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『
恨
之
介
』
と
い
う
作
品
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
素
材
か
も
り
込
ま
れ
た
物
語
で

あ
る
。
そ
の
混
沌
た
る
姿
が
、
読
者
に
幾
通
り
か
の
解
釈
を
可
能
に
さ
せ
て
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
｛
↓

た
こ
と
は
、
渡
辺
守
邦
氏
の
ま
と
め
ら
れ
た
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
背

景
に
慶
長
と
い
う
時
代
を
考
え
る
点
で
は
、
ど
の
論
者
も
一
致
し
て
い
る
し
、

モ
デ
ル
や
テ
ー
マ
と
の
関
わ
り
の
中
、
時
代
背
景
を
押
さ
え
る
こ
と
が
欠
く
こ

と
の
出
来
な
い
視
点
で
あ
る
と
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
既
に
言
い
尽

さ
れ
た
感
の
あ
る
『
恨
之
介
一
の
時
代
背
景
に
つ
い
て
、
も
う
一
度
検
証
し
、

気
が
付
い
た
事
柄
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
『
恨
之
介
』
の
成
立
時
期
は
、
女
主
人
公
雪
の
前
の
年
齢
計
算
に
よ
り
、
慶

長
十
四
年
以
降
で
あ
る
と
栗
原
土
量
が
考
証
、
以
後
の
諸
家
も
そ
れ
に
従
っ
て

い
る
。
ま
た
、
下
限
を
見
て
み
る
と
古
活
字
本
の
存
在
な
ど
か
ら
、
慶
長
末

元
和
初
年
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
ほ
ぼ
一
致
を
み
て
い
る
。
そ
の
間
、
僅
か
五
年

足
ら
ず
の
年
月
で
は
あ
る
が
、
モ
デ
ル
論
を
含
め
作
品
の
中
に
影
響
を
与
え
た

出
来
事
が
、
文
章
の
端
々
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
？
)

 
そ
の
噛
矢
と
し
て
提
起
さ
れ
た
の
が
、
松
田
現
下
に
よ
る
宮
廷
密
通
事
件
モ

デ
ル
説
で
あ
っ
た
。
今
日
、
こ
の
事
件
を
モ
デ
ル
と
す
る
こ
と
は
打
消
さ
れ
た

が
、
そ
の
影
を
作
品
中
に
窺
う
こ
と
は
今
も
生
き
て
い
る
。

 
 
…
文
の
返
事
ば
か
り
は
と
思
へ
ど
も
、
自
然
早
事
漏
れ
聞
え
、
上
の
耳
に

 
 
立
つ
な
ら
ば
、
自
ら
が
事
は
苦
し
か
ら
ね
共
、
そ
も
じ
を
始
め
奉
り
、
測

 
 
罪
の
淵
に
沈
む
も
の
な
ら
ば
、
草
の
聖
な
る
父
母
の
名
ま
で
流
さ
む
口
惜

 
 
し
さ
よ
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
じ
)

と
言
う
雪
の
前
に
対
し
、

 
 
…
讐
ひ
こ
の
事
漏
れ
聞
こ
え
、
武
士
共
の
手
に
渡
り
、
水
火
の
責
を
受
く

 
 
る
と
も
、
そ
れ
先
の
世
の
因
果
と
思
ふ
べ
し
。

と
菖
蒲
の
前
に
答
え
さ
せ
て
い
る
場
面
は
、
慶
長
十
四
年
に
発
覚
、
同
年
十
月

に
は
、
幕
府
の
手
に
よ
っ
て
多
く
の
貴
族
達
が
、
流
罪
を
含
め
処
罰
さ
れ
た
密

通
事
件
を
暗
示
さ
せ
て
い
る
。
『
恨
之
介
』
の
舞
台
は
、
御
所
で
な
く
近
衛
公
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の
屋
敷
に
な
っ
て
お
り
、
朝
廷
の
忌
諦
に
触
れ
る
こ
と
を
避
け
た
と
取
る
こ
と

も
出
来
、
「
上
」
を
近
衛
信
サ
と
考
え
る
論
者
も
い
る
。
だ
が
、
「
上
」
は
も
う

一
箇
所
、
文
中
に
出
て
き
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
雲
の
上
人
た
ち
、
上
を
始
め

