
芥
川
龍
之
介

「
地
獄
変
」

に
お
け
る
語
り
手
の
視
点
の
問
題

r--.. 

一
'-../ 

「
地
獄
変
」
が
初
め
て
発
表
さ
れ
た
の
は
、
大
正
七
年
五
月

一
日

1
二
十
三

日
発
行
(
五
日
、
十
六
日
休
載
)
の
「
大
阪
毎
日
新
聞
夕
刊
」
に
お
い
て
で
あ

る
。
計
二
十
回
の
連
載
で
あ
っ
た
。
同
年
五
月
二
日
1
二
十
二
日
発
行
(
十
八

日
休
載
)
の

「東
京
日
日
新
聞
」
に
も
載
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
新
聞
を
初
出
と

す
る
。
残
念
な
が
ら
、
こ
の
時
の
原
稿
は
行
方
不
明
で
あ
る
。
現
存
し
な
い
と

な
ぜ
言
い
き
ら
な
い
か
と
い
え
ば
、
昭
和
二
年
、
岩
波
書
庖
か
ら
出
版
さ
れ
た

(注
l
)

『芥
川
龍
之
介
全
集
』
の
月
報
に
次
の
文
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

「地
獄
嬰
」
も
、
単
行
本
と
多
少
違
っ
た
と
こ
ろ
が
生
じ
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
大
地
震
の
前
に
玄
文
吐
か
ら
歴
史
物
ば
か
り
を
集
め
て
、

「
泥
七

賓
」
と
題
し
て
盟
行
本
を
出
版
す
る
橡
定
で
、
原
稿
に
手
を
入
れ
て
玄
文

祉
の
人
に
手
渡
し
て
あ
っ
た
の
が
、
大
地
震
の
た
め
に
玄
文
一
吐
が
潰
れ
て

桑

原

イ圭

代

し
ま
っ
た
の
で
、
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
仕

合
せ
な
こ
と
に
、

「地
獄
繁
L

の
原
稿
だ
け
を
堀
川
寛

一
君
が
持
出
し
て

く
れ
て
、
無
事
な
る
を
得
た
の
で
す
。
今
度
の
は
、
悉
く
そ
れ
に
則
っ
た

(注
2
)

均一時です
。

第
二
の
本
文
は
、
大
正
八
年

一
月
十
五
日
に
新
潮
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
第
三

短
篇
集
で
、

「戯
作
=
一昧
」
「
枯
野
抄
」
そ
の
他
七
編
と
共
に
収
録
さ
れ
た

(初

版
)
。
こ
の
短
篇
集
の
書
名
は
、
『
健
偏
師
』
と
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
刊
行
の
前

後
に
知
人
や
友
人
に

(注
3
)

世
の
中
は
箱
に
入
れ
た
り
依
偏
師

と
い
う
句
を
送
っ
て
い
る
。
三
好
行
雄
氏
は
、
こ
の
こ
と
か
ら
「
龍
之
介
の
白

(注
4
)

負
が
推
測
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
地
獄
変
」
は
、
こ
の
短
篇
集
の
巻
末

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
こ
の
作
品
は
、
「
自
負
」
し
て
い
た
と

「推
測
で
き
る
」
短
篇
集
の
作
品
の
中
で
も
、
か
な
り
の
自
信
作
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。
こ
の
版
の
本
文
は
、
「
『
東
京
日
日
新
聞
』
の
本
文
に
訂
正
を
加
え

nペ
υ

「

hυ
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(注

S
)

た
」
も
の
で
あ
る
。

『健
偏
師
』
の
本
文
で
目
立
っ

た
書
き
か
え
は
、
四
節
の

良
秀
の
性
格
の
特
徴
か
ら
「
好
色
」
が
削
除
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま

た
、
七
節
の
「
今
ま
で
よ
り
は
恐
ろ
し
い
狂
ひ
方
」
が

「
そ
の
甚
し
い
夢
中
に

(注
6
)

な
り
方
」
と
書
き
か
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
『
偽
偏
師
』
の
本
文
に

は
、
芥
川
自
身
の
改
訂
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
『
傍
偏
師
』
に
は
縮
刷
普

(注
7
)

及
版
が
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
本
文
は
、
縮
刷
普
及
版
で
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と

と
、
次
の
理
由
で
書
き
か
え
の
検
討
に
用
い
な
か
っ
た
。

大
き
な
訂
正
が
な
い
の
で
、
作
者
の
訂
正
で
あ
る
と
は
断
言
で
き
ず
、
ま

(注
8
)

た

一
律
に
論
じ
ら
れ
る
か
ど
う
か
も
疑
問
で
あ
る

第
三
の
本
文
は
、
大
正
十
年
九
月
十
八
日
、
春
陽
堂
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
地

獄
変
ヴ
エ
ス
ト
ポ
ケ
ッ
ト
傑
作
叢
書
第
四
篇
』
で
あ
る
。
私
は
、
実
際
に
こ
の

本
を
見
て
い
な
い
の
で
詳
し
い
こ
と
は
き
守
え
な
い
が
、
『
芥
川
龍
之
介
集
第
二

巻
』
に
よ
る
と
、
こ
の
本
文
は
『
健
偏
師
』
に

「訂
正
を
加
え
た
も
の
」
ら
し

(詮
9
v

ぃ。

「誤
植
が
非
常
に
多
く
、
作
者
が
校
正
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
」
と
あ
る

