い
た
感
嘆
、
つ
ま
り
「
お
前
は
出
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世
を
望
む
の
だ
な
」
と
い
う
意
味
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
朝

之
助
と
お
力
と
の
会
話
の
中
か
ら
い
く
つ
か
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。
例
え

ば
、
二
人
が
初
め
て
会
っ
た
日
の
会
話
に
、
お
力
は
「
天
下
を
望
む
大
伴
の

黒
主
と
は
私
が
事
」
(
二
)
と
言
う
が
、
本
音
を
冗
談
の
ふ
う
に
言
い
出
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
お
力
に
は
「
我
慾
は
細
谷
川
の
丸
木
橋
わ
た
る

に
や
伯
し
渡
ら
ね
ば
」
(
五
)
と
い
う
歌
を
歌
っ
て
、
祖
父
と
父
を
思
い
出

す
場
面
が
あ
る
。
お
力
の
祖
父
が
生
き
て
い
た
時
代
に
関
し
て
、
詳
し
く
検

証
す
る
こ
と
が
難
し
い
が
、
江
戸
期
の
終
り
か
ら
明
治
初
年
が
該
当
す
る
で

あ
ろ
う
。
お
力
の
祖
父
は
「
四
角
な
字
を
ば
讃
ん
だ
人
で
」
あ
っ
て
、
「
世

に
益
の
な
い
反
古
紙
を
こ
し
ら
へ
し
に
、
版
を
ば
お
上
か
ら
止
め
ら
れ
た
と

や
ら
、
ゆ
る
さ
れ
ぬ
と
か
に
て
断
食
し
て
死
ん
だ
」
が
、
本
が
出
せ
る
位
の

学
識
、
い
わ
ゆ
る
学
問
の
あ
る
人
で
あ
る
。
「
十
六
の
年
か
ら
思
ふ
事
が
あ

っ
て
、
生
れ
も
賎
し
い
身
で
あ
っ
た
れ
ど
一
念
に
修
業
し
て
」
(
六
)
と
い

う
よ
う
に
、
向
上
心
、
言
い
換
え
れ
ば
、
「
出
世
」
と
い
う
志
を
持
っ
て
い

る
が
、
そ
れ
を
果
す
事
な
く
、
「
人
の
物
笑
ひ
に
今
で
は
名
を
知
る
人
も
な
」

(
六
)
い
人
間
で
あ
る
。
お
力
の
父
と
い
え
ば
、
「
細
工
は
誠
に
名
人
」
(
六
)

と
言
え
る
ほ
ど
の
職
人
だ
が
、
親
子
三
人
の
衣
食
も
保
証
で
き
な
い
。
と
い

う
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
祖
父
と
父
二
人
と
も
「
出
世
」
で
き
る
は
ず
の
才
能

が
あ
る
が
、
結
局
、
「
出
世
」
の
で
き
な
い
人
間
で
あ
る
。
「
父
さ
ん
も
踏
か

へ
し
て
落
て
お
仕
舞
な
さ
れ
、
祖
父
さ
ん
も
同
じ
事
で
あ
っ
た
」
(
五
)
と

あ
る
が
、
お
力
に
と
っ
て
、
歌
に
言
う
丸
木
橋
を
渡
る
こ
と
は
お
そ
ら
く

「
出
世
」
の
こ
と
で
は
な
い
か
。
「
幾
代
も
の
恨
み
を
背
負
て
出
た
」
(
五
)

「
わ
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お
力
の
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
、
ど
う
か
し
て
自
分
な
り
の
「
出

