
太
宰
治
﹁
瘤
取
り
﹂
論

│
│
戦
時
下
の
文
学
観
を
中
心
に
│
│

申

舌

禾

は
じ
め
に

﹁
瘤
取
り
﹂
は
︑﹃
お
伽
草
紙
﹄
所
収
の
四
篇
の
中
で
最
初
に
書
か
れ
た
作
品

で
あ
る
︒
太
宰
治
は
︑
十
五
年
戦
争
中
の
一
九
四
五
年
三
月
末
︑
妻
子
を
甲
府

に
疎
開
さ
せ
た
時
期
に
﹁
前
書
き
﹂
と
﹁
瘤
取
り
﹂
を
書
き
始
め
︑
そ
の
後
︑

同
年
四
月
二
日
の
爆
撃
の
あ
と
︑
自
分
も
慌
て
て
甲
府
へ
疎
開
し
︑
そ
こ
で
﹁
瘤

取
り
﹂
を
完
成
さ
せ
た
︒
父
な
る
語
り
手
が
防
空
壕
の
中
で
︑
窮
屈
さ
に
苦
し

む
娘
を
な
だ
め
る
た
め
に
︑
絵
本
を
読
ん
で
聞
か
せ
る
と
い
う
﹁
前
書
き
﹂
か

ら
は
︑﹁
瘤
取
り
﹂
を
書
い
た
太
宰
治
の
状
況
と
同
時
に
︑
当
時
の
状
況
も
窺
う

こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
よ
う
な
戦
時
下
と
い
う
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
明
る

く
て
面
白
い
作
品
を
書
い
た
こ
と
に
こ
の
作
品
の
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

﹁
瘤
取
り
﹂
に
つ
い
て
浦
田
義
和
は
﹁
勧
善
懲
悪
式
の
人
々
を
教
え
訓
す
と
い
う

上
か
ら
の
倫
理
に
反
発
し
︑
前
の
お
爺
さ
ん
の
場
合
は
︑
夢
を
追
求
す
る
者
が

現
実
主
義
に
受
け
入
れ
ら
れ
ぬ
悲
劇
︑
後
者
は
現
実
に
こ
だ
わ
る
ゆ
え
に
結
果

的
に
い
っ
そ
う
現
実
か
ら
苦
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
喜
劇
を
描
い
て
い
る
﹂(

�
)

と
述
べ
︑
長
谷
川
泉
は
﹁
本
質
的
に
︑
太
宰
に
と
っ
て
は
︑
倫
理
的
な
観
点
か

ら
も
の
を
考
え
る
興
味
を
失
っ
て
い
る
こ
と
が
先
行
し
て
い
る
﹂(

�
)

と
述
べ
て
い

る
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
瘤
取
り
﹂
の
先
行
研
究
で
は
︑
昔
話
の
勧
善
懲
悪
の
倫
理

か
ら
脱
し
︑
因
果
関
係
が
成
立
し
な
い
物
語
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
︑
そ

の
た
め
か
︑
最
後
の
﹁
性
格
の
悲
喜
劇
﹂
と
い
う
語
り
手
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま

受
け
入
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑﹁
瘤
取
り
﹂
の
内
容
を
分
析
し
つ

つ
︑
そ
こ
に
見
ら
れ
る
太
宰
の
文
学
観
を
時
代
背
景
と
と
も
に
考
察
し
た
い
︒

一

価
値
観
の
対
比
と
そ
の
相
対
化

﹁
瘤
取
り
﹂
に
つ
い
て
語
り
手
は
最
後
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
︒

こ
の
物
語
に
は
所
謂
﹁
不
正
﹂
の
事
件
は
︑
一
つ
も
無
か
つ
た
の
に
︑
そ

れ
で
も
不
幸
な
人
が
出
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
ゑ
︑
こ
の
瘤
取

り
物
語
か
ら
︑
日
常
倫
理
の
教
訓
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る
と
︑
た
い
へ
ん

や
や
こ
し
い
事
に
な
つ
て
来
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
一
体
︑
何
の
つ
も

り
で
お
前
は
こ
の
物
語
を
書
い
た
の
だ
︑
と
短
気
な
読
者
が
︑
も
し
私
に

詰
寄
つ
て
質
問
し
た
な
ら
︑
私
は
そ
れ
に
対
し
て
か
う
で
も
答
へ
て
置
く
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よ
り
他
は
な
か
ら
う
︒

性
格
の
悲
喜
劇
と
い
ふ
も
の
で
す
︒
人
間
生
活
の
底
に
は
︑
い
つ
も
︑

こ
の
問
題
が
流
れ
て
ゐ
ま
す
︒

こ
の
文
章
で
語
り
手
は
︑
こ
の
話
が
︑
単
純
に
昔
話
が
持
っ
て
い
る
因
果
応

報
の
教
訓
を
伝
え
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
言
い
︑
短
気
な
読
者
に
応
え
る
た
め

に
﹁
性
格
の
悲
喜
劇
﹂
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑﹁
瘤
取
り
﹂
に

は
︑﹁
性
格
の
悲
喜
劇
﹂
と
あ
る
程
度
重
な
り
つ
つ
も
︑
実
は
別
の
意
味
が
秘
め

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
語
り
手
が
本
当
に
言
い
た
い
こ
と
は
何
だ
ろ