の
で
、
こ
の
本
文
も
書
き
か
え
の
検
討
に
は
使
わ
な
か
っ
た
。
な
お
、
こ
の
本

(
佳
叩
)

に
は

「異
装
版
(
大
正
日
年
2
月
8
日
発
行
、
文
芸
泰
萩
社
山
出
版
部
)
が
あ
る
。
」

書
名
は
『
地
獄
変
』
で
、
「き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
侍
」「
枯
野
抄
」
そ
の
他
三
編

と
共
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
実
際
こ
の
本
を
見
た
と
こ
ろ
、
誤
植
が
多
い
。
よ
っ

て
『
地
獄
変
ヴ
エ
ス
ト
ポ
ケ
ッ
ト
傑
作
叢
書
第
四
篇
』
同
様
、
作
者
の
校
正
が

あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
の
で
、
こ
の
本
文
に
も
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。

第
四
の
本
文
は
、
新
潮
社
の
『
芥
川
龍
之
介
集
現
代
小
説
全

集

第

一
巻』

(
大
正
十
四
年
四
月
一
日
発
行
)
で
あ
る
。

C
文
は
、

K
文
に
訂
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
(
略
)
し
か
し
な
お
、

「娘
御
を
愚
民
に
」
(
初
出
文

「娘
を
御
最
展
に
」
八
略

V
)
の
よ
う
に
、

(
在
日
〉

A
文
か
ら
の
誤
植
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
例
も
い
く
つ
か
あ
る
。

右
の
文
か
ら
『
芥
川
龍
之
介
集

現

代

小

説

全

集

第

一
巻
』
は
、
『
縮
刷

普
及
版
傍
偏
師
』
だ
け
で
な
く
、
初
版
で
あ
る
『
俗
儒
師
』
の
影
響
も
少
な
か

ら
ず
受
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

大
正
十
五
年
五
月

一
目
、
同
じ
く
新
潮
社
か
ら
『
芥
川
龍
之
介
集
現
代
小

説

全

集

第

一
巻
』
の
再
刊
本
が
出
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
未
見
で
あ
る
が
、

こ
の
本
は
再
刊
本
と
い
う
こ
と
で
、
本
文
検
討
に
は
用
い
な
い
こ
と
と
す
る
。

芥
川
生
前
の
異
本
は
以
上
で
あ
る
。
も
う

一
冊
見
て
お
き
た
い
。
彼
が
自
殺

し
た
年
(
昭
和
二
年
)
の
十
一
月
に
岩
波
書
庖
か
ら
刊
行
さ
れ
た

『芥
川
龍
之

介
全
集
第

一
巻
』
で
あ
る
。
こ
の
本
文
は
、
先
に
紹
介
し
た
月
報
第
二
号
の
引

用
を
参
照
し
て
も
ら
え
ば
分
か
る
よ
う
に
、
芥
川
の
書
き
入
れ
に
従
っ
て
校
訂

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
、
初
出
や
初
版
と
同
じ
く
ら
い
の
意
味
を
持
つ
本
文
だ

と
い
え
る
。
ま
た
、
こ
の
月
報
の
引
用
か
ら
、
関
東
大
震
災
前
に
玄
文
社
か
ら

出
版
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
幻
の
本
『
泥
七
賓
』
が
あ

っ
た
こ
と
も
分
か
る
。

以
上
が

「地
獄
変
」
に
か
か
わ
る
異
本
で
あ
る
。
諸
本
聞
に
は
、
図
ー
の
よ

う
な
関
係
が
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。
今
ま
で
の
説
明
と
こ
の
図
ー
か
ら
も
明
ら
か

な
よ
う
に
、
重
要
な
版
は
、
初
出

「大
阪
毎
日
新
聞
夕
刊
」、
初
版

『保
偏
師
』、

『
芥
川
龍
之
介
全
集
第

一
巻
』
の
三
点
に
絞
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
『
芥

川
龍
之
介
集

現

代
小
説
全

集

第

一
巻
』
も
、
初
版
の
影
響
を
受
け
て
い
る

か
ら
と
い
う
理
由
で
、

三
点
に
つ
け
加
え
た
い
。
こ
の
四
つ
の
本
文
で
、
本
文

検
討
を
し
て
い
き
た
い
。
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芥
川
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全
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「地
獄
変
」
は
、
周
知
の
よ
う
に
一
人
称
で
描
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
一
人

称
小
説
と
は
、

「私
」
が
語
り
手
と
し
て
作
中
に
登
場
す
る
小
説
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
語
り
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
た
め
に
ま
ず
便
宜