奉
り
」
(
巻
下
)
と
、
天
子
様
の
意
が
相
応
し
い
。
と
す
れ
ば
、
先
の
「
上
」

も
、
や
は
り
天
子
の
意
味
で
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
時
の
天
皇
は
、
後
陽
前
帝

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
ユ

で
あ
っ
た
。
同
じ
密
通
事
件
を
よ
り
詳
し
く
扱
っ
た
『
花
山
物
語
』
は
、
そ
の

時
代
設
定
を
一
つ
前
の
正
親
町
天
皇
の
代
に
移
し
か
え
て
い
る
。
事
件
の
物
語

に
占
め
る
比
重
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
時
代
を
設
定
す
る
時
に
、
当
代
の
天
皇
を

渾
る
と
い
う
意
識
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

 
「
恨
之
介
一
の
設
定
は
、
そ
の
冒
頭
に
あ
る
よ
う
に
、
慶
長
九
年
六
月
十
日

が
発
端
と
な
っ
て
い
る
。
慶
長
九
年
と
い
う
年
次
の
積
極
的
な
設
定
理
由
と
し

て
は
、
豊
国
社
臨
時
祭
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
享
楽
的
雰
囲
気
と
い
う
も
の
が
考

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
リ

え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
野
間
光
辰
氏
の
挙
げ
ら
れ
た
、
今
ロ
モ
デ
ル
と
し
て

定
着
し
て
い
る
松
平
若
狭
守
近
次
事
件
が
、
慶
長
十
一
年
に
起
っ
た
と
い
う
こ

と
や
、
先
の
宮
廷
密
通
事
件
よ
り
前
の
年
次
を
示
す
こ
と
で
、
モ
デ
ル
と
し
て

の
色
彩
を
薄
め
る
と
い
う
働
き
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
い
つ
れ

に
せ
よ
、
慶
長
九
年
が
、
慶
長
十
一
年
や
十
四
年
て
あ
っ
て
も
、
後
胤
成
天
皇

の
時
代
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
件
が
、
直
接

間
接
に
色
濃
く
作
品
中
に
反
映
し
て
い
な
い
に
し
て
も
、
一
つ
の
年
次
を
設
定

し
た
と
い
う
こ
と
は
、
同
じ
時
代
の
天
皇
の
代
が
終
わ
っ
た
後
に
、
こ
の
作
品

が
成
立
し
た
と
考
え
た
方
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
『
恨
之
介
一

は
後
陽
成
帝
退
位
後
に
出
来
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
退
位
は
、
慶
長
十
六
年

三
月
二
十
七
日
で
あ
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
？
〕

 
ま
た
、
『
恨
之
介
』
の
特
質
の
一
つ
と
し
て
、
市
古
貞
次
氏
が
、
慶
長
九
年

六
月
十
日
と
い
う
年
次
の
設
定
は
、
当
世
の
物
語
を
意
識
さ
せ
る
と
い
う
点
で
、

そ
れ
以
前
の
御
伽
草
子
か
ら
の
脱
皮
と
い
う
新
し
さ
を
持
つ
と
い
う
こ
と
を
指

摘
さ
れ
た
。
『
恨
之
介
』
の
新
し
さ
が
、
当
世
の
物
語
と
し
て
、
読
者
に
意
識

さ
せ
る
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
に
、
当
然
、
当
代
の
天
皇
を
悌
る
と
い
う
行

動
に
出
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
物
語
の
成
立
を
慶
長
十
六
年
以

降
に
考
え
て
み
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二

 
『
上
之
介
一
に
お
け
る
問
題
の
一
つ
に
、
全
体
に
占
め
る
豊
臣
秀
次
の
記
述

及
び
そ
の
女
房
た
ち
の
自
害
シ
ー
ン
の
記
載
に
割
く
分
量
の
多
さ
が
あ
る
。
こ

の
箇
所
は
、
物
語
の
筋
に
直
接
関
係
な
く
挿
入
部
的
要
素
が
強
い
と
さ
れ
て
き

た
。
雪
の
前
の
出
自
を
述
べ
る
に
あ
た
り
、
そ
の
父
親
木
村
常
陸
介
に
つ
い
て

は
、
ほ
と
ん
ど
筆
を
費
や
さ
ず
、
関
白
秀
次
謀
反
よ
り
、
三
条
河
原
に
お
け
る

妻
妾
た
ち
の
自
害
シ
ー
ン
に
は
、
殊
更
に
紙
面
を
割
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
当