世
」
を
達
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
朝
之
助
の
話
を
聞
い
た

お
力
の
「
ゑ
ッ
と
驚
き
し
様
子
」
(
六
)
も
本
心
が
見
破
ら
れ
た
と
き
の
生

の
反
応
で
あ
ろ
う
。
の
ち
に
、
一
葉
は
「
わ
か
れ
道
」
(
「
国
民
之
友
」
明

二
十
九
・
一
、
巻
末
付
録
「
藻
塩
草
」
)
に
お
い
て
、
主
人
公
の
お
京
が
按
摩

の
「
伯
父
さ
ん
」
の
「
口
入
れ
」
で
「
何
慮
か
お
邸
へ
御
奉
公
に
出
る
」
名

目
で
「
妾
」
に
な
る
と
決
断
し
、
お
京
は
彼
女
を
慕
う
吉
に
「
喜
ん
で
お
呉

れ
、
悪
い
事
で
は
無
い
か
ら
」
と
述
べ
る
物
語
を
書
い
て
い
る
。
こ
の
お
京

と
同
様
、
美
尾
も
ま
た
母
の
「
口
入
れ
」
に
よ
っ
て
「
将
軍
様
」
邸
に
御
奉

公
の
名
目
で
「
妾
」
に
な
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

美
尾
が
華
族
一
行
に
出
会
っ
た
と
い
う
出
来
事
は
、
逆
に
彼
女
の
母
に
チ

ャ
ン
ス
を
与
え
た
と
言
っ
て
も
い
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
こ

と
か
ら
、
母
は
美
尾
と
与
四
郎
の
夫
婦
関
係
の
隙
聞
が
見
え
、
そ
こ
に
入
り

こ
め
る
機
会
を
得
た
か
ら
で
あ
る
。
美
尾
が
華
族
た
ち
と
出
会
っ
た
の
は
結

婚
四
年
目
の
四
月
、
母
親
の
急
病
と
称
し
て
美
尾
が
留
守
を
し
た
の
は
結
婚

五
年
目
の
二
月
で
あ
る
。
こ
の
間
に
十
ヶ
月
の
時
聞
が
あ
る
。
こ
の
十
ヶ
月

の
聞
に
、
美
尾
は
夫
の
与
四
郎
に
向
か
っ
て
「
豪
い
方
に
成
っ
て
下
さ
れ
」

(
五
)
と
い
う
言
葉
を
発
し
た
こ
と
も
あ
れ
ば
、
「
私
に
も
生
れ
た
家
が
御
座

ん
す
る
」
(
四
)
と
い
う
喧
嘩
ー
ご
し
の
言
葉
も
あ
る
。
夫
婦
喧
嘩
の
際
、
美

尾
は
お
そ
ら
く
実
家
の
こ
と
を
思
い
、
実
家
に
帰
っ
て
「
出
世
」
の
可
能
性

が
低
い
与
四
郎
と
の
別
れ
話
に
つ
い
て
母
と
相
談
し
た
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ

，っ。
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美
尾
を
実
家
に
帰
ら
せ
た
母
の
急
病
は
、
そ
の
前
に
一
度
も
起
っ
た
こ
と

も
な
い
「
痛
」
で
あ
る
が
、
タ
イ
ミ
ン
グ
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
は
仮
病
(
嘘
)

だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
実
家
に
帰
っ
た
美
尾
は
、
母
親
の
心
の
中
に
潜
め

た
出
奔
と
い
う
形
の
(
実
は
妾
に
な
る
)
計
画
を
聞
か
さ
れ
た
の
で
は
な
い

か
。
美
尾
は
帰
っ
た
後
、
「
吐
息
を
つ
く
」
よ
う
に
な
っ
た
。
美
尾
の
こ
の

「
吐
息
」
は
、
自
分
を
愛
し
て
く
れ
た
夫
を
捨
て
、
「
出
奔
」
の
形
を
と
っ
て

実
は
「
妾
」
に
な
る
と
い
う
こ
重
の
裏
切
り
に
対
す
る
申
し
訳
な
さ
と
た
め

ら
い
と
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
美
尾
の
妊
娠
で
母
は
美
尾
の
世
話
を
し
始
め
た
が
、
与
四
郎

の
「
出
世
」
を
促
す
た
め
に
コ
ニ
入
居
縮
ん
で
乞
食
の
や
う
な
活
計
を
す
る

も
、
幹
郎
り
賞
め
た
事
で
は
無
し
」
(
六
)
と
言
う
の
で
あ
る
。
「
立
身
出
世
」

が
中
心
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
る
社
会
的
雰
囲
気
の
中
で

は
「
出
世
」
し
な
い
こ
と
は
一
種
の
恥
に
も
な
る
、
と
い
う
よ
う
な
意
識
は

美
尾
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
多
く
の
人
々
の
心
に
刻
ま
れ
て
い
る
も

の
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
美
尾
の
母
は
娘
夫
婦
の
離
婚
を
画
策
し
、
美
尾
を
子
ぐ
る
み