う
か
︑
そ
れ
を
考
え
て
み
た
い
︒

お
酒
好
き
の
お
爺
さ
ん
は
孤
独
で
︑
家
庭
で
は
常
に
浮
か
ぬ
顔
を
し
て
い
る
︒

し
か
し
︑
別
に
悪
い
家
庭
で
は
な
い
︒
七
十
歳
近
い
お
爺
さ
ん
の
妻
で
あ
る
お

婆
さ
ん
は
﹁
無
口
で
あ
つ
て
︑
た
だ
︑
ま
じ
め
に
家
事
に
い
そ
し
ん
で
ゐ
る
﹂︒

ま
た
︑
四
十
近
く
に
な
っ
て
い
る
息
子
は
︑﹁
品
行
方
正
︑
酒
も
飲
ま
ず
煙
草
も

吸
は
ず
︑
ど
こ
ろ
か
︑
笑
は
ず
︑
よ
ろ
こ
ば
ず
﹂
で
︑
近
所
の
人
々
も
﹁
畏
敬

せ
ざ
る
は
な
く
︑
阿
波
聖
人
の
名
が
高
く
︑
妻
を
め
と
ら
ず
鬚
を
剃
ら
ず
︑
ほ

と
ん
ど
木
石
で
は
な
い
か
と
疑
は
れ
る
﹂
く
ら
い
で
︑
お
爺
さ
ん
の
家
庭
は
﹁
実

に
立
派
な
家
庭
﹂
な
の
で
あ
る
︒

﹁
も
う
︑
春
だ
ね
え
︒
桜
が
咲
い
た
︒﹂
と
お
爺
さ
ん
が
は
し
や
い
で
も
︑

﹁
さ
う
で
す
か
︒﹂
と
興
の
無
い
や
う
な
返
辞
を
し
て
︑﹁
ち
よ
つ
と
︑
ど
い

て
下
さ
い
︒
こ
こ
を
︑
お
掃
除
し
ま
す
か
ら
︒﹂
と
言
ふ
︒

お
爺
さ
ん
は
浮
か
ぬ
顔
に
な
る
︒
︵
略
︶

﹁
時
に
︑
な
ん
だ
ね
︑﹂
と
お
爺
さ
ん
は
少
し
酔
つ
て
来
る
と
話
相
手
が
欲

し
く
な
り
︑
つ
ま
ら
ぬ
事
を
言
ひ
出
す
︒﹁
い
よ
い
よ
︑
春
に
な
つ
た
ね
︒

燕
も
来
た
︒﹂

言
は
な
く
た
つ
て
い
い
事
で
あ
る
︒

お
婆
さ
ん
も
息
子
も
︑
黙
つ
て
ゐ
る
︒

﹁
春
宵
一
刻
︑
価
千
金
︑
か
︒﹂
と
︑
ま
た
︑
言
は
な
く
て
も
い
い
事
を
呟

い
て
み
る
︒

﹁
ご
ち
そ
う
さ
ま
で
ご
ざ
り
ま
し
た
︒﹂
と
阿
波
聖
人
は
︑
ご
は
ん
を
す
ま

し
て
︑
お
膳
に
向
ひ
う
や
う
や
し
く
一
礼
し
て
立
つ
︒

お
婆
さ
ん
は
ま
じ
め
で
︑
息
子
も
世
間
か
ら
畏
敬
さ
れ
る
聖
人
の
よ
う
な
人

物
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
お
爺
さ
ん
は
︑
お
酒
好
き
で
︑
言
わ
な
く
て
も
い
い

こ
と
を
言
う
人
物
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
︑
相
反
す
る
二
つ
の
特
徴
が
明
瞭
に
書

か
れ
て
い
る
︒

お
爺
さ
ん
は
淋
し
さ
う
に
笑
ひ
︑

﹁
こ
り
や
︑
い
い
孫
が
出
来
た
︒﹂
と
言
つ
た
が
︑
息
子
の
聖
人
は
頗
る
ま

じ
め
に
︑

﹁
頬
か
ら
子
供
が
生
れ
る
事
は
ご
ざ
り
ま
せ
ん
︒﹂と
興
覚
め
た
事
を
言
ひ
︑

ま
た
︑
お
婆
さ
ん
も
︑

﹁
い
の
ち
に
か
か
は
る
も
の
で
は
な
い
で
せ
う
ね
︒﹂
と
︑
に
こ
り
と
も
せ

ず
一
言
︑
尋
ね
た
だ
け
で
︑
そ
れ
以
上
︑
そ
の
瘤
に
対
し
て
何
の
関
心
も

示
し
て
く
れ
な
い
︒
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お
酒
好
き
の
お
爺
さ
ん
の
瘤
に
対
す
る
冗
談
は
家
族
に
は
通
じ
ず
︑
冷
淡
な

態
度
で
あ
し
ら
わ
れ
て
し
ま
う
︒
ま
た
︑
近
所
の
人
々
は
︑
瘤
が
邪
魔
だ
ろ
う

と
思
っ
て
同
情
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
左
の
頬
に
瘤
を
持
っ
て
い
る
も
う

一
人
の
近
所
の
お
爺
さ
ん
は
︑﹁
人
品
骨
柄
は
︑
い
や
し
く
無
い
﹂︑﹁
な
か
な
か

立
派
﹂
で
︑
近
所
の
人
々
か
ら
﹁
旦
那
﹂︑﹁
先
生
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
︑
こ

の
お
爺
さ
ん
は
瘤
を
自
分
の
出
世
の
さ
ま
た
げ
だ
と
思
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う

に
︑
世
間
で
は
瘤
と
い
う
の
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で

あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
︑
お
酒
好
き
の
お
爺
さ
ん
は
︑
そ
の
瘤
を
孫
の
よ
う
に
可

愛
が
り
︑
孤
独
を
慰
め
て
く
れ
る
存
在
と
思
う
の
で
あ
る
︒
こ
こ
ま
で
見
る
と
︑

瘤
を
邪
魔
だ
と
思
う
世
間
と
瘤
を
大
事
に
思
う
お
酒
好
き
の
お
爺
さ
ん
と
で

は
︑
そ
の
考
え
方
が
異
な
る
こ
と
が
分
か
る
︒
佐
藤
厚
子
は
﹃
お
伽
草
紙
﹄
の

登
場
人
物
の
造
型
に
つ
い
て
︑﹁
主
人
公
を
は
じ
め
と
す
る
登
場
人
物
に
は
︑
い

ず
れ
も
一
定
の
類
型
性
が
付
与
さ
れ
て
い
る
︒
よ
り
正
確
に
言
え
ば
︑
彼
ら
は

そ
れ
ぞ
れ
典
型
的
人
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
︑
つ
ま
り
︑
特
定
の
種
類
に
属
す

る
人
間
な
ら
ば
必
ず
そ
の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語

ら
れ
る
の
で
あ
る
︒﹂(

�
)

と
述
べ
て
い
る
︒
佐
藤
の
指
摘
の
よ
う
に
︑﹁
瘤
取
り
﹂

に
登
場
す
る
人
物
は
︑
個
々
の
個
性
を
表
す
の
で
は
な
く
︑
あ
る
﹁
特
定
の
種

類
に
属
す
る
人
間
﹂
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑﹁
瘤
取
り
﹂

は
︑
登
場
人
物
を
単
純
化
・
類
型
化
し
て
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
︑
あ
る
﹁
種
類

に
属
す
る
人
間
﹂
の
考
え
方
︑
価
値
観
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
︒
さ
ら
に
佐

藤
厚
子
は
︑
妻
と
息
子
は
﹁
︿
無
駄
﹀
を
理
解
し
な
い
種
類
の
人
た
ち
﹂
で
あ
り
︑

﹁
こ
れ
に
対
し
て
︑
主
人
公
は
︿
無
駄
﹀
に
生
き
︿
無
価
値
﹀
に
価
値
を
見
い
だ

す
人
物
で
あ
る
﹂(

�
)

と
述
べ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
主
人
公
と
家
族
で
違
う
の
は
︑

価
値
の
考
え
方
だ
け
で
あ
っ
て
︑
主
人
公
を
﹁
︿
無
駄
﹀
に
生
き
︿
無
価
値
﹀
に

価
値
を
見
い
だ
す
人
物
﹂
と
ま
で
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
つ
ま

り
︑
瘤
は
︑
世
間
か
ら
見
れ
ば
無
価
値
で
邪
魔
か
も
し
れ
な
い
も
の
だ
が
︑
お

酒
好
き
の
お
爺
さ
ん
か
ら
見
れ
ば
価
値
が
あ
る
と
い
う
程
度
の
こ
と
で
あ
っ

て
︑︿
無
価
値
﹀
に
価
値
を
見
出
す
と
ま
で
は
︑
言
い
き
れ
な
い
の
で
あ
る
︒
そ

れ
は
と
も
か
く
も
︑
お
酒
好
き
の
お
爺
さ
ん
の
価
値
観
が
世
間
の
価
値
観
か
ら

だ
い
ぶ
外
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
︒
お
酒
好
き
の
お
爺
さ
ん