的
に
二
十
節
の
大
節
を
記
し
て
お
く
。

一
節
大
殿
様
に
つ
い
て

二
節
猿
の
献
上
、
娘
と
猿
の
出
会
い

三
節
娘
と
、
父
良
秀
の
周
囲
へ
の
受
け
入
れ
ら
れ
方
の
対
比

四
節
良
秀
の
性
格
と
絵
の
評
判
に
つ
い
て

五
節
良
秀
の
、
娘
へ
の
溺
愛
ぶ
り

六
節
地
獄
変
の
扉
風
に
つ
い
て

七
、
八
、
九
、
十
、
十
一
節
地
獄
変
の
扉
風
制
作
に
お
け
る
良
秀
の
異
常

さ
(
異
形
の
夢
、
弟
子
が
鎖
で
縛
ら
れ
る
事
件
、
弟
子
が
耳
木
兎
に

襲
わ
れ
る
事
件
)

十
二
節
涙
も
ろ
く
な
る
良
秀
と
気
欝
に
な
る
良
秀
の
娘
。
或
る
夜
の
不
審

な
気
配

十
三
節
娘
が
襲
わ
れ
る
事
件

十
四
、
十
五
節
良
秀
、
大
殿
に
横
榔
毛
の
車
に
上
薦
を
乗
せ
て
焼
い
て
も

ら
い
た
い
と
願
う
。

十
六
、
十
七
、
十
八
、
十
九
節
娘
が
焼
か
れ
る
事
件

二
十
節
絵
を
描
き
上
げ
て
自
殺
し
た
良
秀

十
八
節
の
最
後
に

そ
の
猿
が
何
慮
を
ど
う
し
て
こ
の
御
所
ま
で
、
忍
ん
で
来
た
か
、
そ
れ

は
勿
論
誰
に
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
が
、
日
頃
可
愛
が
っ
て
く
れ
た
娘
な
れ

(住
ロ
)

ば
こ
そ
、
猿
も
一
し
ょ
に
火
の
中
へ
は
い
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。

(
注
目
)

と
い
う
文
章
が
あ
る
。
だ
が
、
芥
川
は
、
『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
一
巻
』
に

「地
獄
変
」
が
収
録
さ
れ
る
際
、
こ
の
部
分
を
削
除
し
た
。
な
ぜ
削
除
し
た
か

に
つ
い
て
は
、
「
説
明
に
堕
し
た
こ
の

一
節
が
、
小
説
の
緊
迫
し
た
リ
ズ
ム
を

(

注

は

)

(

法

凶

)

中
断
す
る
の
を
嫌
っ
た
」
た
め
や

「単
な
る
動
物
報
恩
護
と
し
な
い
た
め
」
な

ど
が
言
わ
れ
て
い
る
。

大
筋
を
参
照
し
て
も
ら
っ
た
ら
い
い
の
だ
が
、
語
り
出
し
の

一
節
に
、

大
殿
様
御

一
代
の
聞
に
は
、
後
々
ま
で
も
語
り
草
に
な
り
ま
す
や
う
な
事

(
注
目
印
)

が
、
随
分
津
山
に
ご
ざ
い
ま
し
た
。

と
あ
り
、
途
中
で
娘
が
焼
か
れ
る
事
件
が
あ
り
、
最
後
は
、

(
良
秀
の
墓
で
あ
る
)
小
さ
な
標
の
石
は
、
そ
の
後
何
十
年
か
の
雨
風
に

曝
さ
れ
て
、
と
う
の
昔
誰
の
墓
と
も
知
れ
な
い
や
う
に
、
本
口蒸
し
て
ゐ
る

(
注
げ
)

に
ち
が
ひ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

と
な
っ
て
い
る
。
渡
漫
正
彦
氏
は
、
こ
の
こ
と
か
ら

良
秀
ば
か
り
で
な
く
大
殿
も
既
に
こ
の
世
の
人
で
な
い
と
想
像
で
き
る
。

こ
の
物
語
が
こ
の
よ
う
な
額
縁
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
念
頭
に

(
注
同
)

入
れ
て
置
き
た
い
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
私
」
以
外
、
地
獄
変
扉
風
絵
物
語
の
全
容
を

知
っ
て
い
る
人
が
現
在
い
な
い
と
い
う
設
定
で
、
事
件
は
語
ら
れ
て
ゆ
く
の
で

本
U

フ
旬
。
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従
来
の
語
り
論
に
お
い
て
、
語
り
の
構
造
に
つ
い
て
は
か
な
り
言
及
さ
れ
て

い
る
よ
う
だ
が
、
語
り
手
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
検
証
は
、
ほ
と
ん
ど
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
。
語
り
手
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
た
の
は
、
「
青
侍
ら
し
(討

ず
」
、

(注

初

)

ハ

謹

む

)

「
下
級
官
吏
」
「
近
侍
の
侍
」
な
ど
で
、
詳
し
い
分
析
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

だ
が
、
語
り
の
構
造
、
ひ
い
て
は
作
品
全
体
の
世
界
を
読
み
と
る
に
は
、
こ
の

作
品
が
一
人
称
で
あ
る
以
上
、
ま
ず
そ
の
語
り
手
に
つ
い
て
分
析
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
最
近
か
な
り
詳
し
く
検
証
し
た
清
水
さ
ゆ
り
氏
の

意
見
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
私
な
り
に
語
り
手
に
つ
い
て
分
析
し
た
い
。

清
水
氏
は
、
語
り
手
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
、
年
齢
、
性
別
、
身
分
の
三

