
、
「
門
」

そ
の
主
題
と

方
法

ナ

L佐

藤

泰

正

騨

 
作
家
が
新
た
な
作
品
に
踏
み
入
っ
て
ゆ
く
道
筋
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ

．
う
。
作
者
に
す
べ
て
が
見
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
種
の
不
安
や
予

感
、
ま
た
ひ
と
つ
の
世
界
に
踏
み
込
ん
で
ゆ
く
あ
る
手
ご
た
え
や
充
実
感
に
似
'

た
も
の
、
こ
れ
ら
い
っ
き
い
が
微
妙
に
交
錯
し
つ
？
作
者
は
冒
頭
の
一
場
面

を
書
き
進
め
て
ゆ
く
。
恐
ら
ぐ
い
っ
さ
い
が
見
え
て
来
る
の
は
、
作
事
の
書
き

終
え
ら
れ
た
時
で
あ
ろ
う
。
作
者
は
最
初
の
予
感
が
何
で
あ
っ
た
か
を
知
る
。

物
語
は
し
ば
し
ば
思
わ
ざ
る
と
こ
ろ
へ
作
者
自
身
を
引
き
連
れ
て
ゆ
く
。
し
か

も
そ
の
飛
躍
や
矛
盾
さ
え
、
作
者
自
身
の
意
識
を
超
え
た
あ
る
根
源
な
る
主
題

を
語
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
一
、
一
篇
の
テ
キ
ス
ト
が
常
に
多
義
的
で
あ
る
こ

と
の
意
味
は
明
ら
か
に
頷
け
よ
う
。
我
々
は
作
者
と
と
も
に
、
い
や
作
者
自
身

を
さ
え
超
え
て
、
そ
の
根
源
な
る
基
層
に
に
じ
り
よ
っ
て
ゆ
く
ほ
か
は
あ
る
ま

い
。
い
や
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
作
品
と
い
う
一
箇
の
構
造
が
、
常
に
あ
る
ベ

 
 
 
ヘ
 
 
へ

か
り
し
作
品
と
基
底
の
モ
チ
ー
フ
の
は
ぎ
ま
に
宙
吊
り
に
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

す
れ
ば
、
，
我
々
は
そ
の
背
部
の
か
ら
く
り
の
只
中
に
虚
心
に
踏
み
入
っ
て
ゆ
く

ほ
か
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
後
代
の
特
権
は
、
あ
る
微
妙
な
視
力
と
距
離
感
、
照

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

準
感
覚
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
与
え
て
く
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
か
く
し
て
見
た

も
の
を
見
た
と
い
う
ほ
か
に
、
我
々
の
語
り
う
る
場
所
は
あ
る
ま
い
。

 
さ
て
我
々
は
『
門
』
の
冒
頭
場
面
を
ど
ヶ
読
む
か
。
秋
の
温
い
日
射
し
の
下

に
縁
側
に
寝
そ
べ
る
宗
助
に
、
御
言
が
物
指
の
先
で
字
を
教
え
る
一
こ
の
書

出
し
は
い
か
に
も
牧
歌
的
な
、
情
趣
深
い
場
面
だ
が
、
そ
の
あ
と
、
宗
助
は
．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
く
ら
や
さ
し

「
字
と
い
ふ
も
の
は
不
思
議
だ
」
「
幾
何
容
易
い
字
で
も
、
こ
り
や
変
だ
と
思

っ
て
疑
ぐ
り
出
す
と
分
ら
な
く
な
る
。
此
・
間
も
今
日
の
今
の
字
で
大
変
迷
っ

た
。
紙
の
上
へ
ち
ゃ
ん
と
書
い
て
見
て
、
ぢ
つ
と
眺
め
て
み
る
と
、
何
だ
駄
か
違

う
た
様
な
気
が
す
る
。
仕
舞
に
は
見
れ
ば
見
る
程
今
ら
し
ぐ
な
く
な
っ
て
来

る
」
と
い
う
。
な
に
気
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
が
、
す
で
に
主
題
は
重
く
ひ
び

く
。
言
わ
ば
作
者
の
ね
ら
い
は
牧
歌
的
な
夫
婦
愛
の
情
趣
を
描
く
と
み
せ
て
、

実
は
そ
の
底
に
横
た
わ
る
一
自
明
の
日
常
が
不
意
に
不
定
形
な
か
た
ち
で
ゆ

ら
ぎ
出
す
〈
存
在
〉
そ
の
も
の
の
無
気
味
さ
を
呈
示
す
る
。
こ
れ
に
続
く
崖
の

描
写
も
ま
た
同
様
で
あ
ろ
う
。

 
宗
助
の
家
は
崖
下
に
あ
る
。
こ
の
崖
は
「
草
が
生
え
」
 
「
下
か
ら
し
て

ひ
と
か
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
づ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
そ
れ

一
側
も
石
を
畳
ん
で
な
い
か
ら
、
何
時
壊
れ
る
か
分
ら
な
い
虞
が
あ
る
の
だ
」

が
、
「
不
思
議
に
ま
だ
壊
れ
た
事
が
な
い
」
と
い
う
。
こ
の
「
崖
丈
は
大
丈
夫

（ 103 ）

「
門
」
1
そ
の
主
題
と
方
法

、

'



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く

で
す
。
ど
ん
な
事
が
あ
っ
だ
っ
て
謂
え
つ
こ
は
ね
え
ん
だ
か
ち
」
と
h
八
百
屋

お
や
ち

の
爺
」
は
い
う
。
し
か
し
文
脈
の
余
韻
は
逆
に
、
自
明
と
み
え
る
こ
の
現
実

が
、
い
つ
，
「
壊
れ
る
か
分
ら
」
ぬ
と
い
う
不
安
の
感
触
を
つ
た
え
て
展
開
す

る
。
こ
の
下
方
か
ら
、
あ
る
い
は
土
壌
の
内
側
か
ら
自
明
と
み
え
る
日
常
性
を

問
い
返
し
、
突
き
崩
し
て
ゆ
く
眼
差
を
『
門
』
に
底
流
す
る
重
要
な
視
角
と
す

れ
ば
、
い
ま
ひ
と
つ
上
方
か
ら
こ
の
作
品
世
界
の
す
べ
て
を
、
同
時
に
宗
助
夫

婦
を
見
お
ろ
す
術
職
的
な
視
角
の
所
在
を
も
見
落
す
こ
と
は
で
き
ま
い
。
冒
頭

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
え
び

に
あ
ら
わ
れ
る
「
広
大
」
な
秋
空
、
そ
の
下
に
「
両
膝
を
曲
げ
て
海
老
の
様

に
」
か
が
む
宗
助
の
姿
は
意
味
深
い
。
宗
助
が
「
軒
か
ら
上
を
見
上
げ
る
」
そ

の
上
方
に
ひ
ろ
が
る
こ
の
大
空
は
、
以
後
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
登
場
し
、
軒
端
か

ら
あ
る
い
は
庇
か
ら
ふ
り
仰
ぐ
広
大
な
空
と
し
て
、
宗
助
（
夫
婦
）
の
頭
上
に

し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
空
の
孕
む
寓
意
的
、
あ
る
い
は
象
徴
的
と
も
い

え
る
感
触
は
、
「
此
静
か
な
夫
婦
」
 
（
五
）
の
牧
歌
的
な
た
た
ず
ま
い
を
見
お

ろ
す
眼
差
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
場
面
と
な
る
。

 
御
幣
は
茶
器
を
引
い
て
台
所
へ
出
た
。
夫
婦
は
そ
れ
ぎ
り
話
を
切
り
上
げ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
，
 
 
 
あ
ま
の
が
わ

て
、
又
床
を
延
べ
て
寝
た
。
夢
の
上
に
高
い
銀
河
が
涼
し
く
懸
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
よ
り

 
次
の
週
内
に
は
、
小
六
も
来
ず
、
佐
伯
か
ち
の
音
信
も
な
く
、
宗
助
の
家

庭
は
又
平
日
の
無
事
に
帰
っ
た
。
夫
婦
は
毎
朝
露
の
光
る
頃
起
き
て
、
美
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
ん
ぷ

い
日
を
願
の
上
に
見
た
。
夜
は
煤
竹
の
台
を
着
け
た
洋
燈
の
両
側
に
、
長
い

影
を
描
い
て
坐
？
て
る
た
。
話
が
途
切
れ
た
時
は
ひ
そ
り
と
し
て
、
柱
時
計

の
音
丈
が
聞
え
る
事
も
稀
で
は
な
か
っ
た
。
 
（
四
）

こ
の
甘
美
な
旋
律
を
湛
え
た
文
体
の
背
後
に
に
じ
む
、
あ
る
深
い
傭
緻
的
な

眼
差
を
見
落
す
こ
と
は
で
き
ま
い
。
こ
の
夢
の
上
の
「
銀
河
」
も
、
ま
た
露
の

上
の
「
美
し
い
日
」
も
、
作
品
冒
頭
に
見
る
あ
の
澄
み
わ
た
っ
た
秋
の
「
広

大
」
な
空
と
無
縁
で
は
な
い
。
諸
家
の
い
う
ご
と
く
「
『
門
』
の
日
常
」
は
、

こ
の
「
天
の
も
と
に
い
わ
ば
仮
象
と
し
て
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
」
 
（
越
智

治
雌
）
と
も
、
・
ま
た
さ
ら
に
は
「
作
者
の
宗
助
を
み
る
視
線
」
は
、
こ
の
「
高

く
澄
ん
だ
天
に
い
っ
た
ん
む
か
い
、
天
か
ら
地
上
へ
投
げ
返
さ
れ
る
」
 
（
桶
谷

秀
昭
）
と
も
み
え
る
。
た
し
か
に
広
潤
な
空
の
下
に
こ
の
夫
婦
の
日
常
は
相
対

化
さ
れ
、
そ
の
い
と
な
み
は
広
大
な
自
然
の
下
の
微
小
な
存
在
と
化
し
て
映

る
。
ま
た
よ
り
あ
ら
わ
な
寓
意
と
し
て
は
参
禅
に
失
敗
し
、
不
安
の
消
え
や
ら

ぬ
宗
助
を
描
い
て
、
「
そ
れ
を
繰
り
返
さ
せ
る
の
は
天
の
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ

を
逃
げ
て
回
る
の
は
宗
助
の
事
で
あ
っ
た
」
 
（
二
十
ご
）
と
い
う
。
す
で
に
空

は
「
天
」
と
重
な
り
、
作
中
に
点
滅
す
る
広
大
な
空
の
イ
メ
ー
ジ
に
託
さ
れ
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
つ

作
者
の
調
意
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
冒
頭
、
広
大
な
空
に
「
緩
く
り
」
見
「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ば
ら
く

、
入
り
、
 
「
眉
を
寄
せ
て
、
ぎ
ら
く
す
る
日
を
少
時
見
詰
め
て
み
た
」
宗
助

が
、
「
ぐ
る
り
と
寝
返
り
を
し
て
障
子
の
方
を
向
」
く
一
、
そ
の
「
障
子
の

 
 
 
 
 
 
し
ご
と

申
で
は
細
君
が
裁
縫
を
し
て
み
る
」
と
い
う
、
さ
り
気
な
い
文
脈
の
運
び
に
さ

え
、
微
妙
な
感
触
を
読
み
と
れ
ぬ
こ
と
は
な
か
ろ
う
。

 
こ
の
術
畷
的
な
視
線
の
下
に
纒
綿
す
る
微
小
な
男
女
の
物
語
を
i
、
単
に

纒
綿
た
る
情
趣
と
の
み
読
み
と
り
え
ぬ
と
す
れ
ば
、
作
者
の
広
大
な
「
空
」

（
ま
た
は
「
天
」
）
に
託
し
た
重
心
と
は
何
か
。
て
の
作
品
を
つ
ら
ぬ
く
下
方

か
ら
の
、
同
時
に
上
方
か
ら
の
、
ふ
た
つ
の
視
角
の
は
ざ
ま
に
こ
の
物
語
が
置

か
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
ふ
れ
た
。
し
か
も
作
者
は
最
初
に
用
意
し
た
ご
の

日
常
性
、
あ
る
い
は
土
壌
の
根
源
か
ら
の
間
い
返
し
を
ひ
と
つ
の
モ
チ
ー
フ
と

し
て
置
き
つ
つ
、
容
易
に
展
開
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
あ
ら
わ
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〆



れ
る
べ
き
実
存
的
課
題
の
切
開
を
許
さ
ぬ
も
の
が
、
こ
の
風
土
的
土
壌
そ
の
も

の
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
れ
を
あ
え
て
果
た
そ
う
と
す
れ
ば
、
武
者
小

路
の
評
し
た
ご
と
く
「
自
然
の
河
」
な
ら
ぬ
「
運
河
」
と
な
る
。
前
作
『
そ
れ

か
ら
』
を
評
し
て
、
こ
の
作
品
の
周
到
な
工
夫
は
「
自
然
派
の
作
物
よ
り
遙
か

に
多
く
の
い
ろ
一
の
景
色
を
見
せ
、
遙
か
に
美
し
い
景
色
を
見
せ
、
遙
か
に

深
き
も
の
を
切
り
ひ
ら
い
て
見
せ
て
み
る
」
。
し
か
し
ま
た
こ
れ
が
「
つ
く
ら

れ
た
も
の
と
云
ふ
感
じ
」
は
否
め
ぬ
。
あ
え
て
い
え
ば
「
自
分
は
運
河
よ
り

も
自
然
の
河
を
愛
す
る
」
と
は
武
者
小
路
の
批
判
（
「
『
そ
れ
か
ら
』
に
分

て
」
）
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
こ
の
『
運
河
』
的
功
罪
に
つ
い
て
作
者
自
身
気

づ
い
て
い
な
い
は
ず
は
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヒ
オ
リ
ジ
ナ
ル

 
あ
え
て
「
運
河
」
的
人
工
を
承
知
の
上
で
、
代
助
と
い
う
「
特
殊
人
」
の
運

命
を
描
い
て
み
せ
た
作
者
は
、
こ
の
「
特
殊
人
」
と
呼
ば
れ
る
男
の
踏
み
残
し

た
、
い
ま
ひ
と
つ
の
世
界
を
描
か
ん
と
し
た
。
代
助
な
ら
ぬ
宗
助
が
ハ
 
「
運

河
」
な
ら
ぬ
「
自
然
の
河
」
を
作
者
と
と
も
に
下
っ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。
代

助
が
つ
い
に
無
縁
で
あ
っ
た
凡
常
な
る
日
常
の
現
実
を
、
生
活
者
の
労
苦
を
、

ひ
っ
そ
り
と
に
な
っ
て
彼
は
歩
み
出
す
。
し
か
も
そ
の
残
さ
れ
た
課
題
は
凡
庸

，
な
る
日
常
の
そ
れ
で
は
な
い
。
異
常
な
る
運
命
の
犠
牲
者
、
ま
た
こ
の
世
界
の

疎
外
者
と
し
て
、
ひ
ど
つ
の
背
光
を
さ
え
帯
び
て
歩
み
は
じ
め
る
。
す
で
に
明

ら
か
で
も
あ
ろ
う
一
こ
れ
は
「
罪
の
回
避
」
の
物
語
な
ら
ぬ
、
作
者
が
あ
え

て
こ
の
土
壌
の
上
に
描
き
出
さ
ん
と
し
た
一
篇
の
「
罪
と
罰
」
で
あ
る
。

 
友
人
安
井
の
妻
御
亭
と
結
ば
れ
た
宗
助
は
、
罪
の
影
を
ひ
き
つ
つ
世
間
を
棄

て
、
」
世
間
か
ら
棄
て
ら
れ
た
日
蔭
者
の
ご
と
く
落
真
た
る
生
活
を
続
け
て
ゆ

く
。
彼
ら
に
と
っ
て
く
罪
V
と
は
何
か
β
『
門
』
は
「
『
罪
」
の
物
語
で
は
な

く
、
『
罪
』
の
回
避
の
物
語
」
で
あ
り
、
作
者
が
「
『
罪
』
に
追
わ
れ
る
宗
助

「
門
」
1
そ
の
主
題
と
方
法

夫
婦
の
佗
び
住
居
を
社
会
か
ら
殆
ど
絶
縁
さ
れ
た
横
丁
の
借
家
に
定
め
た
時
、

彼
は
同
時
に
彼
の
内
部
に
ひ
そ
む
神
秘
な
愛
へ
の
希
求
を
語
る
二
野
一
の
舞
台

を
設
定
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
の
か
」
ゆ
そ
こ
に
見
る
「
作
者
の

姿
」
は
す
で
に
「
宿
命
的
な
『
罪
」
の
主
題
を
掲
げ
な
が
ら
そ
れ
を
回
避
し
よ

う
と
し
て
、
自
か
ら
の
低
音
部
に
暗
い
牧
歌
を
奏
で
て
い
る
傷
つ
い
た
夢
想
家

の
姿
」
 
（
江
藤
淳
）
で
あ
る
と
は
、
 
一
面
頷
く
べ
き
指
摘
か
と
も
み
え
る
。

し
か
し
あ
え
て
い
え
ば
、
 
『
門
』
と
は
こ
の
罪
を
「
回
避
」
せ
ん
と
し
て
回
避

し
え
ざ
る
罪
の
物
語
で
あ
り
、
む
し
ろ
評
家
（
江
藤
淳
）
の
指
摘
す
る
こ
の
神

な
き
風
土
に
あ
っ
て
、
な
お
か
つ
一
篇
の
「
罪
と
罰
」
を
描
か
ん
と
し
た
独
自

の
試
み
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
・
仔
細
は
作
品
自
体
が
語
っ
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。

二

 
評
家
の
い
う
ご
と
く
『
道
草
』
が
「
帰
っ
て
来
た
男
」
の
物
語
（
江
藤
淳
）

だ
と
す
れ
ば
、
『
門
』
も
ま
た
そ
う
言
え
な
く
は
あ
る
ま
い
。
「
健
三
が
遠
い

所
か
ら
帰
っ
て
来
て
駒
込
の
奥
に
世
帯
を
持
つ
た
の
は
東
京
を
出
て
か
ら
何
年

目
に
な
る
だ
ら
う
。
彼
は
故
郷
の
士
を
踏
む
珍
ら
し
さ
の
う
ち
に
一
種
の
淋

し
味
さ
へ
感
じ
た
」
。
こ
の
『
道
草
」
の
書
き
出
し
に
に
じ
む
感
触
も
ま
た

「
門
」
の
そ
れ
と
無
縁
で
は
な
い
。
た
し
か
に
『
閏
」
は
『
道
草
』
と
と
も

に
、
作
者
が
最
も
こ
の
現
実
に
近
く
た
ち
還
っ
た
時
の
作
品
と
言
い
え
よ
う
。

宗
助
が
そ
の
六
年
間
の
旅
先
か
ら
帰
っ
て
来
る
と
こ
ろ
も
ま
た
健
三
同
様
、
金

銭
に
追
わ
れ
、
生
活
に
労
苦
す
る
日
常
の
場
で
あ
り
、
塵
労
の
煩
い
は
避
け
え

ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
両
者
の
異
な
る
と
こ
ろ
も
ま
た
明
ら
か
で
あ

る
。
『
道
草
』
の
主
題
を
な
す
も
の
隊
先
ず
健
三
に
お
け
る
知
識
人
的
宿
命
の
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課
題
で
あ
り
、
彼
は
知
の
労
役
者
と
し
て
陣
指
し
つ
つ
、
同
時
に
そ
の
知
的
、

倫
理
的
優
越
感
は
妻
の
お
住
や
他
者
の
眼
に
よ
っ
て
無
残
に
打
ち
砕
か
れ
、
そ

こ
に
健
三
の
し
い
ら
れ
る
良
己
発
見
の
ド
ラ
マ
が
展
開
す
る
。
し
か
し
『
門
』

の
宗
助
に
と
っ
て
、
こ
の
彼
に
問
い
遺
る
他
者
は
な
く
、
ま
た
彼
自
身
知
識
人

的
課
題
を
に
な
う
も
の
で
も
な
い
。
作
者
は
た
と
え
ば
宗
助
（
夫
婦
）
を
次
の

よ
う
に
描
く
。

 
「
彼
等
の
生
活
は
淋
し
い
な
り
に
落
ち
付
い
て
来
た
。
其
淋
し
い
落
ち
付
き

の
う
ち
に
、
一
種
の
甘
い
悲
哀
を
味
は
っ
た
。
文
芸
に
も
哲
学
に
も
縁
の
な
い

 
 
 
 
 
 