の
存
在
自
体
︑
世
間
か
ら
見
れ
ば
価
値
の
無
い
瘤
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
も
あ

る
︒
要
す
る
に
︑﹁
瘤
取
り
﹂
の
中
で
︑
世
間
の
価
値
か
ら
外
れ
た
お
酒
好
き
の

お
爺
さ
ん
は
︑
世
間
の
価
値
の
あ
る
こ
と
に
従
う
お
婆
さ
ん
と
息
子
︑
ま
た
近

所
の
お
爺
さ
ん
と
は
︑
は
っ
き
り
し
た
対
比
を
な
す
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
お
酒
好
き
の
お
爺
さ
ん
が
考
え
る
価
値
は
何
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ

を
時
代
状
況
と
と
も
に
考
え
て
み
た
い
︒
当
時
は
︑
十
五
年
戦
争
の
時
期
で
あ

り
︑﹁
前
書
き
﹂
に
も
あ
る
よ
う
に
︑
人
々
は
空
襲
の
中
で
切
羽
詰
ま
っ
た
思
い

で
生
き
て
い
た
︒
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
は
︑
戦
争
の
役
に
立
つ
こ
と
が
世

間
の
価
値
で
あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
だ
ろ
う
︒﹁
瘤
取
り
﹂
の
中
で
︑
お
酒
好
き

の
お
爺
さ
ん
は
﹁
ま
じ
め
に
も
︑
程
度
が
あ
り
ま
す
よ
︒
阿
波
聖
人
と
は
恐
れ

い
る
︒
お
見
そ
れ
申
し
ま
し
た
よ
︒
偉
い
ん
だ
つ
て
ね
え
︒﹂
と
言
っ
て
い
る

よ
う
に
︑
世
間
が
言
う
価
値
に
従
っ
て
︑
度
を
超
え
た
息
子
を
揶
揄
し
て
い
る
︒

戦
時
下
と
い
う
状
況
の
中
で
は
︑
戦
場
で
一
所
懸
命
戦
っ
て
直
接
戦
争
に
役
に

立
つ
人
が
い
れ
ば
︑
戦
争
に
何
も
役
に
立
た
な
い
人
々
も
い
る
わ
け
だ
が
︑
お

酒
好
き
の
お
爺
さ
ん
は
︑
そ
の
戦
争
に
役
に
立
た
な
い
代
表
的
な
人
物
と
も
言

え
る
︒
お
酒
好
き
の
お
爺
さ
ん
は
お
婆
さ
ん
の
よ
う
に
ま
じ
め
に
生
活
し
て
い

る
わ
け
で
も
な
く
︑
世
間
か
ら
尊
敬
さ
れ
る
息
子
の
よ
う
に
素
晴
ら
し
い
人
物

− 23−



で
も
な
い
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
お
酒
好
き
の
お
爺
さ
ん
は
︑
春
が
来
る
こ
と

を
喜
び
︑
自
分
の
瘤
に
愛
情
を
持
ち
︑
冗
談
を
よ
く
い
い
︑
人
生
を
楽
し
む
享

楽
精
神
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
享
楽
精
神
は
︑
戦
時
下
で
は
ほ
と
ん

ど
無
価
値
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
全
く
価
値
が
無
い
と
は
言
え
な
い
だ
ろ

う
︒お

酒
好
き
の
お
爺
さ
ん
の
こ
の
よ
う
な
人
生
を
楽
し
も
う
と
す
る
価
値
観
が

評
価
さ
れ
る
の
は
︑
実
は
︑
現
実
の
世
界
で
は
な
く
︑
異
界
の
鬼
の
世
界
に
お

い
て
で
あ
っ
た
︒
山
の
奥
︑
春
の
下
弦
の
月
の
夜
︑
お
酒
好
き
の
お
爺
さ
ん
は
︑

虎
の
ふ
ん
ど
し
を
し
た
赤
い
巨
大
生
き
物
で
あ
る
十
数
匹
の
鬼
た
ち
が
気
持
ち

よ
く
酔
っ
払
い
︑
踊
っ
て
い
る
酒
宴
の
さ
ま
を
眺
め
て
い
た
︒
だ
が
︑
鬼
た
ち

の
低
能
の
踊
り
に
呆
れ
て
︑﹁
な
ん
て
ま
あ
︑
下
手
な
踊
り
だ
︒
ひ
と
つ
︑
私
の

手
踊
り
で
も
見
せ
て
あ
げ
ま
せ
う
か
い
︒﹂
と
呟
き
︑﹁
鬼
ど
も
に
対
し
︑
親
和

の
情
を
抱
い
て
﹂
い
い
声
で
歌
い
な
が
ら
阿
波
踊
り
を
踊
っ
て
み
せ
た
の
で
あ

る
︒
鬼
ど
も
は
た
い
へ
ん
喜
ん
で
︑
ま
た
今
度
も
踊
り
を
見
せ
て
く
れ
る
よ
う

に
︑
そ
の
約
束
の
印
に
︑
て
か
て
か
光
っ
て
宝
物
に
見
え
た
お
爺
さ
ん
の
瘤
を

む
し
り
取
っ
た
の
で
あ
る
︒
世
間
か
ら
見
れ
ば
価
値
の
無
い
瘤
が
︑

鬼
た
ち

に
と
っ
て
は
︑
享
楽
精
神
の
象
徴
の
よ
う
に
見
え
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
︑﹁
瘤
取
り
﹂
は
︑
性
格
の
悲
喜
劇
の
よ
う
に
も
見

え
る
が
︑
そ
の
中
に
は
価
値
観
の
対
比
を
内
包
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

太
宰
は
︑
明
白
な
対
比
を
な
し
て
い
る
二
つ
の
価
値
観
を
提
示
す
る
こ
と
で
︑

当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
た
当
時
の
価
値
観
か
ら
少
し
離
れ
て
考
え
る
必
要
性

を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
よ
う
な
価
値
観
の
相
対
化
は
太
宰
治
の
文
学
観
と
も
繋
が
る
︒
次
節
で

は
価
値
観
の
相
対
化
を
太
宰
治
の
文
学
観
に
関
連
付
け
て
考
え
て
行
き
た
い
︒

二

文
学
と
鬼
の
関
係
に
つ
い
て

お
酒
好
き
の
お
爺
さ
ん
が
山
の
奥
で
鬼
の
宴
会
を
眺
め
る
場
面
で
︑
突
然
語

り
手
は
﹁
鬼
﹂
と
い
う
言
葉
に
託
け
て
長
広
舌
を
振
る
う
︒
こ
こ
で
︑
文
学
に

か
か
わ
る
﹁
鬼
﹂
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
︒

ま
た
一
方
に
於
い
て
は
︑
文
壇
の
鬼
才
何
某
先
生
の
傑
作
︑
な
ど
と
い

ふ
文
句
が
新
聞
の
新
刊
書
案
内
欄
に
出
て
ゐ
た
り
す
る
の
で
︑
ま
ご
つ
い

て
し
ま
ふ
︒
ま
さ
か
︑
そ
の
何
某
先
生
が
鬼
の
や
う
な
醜
悪
の
才
能
を
持

つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
実
を
暴
露
し
︑
以
て
世
人
に
警
告
を
発
す
る
つ
も
り