つ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
手
が
か
り
と
な
る
本
文
の
部
分
を
指
摘
し
て
い
る
。

だ
が
、
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
箇
所
が
私
と
は
多
少
違
う
の
で
、
そ
の
点
を
整

理
し
な
が
ら
分
析
し
よ
う
。

大
殿
様
御
一
代
の
聞
に
は
:
・
一
章

大
殿
様
に
も
二
十
年
来
御
奉
公
・
・

一
章

私
は
一
生
の
中
に
唯
一
度
・
・
十
五
章

そ
の
後
何
十
年
か
の
雨
風
に
目
:
二
十
章

(
墓
が
)
苔
蒸
し
て
ゐ
る
に
:
:
・
二
時
草

の
箇
所
を
清
水
氏
は
取
り
上
げ
て
、

こ
の
よ
う
に
、
地
獄
変
扉
風
の
事
件
が
起
こ

っ
た
時
、
既
に
語
り
手
は

二
十
年
も
大
殿
に
仕
え
て
い
た
人
間
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
後
数
十
年
を

経
て
良
秀
の
墓
が
苔
蒸
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

H

今
H

に
至
っ
て
い
る
。

そ
の
上
、
大
殿
の
一
生
を
看
取
っ
た
よ
う
な
、
そ
し
て
自
分
自
身
も
一
生

を
振
り
返
っ
て
述
べ
て
い
る
よ
う
な
記
述
が
あ
る
の
で
、
仮
り
に
十
五
の

時
か
ら
大
殿
に
仕
え
た
と
し
て
事
件
の
頃
は
三
十
五
、
そ
れ
か
ら
H

何
十

年
か
H

を
三
十
年
く
ら
い
だ
と
考
え
る
と
、
六
十
代
半
ば
の
老
人
が
浮
か

(注
目
)

ん
で
く
る
。

と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
お
か
し
い
の
は
、
手
が
か
り
と
な
る
箇
所
に
、
「
(
墓
が
)
苔
蒸
し
て

ゐ
る
に
・
・
」
を
挙
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
初
出
で
は
、

尤
も
小
さ
な
標
の
石
は
、
そ
の
後
何
十
年
か
の
雨
風
に
曝
さ
れ
て
、
と
う

の
昔
誰
の
墓
と
も
知
れ
な
い
や
う
に
、
苔
蒸
し
て
ゐ
る
で
ご
ざ
い
ま
出
?

と
な
っ
て
い
る
。
『
健
保
師
』
に
収
録
す
る
際
に

「苔
蒸
し
て
ゐ
る
で
ご
ざ
い

ま
せ
う
。
」
か
ら
「
苔
蒸
し
て
ゐ
る
に
ち
が
ひ
こ
ざ
い
ま

t
AP」
へ
書
き
か
え

ら
れ
た
。
強
い
口
調
に
変
わ
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
語
り
手
が
、
良
秀
の
墓
が

苔
蒸
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
実
際
に
見
て
い
な
い
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ

れ
は
、
こ
の
世
の
地
獄
を
体
験
し
て
壮
絶
な
地
獄
変
扉
風
を
仕
上
げ
た
良
秀
の

墓
は
、
「
誰
の
墓
と
も
知
れ
な
い
や
う
に
苔
蒸
し
て
」
い
て
ほ
し
い
と
い
う
語

り
手
の
主
観
が
ま
じ
っ
た
文
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
書
き
か
え
に
よ
っ

て
、
さ
ら
に
強
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
清
水
氏
は
、
手
が
か
り
の
箇

所
か
ら
推
測
し
て
、
語
り
手
は
「
六
十
代
半
、は
の
老
人
」
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、

は
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
清
水
氏
の
い
う
よ
う
に
、
十
五
の
頃
か
ら
大
殿
に

仕
え
て
い
た
と
設
定
し
、

三
十
年
仕
え
た
こ
と
は
本
文
に
書
か
れ
て
い
る
か
ら

信
用
す
る
と
、
三
十
五
歳
に
な
る
。
し
か
し
、
「
そ
の
後
何
十
年
か
」
を
検
討

す
る
の
に
、

「苔
蒸
し
て
ゐ
る
」
が
語
り
手
の
推
測
で
あ
る
以
上
、

「
三
十
年
く

ら
い
」
と
限
定
す
る
根
拠
に
は
使
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
私

は、

「何
十
年
」
を
二
十
年
以
上
と
考
え
、
語
り
手
は
老
境
に
い
る
人
物
と
推

-57-
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測
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

次
に
性
別
に
つ
い
て
だ
が
、
そ
れ
は

十
二
章
で

「も
し
狼
籍
者
で
も
あ
っ
た
な
ら
、
日
に
も
の
見
せ
て
く
れ
や

う
と
」
と
あ
る
こ
と
や
、
十
七
章
で

「私
と
向
ひ
あ
っ
て
ゐ
た
侍
は
」
と

あ
る
こ
と
、
そ
れ
に
語
ら
れ
る
言
葉
が

「牽
強
附
舎
」
「
慢
業
重
昼
」
な

ど
漢
語
混
じ
り
で
女
性
の
使
う
も
の
で
は
な
い
と
い
う
感
じ
を
受
け
る
こ

と
、
そ
し
て
貴
人
の
側
近
に
侍
る
者
は
男
性
に
は
男
性
、
女
性
に
は
女
性

と
考
え
て
ほ
ほ
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
男
性
だ
と
考

(
注
目
担

え
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。

と
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
意
見
に
賛
成
す
る
が
、
つ
け
加
え
て
い
え
ば
、
十
三