 
な

彼
等
は
、
此
味
を
舐
め
尽
し
な
が
ら
、
自
分
で
自
分
の
状
態
を
得
意
が
つ
て
自

覚
す
る
程
の
知
識
を
有
乾
な
か
っ
た
か
ら
、
同
じ
境
遇
に
あ
る
詩
人
や
文
人

な
ど
よ
，
り
も
、
 
一
層
純
粋
で
あ
っ
た
）
 
（
十
七
）
。
こ
の
宗
助
も
学
生
時
代

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
か
 
 
 
 
 
 
 
 
も
た

に
は
万
事
「
当
世
ら
し
い
才
人
の
面
影
を
濃
ら
し
て
、
昂
い
首
を
世
間
に
蓬
げ

つ
～
、
行
か
ふ
と
思
ふ
辺
り
を
澗
等
し
た
」
。
「
彼
の
頭
は
華
奢
な
世
間
向

き
」
で
あ
り
、
「
生
れ
付
理
解
の
好
い
男
」
で
あ
り
、
「
学
問
は
社
会
へ
出
る

た
め
の
方
便
と
心
得
」
て
疑
わ
ぬ
、
・
友
人
も
羨
む
「
寛
澗
」
な
「
楽
天
家
」
で

あ
っ
た
。
ま
た
一
面
「
強
く
烈
し
い
命
に
生
き
た
と
云
ふ
証
券
を
飽
迄
握
り
」

（
十
四
）
た
い
と
も
つ
よ
く
願
っ
た
。
ま
た
弟
の
小
六
を
見
れ
ば
、
そ
の
「
至

っ
て
凝
り
性
の
神
経
質
で
」
一
途
に
突
き
進
む
か
と
思
え
ば
「
不
図
気
が
変
」

れ
ば
「
け
ろ
り
と
し
」
て
い
る
と
こ
ろ
、
「
物
に
筋
道
を
付
け
」
ね
ば
承
知
せ

ず
、
ま
た
ひ
と
た
び
「
筋
道
が
付
」
け
ば
「
熱
中
」
し
、
「
血
気
に
任
せ
て
大

抵
の
事
は
す
る
」
1
そ
う
い
う
姿
を
「
昔
の
自
分
に
其
儘
で
あ
る
」
 
（
四
）

と
思
う
。
し
か
も
彼
の
こ
の
数
年
間
の
変
化
は
あ
ま
り
に
も
著
し
い
。
「
二

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ

三
年
見
な
い
う
ち
忙
、
丸
で
別
の
人
見
た
様
に
老
け
ち
ま
っ
て
ト
と
叔
母
は
驚

き
、
宗
助
自
身
「
非
常
に
烈
し
く
来
た
此
変
化
」
を
「
恐
ろ
し
く
」
 
（
同
）
思
・

う
。
か
く
し
て
今
の
宗
助
は
た
だ
「
六
日
間
の
暗
い
精
神
作
用
」
 
（
三
）
に
、

そ
の
「
非
精
神
的
な
行
動
」
 
（
二
）
に
疲
れ
な
が
ら
、
市
井
の
生
活
に
埋
没
し

果
て
た
一
介
の
勤
人
に
す
ぎ
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
オ
リ
ジ
ナ
ル

 
こ
の
宗
助
を
や
は
り
ひ
と
り
の
「
特
殊
人
」
と
見
る
か
ど
う
か
と
い
う
論
議

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
の
ほ

も
あ
る
が
、
た
し
か
に
友
人
の
妻
を
奪
っ
た
と
い
う
罪
の
故
に
そ
の
額
に
「
烙

 
 
や
き
い
ん

に
似
た
烙
印
」
を
受
け
、
 
「
親
を
棄
て
」
「
親
類
を
棄
て
」
 
「
友
達
を
棄
て
」

「
社
会
を
棄
て
」
1
い
や
、
そ
れ
の
す
べ
て
か
ら
「
棄
て
ら
れ
た
」
（
十

四
）
彼
の
（
同
時
に
宗
助
夫
婦
の
）
落
ち
込
ん
だ
世
間
非
常
の
運
命
と
は
、
ま

 
 
 
ヘ
 
 
へ

さ
し
く
特
殊
と
い
う
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
そ
の
特
殊
な
例
外
者
の
運
命

を
た
ど
る
宗
助
の
あ
り
よ
う
は
、
な
お
凡
常
そ
の
も
の
と
い
う
ほ
か
は
あ
る
ま

い
。
恐
ら
く
こ
れ
を
平
俗
な
る
入
間
と
呼
ぼ
う
と
「
特
殊
人
」
と
呼
ぼ
う
と
、

こ
と
は
単
な
る
呼
称
の
問
題
で
は
あ
る
ま
い
。
作
者
は
こ
こ
に
徹
底
し
て
一

そ
れ
が
あ
た
か
も
こ
の
土
撰
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
即
す
る
か
の
ご
と
く
、
こ
の
凡

常
な
る
生
の
様
相
を
た
ど
ろ
う
と
す
る
か
に
み
え
る
。
そ
れ
が
特
殊
な
運
命
で

あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
運
命
を
に
な
い
つ
づ
け
る
彼
ら
の
凡
庸
さ
も
ま
た
一

層
浮
彫
り
さ
れ
る
か
と
み
え
る
。
し
か
し
作
者
が
そ
の
底
に
か
い
ま
見
せ
ん
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

す
る
も
の
こ
そ
、
ま
さ
に
凡
常
な
る
生
の
み
の
あ
か
し
し
う
る
、
〈
生
V
そ
の

も
の
の
不
気
味
さ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ひ
と
り
の
評
家
は
次
の
ご
と
く
い
う
。

 
「
た
し
か
に
宗
助
は
代
助
の
よ
う
な
『
特
殊
人
』
で
は
な
い
が
、
無
事
な
薄

ぼ
ん
や
ヴ
し
た
生
活
人
で
は
な
い
b
宗
助
の
よ
う
な
人
間
は
、
．
過
去
に
人
生

を
み
ず
か
ら
の
手
で
埋
葬
し
て
し
ま
っ
た
者
が
な
お
生
き
つ
づ
け
ん
と
す
れ

ば
、
ど
ん
な
貌
を
し
て
こ
の
世
に
あ
る
か
と
い
う
関
心
を
わ
た
し
た
ち
に
呼
び

さ
ま
す
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
人
間
は
表
面
は
ご
く
平
凡
な
生
活
人
と
し
か
他

人
に
映
ら
な
い
こ
ど
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
一
個
の
『
特
殊
人
」
と
い
っ
て
い
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い
」
 
（
桶
谷
秀
昭
）
。
こ
れ
も
ま
た
ひ
と
つ
の
「
特
殊
人
」
論
議
に
つ
ら
な
る

す
ぐ
れ
た
指
摘
だ
が
、
な
お
あ
え
て
い
え
ば
宗
助
自
体
を
無
気
味
な
存
在
と
呼

ぶ
こ
と
は
で
き
ま
い
。
恐
ら
く
こ
こ
に
評
者
の
語
ら
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
宗

助
な
ら
ぬ
、
凡
常
な
る
生
そ
の
も
の
の
孕
む
不
気
味
な
貌
で
は
な
い
の
か
。
宗

助
自
身
意
識
せ
ず
し
て
に
な
う
、
生
の
不
気
味
な
背
光
と
も
い
う
べ
き
も
の
で

は
な
い
の
か
。

 
『
門
』
の
終
宋
i
春
の
訪
れ
を
喜
ぶ
御
米
に
向
っ
て
、
「
然
し
又
ぢ
き
冬

に
な
る
よ
」
と
う
つ
む
き
な
が
ら
こ
た
え
る
宗
助
の
姿
は
『
道
草
」
の
終
末

に
似
て
、
な
お
「
世
の
中
に
片
付
く
な
ん
て
も
の
は
殆
ど
あ
り
ゃ
し
な
い
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

と
「
吐
き
出
す
様
に
苦
々
」
し
く
い
う
健
三
の
、
あ
の
認
識
者
の
に
が
さ
は
な

い
。
去
り
や
ら
ぬ
不
吉
な
予
感
に
ふ
れ
て
、
不
安
を
「
繰
り
返
さ
せ
る
の
は
天

の
事
」
、
「
そ
れ
を
逃
げ
て
廻
る
の
は
宗
助
の
事
」
と
も
い
う
。
い
か
に
も
卑

小
な
影
と
い
う
ほ
か
は
な
い
が
、
し
か
も
な
お
、
あ
の
う
つ
む
き
な
が
ら
眩
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
つ

宗
助
の
姿
に
、
あ
る
い
は
ひ
と
り
暮
れ
つ
く
す
部
屋
の
な
か
に
「
凝
と
し
て
動

か
ず
に
」
い
つ
ま
で
も
横
た
わ
る
そ
の
昏
い
影
に
（
九
）
、
こ
の
卑
小
な
存
在
、

を
覆
う
蟹
光
の
ご
と
き
鰯
を
感
ぜ
ざ
る
を
え
ま
い
。
宗
助
が
凡
俗
に
し
て
「
特

殊
人
」
と
も
み
え
る
そ
の
矛
盾
も
ま
た
、
こ
の
彼
の
存
在
と
そ
れ
を
覆
う
蜜
光

の
、
二
重
に
ふ
ち
ど
ら
れ
た
ー
ー
あ
る
深
い
存
在
感
と
も
い
う
べ
き
も
の
と
無

縁
で
は
あ
る
ま
い
。
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
彼
を
包
む
鑑
光
と
は
、
彼

が
に
な
う
背
後
の
作
者
の
眼
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
こ
の
凡
常

な
る
土
壌
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
、
こ
れ
を
み
つ
め
る
作
者
の
存
在
論
的
な
視
角
と

 
 
 
 
 
 
」
か
ん

一
こ
の
両
者
の
間
に
横
た
わ
る
微
妙
な
断
絶
、
乖
離
と
も
い
う
べ
き
も
の
の

生
み
出
す
陰
雛
と
も
い
う
べ
き
か
。
『
門
」
に
に
じ
む
象
徴
性
と
は
、
こ
の
微

妙
な
異
和
と
融
合
の
感
覚
を
抜
き
に
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。

「
門
」
一
そ
の
主
題
と
方
法

 
す
で
に
見
る
ご
と
く
、
宗
助
の
悲
劇
は
知
識
人
的
課
題
や
内
向
性
に
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
可
内
へ
と
ぐ
ろ
を
捲
」
く
気
質
の
ゆ
え
の
悲
劇
は
、
後
の
須
永