自
分
の
手
に
預
か
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
い
さ
さ
か
奇
妙
だ
と
思
わ
れ

る
。
母
自
身
は
口
入
れ
や
他
人
の
手
伝
い
を
し
て
、
ぎ
り
ぎ
り
の
生
活
状
態

で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
娘
と
孫
を
自
分
の
手
元
に
置
い
て
、
生
活
す
る
と

な
れ
ば
、
さ
ら
に
困
窮
し
た
状
況
に
な
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ひ
と
つ

に
は
意
気
地
の
な
い
婿
に
対
す
る
感
情
的
な
言
葉
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
さ
ら

に
考
え
れ
ば
、
美
尾
を
妾
に
行
か
せ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
美
尾
の
母
は

す
で
に
「
従
三
位
の
軍
人
様
」
か
ら
経
済
的
な
援
助
を
う
け
て
い
た
と
も
考

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
与
四
郎
は
そ
の
よ
う
な
美
尾
の
母
の
疑
わ
し
い
言
葉
に
何
の
危

機
感
も
感
じ
な
い
ま
ま
、
悪
び
れ
る
こ
と
な
く
た
だ
格
好
を
つ
け
て
「
私
と

て
も
男
子
の
端
で
御
座
り
ま
す
れ
ば
、
女
房
子
位
過
ぐ
さ
れ
ぬ
事
も
御
座
り

ま
す
ま
い
し
(
中
略
)
其
遁
格
別
の
御
心
配
な
く
」
(
六
)
と
あ
り
き
た
り

の
言
葉
を
発
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
与
四
郎
に
「
出
世
」
の
望
み
が
な
い
こ

と
に
絶
望
し
た
母
は
、
「
美
尾
は
私
が
娘
な
れ
ば
私
の
思
ふ
や
う
に
成
ら
ぬ

事
は
有
る
ま
じ
」
(
六
)
と
思
い
、
親
と
し
て
の
権
威
を
か
さ
に
着
て
、
ひ

そ
か
に
娘
の
出
奔
を
勧
め
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

お
町
を
出
産
し
た
後
、
美
尾
の
「
日
々
に
安
か
ら
ぬ
面
も
ち
、
折
に
は
沸

に
く
る
る
事
も
あ
る
」
(
七
)
と
い
う
様
子
を
見
れ
ば
、
美
尾
は
迫
っ
て
き

た
別
離
に
対
し
て
相
当
に
つ
ら
い
気
持
ち
に
お
そ
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

頼
り
に
な
ら
な
い
夫
の
「
出
世
」
と
自
身
の
「
出
世
」
に
対
す
る
願
望
と

「
孝
の
呪
縛
」
と
い
う
大
き
な
三
つ
の
煩
悶
を
抱
え
な
が
ら
美
尾
は
出
奔
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
母
が
知
り
合
い
の
「
従
三
位
の
軍
人
様
」

の
「
御
祭
鱒
」
に
従
っ
て
京
都
に
移
っ
た
一
ヵ
月
後
に
、
美
尾
は
紙
幣
二
十

枚
と
手
紙
一
通
を
残
し
て
出
奔
す
る
。
美
尾
の
母
は
美
尾
夫
婦
に
別
れ
を
告

げ
る
と
き
、
与
四
郎
の
引
き
止
め
の
言
葉
に
対
し
て
「
い
や
い
や
其
様
の
事

は
お
前
様
出
世
の
暁
に
い
ふ
て
下
さ
れ
、
今
は
閉
ま
せ
ぬ
」
(
七
)
と
返
答

し
て
い
る
。
こ
の
言
葉
か
=
り
す
れ
ば
、
美
尾
の
母
は
す
で
に
与
四
郎
の
「
出

世
」
に
対
し
て
断
念
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
美
尾
出
奔

作口
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に
お
け
る
最
初
の
原
因
は
与
四
郎
の
「
出
世
」
に
対
す
る
母
娘
二
人
の
絶
望

に
あ
る
と
考
え
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
美
尾
の
出

奔
は
「
出
世
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
美
尾
出
奔
の
原
因
は
美
尾
と
与
四
郎
の
「
立
身
出