音
十
の

そ
の
晩
の
あ
の
女
は
、
ま
る
で
人
聞
が
違
っ
た
や
う
に
、
生
々
と
私
の
眼

(
注
幻
)

に
映
り
ま
し
た
。

と
の
文
か
ら
考
え
て
も
、

「あ
の
女
」
と
映
る

「私
」
は
男
性
だ
と
考
え
て
も

間
違
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

身
分
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
。

御
側
に
仕
へ
て
ゐ
た
私
ど
も
が
・
・

一
章

向
か
ひ
あ
っ
て
ゐ
た
侍
は
・
・
十
七
章

御
側
の
者
た
ち
に
瞬
せ
を
:
-
十
七
章

こ
の
よ
う
に
、
語
り
手
は
自
ら
が
大
殿
の
側
近
に
あ
り
な
が
ら
、
十
七

章
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
ま
だ
更
に
大
殿
の

H

御
側
去
ら
ず
H

の
人
聞
が
い

る
よ
う
な
諮
り
方
を
し
て
い
る
。
大
殿
が
車
を
焼
く
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ

た
時
、
語
り
手
は
大
殿
の
側
で
は
な
く
縁
の
下
に
い
て
侍
と
向
か
い
合
つ

て
い
た
の
で
あ
る
。
高
い
地
位
で
な
く
大
殿
の
側
に
侍
し
て
い
ら
れ
る
者

と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
舎
人
と
い
う
身
分
で
あ
る
。
大
殿
は
皇
族
で

は
な
い
の
で
厳
密
に
は
舎
人
で
な
く
、
上
級
公
家
に
与
え
ら
れ
る
資
人
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
こ
れ
な
ら
江
戸
時
代
の
小
姓
等
に
相
当
し
、
身

分
と
し
て
は
さ
ほ
ど
高
く
な
く
と
も
貴
人
の
側
近
に
あ
っ
て
雑
役
や
護
衛

の
任
に
あ
た
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
語
り
手
は
、
老
境
に

(
注
初
)

あ
る
資
人
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
恩
わ
れ
る
。

だ
い
た
い
清
水
氏
の
説
に
は
同
調
す
る
の
だ
が
、
少
し
つ
け
加
え
て
お
き
た

い
。
身
分
に
つ
い
て
考
え
る
手
が
か
り
に
、
「
私
」
が
良
秀
の
弟
子
と
親
し
い

こ
と
を
つ
け
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。
大
殿
の
身
分
が
高
い
の
に
対
し
て
、
絵
師

で
あ
る
良
秀
は
身
分
が
低
い
。
そ
ん
な
身
分
の
低
い
良
秀
の
弟
子
と
親
し
い
と

い
う
こ
と
は
、
「
私
」
が
高
い
地
位
の
家
人
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
裏
づ
け
に

な
る
の
だ
。

清
水
氏
は
、
語
り
手
を
資
人
だ
と
述
べ
て
い
る
。

位
階
の
特
典
と
し
て
親
王
・
内
親
王
に
賜
わ
る
資
人
を
位
分
帳
内
、
貴

族
に
賜
わ
る
資
人
を
位
分
資
人
、
官
職
の
特
典
と
し
て
与
え
ら
れ
る
資
人

を
職
分
資
人
と
い
う
。
帳
内
は
六
位
以
下
の
人
の
子
(
嫡
庶
不
論
、
以
下

同
じ
)
お
よ
び
庶
人
か
ら
採
用
し
、
位
分
資
人
に
内
八
位
以
上
の
人
の
子

を
と
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
職
分
資
人
に
は
内
八
位
以
上
の
人
の
子
を
と

(注
M
m
)

る
こ
と
は
認
め
ら
れ
た
。

右
の
資
料
か
ら
、
語
り
手
は
資
人
で
も
、
位
分
資
人
か
職
分
資
人
か
の
ど
ち

ら
か
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
よ
っ
て
、
身
分
も
内
八
位
ぐ
ら
い
と

一
応
推
測

で
き
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
語
り
手
は
、
位
分
資
人
か
職
分
資
人
の
身
の
老

。口
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人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

r-.. 
一一
、ーノ

さ
て
、
こ
の
語
り
手
の
話
は
、
回
想
し
て
語
る
せ
い
か
、
不
必
要
か
と
思
わ

れ
る
ほ
ど
説
明
が
入
る
。
こ
の
こ
と
を
最
初
に
指
摘
し
た
小
島
政
二
郎
氏
の
批

(
法
犯
)