（
『
彼
岸
過
迄
』
）
や
一
郎
（
『
行
人
」
）
の
も
の
で
あ
っ
た
。
宗
助
が
「
世

間
向
き
」
の
頭
ル
か
持
た
蹟
当
世
風
の
才
士
で
あ
り
、
「
適
い
首
を
世
間
に
蓬

げ
つ
㌧
」
「
闊
歩
」
す
る
こ
と
を
生
き
が
い
と
し
北
男
だ
け
に
、
そ
の
世
間
か

ら
「
棄
て
ら
れ
」
る
と
い
う
運
命
は
い
か
に
も
痛
ま
し
い
。
恐
ら
く
人
間
と
い

う
も
の
の
不
気
味
さ
は
、
代
助
は
も
と
よ
り
、
須
永
や
一
郎
、
あ
る
い
は
『
こ

㌧
ろ
」
の
先
生
ら
の
そ
れ
よ
り
も
、
こ
の
よ
う
な
男
の
落
ち
込
ん
だ
「
妙
な
運

命
」
（
『
そ
れ
か
ら
」
予
告
）
に
こ
そ
あ
ざ
や
か
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
す
べ
て
の

こ
と
に
気
力
を
喪
い
、
自
分
の
相
談
ひ
と
つ
に
も
容
易
に
腰
を
上
げ
よ
う
と
せ

ぬ
兄
は
、
小
六
か
ら
見
れ
ば
い
か
に
も
「
気
楽
な
斜
な
、
愚
図
な
直
な
」
、
自

分
と
は
、
余
り
に
隔
つ
」
た
存
在
に
み
え
る
が
、
そ
の
彼
か
ら
見
れ
ば
小
六
も

ま
た
、
自
分
と
「
同
一
の
運
命
に
陥
る
た
め
に
生
れ
て
来
た
」
（
四
）
の
か
と
も

み
え
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
こ
こ
に
は
「
気
楽
な
様
な
、
愚
図
な
様
な
」
曖

昧
さ
が
、
そ
の
ま
ま
日
常
的
現
実
そ
の
も
の
の
孕
む
不
定
形
な
曖
昧
ざ
と
重
な

っ
て
、
・
そ
で
か
ら
ひ
と
つ
の
過
ぎ
去
っ
た
青
春
が
見
返
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

は
ひ
と
り
小
六
の
み
で
は
な
い
。
御
米
を
見
返
す
宗
助
の
あ
の
な
ま
ぬ
る
い
眼

も
ま
た
、
．
そ
れ
と
無
縁
で
は
な
い
。

 
「
『
是
で
為
元
は
子
供
が
有
っ
た
ん
だ
が
ね
』
と
、
さ
も
自
分
で
自
分
の
言

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ま
ぬ
る

葉
を
味
は
つ
て
み
る
風
に
付
け
足
し
て
、
生
温
い
眼
を
挙
げ
て
細
君
を
見
た
。

御
越
は
ぴ
た
り
と
黙
っ
て
仕
舞
つ
た
」
 
（
三
）
。
恐
ら
く
こ
こ
に
も
ま
た
平
穏

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

な
時
間
の
流
れ
の
な
か
か
ら
不
意
に
、
そ
の
な
ま
ぬ
る
い
、
無
気
味
な
一
瞥
を

投
げ
か
け
る
、
日
常
性
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
不
思
議
な
貌
が
あ
る
。
す
で
に
こ

の
よ
う
な
夫
婦
の
日
常
を
語
ろ
う
と
す
る
作
者
の
想
念
が
、
単
に
ア
イ
デ
・
ア
ル

（ lb7 ）

“



な
、
あ
る
い
は
牧
歌
的
な
理
想
と
す
る
夫
婦
愛
の
物
語
な
ど
の
展
開
で
あ
ろ
う

は
ず
は
あ
る
ま
い
。
作
者
は
こ
の
「
自
然
の
河
」
を
下
り
ゆ
く
夫
婦
の
物
語

を
、
自
然
の
推
移
と
の
渾
然
た
る
融
和
の
な
か
に
見
事
に
描
い
て
み
せ
る
。
こ

 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

の
作
に
纒
綿
す
る
明
暗
は
そ
の
ま
ま
、
肌
に
し
み
入
る
暖
と
寒
と
の
微
妙
な
感

触
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
ね
ん

 
冒
頭
、
明
る
い
秋
の
日
射
し
の
当
る
縁
側
で
「
自
然
に
浸
み
込
ん
で
来
る
光

線
の
暖
昧
」
噛
を
背
に
う
け
る
宗
助
が
、
立
ち
上
っ
て
一
歩
入
れ
ば
裏
側
の
「
庸

に
逼
る
」
崖
を
受
け
た
「
う
そ
寒
」
い
部
屋
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
ま
た
こ

の
秋
の
暖
か
さ
も
っ
か
の
ま
、
や
が
て
「
日
毎
に
寒
い
方
へ
吹
き
寄
せ
」
（
七
）

ら
れ
て
ゆ
く
夫
婦
で
あ
る
。
そ
の
「
六
日
間
の
暗
い
精
神
作
用
を
こ
の
一
日
で

あ
た
た
か
に
回
復
す
べ
く
」
 
（
三
）
迎
え
る
休
日
も
ま
た
、
須
曳
に
し
て
む
な

し
く
暮
れ
て
ゆ
く
ば
か
の
で
あ
る
σ
雨
の
勤
め
ば
、
「
佗
び
し
い
空
の
下
へ
濡

れ
に
出
る
宗
助
に
取
っ
て
、
力
に
な
る
も
の
は
、
暖
い
味
噌
汁
と
暖
い
飯
よ
り

外
に
な
」
い
（
六
）
。
こ
の
よ
う
な
宗
助
の
、
ま
た
彼
ら
夫
婦
の
存
在
を
温
め

う
る
も
の
も
ま
た
、
お
互
い
の
存
在
以
外
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
う
し
て
「
夫

婦
は
、
世
の
中
の
日
の
目
を
見
な
い
も
の
が
、
寒
さ
に
堪
へ
か
ね
て
、
抱
き
合

っ
て
暖
を
取
る
様
な
．
工
合
に
、
御
互
同
志
を
頼
り
と
し
て
暮
ら
し
て
」
 
（
四
）

ゆ
く
こ
と
と
な
る
。
そ
の
「
抱
合
」
は
、
あ
る
見
え
ざ
る
な
に
も
の
か
の
強
大

な
力
に
囚
わ
れ
た
小
禽
の
そ
れ
に
も
似
て
憐
れ
だ
が
、
作
者
が
彼
ら
の
「
尋
常

の
夫
婦
に
見
出
し
難
い
親
和
と
飽
満
と
、
そ
れ
に
伴
な
う
倦
怠
と
を
」
（
十
四
）

語
っ
て
ゆ
く
、
そ
の
描
写
の
底
に
ひ
そ
む
基
調
の
ご
と
き
も
の
を
読
み
誤
っ
て

は
な
る
ま
い
。
そ
の
「
抱
合
」
の
背
後
に
作
者
が
み
つ
め
て
い
る
も
の
こ
そ
が

問
題
な
の
だ
。

三

 
た
と
え
ば
次
の
ご
と
き
叙
述
の
背
後
に
、
作
者
の
問
わ
ん
と
し
て
い
る
も
の

は
何
か
。
・

 
 
 
 
 
 
 
 
ら
ん
ぷ

 
夫
婦
は
例
の
通
り
洋
燈
の
下
に
寄
っ
た
。
広
い
世
の
中
で
、
自
分
達
の
坐

っ
て
み
る
所
丈
が
明
る
く
思
は
れ
た
。
さ
う
し
て
此
明
る
い
灯
影
に
、
宗
助

は
御
米
丈
を
、
御
薩
は
宗
助
丈
を
意
識
し
て
、
洋
燈
の
力
の
届
か
な
い
暗
い

社
会
は
忘
れ
て
み
た
の
で
あ
る
。
 
（
五
）

 
外
に
向
っ
て
生
長
す
る
余
地
を
見
出
し
得
な
か
っ
た
二
，
人
は
、
内
へ
討
っ

て
深
く
延
び
始
め
た
の
で
あ
る
。
彼
等
の
生
活
は
広
さ
を
失
な
ふ
と
同
時

に
、
深
さ
を
増
し
て
来
た
。
彼
等
は
六
年
の
間
世
間
に
散
漫
な
交
渉
を
求
め

な
か
っ
た
代
り
に
、
同
じ
六
年
の
歳
月
を
挙
げ
て
、
互
の
胸
を
掘
り
出
し

た
。
彼
等
の
命
は
、
い
つ
の
問
に
か
互
の
底
に
迄
喰
ひ
入
っ
た
。
二
人
は
世

間
か
ら
見
れ
ば
依
然
と
し
て
二
人
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
互
か
ら
云
へ
ば
、

道
義
上
切
り
離
す
事
の
出
来
な
い
有
機
体
に
な
っ
た
。
二
人
の
精
神
を
組
み

立
て
る
神
経
系
は
、
最
後
の
繊
維
に
至
る
迄
、
互
に
抱
き
合
っ
て
出
来
上
っ

て
み
た
。
 
（
十
四
）

 
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
箇
所
で
も
あ
る
が
、
し
か
し
作
者
が
語
を
重
ね
つ
つ
彼

ら
夫
婦
の
和
合
の
深
さ
を
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
こ
の
作
品
の
語
る
矛
盾
も

ま
た
深
い
。
す
で
に
ふ
れ
た
ご
と
く
彼
ら
の
不
幸
は
暗
さ
と
し
て
よ
り
も
、
む

 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

し
ろ
存
在
の
「
寒
さ
」
と
し
て
語
ら
れ
る
。
こ
れ
ほ
ど
の
「
抱
合
」
の
深
さ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
作
品
の
語
る
と
こ
ろ
は
存
在
の
「
寒
さ
」
の
感
触
で
あ
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ろ
う
。
作
者
は
そ
の
核
な
る
も
の
を
「
人
に
見
え
な
い
結
核
性
の
恐
ろ
し
い
も