世
」
に
対
す
る
考
え
方
の
差
異
に
発
し
て
い
る
と
考
え
て
も
い
い
と
思
わ
れ

る。

お
わ
り
に

小
説
「
わ
れ
か
ら
」
に
は
〈
美
尾
物
語
〉
と
〈
お
町
物
語
〉
の
二
つ
の
対

比
的
な
物
語
が
内
在
し
て
い
る
が
、
従
来
の
研
究
の
多
く
は
〈
お
町
物
語
〉

に
中
心
を
置
き
、
お
町
の
母
で
あ
る
美
尾
を
淫
奔
な
女
性
と
見
な
す
傾
向
が

強
か
っ
た
。
し
か
し
、
作
品
「
わ
れ
か
ら
」
の
中
に
お
け
る
〈
美
尾
物
語
〉

の
や
や
大
き
す
ぎ
る
割
合
と
美
尾
に
関
す
る
陰
影
に
富
ん
だ
詳
細
な
心
理
描

写
か
'
り
す
れ
ば
、
美
尾
と
い
う
人
物
の
造
形
に
対
し
、
一
葉
が
相
当
に
大
き

な
力
を
入
れ
て
い
る
こ
と
も
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
美
尾

も
独
自
の
人
格
や
考
え
を
持
っ
て
い
る
一
個
の
女
性
で
あ
り
、
〈
美
尾
物
語
〉

に
も
一
葉
の
社
会
や
女
性
に
対
す
る
考
え
が
深
く
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。一

葉
の
作
品
の
中
に
は
多
様
な
人
妻
像
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
美
尾
は
や

は
り
独
特
の
存
在
の
一
人
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
十
三
夜
」
の
お
関
、
彼

女
は
夫
原
田
に
虐
げ
ら
れ
、
い
っ
た
ん
は
離
縁
を
決
意
す
る
も
の
の
、
父
の
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説
得
に
折
れ
て
仕
方
な
く
婚
家
に
戻
る
人
妻
、
ま
た
、
「
に
ご
り
え
」
で
内

職
し
な
が
ら
一
家
を
養
っ
て
い
る
世
話
女
房
の
お
初
な
ど
、
広
い
意
味
で
の

従
順
な
良
妻
賢
母
型
の
人
妻
た
ち
と
違
っ
て
、
美
尾
は
良
妻
で
も
賢
母
で
も

な
い
よ
う
な
女
性
に
造
形
さ
れ
て
い
る
。
良
妻
賢
母
の
基
準
で
美
尾
を
評
価

す
れ
ば
、
夫
を
裏
切
り
、
生
れ
た
ば
か
り
の
子
供
を
捨
て
て
出
奔
し
た
彼
女

は
勿
論
失
格
者
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
世
間
の
一
般
的
な
基
準
を
捨

て
、
美
尾
を
一
個
の
人
間
と
し
て
考
え
れ
ば
、
彼
女
の
気
持
ち
ゃ
行
動
も
少

し
は
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
閉
じ
人
間
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時

は
男
性
だ
け
に
社
会
的
地
位
の
向
上
が
可
能
な
道
が
聞
か
れ
た
家
父
長
制
の

色
濃
い
時
代
に
お
い
て
、
ま
た
従
属
的
、
閉
鎖
的
な
地
位
に
置
か
れ
た
女
性

像
か
・
り
す
れ
ば
、
美
尾
の
選
ん
だ
道
(
出
奔
)
は
き
わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク
だ
と

い
え
よ
う
。
女
性
の
出
世
が
、
「
出
世
」
し
た
男
性
と
の
結
婚
、
い
わ
ゆ
る

「
玉
の
輿
に
乗
る
」
こ
と
や
、
あ
る
い
は
、
妾
に
な
る
こ
と
、
そ
う
し
た
道

だ
け
が
女
性
に
と
っ
て
唯
一
あ
り
う
る
「
出
世
」
で
あ
る
。
美
尾
と
母
は
そ

う
し
た
現
実
を
認
識
し
た
か
ら
こ
そ
、
「
出
奔
」
の
道
を
選
ん
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
美
尾
の
場
合
、
一
般
的
な
ケ
l
ス
と
や
や
違
う
の
は
、
独

身
の
身
を
「
妾
」
に
因
わ
れ
た
(
「
わ
か
れ
道
」
の
お
京
)
わ
け
で
は
な
く
、

貧
し
い
な
が
ら
も
「
人
妻
」
と
い
う
現
状
の
立
場
を
み
ず
か
ら
投
げ
う
っ
て

(
出
奔
し
て
)
敢
え
て
「
妾
」
の
道
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
、