で
︑
そ
の
案
内
欄
に
鬼
才
な
ど
と
い
ふ
怪
し
む
べ
き
奇
妙
な
言
葉
を
使
用

し
た
の
で
も
あ
る
ま
い
︒
甚
だ
し
き
に
到
つ
て
は
︑
文
学
の
鬼
︑
な
ど
と

い
ふ
︑
ぶ
し
つ
け
な
︑
ひ
ど
い
言
葉
を
何
某
先
生
に
捧
げ
た
り
し
て
ゐ
て
︑

こ
れ
で
は
い
く
ら
何
で
も
︑
そ
の
何
某
先
生
も
御
立
腹
な
さ
る
だ
ら
う
と

思
ふ
と
︑
ま
た
︑
さ
う
で
も
な
い
ら
し
く
︑
そ
の
何
某
先
生
は
︑
そ
ん
な

失
礼
千
万
の
醜
悪
な
綽
名
を
つ
け
ら
れ
て
も
︑ま
ん
ざ
ら
で
な
い
ら
し
く
︑

御
自
身
ひ
そ
か
に
そ
の
奇
怪
の
称
号
を
許
容
し
て
ゐ
る
ら
し
い
と
い
ふ
噂

な
ど
を
聞
い
て
︑
ð
遇
の
私
は
︑
い
よ
い
よ
戸
惑
ふ
ば
か
り
で
あ
る
︒
あ

の
︑
虎
の
皮
の
ふ
ん
ど
し
を
し
た
赤
つ
ら
の
︑
さ
う
し
て
ぶ
さ
い
く
な
鉄

の
棒
み
た
い
な
も
の
を
持
つ
た
鬼
が
︑
も
ろ
も
ろ
の
芸
術
の
神
で
あ
る
と

は
︑
ど
う
し
て
も
私
に
は
考
へ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
︒
鬼
才
だ
の
︑
文
学

の
鬼
だ
の
と
い
ふ
難
解
な
言
葉
は
︑
あ
ま
り
使
用
し
な
い
は
う
が
い
い
の

で
は
あ
る
ま
い
か
︑
と
か
ね
て
か
ら
愚
案
し
て
ゐ
た
次
第
で
あ
る
が
︑
し

か
し
︑
そ
れ
は
私
の
見
聞
の
狭
い
故
で
あ
つ
て
︑
鬼
に
も
︑
い
ろ
い
ろ
の
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種
類
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
︒

こ
の
文
章
に
対
し
て
長
谷
川
泉
は
﹁
鬼
の
種
類
に
託
し
て
︑
太
宰
の
文
壇
批

判
が
︑
痛
烈
な
皮
肉
を
こ
め
て
展
開
さ
れ
る
︒﹁
文
壇
の
鬼
才
﹂
や
﹁
文
学
の
鬼
﹂

な
ど
と
い
う
︑
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
俗
称
に
対
し
て
痛
烈
に
噛
み
つ
い
て

い
る
の
で
あ
る
﹂

(
�
)

と
述
べ
︑﹁
如
是
我
聞
﹂
の
志
賀
直
哉
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
︑

そ
の
論
は
︑
戦
後
の
議
論
を
先
取
り
し
て
お
り
︑
適
当
で
は
な
い
︒
当
時
︑
実

際
﹁
文
壇
の
鬼
才
﹂
と
呼
ば
れ
た
作
家
は
芥
川
龍
之
介
で(

�
)

︑﹁
文
学
の
鬼
﹂
と
呼

ば
れ
た
作
家
は
宇
野
浩
二
で
あ
る
︒(

	
)

宇
野
浩
二
は
自
ら
﹁
文
学
の
鬼
﹂
と
自
称

し
︑
純
文
学
に
対
す
る
熱
意
が
強
か
っ
た
人
物
で
あ
る
︒
ま
た
︑
宇
野
浩
二
と

交
友
関
係
の
あ
っ
た
芥
川
龍
之
介
が
︑
当
時
文
学
を
芸
術
と
し
て
完
成
す
る
た

め
に
形
式
的
に
︑
技
術
的
に
︑
多
様
な
工
夫
を
し
て
来
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
な
﹁
鬼
﹂
と
呼
ば
れ
た
二
人
の
文
学
は
︑
当
時
太
宰

治
が
選
ん
だ
﹁
俗
な
文
学
﹂︵
一
般
の
読
者
の
た
め
の
文
学
︶
と
は
全
く
違
う
方

向
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
︒
語
り
手
が
こ
こ
で
﹁
文
学
の
鬼
﹂
と
い
う
言
葉

に
疑
念
を
投
げ
か
け
て
い
る
の
は
︑
ひ
た
す
ら
高
い
精
神
を
以
て
芸
術
の
完
成

を
目
指
す
こ
と
が
︑
必
ず
し
も
良
い
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
︒﹁
文
学
の
鬼
﹂
の
話
の
後
に
︑
お
酒
好
き
の
お
爺
さ
ん
の
享
楽

精
神
と
︑
息
子
の
聖
人
精
神
が
対
比
さ
れ
る
場
面
が
出
て
く
る
の
も
偶
然
で
は

な
い
だ
ろ
う
︒

三

太
宰
治
の
傑
作
意
識
の
変
化

お
酒
好
き
の
お
爺
さ
ん
の
踊
り
が
鬼
た
ち
を
大
変
喜
ば
し
︑
瘤
を
取
ら
れ
た

の
に
反
し
て
︑
近
所
の
立
派
な
お
爺
さ
ん
は
失
敗
し
て
鬼
た
ち
を
怖
が
ら
せ
︑

鬼
た
ち
が
宝
物
だ
と
思
っ
て
い
た
瘤
を
譲
ら
れ
︑二
つ
の
瘤
を
持
っ
て
し
ま
う
︒

ま
ず
︑こ
の
場
面
で
見
ら
れ
る
二
人
の
お
爺
さ
ん
の
踊
り
を
比
較
し
て
み
よ
う
︒

お
酒
好
き
の
お
爺
さ
ん
の
踊
り
は
︑
阿
波
の
地
方
の
俗
な
阿
波
踊
り
で
︑﹁
大
谷

通
れ
ば
石
ば
か
り
／
笹
山
通
れ
ば
笹
ば
か
り
﹂
と
い
う
阿
波
の
俗
謡
を
歌
い
な

が
ら
﹁
軽
妙
に
踊
り
抜
く
﹂
︒
一
方
︑
近
所
の
お
爺
さ
ん
は
﹁
鉄
扇
は
ら
り
と
開

き
︑
屹
つ
と
月
を
見
上
げ
て
︑
大
樹
の
如
く
凝
然
と
動
か
ず
﹂
︑
﹁
是
は
阿
波
の

鳴
門
に
一
夏
を
送
る
僧
に
て
候
︒﹂
云
々
︑
格
調
高
い
歌
を
歌
う
︒
そ
し
て
︑﹁
そ

ろ
り
と
わ
づ
か
に
動
い
て
︑ま
た
も
屹
つ
と
月
を
見
上
げ
て
﹂
端
然
と
し
た
ポ
ー

ズ
を
と
る
︒
こ
の
踊
り
方
は
︑
お
酒
好
き
の
お
爺
さ
ん
の
俗
な
趣
と
は
正
反
対

の
格
調
高
い
趣
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
近
所
の
お
爺
さ
ん
の
失
敗
の