の
」
 
（
十
七
）
と
呼
ぶ
。
し
か
も
二
人
は
こ
の
不
気
味
な
る
も
の
の
柔
な
る
存

在
を
「
灰
か
に
自
覚
し
な
が
ら
、
わ
ざ
と
知
ら
ぬ
顔
に
互
に
向
き
合
っ
て
年
を

過
し
」
 
（
十
四
）
て
来
た
と
い
う
ゆ
作
者
は
さ
ら
に
続
い
て
コ
一
人
は
兎
角
し

 
 
 
 
べ
ん
ち

て
会
堂
の
腰
掛
に
も
椅
ら
ず
、
寺
院
の
門
も
潜
ら
ず
に
過
ぎ
」
「
必
訂
す
る

 
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
へ

に
、
彼
等
の
信
仰
は
、
神
を
得
な
か
づ
た
た
め
、
仏
に
逢
は
次
か
つ
た
た
め
、

ヘ
 
へ
め
じ
る
し
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
 
ヘ
 
ヘ
 
ヤ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
へ

互
を
目
標
と
し
て
働
ら
」
き
き
「
互
に
抱
港
合
っ
て
、
丸
い
円
を
描
き
始
め

へた
」
 
（
同
、
傍
点
筆
者
以
下
同
）
と
い
う
。
す
で
に
語
ら
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は

明
ら
か
で
あ
ろ
う
1
彼
ら
の
深
い
「
抱
合
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
の
「
恐

ろ
し
い
も
の
」
が
存
在
し
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
の
存
在
を
知
り
つ
つ
、

そ
れ
を
か
か
え
た
ま
ま
に
彼
ら
は
そ
の
孤
独
な
「
抱
合
」
の
円
を
描
き
は
じ
め

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
「
甘
い
悲
哀
」
の
何
た
る
か
を
充
分
に

「
自
覚
」
せ
ぎ
る
が
故
に
、
「
詩
人
」
「
文
人
」
な
ど
よ
り
も
「
一
層
純
粋
で

あ
っ
た
」
と
い
う
時
、
そ
の
「
純
粋
」
さ
と
は
ま
た
、
他
に
対
し
て
も
、
互
い

に
対
し
て
も
つ
い
に
己
れ
を
対
象
化
し
え
ぬ
、
そ
の
即
自
性
を
も
明
ら
か
に
示

す
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
つ
い
に
己
れ
の
「
寒
さ
」
を
抱
い
た
ま
ま
、
ま
た

互
い
に
抱
き
合
っ
た
ま
ま
、
「
自
然
の
河
」
を
流
れ
て
下
っ
て
ゆ
く
ほ
か
は
な

い
。 

御
米
は
三
た
び
子
供
を
喪
い
、
「
恐
ろ
し
い
罪
」
の
「
苛
責
」
に
お
び
え
つ

つ
、
し
か
も
「
其
苛
責
を
分
っ
て
、
共
に
苦
し
ん
で
呉
れ
る
も
の
は
世
界
中

に
一
人
も
な
か
っ
た
」
。
彼
女
が
「
夫
に
さ
へ
此
苦
し
み
を
語
ら
な
か
っ
た
」

．
（
十
三
）
ご
と
く
、
宗
助
あ
ま
た
安
井
が
現
わ
れ
る
と
い
ヶ
不
安
を
白
米
に
語

り
え
ず
、
救
い
を
求
め
て
禅
寺
に
こ
も
ろ
う
と
す
る
。
 
「
如
何
に
せ
ば
、
今
の

自
分
を
救
ふ
事
が
出
来
る
か
と
い
ふ
-
実
際
の
方
法
の
み
を
考
へ
て
、
其
圧
迫

「
門
」
一
そ
の
主
題
と
方
法

の
原
因
に
な
っ
た
自
分
の
罪
や
過
去
は
全
く
此
結
果
か
ら
切
り
離
し
て
仕
舞
つ

た
」
 
（
十
七
）
彼
の
参
禅
に
、
真
の
救
い
や
悟
り
が
与
え
ら
れ
よ
う
は
ず
も
な

く
、
彼
は
む
な
し
く
山
を
下
る
。
そ
の
参
禅
の
な
か
ば
、
御
米
へ
の
手
紙
を
出

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

し
に
村
に
下
っ
て
ゆ
く
の
だ
が
、
，
「
父
母
未
生
以
前
と
御
米
と
、
安
井
に
、
'
脅

か
さ
れ
な
が
ら
、
村
の
中
を
う
ろ
つ
い
て
帰
っ
た
」
 
（
十
八
）
と
い
う
さ
り
気

な
い
叙
述
も
ま
た
見
逃
せ
ま
い
。
幸
い
安
井
は
彼
の
留
守
中
に
現
れ
す
で
に
去

っ
て
い
っ
た
が
、
な
お
不
安
の
予
感
は
宗
助
の
心
を
は
な
れ
る
こ
と
は
な
い
。

終
末
の
宗
助
の
言
葉
に
ひ
そ
む
孤
独
な
想
い
は
御
米
に
届
く
こ
と
も
な
く
、
消

え
は
で
ぬ
「
寒
さ
」
の
予
感
を
つ
た
え
つ
つ
、
こ
の
作
品
世
界
は
し
ず
か
に
閉

じ
ら
れ
る
。
か
く
し
て
秋
か
ら
始
ま
っ
た
物
語
は
波
瀾
も
な
く
、
や
が
て
春
を

迎
え
て
収
束
せ
ん
と
す
る
。

 
終
末
、
春
の
到
来
を
喜
ぶ
混
米
の
声
は
、
ま
た
宗
助
の
も
の
で
も
あ
り
え
た

は
ず
で
あ
る
。
b
か
し
う
つ
む
き
な
が
ら
「
う
ん
、
然
し
又
ぢ
き
冬
に
な
る

よ
」
と
咳
く
宗
助
の
言
葉
は
、
冒
頭
の
場
面
と
呼
応
し
て
、
あ
る
深
い
ひ
び
き
．

を
つ
た
え
る
。
そ
れ
は
こ
の
風
土
の
示
す
循
環
的
、
周
期
的
時
間
i
ま
さ
に

春
と
と
も
に
草
木
も
人
間
も
甦
る
と
い
う
汎
神
論
士
風
土
性
、
時
間
性
に
打
ち

込
ま
れ
た
、
作
者
の
深
い
問
い
か
け
の
一
拍
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ

に
藤
村
、
『
新
生
』
第
一
部
の
末
尾
の
一
句
i
「
春
が
待
た
れ
た
」
を
置

き
、
こ
れ
と
あ
い
表
裏
し
て
フ
ラ
ン
ス
へ
の
旅
を
語
る
『
海
へ
』
冒
頭
の
一
節

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま

一
「
草
木
も
活
き
か
へ
る
時
だ
…
…
春
が
来
て
万
物
は
複
た
新
し
い
。
ほ
ん

と
に
、
草
木
の
『
再
生
」
が
や
が
て
わ
れ
ら
の
『
再
生
』
で
あ
る
な
ら
ば
」
と

い
う
詞
句
を
対
比
さ
せ
れ
ば
、
す
で
に
漱
石
の
問
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。
 
 
 
 
‘

 
つ
い
に
こ
の
風
土
は
自
然
と
人
事
を
同
根
と
見
、
周
期
的
時
間
へ
の
収
束
、
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そ
っ
か
，

回
帰
に
慰
薙
と
救
済
の
契
…
機
は
読
み
と
り
え
て
も
、
こ
の
足
下
の
一
瞬
そ
の
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

の
が
、
永
遠
な
る
問
い
そ
の
も
の
の
契
機
と
し
て
読
み
と
ら
れ
る
垂
直
な
る
時

へ間
は
持
ち
え
な
い
の
か
。
『
門
』
作
中
の
言
葉
を
引
け
ば
、
「
只
自
然
の
恵
か

ら
来
る
旬
日
と
云
ふ
緩
和
剤
の
憶
念
で
、
漸
く
落
ち
付
」
き
、
「
凡
て
の
創
口

を
癒
合
す
る
も
の
は
時
日
で
あ
る
と
い
ふ
」
 
（
十
七
）
認
識
か
ら
解
き
放
た
れ

る
時
は
な
い
の
か
。
彼
ら
が
、
宗
助
が
、
こ
の
風
土
的
時
間
の
拘
束
か
ら
抜

け
出
ぬ
限
り
、
彼
の
前
か
ら
不
安
の
く
冬
V
の
立
ち
去
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。

あ
の
終
末
の
一
句
も
ま
た
、
い
さ
さ
か
冗
語
を
弄
せ
ば
一
「
我
が
冬
は
常
に

我
が
前
に
あ
り
」
と
い
う
、
ひ
そ
か
な
表
白
と
聴
き
と
れ
ぬ
こ
と
も
あ
る
ま
い

。
言
う
ま
で
も
な
く
中
期
三
部
作
の
最
初
の
作
品
『
三
四
郎
』
の
終
末
に
近
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
が
 
 
 
 
 
、
 
、
 
、
 
、
、
、
、
、
、
、
、

美
禰
子
の
眩
く
一
「
わ
れ
は
我
が
慰
を
知
る
。
我
が
罪
は
常
に
我
が
前
に
あ

への
」
を
も
じ
っ
て
の
こ
と
だ
が
、
こ
の
詞
句
が
旧
約
詩
篇
の
一
節
（
五
一
篇
三

節
）
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
『
三
四
郎
」
の
み
な
ら
ず
、
『
そ
れ
'

か
ら
』
を
へ
て
『
門
」
へ
と
微
妙
な
影
を
投
げ
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
か

ろ
う
。

 
こ
の
詩
篇
の
前
書
に
は
「
ダ
ビ
デ
が
バ
テ
セ
バ
に
か
よ
ひ
し
の
ち
預
言
者
ナ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
た
の
か
み

タ
ン
の
来
れ
る
と
き
よ
み
て
御
三
に
う
た
は
し
め
た
る
歌
」
と
あ
る
。
こ
と

の
次
第
は
旧
約
「
サ
ム
エ
ル
後
書
」
十
一
、
、
十
二
章
に
あ
る
が
、
ダ
ビ
デ
は
ヘ

テ
び
と
ウ
リ
ヤ
の
妻
バ
テ
シ
バ
に
子
を
孕
ま
せ
、
そ
の
夫
ウ
リ
ヤ
を
激
戦
の
最

前
線
に
や
っ
て
戦
死
さ
せ
る
。
こ
う
し
て
彼
は
バ
テ
シ
バ
早
食
と
す
る
が
、
ナ

タ
ン
の
予
言
通
り
や
が
て
生
ま
れ
た
子
は
七
日
目
に
し
て
死
ぬ
。
こ
の
詩
篇
は

ナ
タ
ン
の
前
に
ダ
ビ
デ
が
罪
を
告
白
し
、
そ
の
許
し
を
神
に
乞
う
た
も
の
だ

が
、
漱
石
が
こ
の
詩
篇
に
ま
つ
わ
る
物
語
を
恐
危
く
承
知
し
て
い
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
、
美
禰
子
像
の
描
き
方
に
明
ら
か
と
み
え
る
。
 