評
に
対
し
て
、
芥
川
は
次
の
書
簡
を
送
っ
て
い
る
。

「
あ
の
小
説
の
中
の
説
明
」
に
な
る
と
私
に
も
云
ひ
分
が
あ
り
ま
す
と

云
ふ
の
は
あ
の
ナ
レ
エ
シ
ヨ
ン
で
は
二
つ
の
説
明
が
互
に
か
ら
み
合
っ
て

ゐ
て
そ
れ
が
表
と
一
一
裏
に
な
っ
ゐ
る
の
で
す
そ
の

一
つ
は
日
向
の
説
明

で
そ
れ
は
あ
な
た
が
例
に
奉
げ
た
中
の
多
く
で
す
も
う

一
つ
は
陰
の
説

明
で
そ
れ
は
大
殿
と
良
秀
の
娘
と
の
聞
の
関
係
を
懲
愛
で
は
な
い
と
否
定

し
て
行
く
(
そ
の
賞
そ
れ
を
肯
定
し
て
ゆ
く
)
説
明
で
す
こ
の
二
つ
の

説
明
は
あ
の
ナ
レ
エ
シ
ヨ
ン
を
組
み
上
げ
る
に
於
て
お
互
に
ア
ク
テ
ユ
エ

エ
ト
し
合
ふ
性
質
の
も
の
だ
か
ら
ど
っ
ち
も
差
し
抜
き
が
つ
き
ま
せ
ん

そ
れ
で
誇
々
し
い
が
あ
あ
云
ふ
事
に
な
っ
た
の
で
す
勿
論
そ
こ
に
は
新

聞
小
説
た
ら
し
め
る
燦
件
も
多
少
は
働
い
て
ゐ
た
た
切
っ

語
り
手
は
、
く
ど
い
ぐ
ら
い
に
「
大
殿
と
良
秀
の
娘
と
の
関
係
を
懲
愛
で
は

な
い
と
否
定
し
て
行
く
」
の
だ
が
、
そ
の
否
定
の
仕
方
が
い
け
な
い
。
奥
野
政

元
氏
の
言
葉
を
借
り
て
言
う
な
ら
、

猿
を
抱
い
て
御
前
へ
出
た
良
秀
の
娘
に
「
孝
行
な
奴
ぢ
や
。
褒
め
て
と
ら

す
ぞ
」
と
言
葉
を
か
け
た
大
殿
様
を
描
写
し
た
直
後
、

で
ζ

ざ
い
ま
す
か
ら
、
大
殿
様
が
良
秀
の
娘
を
御
愚
展
に
な
っ
た
の
は
、

全
く
こ
の
猿
を
可
愛
が
っ
た
、
孝
行
恩
愛
の
情
を
御
賞
美
な
す
っ
た
の

で
、
決
し
て
世
間
で
兎
や
角
申
し
ま
す
や
う
に
、
色
を
御
好
み
に
な
っ

た
訳
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

(
注
認
)

と
突
然
続
い
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
あ
ま
り
に
も
主
観
的
で
わ
ざ
と
ら
し
い
の
で
、
読
者

は
こ
の
語
り
手
に
不
信
感
を
募
ら
せ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
ど
う
も

「私
」
の
言

う
こ
と
を
そ
の
ま
ま
信
用
し
て
は
い
け
な
い
と
感
じ
、
読
者
は
語
り
手
と
異
化

す
る
。だ

か
ら
こ
そ
、
こ
の

「地
獄
変
」
の
第
二
の
核
と
も
い
え
る
地
獄
変
の
扉
風

制
作
の
場
面
(
七

1
十
一
節
)
は
、
そ
れ
を
体
験
し
た
弟
子
か
ら
話
を
聞
き
、

そ
の
内
容
を
「
私
」
が
語
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
の
だ
ろ
う
。
語
り
手
に
不

信
感
を
持
っ
た
読
者
も
弟
子
の
報
告
話
な
ら
信
じ
や
す
い
だ
ろ
う
と
い
う
芥
川

の
計
算
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
、
い
く
ら
自
由
に
動
き
回
れ
る
語

り
手
と
は
い
え
、
良
秀
の
扉
風
制
作
を
直
接
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
七

1
十
一
節
は
、
弟
子
か
ら
開
い
た
話
と
い
う
体
裁
を
と
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
弟
子
か
ら
聞
い
た
話
と
い
う
設
定
上
、
七

i
十

一
節
に
お
い
て
、

「私
」
は
語
り
手
に
は
な
れ
で
も
視
点
人
物
に
は
な
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
を

壊
す
よ
う
な
変
な
箇
所
が
出
て
く
る
。
山
形
和
美
氏
は
、
そ
の
こ
と
を
、

「
:
:
だ
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
こ
と
ば
を
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
繰
り

返
し
て
そ
れ
ら
が
自
分
の
直
接
の
見
聞
で
は
な
い
こ
と
を
思
い
起
さ
せ
よ

う
と
努
め
て
は
い
る
が
、
全
体
と
し
て
は
、
目
撃
者
で
あ
っ
た
か
の
よ
う

に
直
接
話
法
を
多
く
用
い
て
い
〔砧
v

と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
語
り
手
斜
直
か
に
無
意
識
の
う
ち
に
語

59-
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(注
M
)

り
出
し
て
い
る
部
分
」
だ
と
分
析
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
例
を
挙
げ
て
の
分