原
因
が
﹁
傑
作
意
識
﹂
に
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
︒

お
旦
那
は
︑
出
陣
の
武
士
の
如
く
︑
眼
光
烔
々
︑
口
を
へ
の
字
型
に
ぎ
ゆ

つ
と
引
き
結
び
︑
い
か
に
し
て
も
今
宵
は
︑
天
晴
れ
の
舞
ひ
を
一
さ
し
舞

ひ
︑
そ
の
鬼
ど
も
を
感
服
せ
し
め
︑
も
し
万
一
︑
感
服
せ
ず
ば
︑
こ
の
鉄

扇
に
て
皆
殺
し
に
し
て
や
ら
う
︑
た
か
が
酒
く
ら
ひ
の
愚
か
な
鬼
ど
も
︑

何
程
の
事
が
あ
ら
う
や
︑
と
鬼
に
踊
り
を
見
せ
に
行
く
の
だ
か
︑
鬼
退
治

に
行
く
の
だ
か
︑
何
が
何
や
ら
︑
ひ
ど
い
意
気
込
み
で
鉄
扇
右
手
に
︑
肩

い
か
ら
し
て
剣
山
の
奥
深
く
踏
み
入
る
︒
こ
の
や
う
に
︑
所
謂
﹁
傑
作
意

識
﹂
に
こ
り
か
た
ま
つ
た
人
の
行
ふ
芸
事
は
︑
と
か
く
ま
づ
く
出
来
上
る

も
の
で
あ
る
︒
こ
の
お
爺
さ
ん
の
踊
り
も
︑
あ
ま
り
に
ど
う
も
意
気
込
み

が
ひ
ど
す
ぎ
て
︑
遂
に
完
全
の
失
敗
に
終
つ
た
︒

﹁
傑
作
意
識
﹂
に
つ
い
て
︑
渥
美
孝
子
は
﹁
立
派
な
お
爺
さ
ん
が
鏡
に
写
っ
た
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自
分
の
瘤
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
︑
客
体
化
さ
れ
た
他
者
と
し
て
の
瘤
を
︑
主

観
化
さ
れ
た
他
者
の
ま
な
ざ
し
で
見
る
﹂
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
く
︑﹁
こ
の
お
爺

さ
ん
の
踊
り
の
失
敗
も
︑
こ
う
し
た
他
者
の
ま
な
ざ
し
を
先
取
り
す
る
こ
と
に

よ
る
意
識
の
こ
わ
ば
り
︑
す
な
わ
ち
︑﹁
傑
作
意
識
﹂
の
せ
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
﹂(

�
)

と
述
べ
て
い
る
︒
瘤
を
出
世
の
さ
ま
た
げ
に
考
え
︑
瘤
の
た
め
嘲
笑
せ
ら

れ
て
来
た
と
思
う
近
所
の
お
爺
さ
ん
に
と
っ
て
︑﹁
傑
作
意
識
﹂
は
他
人
の
こ
と

を
意
識
し
す
ぎ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
︒
近
所
の
お
爺
さ
ん
が

踊
り
を
踊
っ
た
時
に
は
︑
瘤
が
取
ら
れ
た
後
の
出
世
の
こ
と
や
︑
他
人
か
ら
の

評
価
が
上
が
る
こ
と
も
意
識
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
︒﹁
傑
作
意
識
﹂
は
︑

自
己
満
足
で
は
な
く
︑他
人
の
評
価
を
意
識
す
る
こ
と
に
発
す
る
も
の
で
あ
る
︒

瘤
を
取
ら
れ
た
後
も
﹁
一
長
一
短
と
い
ふ
や
う
な
と
こ
ろ
か
︑
久
し
ぶ
り
で
思

ふ
ぞ
ん
ぶ
ん
歌
つ
た
り
踊
つ
た
り
し
た
だ
け
が
得
︑と
い
ふ
事
に
な
る
か
な
？
﹂

と
言
い
︑
楽
し
む
こ
と
に
目
的
を
置
い
て
満
足
す
る
お
酒
好
き
の
お
爺
さ
ん
の

姿
勢
と
は
全
く
異
な
る
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
太
宰
治
は
︑
か
つ
て
自
分
の
作
品
の
中
で
﹁
傑
作
意
識
﹂
に
つ

い
て
書
い
て
い
た
︒

毎
夜
︑
毎
夜
︑
傑
作
の
幻
影
が
彼
の
う
す
つ
ぺ
ら
な
胸
を
騒
が
せ
て
は
呉

れ
る
の
で
あ
つ
た
が
︑
書
か
う
と
す
れ
ば
︑
み
ん
な
は
か
な
く
消
え
う
せ

た
︒
だ
ま
つ
て
居
れ
ば
名
を
呼
ぶ
し
︑
近
寄
つ
て
行
け
ば
逃
げ
去
る
の
だ
︒

︵﹃
猿
面
冠
者
﹄
︵
一
九
三
四
︶(

�
)

︶

フ
ロ
オ
ベ
エ
ル
は
お
坊
ち
や
ん
で
あ
る
︒
弟
子
の
モ
オ
パ
ス
サ
ン
は
大
人

で
あ
る
︒
芸
術
の
美
は
所
詮
︑
市
民
へ
の
奉
仕
で
あ
る
︒
こ
の
か
な
し
い

あ
き
ら
め
を
︑
フ
ロ
オ
ベ
エ
ル
は
知
ら
な
か
つ
た
し
モ
オ
パ
ス
サ
ン
は
知

つ
て
ゐ
た
︒
フ
ロ
オ
ベ
エ
ル
は
お
の
れ
の
処
女
作
︑
聖
ア
ン
ト
ワ
ン
ヌ
の

誘
惑
に
対
す
る
不
評
判
の
屈
辱
を
そ
そ
が
う
と
し
て
︑
一
生
を
棒
に
ふ
つ

た
︒
所
謂
刳
磔
の
苦
労
を
し
て
︑
一
作
︑
一
作
を
書
き
終
へ
る
ご
と
に
︑

世
評
は
と
も
あ
れ
︑
彼
の
屈
辱
の
傷
は
い
よ
い
よ
激
烈
に
う
づ
き
︑
痛
み
︑

彼
の
心
の
満
た
さ
れ
ぬ
空
洞
が
︑
い
よ
い
よ
ひ
ろ
が
り
︑
深
ま
り
︑
さ
う

し
て
死
ん
だ
の
で
あ
る
︒
傑
作
の
幻
影
に
だ
ま
く
ら
か
さ
れ
︑
永
遠
の
美

に
魅
せ
ら
れ
︑
浮
か
さ
れ
︑
た
う
と
う
ひ
と
り
の
近
親
は
お
ろ
か
︑
自
分

自
身
を
さ
へ
救
ふ
こ
と
が
で
き
な
ん
だ
︒
︵﹃
逆
行
﹄
︵
一
九
三
五
︶(

)