「
オ
ラ
プ
チ
ュ
ア

ス
1
」
1
「
池
の
女
の
此
時
の
眼
付
を
形
容
す
る
に
は
是
よ
り
外
に
言
葉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
さ

が
な
い
」
。
そ
れ
は
「
正
し
く
官
能
に
訴
へ
」
「
官
能
の
骨
を
透
し
て
髄
に
徹

す
る
訴
へ
方
で
」
あ
り
、
．
「
見
ら
れ
る
も
の
㌧
方
が
是
非
媚
び
た
く
な
る
程
に

残
酷
な
眼
付
で
あ
る
」
と
い
う
。
ま
た
あ
る
時
は
、
そ
れ
は
「
霊
の
疲
れ
」

を
、
「
肉
の
弛
み
」
を
馬
「
苦
痛
に
近
き
訴
へ
」
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
。
ゴ
ニ

四
郎
は
最
初
に
こ
の
「
池
の
女
」
即
ち
美
禰
子
に
出
会
っ
た
時
、
ふ
と
彼
を

「
一
目
見
た
」
そ
の
女
の
「
黒
眼
の
動
く
刹
那
」
に
、
最
初
の
誘
惑
者
と
も
い

う
べ
き
冒
頭
の
、
あ
の
汽
車
の
女
に
「
似
通
」
う
も
の
を
感
じ
て
「
恐
ろ
し
く

な
」
る
、
そ
れ
は
ま
た
広
田
先
生
の
語
る
ー
ー
あ
の
臨
終
の
床
に
、
子
供
の
ほ

ん
と
う
の
父
親
の
名
を
明
か
す
母
親
の
、
罪
の
物
語
と
も
ま
た
無
縁
で
は
あ
る

ま
い
。

 
美
禰
子
が
こ
の
詩
篇
の
詞
句
に
託
し
た
も
の
が
、
無
意
識
な
る
偽
善
ま
た
は

技
巧
、
あ
る
い
は
近
代
人
の
自
我
や
自
意
識
の
底
に
ひ
そ
む
罪
の
存
在
で
あ
る

と
い
う
評
家
の
指
摘
も
頷
け
ぬ
も
の
で
は
な
い
が
、
同
時
に
性
そ
の
も
の
の
孕

み
、
肉
な
る
存
在
そ
の
も
の
の
や
ど
す
根
源
な
る
罪
の
所
在
を
語
る
こ
の
詩
篇

の
背
景
を
思
え
ば
、
単
な
る
自
意
識
や
偽
善
の
そ
れ
と
断
ず
る
こ
と
は
で
き
ま

い
。
恐
ら
く
詩
句
の
孕
む
と
こ
ろ
は
美
禰
子
を
超
え
て
、
ド
ラ
マ
の
終
結
な
ら

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

ぬ
、
あ
る
発
端
を
示
す
か
と
も
み
え
る
。
美
禰
子
像
の
示
す
日
露
戦
後
と
い
う

新
た
な
時
代
に
お
け
る
近
代
人
の
自
我
や
自
意
識
の
課
題
を
、
『
そ
れ
か
ら
」

の
代
助
が
に
な
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
肉
な
る
自
然
存
在
と
し
て
の
、
よ
り
実
在

的
な
側
面
は
『
門
」
の
宗
助
に
う
け
つ
が
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
「
我

が
罪
は
常
に
我
が
前
に
あ
り
」
・
1
こ
の
詩
句
は
た
し
か
に
『
そ
れ
か
ら
』
を

つ
ら
ぬ
き
、
『
門
」
の
終
末
に
ま
で
ひ
び
く
。
思
え
ば
ダ
ビ
デ
物
語
の
罪
の
子

は
七
日
目
に
し
て
死
ぬ
と
は
、
ま
た
『
門
」
の
宗
助
、
御
霊
夫
婦
の
受
け
ざ
る

（110）



を
え
ぬ
罪
の
痛
苦
で
も
あ
っ
た
。

 
『
そ
れ
か
ら
』
の
終
末
1
つ
い
に
生
活
者
と
し
て
の
他
者
の
苦
痛
と
は
無

縁
で
あ
っ
た
代
助
が
、
赤
く
炎
え
あ
が
る
世
界
の
た
だ
な
か
を
「
焼
け
尽
き
る

迄
」
め
ぐ
り
ゆ
こ
う
と
す
る
そ
の
錯
乱
は
、
な
に
も
の
か
へ
の
照
罪
の
衝
追
を

さ
え
孕
み
つ
つ
、
作
品
外
へ
と
突
き
進
む
か
と
み
え
る
。
「
我
が
罪
は
常
に
我

が
前
に
あ
り
」
と
は
、
ま
た
代
助
の
も
の
で
も
あ
り
え
た
は
ず
で
あ
る
。
『

門
』
の
主
想
は
す
で
に
『
三
四
郎
』
に
胚
濡
し
、
『
そ
れ
か
ら
」
．
の
終
末
近

く
、
あ
る
ほ
の
か
な
影
を
宿
し
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
三
千
代
の
死
を
予

感
し
つ
つ
会
う
こ
と
も
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
夜
の
町
を
彷
裡
す
る
代
助

の
焦
燥
を
描
い
て
作
者
は
一
「
代
助
は
恐
ろ
し
さ
の
余
り
馳
け
出
し
」
「
馳

け
な
が
ら
猶
恐
ろ
し
く
」
な
り
、
「
半
ば
夢
中
で
」
道
端
の
石
段
に
腰
を
お
ろ

し
、
ふ
と
見
上
げ
れ
ば
そ
こ
に
は
「
大
き
な
黒
い
門
が
あ
っ
た
」
と
い
う
。
「

代
助
は
寺
の
這
入
り
口
に
休
ん
で
み
た
」
と
い
う
。
「
あ
の
結
末
は
本
当
は
宗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
ビ
 
へ

教
に
持
っ
て
行
く
べ
き
だ
ろ
う
が
、
今
の
俺
が
そ
れ
を
す
る
と
う
そ
に
な
る
。

あ
あ
す
る
よ
り
外
な
か
っ
た
」
と
作
者
は
後
の
あ
る
日
、
ひ
と
り
の
弟
子
（
林

原
耕
三
）
に
語
っ
た
と
い
う
。
い
ま
こ
の
証
言
と
重
ね
て
み
れ
ば
一
こ
の
寺

院
の
バ
門
V
を
背
景
に
憩
う
代
助
の
姿
は
、
い
か
に
も
意
味
深
い
。

 
『
門
』
と
い
う
題
名
が
、
漱
石
に
依
頼
さ
れ
た
弟
子
の
森
田
草
平
と
小
宮
典

隆
の
ふ
た
り
が
、
ニ
イ
チ
ィ
一
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ラ
ス
ト
ラ
』
の
偶
然
ひ
ら
い
た

頁
の
一
語
を
と
っ
て
つ
け
た
も
の
だ
と
は
す
で
に
周
知
の
通
り
だ
が
、
こ
の

『
門
』
と
い
う
題
名
の
予
告
を
紙
上
に
見
た
作
者
漱
石
に
、
ひ
そ
か
に
頷
く
も

の
が
な
か
っ
た
わ
け
は
あ
る
ま
い
。
弟
子
の
両
名
は
気
が
か
り
で
も
あ
っ
た

が
、
終
末
近
く
宗
助
参
禅
の
と
こ
ろ
で
く
門
V
が
登
場
し
、
安
堵
と
と
も
に
さ

す
が
に
漱
石
先
生
だ
と
感
服
し
た
と
い
う
。
し
か
し
作
者
は
す
で
に
作
中
炉
ぐ

「
門
」
1
そ
の
主
題
と
方
法

つ
か
の
く
門
〉
を
用
意
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
作
品
の
仔
細
は
そ
の
こ
と
を

ひ
そ
か
に
語
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

四

 
作
者
は
こ
の
作
中
に
、
二
つ
の
く
門
〉
を
描
い
て
み
せ
た
。
ひ
と
つ
は
言
う

ま
で
も
な
く
終
末
に
近
く
あ
ら
わ
れ
る
禅
寺
の
山
門
で
あ
り
、
．
い
ま
ひ
と
つ
は

宗
助
の
回
想
に
あ
ら
わ
れ
る
く
運
命
の
門
V
と
も
よ
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

宗
助
が
安
井
の
家
で
は
じ
め
て
御
米
を
妹
だ
と
紹
介
さ
れ
た
日
、
安
井
の
出
て

来
る
の
を
待
ち
な
が
ら
門
の
前
で
ほ
ん
の
「
三
四
分
間
に
取
り
心
し
た
互
の
言

葉
」
は
、
ま
こ
と
に
「
簡
略
」
な
「
平
淡
」
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
斯

く
透
明
な
声
が
、
二
人
の
未
来
を
、
何
う
し
て
あ
＼
真
赤
に
、
塗
り
付
け
た
か

を
不
思
議
に
思
」
い
、
 
「
此
淡
泊
な
挨
拶
が
、
如
何
に
自
分
等
の
歴
史
を
濃
く

彩
っ
た
か
を
、
胸
の
中
で
飽
迄
味
は
ひ
つ
㌧
、
平
凡
な
出
来
事
を
重
大
に
変
化

 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

さ
せ
る
運
命
の
力
を
恐
ろ
し
が
っ
た
」
と
い
う
。
宗
助
は
ま
た
「
二
人
で
門
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ば
か
り

前
に
仔
ん
で
み
る
時
、
彼
等
の
影
が
折
れ
曲
っ
て
、
半
分
許
土
塀
に
映
っ
た
の

を
記
憶
し
」
、
い
や
、
そ
の
時
の
す
べ
て
の
情
景
を
微
細
に
「
記
憶
し
て
み

た
」
 
（
十
四
）
F
と
い
う
コ
こ
こ
に
語
ら
れ
る
も
の
は
明
ら
か
に
運
命
へ
の
恐
れ

で
あ
り
、
安
井
の
家
の
門
、
そ
の
土
塀
に
映
る
「
折
れ
曲
つ
」
た
ふ
た
つ
の
影

は
、
す
べ
て
の
出
発
が
こ
の
宿
命
的
な
出
会
い
に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
を
明
示
す