然
、
こ
の
箇
所
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
き

 
 
 
 
 
 
ハ
ユ

た
。
野
間
光
辰
氏
は
、

 
 
こ
れ
は
お
し
ゃ
べ
り
な
後
家
の
脱
線
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
読
者
に
対
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す
る
奉
仕
精
神
の
旺
盛
な
作
者
の
脱
線
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
(
7
｝

と
述
べ
、
田
中
速
了
は
、

 
 
雪
の
前
の
境
遇
を
語
る
の
な
ら
ば
、
む
し
ろ
木
村
常
陸
守
に
筆
を
用
い
る

 
 
の
が
当
然
で
あ
り
、
こ
の
後
家
に
と
っ
て
も
直
接
の
主
君
で
あ
る
の
だ
か

 
 
ら
秀
次
の
妻
妾
た
ち
の
最
後
を
描
く
よ
り
も
常
陸
守
夫
妻
の
最
後
を
語
る

 
 
の
が
順
序
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
傍
系
の
話
題
を
と
り
上
げ
て
い

 
 
る
点
に
も
、
ま
た
打
首
に
よ
る
処
刑
と
い
う
史
実
を
あ
え
て
自
害
と
し
て

 
 
語
ら
重
て
い
る
点
に
も
、
作
者
の
意
志
が
特
に
加
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
考

 
 
え
ら
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
8
｝

と
、
作
者
の
意
志
の
反
映
を
指
摘
し
、
鈴
木
享
氏
は
、

 
 
最
大
の
挿
入
部
分
と
見
え
る
上
巻
の
秀
次
事
件
に
つ
い
て
見
て
も
、
単
に

 
 
雪
の
前
の
出
自
に
関
連
し
て
語
り
出
さ
れ
た
脱
線
課
で
は
な
い
。
主
人
公

 
 
た
ち
の
悲
恋
、
特
に
そ
の
鮮
血
に
彩
ら
れ
た
結
末
の
ア
ナ
ロ
ジ
イ
と
し
て
、

 
 
最
終
的
に
は
全
篇
に
大
き
な
影
を
落
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

と
、
物
語
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
の
関
係
を
強
く
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
、
こ

の
箇
所
を
除
い
て
も
全
体
の
筋
は
成
立
す
る
も
の
の
、
最
後
に
訪
れ
る
雪
の
前

の
死
と
そ
れ
に
間
わ
る
周
り
の
女
性
た
ち
の
自
害
を
ひ
と
き
わ
浮
き
あ
が
ら
せ

る
意
味
で
、
重
要
な
部
分
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
殊
に
『
聚
楽
物
猛
巴
な
ど

で
は
、
秀
次
の
妻
妾
の
死
は
処
刑
で
あ
っ
た
の
に
、
『
恨
之
介
」
で
は
、
自
害

に
す
り
か
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
田
中
黒
氏
が
述
べ
ら
れ
た
如
く
、
作
者

の
意
志
を
読
み
と
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
。

 
だ
が
、
果
た
し
て
そ
れ
だ
け
で
、
こ
の
秀
次
事
件
を
と
り
あ
げ
た
総
て
の
説

明
が
な
さ
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
物
語
の
冒
頭
、
慶
長
九
年
の
設
定
を
施

し
な
が
ら
、
木
村
常
陸
介
を
親
と
し
、
文
禄
四
年
を
雪
の
前
二
歳
と
し
た
こ
と

に
よ
り
、
実
際
の
姫
の
年
齢
を
計
算
す
る
こ
と
で
姫
十
六
歳
が
慶
長
十
四
年
に

あ
た
る
と
い
う
こ
と
が
あ
ら
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
作
品
の
未

熟
さ
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
ま
で
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
題
材