︶
10

太
宰
治
の
初
期
作
品
か
ら
は
︑﹁
傑
作
﹂
を
書
く
こ
と
を
目
的
と
す
べ
き
か
︑

﹁
市
民
へ
の
奉
仕
﹂︑
つ
ま
り
大
衆
が
喜
ぶ
作
品
を
書
く
こ
と
を
目
的
と
す
べ
き

か
と
い
う
こ
と
の
間
で
悩
ん
で
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
︒
そ
の
悩
み
の
中
で
太

宰
治
は
︑
初
期
に
は
﹁
傑
作
﹂
を
目
指
す
こ
と
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑

次
の
中
期
作
品
の
﹁
傑
作
﹂
に
対
す
る
言
葉
を
見
れ
ば
︑
そ
の
よ
う
な
﹁
傑
作
﹂

に
対
す
る
執
念
が
減
少
し
て
行
く
こ
と
が
分
か
る
︒
さ
ら
に
︑
中
期
の
末
に

到
っ
て
は
︑
か
え
っ
て
﹁
傑
作
意
識
﹂
を
批
判
し
て
い
る
よ
う
な
態
度
が
見
え

て
来
る
の
で
あ
る
︒

駄
作
だ
の
傑
作
だ
の
凡
作
だ
の
と
い
ふ
の
は
︑
後
の
人
が
各
々
の
好
み
で

き
め
る
事
で
す
︒
作
家
が
後
も
ど
り
し
て
︑
そ
の
評
定
に
参
加
し
て
ゐ
る

図
は
︑
奇
妙
な
も
の
で
す
︒
作
家
は
︑
平
気
で
歩
い
て
居
れ
ば
い
い
の
で

す
︒
五
十
年
︑
六
十
年
︑
死
ぬ
る
ま
で
歩
い
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒﹁
傑

作
﹂
を
︑
せ
め
て
一
つ
と
︑
り
き
ん
で
ゐ
る
の
は
︑
あ
れ
は
逃
げ
支
度
を
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し
て
ゐ
る
人
で
す
︒
そ
れ
を
書
い
て
︑
休
み
た
い
︒
自
殺
す
る
作
家
に
は
︑

こ
の
傑
作
意
識
の
犠
牲
者
が
多
い
や
う
で
す
︒
︵﹃
風
の
便
り
﹄
︵
一
九
四

一
︶(

)

︶
11昨

年
の
暮
︑
私
は
二
つ
の
映
画
を
見
た
︒﹃
無
法
松
の
一
生
﹄
と
か
い
ふ

の
と
︑﹃
重
慶
か
ら
来
た
男
﹄
と
い
ふ
映
画
で
あ
る
︒
さ
う
し
て
︑﹃
無
法

松
﹄
は
た
い
へ
ん
つ
ま
ら
な
か
つ
た
︒﹁
芸
術
的
﹂
と
い
ふ
努
力
は
︑
な
ん

て
ま
あ
古
い
も
ん
だ
ら
う
と
思
つ
た
︒
阪
妻
は
ヤ
ニ
ン
グ
ス
み
た
い
な
熱

演
で
︑
私
は
阪
妻
に
同
情
し
た
が
︑
し
か
し
︑
い
い
と
は
思
へ
な
か
つ
た
︒

阪
妻
に
対
す
る
不
満
で
は
な
い
︒﹃
無
法
松
﹄
と
い
ふ
映
画
に
対
す
る
不

満
で
あ
る
︒
ど
こ
が
い
い
の
か
︑
私
に
は
︑
さ
つ
ぱ
り
わ
か
ら
な
か
つ
た
︒

傑
作
意
識
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
傑
作
意
識
と
い
ふ
も
の
は
︑
か
な

ら
ず
昔
の
お
手
本
の
幻
影
に
迷
は
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
い

つ
ま
で
経
つ
て
も
︑
古
い
の
で
あ
る
︒
ま
る
で
︑
そ
れ
こ
そ
︑
筋
書
ど
ほ

り
ぢ
や
な
い
か
︒
あ
ま
り
に
︑
も
の
ほ
し
げ
で
︑
閉
口
し
た
︒﹁
芸
術
的
﹂

陶
酔
を
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
始
め
か
ら
終
り
ま
で
﹁
優
秀
場
面
﹂
の

連
続
で
︑さ
う
し
て
全
体
が
︑
ぐ
ん
な
り
し
て
ゐ
る
︒﹃
重
慶
か
ら
来
た
男
﹄

の
は
う
は
︑
こ
れ
と
は
︑
ま
る
で
反
対
で
あ
つ
た
︒
お
よ
そ
﹁
芸
術
的
﹂

で
な
い
︒
優
秀
場
面
な
ん
て
一
つ
も
な
い
︒
ひ
ど
く
皆
う
ろ
た
へ
て
走
り

廻
つ
て
ゐ
る
︒
け
れ
ど
も
私
に
は
︑
こ
れ
が
非
常
に
面
白
か
つ
た
︒
決
し

て
﹁
傑
作
﹂
で
は
な
い
︒
傑
作
だ
の
何
だ
の
そ
ん
な
事
︑
ま
る
で
忘
れ
て

走
り
廻
つ
て
ゐ
る
︒
︵﹃
芸
術
ぎ
ら
ひ
﹄
︵
一
九
四
四
︶(

)

︶
12

こ
の
よ
う
に
︑
太
宰
治
の
﹁
傑
作
﹂
に
対
す
る
意
識
は
︑
初
期
か
ら
中
期
に
か

け
て
変
化
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
近
所
の
お
爺
さ
ん
の
﹁
傑
作
意
識
﹂
の
場

面
は
︑
太
宰
治
の
初
期
作
品
に
見
ら
れ
る
﹁
傑
作
意
識
﹂
の
反
映
と
︑
﹁
傑
作
﹂

に
拘
っ
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
自
嘲
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
こ
れ
は
︑
太
宰
治
の

文
学
観
の
変
化
で
も
あ
る
︒
太
宰
治
の
作
風
は
︑
初
期
の
﹁
傑
作
﹂
を
意
識
し

た
実
験
的
な
作
品
か
ら
︑
一
般
の
読
者
向
け
の
明
る
く
て
面
白
い
作
品
に
変

わ
っ
た
の
で
あ
る
︒
太
宰
治
に
と
っ
て
中
期
は
︑
初
期
の
﹁
傑
作
意
識
﹂
の
悩

み
か
ら
脱
出
し
︑
自
分
の
文
学
の
あ
り
方
と
方
向
性
を
決
め
て
い
く
時
期
で
も

あ
っ
た
︒
そ
の
よ
う
な
太
宰
治
の
作
風
の
変
化
は
︑
従
来
︑
磯
貝
英
夫(

)

を
は
じ

13

め
と
し
て
︑
太
宰
が
結
婚
し
て
︑
子
供
を
持
ち
︑
生
活
が
安
定
し
た
と
い
う
個

人
的
な
事
情
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
き
た
が
︑
そ
れ
よ
り
も
︑
実
は
戦
時
下
と