る
。 

や
が
て
「
大
風
は
突
然
不
用
意
の
二
人
を
吹
き
倒
し
」
、
立
ち
上
っ
た
「
彼
㌔

等
は
彼
等
の
眼
に
、
不
徳
義
な
男
女
と
し
て
恥
づ
べ
く
映
る
前
に
、
既
に
不
合

理
な
男
女
と
し
て
、
不
可
思
議
に
映
っ
た
の
で
あ
る
」
 
（
十
四
）
と
い
う
。
恐

ち
く
彼
ら
が
み
つ
め
あ
っ
た
も
の
は
お
互
い
な
ら
ぬ
ふ
「
不
合
理
な
」
運
命
そ

（lll）
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卜

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
ま
ぐ
れ

の
も
の
の
貌
で
あ
ろ
う
。
 
「
彼
等
は
残
酷
な
運
命
が
気
紛
に
罪
も
な
い
二
人
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
と
し
あ
な

不
意
を
打
っ
て
、
面
自
半
分
穽
の
中
に
突
き
落
し
た
の
を
無
念
に
思
っ
た
」

（
同
）
と
も
い
う
。
「
死
児
」
の
な
ま
な
ま
し
い
記
憶
を
抱
き
な
が
ら
、
そ
こ

に
「
動
か
し
が
た
い
運
命
の
厳
か
な
支
配
を
認
め
」
 
（
十
三
）
る
下
米
の
姿

は
、
ま
た
宗
助
自
身
の
も
の
で
も
あ
る
。
 
『
門
』
と
は
か
く
し
て
、
こ
の
苛
酷

な
く
運
命
の
門
V
を
く
ぐ
っ
た
不
幸
な
男
女
の
物
語
と
も
み
え
る
が
、
後
の
宗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
㌧
ず

助
参
禅
の
場
面
に
ふ
れ
て
「
彼
自
身
は
長
く
門
外
に
仔
澄
む
べ
き
運
命
を
も
っ

て
生
れ
て
来
た
も
の
ら
し
か
っ
た
」
 
（
二
十
一
）
と
い
う
時
、
作
品
『
門
』
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

は
こ
の
く
運
命
の
門
V
卜
御
薗
の
場
合
も
含
め
て
一
と
も
い
う
べ
き
第
一
の

 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
へ

〈
門
〉
か
ら
第
二
の
く
門
V
（
宗
教
の
門
、
あ
る
い
は
存
在
の
門
）
へ
の
長
い

旅
程
へ
の
考
察
と
も
み
え
る
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
〈
運
命
の
門
〉
を
ど
う
く
ぐ

り
ぬ
け
う
る
か
と
い
う
問
い
そ
の
も
の
と
も
み
え
る
。
し
か
し
そ
の
問
い
の
深

さ
と
は
う
ら
は
ら
に
、
作
者
の
筆
は
き
わ
め
て
抑
制
的
で
あ
り
、
一
種
ア
イ
ロ

ニ
カ
ル
で
さ
え
あ
る
。

，
崖
上
に
住
む
家
主
坂
井
の
家
に
安
井
が
あ
ら
わ
れ
る
と
知
っ
て
動
顛
し
た
宗

助
は
、
参
禅
を
思
い
立
つ
。
し
か
し
そ
の
動
機
自
体
が
「
如
何
に
せ
ば
、
今
の

自
分
を
救
ふ
事
が
出
来
る
か
と
い
ふ
実
際
の
方
法
の
み
を
考
へ
て
、
其
圧
追
の

原
因
に
な
っ
た
自
分
の
罪
や
過
失
は
全
く
此
結
果
か
ら
切
り
放
し
て
仕
舞
」

い
、
も
っ
と
「
心
の
実
質
が
太
く
な
る
も
の
で
な
く
て
は
駄
目
」
（
十
七
）
だ

と
い
う
も
の
で
あ
る
以
上
、
参
禅
の
成
功
す
る
は
ず
も
な
く
、
む
な
し
く
山
門

を
く
だ
る
ほ
か
は
な
い
。
作
者
は
こ
の
顛
末
に
ふ
れ
て
一
「
彼
は
門
を
通
る

人
で
は
な
か
っ
た
。
又
門
を
通
ら
な
い
で
済
む
人
で
も
な
か
っ
た
。
要
す
る

に
、
彼
は
門
の
下
に
立
ち
錬
ん
で
、
日
の
暮
れ
る
の
を
待
つ
べ
き
不
幸
な
人
で

あ
っ
た
』
 
（
二
十
一
）
と
い
う
。
周
知
の
印
象
深
い
一
節
だ
が
、
し
か
し
こ
れ

を
単
に
く
宗
教
の
門
V
と
と
れ
ば
、
宗
助
に
「
立
ち
疎
」
む
必
然
は
な
い
。
曳

く
と
も
そ
の
前
後
の
脈
絡
に
お
い
て
、
そ
う
書
け
て
は
い
な
い
。
評
家
の
多

く
は
宗
助
の
参
禅
を
目
し
て
「
突
飛
」
 
（
谷
崎
潤
一
郎
）
と
も
「
巫
山
戯
て

る
る
」
 
（
正
宗
白
鳥
）
と
も
「
笑
止
の
沙
汰
」
 
（
江
藤
淳
）
と
も
、
ま
た
「
唐

突
」
 
（
岡
崎
義
恵
）
と
も
見
て
来
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
何
の
飛
躍
も
矛
盾
も

あ
り
は
す
ま
い
。

 
宗
助
参
禅
の
動
機
を
思
え
ば
、
い
か
に
も
凡
常
な
俗
人
の
考
え
そ
う
な
思
い

つ
き
で
あ
り
、
何
の
突
然
変
異
的
な
志
向
で
も
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
こ
れ
を
作

品
展
開
上
の
亀
裂
と
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
矛
盾
、
分
裂
は
宗
助
の
参
禅
と
い
う

行
為
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
宗
助
を
「
門
の
下
に
立
ち
疎
」
む
べ
き
入
間
と
し

て
語
ろ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
の
作
品
が
一
篇
の

「
罪
と
罰
」
9
で
あ
る
限
り
、
い
や
作
者
自
身
す
で
に
い
う
ご
と
く
、
そ
の
不
安

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

「
圧
迫
の
原
因
と
な
っ
た
」
「
罪
や
過
失
」
と
は
何
か
を
問
い
つ
め
る
と
こ
ろ

に
作
者
本
来
の
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
参
禅
そ
の
も
の
が
あ
る
意
味

で
は
矛
盾
し
た
設
定
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
は
不
安
の
解
消
は
あ
っ
て
も
、
根
源

な
る
罪
そ
の
も
の
へ
の
考
察
は
稀
薄
と
な
ろ
う
。
恐
ら
く
こ
こ
に
登
場
す
る

く
門
V
と
は
、
多
義
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
作
者
に
よ
っ
て
に
な
わ
さ
れ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

そ
れ
は
ま
さ
し
く
く
宗
教
の
門
V
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
く
存
在
の
門
V
と

も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
く
運
命
V
そ
の
も
の
の
入
口
な
ら
ぬ

出
口
の
く
門
V
と
言
い
う
乃
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
を
先
ず
く
宗
教
の
門
V
と

み
れ
ば
、
そ
こ
に
ひ
び
く
も
の
は
宗
助
な
ら
ぬ
、
作
者
自
身
の
肉
声
で
あ
ろ

，
つ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
い
ま
の
自
分
が
宗
教
を
持
ち
出
せ
ば
「
う
そ
に
な
る
」
と
語
っ
た
作
者
は
同

時
に
、
後
の
『
行
人
」
の
一
郎
を
語
る
H
さ
ん
の
言
葉
に
託
し
て
一
「
私
は
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平
生
か
ら
兄
さ
ん
を
思
索
家
と
考
へ
て
る
ま
し
た
。
 
一
所
に
旅
に
拙
て
か
ら

は
、
宗
教
に
這
入
口
が
分
ら
な
い
で
困
っ
て
み
る
人
の
や
う
に
も
解
釈
し
て
み

ま
し
た
。
」
「
考
へ
て
く
考
へ
抜
い
た
兄
さ
ん
の
頭
に
は
、
血
と
涙
で
書
か

れ
た
宗
教
の
二
字
が
最
後
の
手
段
と
し
て
語
り
叫
ん
で
み
る
事
を
知
っ
て
ゐ
ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

し
た
」
と
言
い
、
同
時
期
の
書
簡
に
は
「
私
は
今
道
に
入
ら
う
と
心
掛
け
て
ゐ

ま
す
」
 
（
大
二
・
一
〇
・
五
、
和
辻
哲
郎
宛
）
と
も
い
う
。
ま
た
「
変
な
事
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

い
ひ
ま
す
が
、
私
は
五
十
に
な
っ
て
始
め
て
，
道
に
志
ぎ
す
事
に
気
の
つ
い
た
愚

物
で
す
」
 
（
大
五
・
＝
・
一
五
、
富
沢
敬
道
宛
書
簡
）
と
は
『
明
暗
」
執
筆

中
の
告
白
で
も
あ
る
ゆ
さ
ら
に
『
道
草
」
執
筆
期
の
「
私
は
禅
学
者
で
は
あ
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

ま
せ
ん
が
法
語
類
（
こ
と
に
仮
名
法
語
類
）
は
少
し
読
み
ま
し
た
然
し
道
に
入

る
事
は
出
来
ま
せ
ん
」
（
大
四
・
四
・
．
一
八
、
鬼
村
元
政
冤
書
簡
）
と
い
う
言
葉

を
合
わ
せ
み
れ
ば
、
～
〈
宗
教
の
門
〉
と
は
漱
石
の
深
い
関
心
事
で
あ
り
、

同
時
に
ひ
と
り
の
作
家
と
し
て
砂
留
し
つ
づ
け
ざ
る
を
え
ぬ
、
あ
え
て
「
立
ち

疎
」
ま
ざ
る
を
え
ぬ
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

 
さ
ら
に
い
え
ば
「
立
ち
辣
」
む
作
者
の
肉
声
と
は
ま
た
、
「
門
」
一
篇
に
に

じ
む
作
者
の
苦
渋
の
声
と
さ
え
聞
こ
え
る
。
冒
頭
、
一
篇
の
新
た
な
作
品
に
踏

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

み
込
む
作
者
の
予
感
、
あ
る
い
は
そ
の
展
開
上
の
矛
盾
、
衷
た
作
品
と
は
常
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