を
入
れ
た
裏
に
、
読
者
が
成
程
と
思
う
よ
う
な
出
来
事
が
あ
っ
た
と
考
え
れ
ば
、

よ
り
一
層
秀
次
事
件
を
大
き
く
と
り
あ
げ
た
理
由
が
わ
か
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
他
の
作
品
に
比
し
て
、
特
に
多
い
美
女
尽
し
や
三
味
線
の
胴
に
描
か
れ

た
京
の
名
所
の
説
明
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
作
者
に
は
、
自
分
の
持

ち
得
た
材
料
を
貧
欲
な
ま
で
に
出
そ
う
と
い
う
意
図
が
見
え
て
い
る
。
秀
次
事

件
に
し
て
も
、
自
害
の
情
景
を
組
み
入
れ
る
と
と
も
に
、
秀
次
に
関
わ
る
よ
う

な
材
料
が
作
者
側
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
 
…
十
四
、
十
五
を
始
め
と
し
て
、
花
の
や
う
な
る
上
農
た
ち
を
、
三
条
の

 
 
河
原
へ
引
き
据
ゆ
る
。
あ
わ
れ
な
る
次
第
か
な
。
か
の
中
納
言
殿
の
御
死

 
 
骸
を
、
三
十
仁
人
の
姫
た
ち
に
、
こ
れ
を
御
覧
候
へ
と
て
、
引
向
け
て
見

 
 
せ
け
れ
ば
、
(
中
略
)
御
死
骸
に
抱
き
付
き
、
い
つ
れ
も
涙
に
む
せ
び
給

 
 
ふ
。

話
は
、
上
薦
の
一
人
お
こ
ぼ
の
方
を
中
心
に
、
そ
の
後
、
姫
た
ち
の
自
害
へ
と

展
開
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。
文
禄
四
年
(
一
五
九
五
)
よ
り
、
慶
長
九
年

(一

Z
〇
四
)
ま
で
は
十
年
余
り
、
決
し
て
遠
い
時
代
の
出
来
事
で
は
な
か
っ
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た
か
も
し
れ
ぬ
。
作
品
成
立
の
下
限
と
さ
れ
る
慶
長
末
年
か
ら
遡
れ
ば
、
そ
の

間
二
十
年
。
当
時
の
時
の
流
れ
と
今
と
を
一
概
に
比
較
す
る
こ
と
は
出
来
な
い

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
時
代
は
、
豊
臣
よ
り
徳
川
へ
と
大
き
く
傾
き
、
し
か
も
幕

府
に
よ
る
朝
廷
へ
の
し
め
つ
け
は
、
次
第
に
厳
し
さ
を
増
し
て
き
て
い
た
変
動

の
時
期
で
あ
っ
た
。
然
れ
ば
、
作
者
が
『
膝
隠
介
』
を
書
く
に
あ
た
り
、
身
近

に
秀
次
の
一
件
を
思
い
出
さ
せ
る
出
来
事
が
起
っ
た
と
考
え
た
方
が
、
時
の
流

れ
を
埋
め
る
意
味
で
自
然
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
ゆ
結
論
か
ら
先
に
言
え

ば
、
そ
の
出
来
事
と
は
、
角
倉
了
以
に
よ
る
高
瀬
川
開
削
工
事
に
と
も
な
う
秀

次
の
首
塚
再
興
と
、
慈
舟
山
瑞
泉
寺
の
創
立
で
あ
る
と
考
え
る
。
高
瀬
川
の
工

事
に
つ
い
て
は
、

 
 
慶
長
十
三
年
、
京
都
大
佛
殿
御
造
営
二
選
、
大
材
木
牛
馬
の
運
送
な
り
か

 
 
た
く
、
了
意
光
好
に
聞
せ
ら
れ
、
京
都
加
茂
川
の
水
を
堰
分
け
、
新
川
を

 
 
つ
け
、
右
の
材
木
を
引
上
る
、
よ
り
て
十
六
年
よ
り
、
伏
見
よ
り
二
條
ま

 
 
て
、
高
瀬
船
通
行
す
。
 
 
 
 
(
「
角
倉
下
意
家
従
」
・
『
大
日
本
史
料
』
)