い
う
時
代
状
況
か
ら
説
明
す
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
︒

四

太
宰
治
の
戦
時
下
の
文
学
観

太
宰
治
の
作
風
が
大
き
く
変
わ
っ
て
︑
中
期
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は

一
九
三
八
年
か
ら
で
あ
る
が
︑
内
閣
情
報
部
が
文
学
者
た
ち
を
戦
地
に
派
遣
す

る
ペ
ン
部
隊
が
結
成
さ
れ
た
の
は
同
年
八
月
の
こ
と
で
あ
る
︒
﹁
文
壇
人
に

と
っ
て
︿
当
時
︑
ペ
ン
部
隊
な
ど
に
作
家
が
加
わ
る
こ
と
は
︑
彼
の
文
学
者
と

し
て
の
生
涯
に
洋
々
た
る
未
来
を
約
束
す
る
如
く
見
え
た
﹀
こ
と
も
あ
っ
て
︑

大
方
の
文
学
者
ら
は
む
し
ろ
従
軍
を
希
望
し
た
の
で
あ
る
︒﹂
と
都
築
久
義(

)

が
14

述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
の
時
期
は
お
お
か
た
の
文
学
者
た
ち
が
ペ
ン
部
隊
を

望
ん
で
い
た
︒
し
か
し
︑
太
宰
治
は
そ
れ
と
は
違
う
方
向
を
選
ん
だ
よ
う
で
あ

る
︒
一
九
三
九
年
に
書
か
れ
た
﹃
畜
犬
談
﹄
に
は
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
︒

﹁
︵
略
︶
芸
術
家
は
︑
も
と
も
と
弱
い
者
の
味
方
だ
つ
た
筈
な
ん
だ
︒﹂
私
は
︑
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途
中
で
考
へ
て
来
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
言
つ
て
み
た
︒﹁
弱
者
の
友
な
ん

だ
︒
芸
術
家
に
と
つ
て
︑
こ
れ
が
出
発
で
︑
ま
た
最
高
の
目
的
な
ん
だ
︒

こ
ん
な
単
純
な
こ
と
︑
僕
は
忘
れ
て
ゐ
た
︒
僕
だ
け
ぢ
や
な
い
︒
み
ん
な

が
︑
忘
れ
て
ゐ
る
ん
だ
︒
︵﹃
畜
犬
談
﹄
︵
一
九
三
九
︶(

)

︶
15

当
時
は
前
述
し
た
よ
う
に
国
策
文
学
の
隆
盛
の
時
期
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
中

で
太
宰
治
は
自
分
な
り
の
作
品
を
書
き
続
け
た
︒
同
じ
戦
時
下
に
書
か
れ
た

﹃
畜
犬
談
﹄
の
﹁
弱
い
者
﹂
の
た
め
の
﹁
芸
術
家
﹂
と
い
う
の
が
正
確
に
何
を
表

し
て
い
る
の
か
を
推
測
す
る
の
は
難
し
い
が
︑
当
時
︑
国
家
意
識
の
高
揚
の
た

め
に
書
か
れ
た
国
策
文
学
を
目
指
し
た
文
学
者
た
ち
と
は
異
な
る
意
味
だ
っ
た

の
は
た
し
か
で
あ
る
︒﹁
瘤
取
り
﹂
に
見
ら
れ
る
人
々
を
喜
ば
せ
る
︑
つ
ま
り
俗

を
志
向
す
る
文
学
は
︑
高
み
を
志
向
す
る
純
文
学
と
は
異
な
る
︒﹃
お
伽
草
紙
﹄

の
最
後
の
作
品
で
あ
る
﹁
舌
切
雀
﹂
の
冒
頭
で
︑
語
り
手
は
﹁
私
は
こ
の
﹁
お

伽
草
紙
﹂
と
い
ふ
本
を
︑
日
本
の
国
難
打
開
の
た
め
に
敢
闘
し
て
ゐ
る
人
々
の

寸
暇
に
於
け
る
慰
労
の
さ
さ
や
か
な
玩
具
と
し
て
恰
好
の
も
の
た
ら
し
む
べ

く
﹂
書
き
す
す
め
て
来
た
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
﹁
国
難
打
開
の
た
め
に
敢
闘

し
て
ゐ
る
人
々
﹂
と
い
う
の
は
︑
政
府
や
軍
部
に
い
る
人
々
で
は
な
く
︑
市
井

の
片
隅
で
微
力
な
が
ら
﹁
敢
闘
し
て
﹂
生
活
し
て
い
る
人
々
を
指
す
の
だ
ろ
う
︒

語
り
手
は
︑
そ
の
後
︑﹁
私
は
日
本
を
大
事
に
し
て
ゐ
る
﹂︑﹁
そ
れ
ゆ
ゑ
︑
私
は

日
本
一
の
桃
太
郎
を
描
写
す
る
事
は
避
け
﹂
る
と
言
い
︑﹁
こ
の
舌
切
雀
の
主
人

公
は
︑
日
本
一
ど
こ
ろ
か
︑
逆
に
︑
日
本
で
一
ば
ん
駄
目
な
男
と
言
つ
て
よ
い

か
も
知
れ
ぬ
︒
﹂
と
語
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
駄
目
な
男
の
人
物
設
定
は
﹃
お

伽
草
紙
﹄
で
は
︑
共
通
し
て
見
ら
れ
る
︒
弱
い
人
物
の
設
定
は
﹃
畜
犬
談
﹄
で

言
う
﹁
弱
い
者
﹂
と
同
じ
文
脈
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
先
述
し
た
よ

う
に
︑
戦
時
下
に
は
︑
国
の
た
め
に
頑
張
っ
て
協
力
し
︑
戦
場
に
出
て
戦
う
人
々

も
い
れ
ば
︑
戦
争
の
た
め
に
は
ほ
と
ん
ど
役
に
立
た
ず
︑
当
時
の
世
間
か
ら
見

れ
ば
価
値
の
無
い
よ
う
な
人
々
も
い
る
わ
け
で
あ
る
︒
太
宰
治
自
身
は
自
分
を

そ
の
後
者
の
中
の
一
人
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒
太
宰
治
が
俗
の
文
学
を
選

ん
だ
理
由
は
︑
そ
れ
を
自
ら
選
ぶ
こ
と
で
当
時
の
戦
時
下
の
状
況
で
︑
直
接
戦

争
の
役
に
立
た
な
い
よ
う
な
︑
あ
る
い
は
世
間
か
ら
そ
う
思
わ
れ
る
よ
う
な

人
々
を
慰
め
︑
楽
し
ま
せ
る
た
め
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
︒

ま
と
め

﹁
価
値
﹂
と
い
う
の
は
︑
状
況
に
よ
っ
て
変
わ
る
も
の
で
あ
る
︒﹁
瘤
取
り
﹂

は
︑
戦
時
下
と
い
う
当
時
の
﹁
価
値
﹂
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
作
品
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒﹁
瘤
取
り
﹂
の
話
に
は
︑
昔
話
の
勧
善
懲
悪
で
見
ら
れ
る