不
退
転
の
決
意
で
「
妾
」
と
い
う
日
陰
者
の
境
遇
に
自
分
の
将
来
を
賭
け
た

わ
け
で
、
そ
こ
に
美
尾
の
「
出
世
」
に
対
す
る
強
い
願
望
を
う
か
が
う
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
葉
の
作
品
に
は
女
性
に
お
け
る
「
出
世
」
と
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い
う
こ
と
が
何
度
も
形
を
変
え
て
描
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
出
世

に
ま
つ
わ
る
女
の
処
し
方
が
、
「
わ
れ
か
ら
」
に
も
引
き
継
が
れ
、
や
や
過

激
な
形
で
〈
美
尾
物
語
〉
が
形
成
さ
れ
た
と
も
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
美
尾

の
生
き
ざ
ま
と
は
対
照
的
に
、
娘
の
お
町
は
夫
金
村
恭
助
に
す
が
る
だ
け
の

旧
来
型
の
柔
弱
な
人
妻
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
母
娘
で
あ
る
以
上
、
お
町
も

ど
こ
か
で
母
美
尾
の
激
し
い
生
き
方
と
繋
が
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
も
い
え
な

い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
物
語
の
末
尾
で
、
夫
の
裏
切
り
(
妾
の
お
波
と
そ
の

子
供
が
い
る
こ
と
)
と
離
縁
の
計
略
を
知
っ
た
お
町
が
珍
し
く
「
は
た
と
白

腕
む
」
で
「
一
念
が
御
座
り
ま
す
る
」
と
発
し
た
言
葉
に
は
美
尾
の
娘
と
し

て
の
激
し
い
気
概
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

一
葉
は
、
美
尾
と
お
町
、
母
娘
二
人
の
女
の
「
出
世
」
に
対
す
る
対
照
尚

な
人
生
を
並
べ
、
男
性
に
し
か
「
出
世
」
の
道
が
聞
か
れ
て
い
な
い
時
代
の

女
性
の
苦
闘
を
描
い
て
み
せ
た
。
娘
お
町
の
人
生
が
、
最
後
の
一
旬
を
除
け

ば
、
抑
圧
さ
れ
た
当
時
の
一
般
女
性
の
リ
ア
ル
な
姿
で
あ
る
の
に
対
し
、
母

美
尾
が
選
ん
だ
「
妾
」
へ
の
異
例
の
決
断
は
、
時
代
の
制
約
を
わ
ず
か
で
も

突
破
し
よ
う
と
す
る
女
性
の
さ
さ
や
か
な
試
み
で
あ
っ
た
ろ
う
。
物
語
の
主

体
が
〈
お
町
物
語
〉
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
と
匹
敵
す
る
ほ
ど
大
き
な
割
合

で
〈
美
尾
物
語
〉
が
描
か
れ
た
の
は
、
そ
の
秘
め
た
る
激
し
さ
こ
そ
一
葉
の

内
心
に
潜
む
本
音
だ
っ
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。

注注
l
H
森
鴎
外
主
宰
の
雑
誌
『
め
ざ
ま
し
草
』
第
三

1
七
号
(
明
二
十
九
年
三
月

ー
七
月
)
に
お
い
て
、
鴎
外
、
幸
田
露
伴
、
斎
藤
緑
雨
の
三
人
が
行
っ
た
作

品
合
評
で
あ
る
。
〈
頭
取
〉
(
鴎
外
)
に
よ
る
作
品
紹
介
に
続
い
て
、
〈
ひ
い
き
〉

〈
さ
し
出
〉
な
ど
の
変
名
の
人
物
が
批
評
す
る
形
式
を
と
る
最
初
の
匿
名
座
談

会
形
式
の
文
芸
時
評
で
あ
る
。
当
時
の
批
評
界
の
権
威
と
し
て
、
多
く
の
作

品
を
辛
練
に
批
判
し
た
。

注
2
一
森
林
太
郎
『
鴎
外
全
集
第
二
十
三
巻
』
(
岩
波
書
庖
昭
和
四
十
八
・
九
)