と
、
慶
長
十
六
年
と
い
う
時
期
が
残
っ
て
い
る
。
よ
り
詳
し
く
知
る
た
め
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
ユ

林
山
辰
三
郎
氏
『
角
倉
素
庵
一
を
そ
の
ま
ま
引
か
せ
て
い
た
だ
く
。
了
以
の
宗

教
的
事
蹟
を
述
べ
た
と
こ
ろ
で
、

 
 
…
高
瀬
川
開
立
の
し
ご
と
の
間
に
三
条
河
原
に
眠
る
前
関
白
豊
臣
秀
次

 
 
の
菩
提
を
弔
い
、
慈
舟
山
瑞
泉
寺
を
創
立
し
た
こ
と
だ
。
(
中
略
)
そ
の

 
 
(
秀
次
)
首
級
も
妻
妾
ら
の
遺
骸
も
、
河
原
に
設
け
ら
れ
た
玉
筆
に
投
ぜ

 
 
ら
れ
、
塚
の
上
に
「
秀
次
悪
逆
塚
、
文
禄
四
年
七
月
十
四
日
」
と
刻
し
た

 
 
石
塔
が
置
か
れ
、
当
時
行
者
順
慶
な
る
も
の
が
草
庵
を
結
ん
で
菩
提
を

 
 
弔
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
後
順
慶
も
残
し
て
草
庵
も
失
せ
、
洪
水
の
た

 
 
め
に
塚
は
崩
壊
し
て
、
全
く
荒
廃
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
高
瀬
川
を
掘
り

 
 
進
ん
で
こ
こ
に
至
っ
た
時
、
了
以
は
そ
の
墓
所
の
再
興
を
企
て
、
帰
依
す

 
 
る
僧
立
空
桂
寂
と
相
談
し
て
遺
骸
を
集
め
、
石
塔
の
悪
逆
の
二
字
を
削
り
、

 
 
そ
の
上
に
石
塚
を
立
て
、
非
運
の
妻
妾
、
幼
児
に
も
法
名
を
授
け
、
誓
願

 
 
寺
中
興
夕
山
上
人
を
導
師
と
し
て
、
厳
か
な
供
養
を
修
し
た
。
了
以
は
さ

 
 
ら
に
大
仏
殿
建
築
の
関
川
、
聚
楽
第
の
建
物
を
請
い
う
け
て
、
桂
寂
を
開

 
 
山
に
一
躍
を
創
建
し
た
。
慈
舟
山
瑞
泉
寺
で
あ
る
。

と
、
そ
の
間
の
経
緯
を
記
し
て
い
る
。
鴨
川
は
、
白
河
法
皇
を
し
て
心
に
従
わ

ざ
る
も
の
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
た
料
れ
川
。
遺
骸
も
塚
も
そ
の
形
を
と
ど
め
て

い
な
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
瑞
泉
寺
の
由
緒
に
つ
い
て
は
、

 
 
慈
舟
山
と
号
し
慶
長
十
六
年
の
開
創
。
角
倉
早
引
に
よ
り
、
文
禄
四
年
八

 
 
月
二
日
に
三
条
河
原
で
残
し
た
豊
臣
秀
次
の
一
族
三
九
人
の
塚
前
に
一
寺

 
 
を
建
立
し
、
秀
次
の
法
名
を
も
っ
て
山
寺
号
を
名
づ
け
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
全
国
寺
院
名
鑑
一
)

と
、
同
じ
く
慶
長
十
六
年
の
開
創
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
慶
長
九
年
に
設
定

し
た
『
恨
之
介
』
に
は
、
こ
の
塚
や
寺
に
ふ
れ
た
記
述
を
拾
う
こ
と
は
無
理
で

あ
る
。
た
が
、
秀
次
の
切
腹
及
び
そ
の
妻
妾
た
ち
の
自
刃
に
、
作
者
の
好
意
的

筆
致
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
史
実
を
曲
げ
て
、
河

原
者
た
ち
に
よ
る
妻
妾
た
ち
の
処
刑
を
自
害
に
書
き
改
め
た
背
景
に
は
、
先
に
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も
ふ
れ
た
雪
の
前
の
死
と
そ
の
周
辺
女
性
た
ち
の
自
刃
を
よ
り
鮮
明
に
浮
き
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
む