善
と
悪
は
無
く
︑
価
値
の
違
い
だ
け
が
存
在
し
て
お
り
︑
そ
の
価
値
に
は
優
劣

も
無
い
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
﹁
瘤
取
り
﹂
を
戦
時
下
と

い
う
状
況
と
関
連
づ
け
て
考
え
る
と
︑﹁
瘤
取
り
﹂
で
見
ら
れ
る
価
値
観
の
対
比

は
︑
戦
争
に
直
接
役
に
立
つ
こ
と
を
最
高
の
価
値
と
見
る
当
時
の
状
況
を
相
対

化
す
る
役
割
を
は
た
し
て
い
る
と
言
え
る
︒
ま
た
︑﹁
瘤
取
り
﹂
で
は
︑
戦
争
に

入
っ
て
か
ら
︑
そ
れ
ま
で
の
傑
作
の
願
望
を
持
っ
て
実
験
的
な
作
品
を
多
く
書

い
た
作
風
か
ら
離
れ
︑
人
々
を
喜
ば
せ
る
俗
な
文
学
を
選
ん
だ
太
宰
治
の
意
識

変
化
が
見
ら
れ
る
と
同
時
に
︑﹁
傑
作
﹂
に
執
着
し
た
初
期
の
姿
勢
に
対
す
る
自

嘲
の
姿
も
窺
わ
れ
る
︒
そ
し
て
︑戦
時
下
で
直
接
役
に
立
た
な
い
人
々
を
慰
め
︑

楽
し
ま
せ
る
た
め
に
自
ら
俗
の
文
学
を
選
ん
だ
太
宰
治
の
文
学
観
も
見
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
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︻
注
︼

︵
�
︶
浦
田
義
和
﹁
﹃
お
伽
草
紙
﹄
国
民
童
話
﹂︵
﹃
太
宰
治

制
度
・
自
由
・
悲
劇
﹄
︑
一
九

八
六
年
三
月
︑
法
政
大
学
︶

︵
�
︶
長
谷
川
泉
﹁
瘤
取
り
│
太
宰
治
│
﹂︵
﹃
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
﹄
︑
一
九
七
○
年
三

月
︑
有
精
堂
︶

︵
�
︶
佐
藤
厚
子
﹁
太
宰
治
﹃
お
伽
草
紙
﹄
論
│
〝
昔
話
〟
か
ら
﹁
新
し
い
物
語
﹂
へ
│
﹂

︵﹃
椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集
﹄︑
二
○
○
六
年
︑
椙
山
女
学
園
大
学
︶

︵
�
︶
︵
�
︶
に
同
じ
︒

︵
�
︶
︵
�
︶
に
同
じ
︒

︵
�
︶
﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
︵
一
九
二
七
年
七
月
二
十
五
日
︶

︵
	
︶
澁
川
驍
は
︑﹃
日
本
文
学
大
事
典

第
一
巻
﹄︵
一
九
七
七
年
︑
講
談
社
︶
で
︑
宇
野

浩
二
は
﹁
大
患
後
純
文
学
追
及
へ
の
熱
意
は
い
っ
そ
う
強
く
︑
感
想
や
随
筆
に
そ
の

所
信
を
吐
露
し
︑
そ
れ
ら
を
集
め
て
︑﹃
一
途
の
道
﹄
を
出
版
し
た
り
し
た
が
︑
そ
の

ひ
た
む
き
な
態
度
か
ら
﹁
文
学
の
鬼
﹂
と
呼
称
さ
れ
た
︒
﹂
と
書
い
て
い
る
︒

︵
�
︶
渥
美
孝
子
﹁
太
宰
治
﹃
お
伽
草
紙
﹄
﹂︵
日
本
文
学
︑
一
九
九
○
年
十
二
月
︑
日
本
文

学
協
会
︶

︵
�
︶﹃
猿
面
冠
者
﹄
の
初
出
は
﹁
鷭
﹂︵
一
九
三
四
年
七
月
︶
︒
後
に
﹃
晩
年
﹄︵
一
九
三
六

年
六
月
︑
砂
子
屋
書
房
︶
に
収
録
さ
れ
た
︒

︵

︶﹃
逆
行
﹄﹁
盗
賊
﹂
の
初
出
は
﹁
帝
国
大
学
新
聞
﹂︵
一
九
三
五
年
十
月
︑
帝
国
大
学
新

10

聞
社
︶
︒
後
に
﹃
晩
年
﹄
︵
一
九
三
六
年
六
月
︑
砂
子
屋
書
房
︶
に
収
録
さ
れ
た
︒

︵

︶﹃
風
の
便
り
﹄﹁
秋
﹂
の
初
出
は
﹁
文
藝
﹂︵
一
九
四
一
年
十
一
月
︑
改
造
社
︶
︒
後
に

11
﹃
風
の
便
り
﹄
︵
一
九
四
二
年
四
月
︑
利
根
書
房
︶
に
収
録
さ
れ
た
︒

︵

︶﹃
芸
術
ぎ
ら
ひ
﹄
の
初
出
は
︑﹁
映
画
評
論
﹂︵
一
九
四
四
年
四
月
︑
日
本
映
画
出
版
株

12

式
会
社
︶
︒
後
に
﹃
太
宰
治
随
想
集
﹄︵
一
九
四
八
年
三
月
︑
若
草
書
房
︶
に
収
録
さ
れ

た
︒

︵

︶
磯
貝
英
夫
は
﹁
﹃
お
伽
草
紙
﹄
論
﹂
︵
﹃
作
品
論

太
宰
治
﹄
︑
二
○
○
○
年
十
二
月
︑

13

双
文
社
出
版
︶
の
中
で
︑﹁
瘤
取
り
﹂
に
つ
い
て
﹁
戦
時
下
は
︑
太
宰
に
と
っ
て
︑
自

己
と
周
囲
と
の
一
時
的
融
和
の
時
期
で
あ
っ
て
︑﹁
人
間
失
格
﹂
に
示
さ
れ
る
よ
う
な

自
他
の
断
絶
感
は
表
立
た
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
﹂
が
︑﹁
す
べ
て
を
性
格
と
し

て
許
容
す
る
こ
と
を
︑
最
終
的
に
結
論
と
し
て
い
る
わ
け
で
︑
そ
こ
に
は
︑
当
時
の
太

宰
の
比
較
的
に
明
る
い
心
情
の
反
映
が
確
か
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒
﹂
と

述
べ
て
い
る
︒

︵

︶
都
築
久
義
﹃
戦
時
下
の
文
学
﹄
︵
和
泉
書
院
︑
一
九
八
五
年
九
月
︶
︒

14
︵

︶﹃
畜
犬
談
﹄
の
初
出
は
︑﹁
文
学
者
﹂︵
一
九
三
九
年
十
月
︑
上
田
屋
書
店
︶
︒
後
に
﹃
皮

15

膚
と
心
﹄
︵
一
九
四
○
年
四
月
︑
竹
村
書
房
︶
に
収
録
さ
れ
た
︒

︵
シ
ン

ソ
ル
フ
ァ

本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
平
成
二
八
年
度
修
了
︶
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