四
八
八
頁
次
の
引
用
は
四
九
六
頁

注
3
一
『
樋
口
一
葉
考
証
と
試
論
』
(
有
精
堂
昭
和
四
十
五
・
十
)
六
十
九
頁

注
4
一
「
物
語
と
し
て
の
『
わ
れ
か
ら
』
」
(
『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
第
五
十
七
号

一
九
八
六
・
十
一
一
)
一
三
四
頁

注
5
一
ご
葉
文
学
に
お
け
る
新
た
な
飛
躍
|
I
『
わ
れ
か
ら
』
論
」
(
『
樋
口
一
葉

を
読
み
な
お
す
』
学
筆
書
林
一
九
九
四
・
六
)
二
五
四
頁

注
6
一
『
一
葉
文
学
の
研
究
〈
岩
波
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
叢
書
〉
』
(
岩
波
書
庖

二
O
O六
・
三
)
一
七
八
頁

注
7
H
同
注
5
0

注
8
H
「
『
わ
れ
か
ら
』
|
〈
小
説
〉
的
世
界
の
顕
現
へ
」
(
『
複
数
の
テ
ク
ス
ト
へ

樋
口
一
葉
と
草
稿
研
究
』
翰
林
書
房
二

O
一
0
・
三
)
二
九
六
頁

注
9
一
青
木
一
男
「
『
わ
れ
か
ら
』
|
人
妻
物
語
へ
の
試
み
」
(
特
集
樋
口
一
葉

ー
こ
れ
ま
で
の
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
の
|
作
品
の
世
界
)
(
『
国
文
学
解
釈
と

鑑
賞
』
二

O
O三
・
五
)
一
四
八
頁

注
目
い
塩
田
良
平
『
樋
口
一
葉
研
究
〈
増
補
改
訂
版
〉
』
(
中
央
公
論
社

四
十
三
・
十
一
)
八
O
三
頁

注
口
一
同
注
叩
。
八
O
一
頁
、
八
O
三
頁

注
ロ
一
塩
田
良
平
・
和
田
芳
恵
・
樋
口
悦
編
『
樋
口
一
葉
全
集

(
筑
摩
書
房
昭
五
十
了
十
二
・
十
五
)
。
五
頁

O
O
 

Eυ 

昭
和

第
三
巻
(
上
)
』



注
目
い
羽
鳥
徹
哉
「
作
家
の
魂
|
日
本
の
近
代
文
学
|
」
(
勉
誠
出
版
社

十
八
・
四
・
一
)
二
十
三
頁

注
H
H
H

『
法
令
全
書
慶
応
三
年
』
(
内
閣
官
報
局
明
二
十
)
六
十
四
頁

注
目
一
「
子
ど
も
た
ち
の
時
間
『
た
け
く
ら
べ
』
」
(
『
樋
口
一
葉
の
世
界
』
筑
摩
書

房
一
九
八
九
・
九
)
二
六
六
頁
、
二
六
七
頁

注
目
一
長
尾
景
弼
編
「
類
衆
法
規
別
集
第
三
巻
」
(
博
聞
社
明
十
七
・
二
)

三
八
二
頁

注
げ
一
菅
聡
子
『
時
代
と
女
と
樋
口
一
葉
|
激
石
も
鴎
外
も
描
け
な
か
っ
た
明
治
』

(
日
本
放
送
出
版
協
会
一
九
九
九
・
了
二
十
)
二
五
八
頁

注
刊
均
一
新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治
編
二
十
四
『
樋
口
一
葉
集
』
(
岩
波
書
庖

二
0
0
7十
)
に
お
け
る
菅
聡
子
氏
の
校
注
に
よ
る
。
一
一
六
一
頁

平
成

山
脚
本
稿
に
お
け
る
本
文
の
引
用
は
、
『
樋
口
一
葉
全
集
』
(
筑
摩
書
房
昭
和
四
十
九

年
九
月
)
に
よ
る
。
引
用
に
際
し
、
一
部
の
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
ル
ピ
は

省
略
し
た
。
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王

光
紅
(
お
・
つ
こ
う
こ
う
)
大
学
院
博
士
前
期
課
程
在
学

「
わ
れ
か
ら
」
に
お
け
る
美
尾
像
|
|
出
世
に
心
を
奪
わ
れ
た
女
性