が
ら
せ
る
効
果
と
共
に
、
田
中
宏
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
美
化
す
る
と
い
う

働
き
も
当
然
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
お
こ
ぼ
の
方
の
毅
然
と
し
た
死
に

向
う
態
度
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
見
守
る
姫
た
ち
の
態
度
。

 
 
…
そ
の
後
お
こ
ぼ
の
仰
せ
に
は
、
「
い
つ
れ
も
念
角
し
給
へ
や
」
と
言
ひ

 
 
も
あ
へ
ず
、
衣
の
下
よ
り
守
り
刀
を
抜
き
出
し
、
切
先
を
衝
へ
つ
・
、

 
 
「
南
無
阿
彌
陀
佛
」
を
最
後
に
て
煙
し
給
ふ
。
残
り
の
姫
た
ち
御
覧
じ
て
、

 
 
「
あ
ら
涼
し
の
最
期
や
」
と
、
我
も
く
と
御
自
害
し
給
ふ
な
り
。
こ
の

 
 
姫
た
ち
の
有
様
を
讐
へ
ん
方
も
無
か
り
け
り
。
心
の
猛
き
武
士
も
、
こ
れ

 
 
に
は
い
か
で
勝
ら
ん
と
、
貴
賎
上
下
を
し
な
べ
て
あ
は
れ
と
言
は
ぬ
人
も

 
 
無
し
。

文
中
に
描
か
れ
た
潔
さ
と
大
き
な
同
情
。
そ
こ
に
、
作
者
の
好
意
的
感
情
を
汲

み
と
る
こ
と
は
充
分
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
了
以
の
行
な
っ
た
秀
次
一
門
の
菩

提
を
弔
う
と
い
う
行
為
は
、
ま
さ
し
く
、
三
条
河
原
で
の
出
来
事
を
思
い
出
さ

せ
、
物
語
中
に
組
み
込
む
べ
き
材
料
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

 
ス
ト
ー
リ
ー
に
は
、
大
き
く
影
響
せ
ず
、
む
し
ろ
不
審
さ
え
抱
か
せ
る
よ
う

な
、
木
村
常
陸
介
の
記
述
の
少
な
さ
に
比
し
て
の
三
条
河
原
の
場
面
に
割
く
ス

ペ
ー
ス
の
多
さ
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
角
倉
了
以
の
秀
次

畜
生
塚
再
興
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
作
者
と
読
者
の
共
通
の
話
題
と
し

て
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
作
品
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

三

 
こ
の
他
に
も
、
既
に
紹
介
さ
れ
指
摘
さ
れ
て
い
る
事
柄
を
も
含
め
、
物
語
中

に
生
か
さ
れ
た
材
料
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
よ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
1
)

 
早
く
に
松
田
修
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
雪
の
前
の
恨
之
介
に
あ

て
た
手
紙
の
謎
を
解
く
「
細
川
聖
旨
に
使
は
れ
し
宗
庵
と
申
せ
し
人
」
物
に
つ

い
て
、
細
川
幽
斎
門
下
の
宗
佐
が
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
人
物
が

宗
佐
と
号
し
た
の
が
幽
斎
没
後
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
作
品
の
成
立
を
慶
長
十
五

年
八
月
二
十
日
以
降
と
す
る
こ
と
も
出
さ
れ
て
い
る
。
宗
庵
が
宗
佐
で
あ
る
と

い
う
確
証
は
何
も
な
い
が
、
実
在
の
人
名
を
憧
る
と
い
う
視
点
に
立
て
ば
、
モ

デ
ル
と
し
て
適
当
な
人
物
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

 
ま
た
、
虎
之
介
を
見
舞
っ
た
友
人
た
ち
の
口
を
通
し
て
「
い
つ
く
い
つ
方
に

て
も
、
辻
斬
に
も
や
逢
ひ
な
ん
」
と
言
わ
せ
て
い
る
。
前
田
金
五
郎
氏
の
頭
注

は
、
辻
斬
に
つ
い
て
「
当
時
流
行
し
、
千
人
斬
を
企
て
る
者
も
あ
っ
た
。
」
と

付
し
て
い
る
。
『
大
日
本
史
料
一
を
丹
念
に
追
い
か
け
て
い
く
と
、
慶
長
十
年

六
月
十
五
日
に
も
辻
斬
の
記
事
が
見
え
る
が
、
慶
長
十
五
年
に
は
、

 
 