析
は
し
て
い
な
い
。
参
考
ま
で
に
従
来
の
説
を
見
て
み
て
も

第
七
章
か
ら
第
十
一
章
に
か
け
て
、
語
り
手
は
伝
聞
や
憶
測
を
交
え
て

「
地
獄
変
の
扉
風
」
の
完
成
に
苦
心
鍍
骨
す
る
良
秀
の
、
異
常
な
相
貌
を

(注
お
〉

克
明
に
語
っ
て
ゆ
く
。

弟
子
の
視
点
を
借
用
し
な
が
ら
、
工
一
房
の
な
か
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
芸
術

(注
目凋〉

家
像
に
光
を
照
射
し
て
い
る
わ
け
だ
。

ぐ
ら
い
で
、
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
人
称
に
気
を
つ

け
て
本
文
を
読
ん
で
い
く
と
、
お
か
し
な
箇
所
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
で
は
、

実
際
に
例
を
挙
げ
て
説
明
し
よ
う
。

初
め
に
こ
と
わ
っ
て
お
く
が
、
用
例
の
本
文
と
し
て
用
い
て
い
る
の
は
、
昭

(
住
幻
〉

和
二
年
岩
波
書
白
か
ら
出
た
『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
一
巻
』
の
本
文
で
あ
る
。

な
ぜ
こ
の
本
文
を
用
い
た
か
と
い
え
ば
、
芥
川
が
一
番
最
後
に
「
原
稿
に
子
を

〈
注
羽
)

入
れ
」
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

九
節
に
次
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。

手
も
足
も
惨
た
ら
し
く
折
り
曲
げ
ら
れ
て
居
り
ま
す
か
ら
、
動
く
の
は

た
ゾ
首
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
へ
肥
っ
た
韓
中
の
血
が
、
鎖
に
循

環
を
止
め
ら
れ
た
の
で
、
顔
と
云
は
ず
胴
と
云
は
ず
、

一
面
に
皮
膚
の
色

が
赤
み
走
っ
て
参
る
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

地
獄
変
の
扉
風
制
作
の
た
め
に

「『
鎖
で
縛
ら
れ
た
人
聞
が
見
た
い
』
」
と
言
っ

て
、
良
秀
が
無
理
や
り
弟
子
を
鎖
で
ぐ
る
ぐ
る
巻
き
に
し
た
場
面
で
あ
る
。
こ

こ
で
お
か
し
い
の
は
、

「顔
と
云
は
ず
胴
と
云
は
ず
、
一
面
に
皮
膚
の
色
が
赤

み
走
っ
て
」
の
部
分
で
あ
る
。
こ
の
場
面
の
視
点
人
物
は
弟
子
で
あ
っ
て
、
断

じ
て
語
り
手
で
は
な
い
。
弟
子
は
、
「
健
中
の
血
が
、
鎖
に
循
環
を
止
め
ら
れ
」

て
い
る
こ
と
を
感
覚
で
感
じ
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
ど
う
や
っ
て
自
分

で
自
分
の
顔
が
「
赤
み
走
っ
て
」
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

物
理
的
に
考
え
て
、
鏡
で
も
な
い
限
り
自
分
で
自
分
の
顔
を
見
る
こ
と
は
ま
ず

で
き
な
い
。
け
れ
ど
、
こ
の
物
語
が
設
定
さ
れ
て
い
る
時
代
で
は
、
鏡
は
高
価

で
手
に
入
り
に
く
い
品
物
な
の
で
、
そ
れ
が
大
殿
様
の
御
邸
な
ら
と
も
か
く
良

秀
の
部
屋
に
あ
っ
た
と
は
、
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。
も
し
鏡
が
あ
っ
た
と

し
て
も
、
そ
れ
は
現
代
の
鏡
ほ
ど
大
き
く
も
な
け
れ
ば
鮮
明
に
映
す
こ
と
も
で

き
な
い
代
物
で
あ
る
。
そ
ん
な
鏡
に
「
董
も
蔀
を
下
し
た
」
薄
暗
い
部
屋
の
中

に
い
る
弟
子
の
赤
み
が
か
っ
た
顔
が
映
る
は
ず
が
な
い
。
や
は
り
こ
の
場
面
の

弟
子
は
、
自
分
で
自
分
の

「赤
み
走
つ
」
た
顔
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
弟
子
の

「赤
み
走
つ
」
た
顔

を
見
て
い
る
、
弟
子
と
は
別
の
視
点
人
物
が
明
ら
か
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と

だ
。
そ
の
視
点
人
物
と
は
誰
か
。
設
定
上
、
い
る
は
ず
の
な
い
「
私
」
が
こ
こ

で
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
じ
九
節
の
最
後
の
部
分
に
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

師
匠
の
部
屋
へ

呼
ば
れ
て
参
り
ま
す
と
、
良
秀
は
燈
肇
の
火
の
下
で
掌
に

な
に
や
ら
躍
い
肉
を
の
せ
な
が
ら
、
見
慣
れ
な
い
一
羽
の
烏
を
養
っ
て
ゐ

る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
大
き
さ
は
先
、
世
の
常
の
猫
ほ
ど
で
も
ご
ざ
い
ま