そ
の
根
底
の
モ
チ
ー
フ
（
あ
る
い
は
あ
る
べ
か
り
し
作
品
と
の
は
ざ
ま
に
宙
吊

り
さ
れ
た
何
も
の
か
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
が
、
い
ま
『
門
』
一
篇
の
語
る
と

こ
ろ
も
ま
た
こ
れ
と
無
縁
で
は
な
い
。
作
者
は
こ
の
近
代
日
本
と
い
う
風
土
と

土
壊
の
故
に
、
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
即
し
つ
つ
、
あ
え
て
逆
説
的
に
根
源
な
る

存
在
の
問
題
を
、
〈
罪
〉
や
く
宗
教
〉
の
何
た
る
か
の
課
題
を
問
い
つ
め
る
ほ
、

．
か
は
な
か
っ
た
。
す
で
に
ふ
れ
た
ご
と
く
く
自
然
の
河
V
を
下
る
と
み
せ
て
、

そ
の
底
の
く
存
在
の
河
V
の
河
床
層
掘
り
起
こ
さ
ん
と
す
る
と
之
う
に
、
作
者

「
門
」
一
そ
の
主
題
と
方
法

本
来
の
意
図
は
あ
っ
た
。
作
者
は
凡
常
な
る
一
組
の
男
女
を
拉
し
来
た
っ
て
、

き
わ
め
て
即
物
的
に
、
そ
の
日
常
や
生
活
感
、
ま
た
風
物
の
た
た
ず
ま
い
な
ど

を
描
き
出
し
つ
つ
、
ふ
と
か
い
ま
見
る
生
の
深
渕
を
点
出
し
て
み
せ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
て
も

 
歯
医
者
の
椅
子
の
上
で
一
「
何
う
も
斯
う
弛
み
ま
す
と
、
到
底
元
の
様
に

し
ま

緊
る
訳
に
は
参
り
ま
す
ま
い
」
と
い
う
「
宣
告
を
淋
し
い
秋
の
光
の
様
に
憾

じ
」
る
宗
助
、
あ
る
い
は
ま
た
床
屋
の
「
冷
た
い
鏡
の
う
ち
に
、
自
分
の
影
を

見
出
し
た
時
、
不
図
電
影
は
本
来
何
者
だ
ら
う
と
眺
め
」
る
宗
助
の
姿
を
描
く

作
者
の
筆
に
、
我
々
は
『
明
暗
』
の
冒
頭
、
医
師
の
手
術
台
の
上
で
「
根
本

的
」
な
「
切
開
」
を
す
る
ほ
か
は
な
い
と
い
う
宣
告
を
受
け
、
ま
た
終
末
に
近

く
夜
の
温
泉
場
で
ふ
と
鏡
に
映
る
己
れ
の
姿
を
、
「
是
は
自
分
の
幽
霊
」
で
は

な
い
か
と
感
じ
る
津
田
の
姿
を
思
い
出
さ
ぎ
る
を
え
ま
い
。
た
し
か
に
「
門
」

の
道
は
そ
の
ま
ま
『
明
暗
』
に
つ
な
が
る
。
い
や
『
明
暗
』
と
は
『
道
草
』
を

経
た
新
た
な
『
門
』
と
言
い
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
は
『
明
暗
」
を
し

ば
し
ば
評
さ
れ
る
ご
と
く
第
二
の
『
虞
美
人
草
」
と
見
る
な
ら
、
小
野
1
宗
助

-
津
田
と
続
く
こ
の
凡
常
な
る
人
物
た
ち
の
救
い
こ
そ
、
甲
野
1
須
永
一
一
郎

-
健
三
と
続
く
系
譜
以
上
に
、
漱
石
の
最
も
深
い
関
心
事
で
あ
っ
た
と
も
い
え

よ
う
。

 
こ
う
し
て
『
門
』
の
作
中
に
あ
っ
て
、
作
者
は
す
べ
て
を
時
の
流
れ
に
託
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
っ
た
え

か
と
み
え
る
こ
の
夫
婦
の
上
に
「
時
々
遠
く
か
ら
不
意
に
現
れ
る
訴
」
 
（
十

七
）
、
根
源
な
る
も
の
か
ら
ひ
び
く
不
安
の
予
感
を
書
き
し
る
す
こ
と
を
忘
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

て
は
い
な
い
。
し
か
も
な
お
、
安
井
の
出
現
を
知
っ
て
は
、
 
「
罪
も
な
い
ニ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

人
」
を
打
っ
た
運
命
の
苛
酷
さ
を
「
無
念
に
思
っ
た
」
と
い
う
主
人
公
は
、
こ

こ
で
も
ま
た
何
故
運
命
の
「
偶
然
」
は
か
く
も
執
拗
に
追
い
つ
め
る
の
か
と

「
苦
し
」
く
「
又
腹
立
た
し
か
っ
た
」
 
（
十
七
）
と
い
う
。
ま
た
次
々
に
子
供
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」

を
亡
く
し
た
不
安
に
お
び
え
つ
つ
「
易
者
の
門
」
 
（
こ
こ
に
も
き
ざ
や
か
な
が
-

ら
い
ま
ひ
と
つ
の
く
門
V
が
描
か
れ
る
）
を
く
ぐ
る
（
十
三
）
混
米
は
、
「
貴
、

方
は
人
に
対
し
て
済
ま
な
い
事
を
し
た
覚
が
あ
る
。
其
罪
が
崇
っ
て
み
る
か
．

ら
、
子
供
は
決
し
て
育
た
な
い
」
と
い
う
無
残
な
「
宣
告
」
を
受
け
、
な
す
す

べ
も
な
い
。
き
ら
に
い
え
ば
こ
の
「
罪
」
の
「
宣
告
」
が
ダ
ビ
デ
の
告
白
な
ら

ぬ
、
運
命
論
、
宿
命
論
へ
と
収
敏
し
て
ゆ
く
限
り
、
そ
こ
に
新
た
な
ド
ラ
マ
は

生
ま
れ
え
ま
い
。
 
 
 
、

 
作
者
の
問
い
は
、
あ
る
い
は
賭
け
は
、
こ
の
主
人
公
（
た
ち
）
が
こ
れ
を
運

命
の
悪
意
な
ら
ぬ
、
存
在
の
不
条
理
へ
の
問
い
そ
の
も
の
と
し
て
追
求
す
る
こ

と
に
あ
っ
た
。
そ
の
問
い
が
破
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
破
れ
そ
の
も
の
の
奥
に
か

 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

い
ま
見
え
る
存
在
の
光
源
そ
の
も
の
の
認
識
に
あ
っ
た
。
い
や
、
よ
り
正
確
に

は
そ
の
目
覚
め
へ
の
契
機
そ
の
も
の
を
、
よ
り
つ
よ
く
呈
示
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
。
し
か
し
作
中
人
物
と
い
う
も
の
は
常
に
、
ヨ
れ
の
必
然
を
い
や
お
う
な
く

歩
み
出
す
。
そ
れ
が
こ
の
風
土
の
必
然
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
風
土
の
宿
命
を

に
な
い
つ
つ
、
こ
れ
と
相
即
し
つ
つ
、
そ
の
宿
命
の
、
〈
門
V
の
内
側
の
、
う

ち
な
る
内
実
を
描
き
と
っ
て
ゆ
く
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。
か
く
し
て
こ
れ
を
く
宗
・

教
の
門
V
な
ら
ぬ
く
存
在
の
門
V
と
見
る
と
き
、
「
立
ち
疎
」
む
宗
助
の
リ
ア

リ
テ
ィ
は
は
じ
め
て
生
き
る
。

 
そ
こ
に
見
る
べ
き
は
宗
教
な
ら
ぬ
、
ま
た
運
命
な
ら
ぬ
、
日
常
性
の
、
あ
る

・
い
は
存
在
の
不
条
理
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
迷
路
を
つ
い
に
突
き
出
る
こ
と
の

で
き
ぬ
「
不
幸
な
」
人
間
の
影
で
あ
り
、
こ
の
い
さ
さ
か
シ
リ
ア
ス
な
表
現

は
、
ま
た
「
逃
げ
て
廻
る
の
は
宗
助
の
事
で
あ
っ
た
」
と
い
う
、
い
さ
さ
か
低

徊
味
の
つ
よ
い
表
現
と
殆
ど
等
価
で
あ
り
、
等
質
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
『
行

人
』
や
『
道
草
』
の
ご
と
く
己
れ
の
衝
追
や
痛
苦
と
一
体
化
し
た
表
現
の
切
迫

感
は
な
べ
、
作
者
の
眼
は
は
る
か
に
ア
そ
ロ
ニ
カ
ル
で
あ
る
。
こ
の
作
中
人
物

と
の
距
離
感
の
ゆ
え
に
ふ
我
々
は
『
門
」
を
単
な
る
牧
歌
と
見
、
愛
の
讃
歌
と

見
、
参
禅
の
事
態
を
亀
裂
と
さ
え
見
る
。
そ
の
裡
な
る
根
源
の
主
題
と
風
土
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ん

リ
ア
リ
テ
ィ
と
一
そ
の
間
に
「
立
ち
，
疎
」
む
作
者
の
姿
に
こ
そ
、
我
々
は

『
門
」
．
と
い
う
一
作
の
し
い
ら
れ
た
位
相
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
い
や
、
 
．

あ
る
い
は
こ
の
し
い
ら
れ
た
二
重
性
（
あ
る
い
は
多
層
性
）
こ
そ
新
聞
小
説
の

作
者
と
し
て
、
漱
石
が
え
ら
び
と
、
つ
た
，
必
然
の
方
法
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

い
。
あ
り
う
べ
か
り
し
作
品
と
こ
の
現
実
と
一
そ
れ
は
我
々
の
も
の
で
あ
る

と
と
も
に
、
ま
た
こ
の
明
敏
な
る
作
家
胸
中
の
秘
め
ら
れ
た
孤
独
で
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。
〈
こ
の
道
や
V
の
芭
蕉
の
嘆
き
は
ま
た
、
こ
の
ひ
と
り
の
近
代

の
作
家
の
も
の
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

、

（114）