五
月
十
八
日
、
壬
戌
、
夜
前
辻
切
有
之
云
々
、
近
日
所
々
有
之
由
有
風
聞

と
「
孝
亮
宿
禰
日
次
記
一
を
引
く
と
共
に
、

 
 
〇
三
月
及
ビ
七
月
ニ
モ
、
辻
切
ノ
事
ア
リ
、
便
宜
左
二
合
致
ス

と
合
わ
せ
て
記
さ
れ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
に
よ
っ
て
、
こ
の
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時
期
に
辻
斬
が
多
発
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

 
豊
国
社
臨
時
祭
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、
慶
長
九
年
の
秀
吉
七
回
忌
に
次
い

で
、
慶
長
十
五
年
に
は
、
十
三
回
忌
の
臨
時
祭
が
催
さ
れ
て
い
る
。
慶
長
九
年

の
祭
礼
は
、
「
豊
国
臨
時
祭
礼
図
屏
風
」
(
徳
川
黎
明
会
蔵
)
な
ど
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
に
、
町
組
が
風
流
を
尽
し
、
群
舞
す
る
独
特
の
躍
動
感
で
満
ち
あ
ふ
れ

て
い
た
。
そ
れ
が
、
六
年
後
の
十
三
回
忌
の
臨
時
祭
と
な
る
と
、
先
の
祭
礼
の

よ
う
な
風
流
の
乱
舞
の
記
述
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
く
る
。

 
 
…
秀
吉
の
年
忌
ご
と
に
行
な
わ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
豊
国
社
の
臨
時
祭
礼

 
 
は
、
こ
の
の
ち
慶
長
十
五
年
(
一
六
一
〇
)
の
十
三
回
忌
に
あ
た
っ
て
も

 
 
催
さ
れ
た
が
、
も
は
や
前
回
の
ご
と
き
盛
観
は
な
く
、
十
七
回
忌
の
臨
時

 
 
祭
は
企
画
さ
れ
な
が
ら
幕
府
の
介
入
に
よ
っ
て
延
期
さ
れ
そ
の
ま
ま
大
坂

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
2
〕

 
 
の
陣
に
突
入
、
つ
い
に
実
現
を
み
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
。

 
慶
長
十
年
に
、
家
康
か
ら
秀
忠
に
将
軍
職
が
移
り
、
翌
十
一
年
に
は
、
大
規

模
な
江
戸
城
の
増
築
工
事
が
諸
大
名
の
手
伝
普
請
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
。
豊

臣
家
の
衰
勢
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
慶
長
十
九
年
に
予
定
さ
れ

て
い
た
十
七
回
忌
の
臨
時
祭
は
延
引
さ
せ
ら
れ
た
ま
ま
、
豊
臣
氏
は
滅
亡
す
る

の
で
あ
る
。
同
じ
十
九
年
四
月
に
は
、
豊
臣
氏
打
倒
の
口
実
と
な
っ
た
方
広
寺

大
仏
殿
の
梵
鐘
が
で
き
あ
が
り
、
七
月
に
は
「
国
家
安
康
」
の
句
を
め
ぐ
る
鐘

銘
事
件
が
お
こ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
延
期
さ
せ
ら
れ
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た

ろ
う
。

 
作
者
の
頭
の
中
に
は
、
京
の
町
全
体
が
興
奮
の
る
つ
ぼ
と
化
し
た
慶
長
九
年

の
祭
礼
の
イ
メ
ー
シ
が
、
そ
の
後
の
祭
礼
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
よ
り
一
層
強

く
表
わ
れ
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
物
語
冒
頭
の
時
代
設
定
は
、
後

の
小
規
模
な
祭
礼
を
体
験
し
た
こ
と
て
、
更
に
強
い
思
い
入
れ
を
感
じ
る
こ
と

が
出
来
る
と
思
わ
れ
る
。

 
慶
長
十
五
、
六
年
と
い
う
年
次
を
中
心
に
、
そ
の
時
に
あ
っ
た
出
来
事
を
拾

い
あ
げ
て
き
た
。
慶
長
十
六
年
置
三
月
二
十
八
日
に
は
、
家
康
と
秀
頼
が
二
条

城
で
会
見
。
形
骸
的
で
は
あ
る
が
、
平
和
が
保
た
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
ん

な
危
う
い
雰
囲
気
の
中
で
こ
そ
、
『
恨
之
介
』
は
成
立
し
得
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

 
『
譜
面
介
」
の
作
者
が
、
何
者
で
あ
る
か
判
然
と
し
て
い
な
い
。
近
衛
公
に

 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
3
｝

近
い
人
物
で
は
と
い
う
説
も
出
さ
れ
て
い
る
が
確
証
の
な
い
状
況
で
あ
る
。
た

だ
、
作
者
が
、
白
道
の
知
識
や
手
持
ち
材
料
を
こ
の
作
品
に
つ
め
こ
も
う
と
し

た
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
、
こ
の
時
代
を
も
う
一
度
検
証
し
、

そ
の
背
景
に
あ
っ
た
事
件
が
、
作
品
に
反
映
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る

必
要
が
あ
っ
た
こ
と
は
当
然
の
手
続
き
で
あ
っ
た
ろ
う
.
 

 
直
接
、
作
品
の
表
面
に
出
て
こ
な
い
出
来
事
で
も
作
り
手
と
読
み
手
の
共
通

の
話
題
の
中
で
、
当
時
の
人
々
の
記
憶
に
あ
る
事
柄
が
作
品
に
生
か
さ
れ
、
そ

れ
が
書
き
手
の
意
識
に
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
『
恨
之
介
」
は
、
い
ろ
い
ろ
な
要

素
を
含
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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注

「1艮之介」の背景

1
 
「
恨
之
介
-
古
さ
と
新
し
さ
と
一
」
(
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
 
昭
5
5
・
9
)

2
 
「
「
う
ら
ミ
の
す
け
』
を
め
ぐ
っ
て
1
假
名
草
子
か
ら
浮
世
草
子
へ
一
」
(
国
語

国
文
 
昭
3
0
・
1
2
)

3
 
古
典
文
庫
刊
、
近
世
文
芸
資
料
7
『
初
期
仮
名
草
子
集
一
所
収
。

4
 
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
「
御
伽
草
子
・
仮
名
草
子
』
中
の
「
恨
の
介
」
解
説
。

5
 
「
仮
名
草
子
に
つ
い
て
」
大
東
急
記
念
文
庫
文
化
講
座
シ
リ
ー
ズ
第
一
巻
。

6
 
4
に
同
じ
、

7
 
「
「
う
ら
み
の
す
け
一
の
発
想
を
め
ぐ
っ
て
」
(
国
文
学
研
究
 
昭
4
0
・
1
0
、
後
に

 
「
仮
名
草
子
の
研
究
一
に
所
収
)

8
 
「
「
恨
の
介
』
の
主
題
と
構
成
」
(
国
語
と
国
文
学
 
昭
5
6
・
1
1
)

9
 
 
「
朝
日
評
伝
選
」
1
9
.
 

10

@
「
「
恨
の
介
一
と
『
竹
斎
」
(
そ
の
一
)
」
(
文
学
研
究
 
昭
4
2
・
1
2
)

11

@
2
に
岡
じ
。

12

@
京
都
市
『
京
都
の
歴
史
一
4
。

13

@
水
田
潤
氏
「
『
う
ら
み
の
す
け
一
の
文
芸
構
造
」
(
『
仮
名
草
子
の
世
界
』
所
収
)
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※
な
お
『
恨
之
介
」
の
引
用
は
す
べ
て
、
日
本
古
典
文
学
大
系
「
仮
名
草
子
集
』

 
も
の
に
よ
っ
た
。
底
本
は
古
活
字
十
行
本
.
 

所
収
の

7