せ
う
か
。
さ
う
一五
へ
ば
、
耳
の
や
う
に
雨
万
へ
っ
き
出
た
羽
毛
と
云
ひ
、

琉
拍
の
や
う
な
色
を
し
た
、
大
き
な
固
い
眼
と
云
ひ
、
見
た
所
も
何
と
な

く
猫
に
似
て
居
り
ま
し
た
。

「
さ
う
」
は
、
「
何
か
を
思
い
出
し
た
り
、
相
手
の
言
葉
に
応
答
し
た
り
す
る
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注
mm〉

時
に
感
動
詞
の
よ
う
に
用
い
る
」
副
詞
で
あ
る
。
す
る
と
こ
こ
は
、
弟
子
が
語
っ

た
こ
と
か
ら

「私
」
が
そ
の
時
の
木
菟
の
様
子
を
思
い
出
し
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
し
か
も
、

「
さ
う
一
五
へ
ば
(
略
)
似
て
お
り
ま
し
た
。
」
と
い
う
文
体
だ

か
ら
、
語
り
手
は
実
際
そ
の
場
に
い
て
見
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
百
歩
譲
っ
て
、
弟
子
か
ら
聞
い
た
話
に
主
観
を
交
え
て
語
り
手
が
語
っ

た
の
だ
と
考
え
て
も
、
そ
れ
な
ら
文
は
、
「
さ
う
云
へ
ば
(
略
)
似
て
居
っ
た

そ
う
で
ζ

ざ
い
ま
す
。
」
の
伝
聞
体
で
な
い
と
お
か
し
い
。
ゆ
え
に
、
「
さ
う
云

へ
ば
(
略
)
似
て
居
り
ま
し
た
。
」
と
の
文
体
か
ら
、
本
来
い
な
い
語
り
手
が

そ
の
場
に
い
る
矛
盾
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
の
度
に
ば
さ
ば
さ
と
、
凄
じ
く
翼
を
鳴
す
の
が
、
落
葉
の
匂
だ
か
、
瀧

の
飛
沫
だ
か
或
は
又
猿
酒
の
鐙
え
た
い
き
れ
だ
か
何
や
ら
怪
し
げ
な
も
の
、

け
は
ひ
を
誘
っ
て
、
気
味
の
悪
さ
と
云
っ
た
ら
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
さ
う
云

へ
ば
そ
の
弟
子
も
、
う
す
暗
い
油
火
の
光
さ
へ
脱
げ
な
月
明
り
か
と
思
は

れ
て
、
師
匠
の
部
屋
が
そ
の
億
遠
い
山
奥
の
、
妖
気
に
関
さ
れ
た
谷
の
や

う
な
、
心
細
い
』
剥
が
し
た
と
か
申
し
た
さ
う
で
ζ

ざ
い
ま
す
。

弟
子
が
木
菟
に
襲
わ
れ
る
十
節
の
場
面
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
が
、
「
さ

う
云
へ
ば
L

の
「
さ
う
」
は
、
「
何
か
を
思
い
出
し
た
り
、
相
手
の
言
葉
に
応

答
し
た
り
す
る
時
に
感
動
詞
の
よ
う
に
用
い
る
」
副
詞
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
続

い
て

「
そ
の
弟
子
も
」
と
い
う
語
が
あ
る
。

「も
」
は
、
「
類
例
が
暗
示
さ
れ
た

り
、
同
類
暗
示
の
も
と
に

一
例
が
提
示
さ
れ
た
り
す
一日怖
に
係
助
詞
で
あ
る
。
だ

か
ら

「弟
子
」
の
下
に

「も
」
が
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
誰
か
が

「気
味

の
悪
さ
」
を
感
じ
た
。
そ
こ
で

「弟
子
」
も

「心
細
い
気
」
が
し
た
と
い
う
文

の
流
れ
を
決
定
づ
け
る
。
当
然
、

「気
味
の
悪
さ
」
を
感
じ
た
の
は
弟
子
で
は

な
い
。
こ
の
場
面
に
は
、
弟
子
と
良
秀
と
木
菟
し
か
い
な
い
か
ら
、
弟
子
以
外

で
そ
の
場
に
い
る
人
と
な
る
と
、
良
秀
に
な
る
。
し
か
し
、
良
秀
は
こ
の
後
、

木
菟
に
襲
わ
れ
て
い
る
弟
子
の
姿
を
平
然
と
写
す
ぐ
ら
い
だ
か
ら
、
「
気
味
の

悪
さ
」
を
感
じ
る
わ
け
が
な
い
。
そ
う
分
析
し
て
い
く
と
、
こ
の

「気
味
の
悪

さ
」
を
感
じ
た
の
は
、
ま
た
し
て
も
そ
の
場
に
い
な
い
は
ず
の
語
り
手
に
な
る

の
で
あ
る
。

ま
た

「落
葉
の
匂
だ
か
(
略
)
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。」

の
文
は
、
書
き
か
え
が

行
わ
れ
て
い
る
。
初
出
で
あ
る

「大
阪
毎
日
新
聞
夕
刊
」
、
『
保
偏
師
』
、
『
芥
川

龍
之
介
集
現
代
小
説
全
集
第
一
巻
』
と
用
例
の
本
文
に
用
い
て
い
る

『芥
川
龍

之
介
全
集
第

一
巻
』
の
本
文
で
比
較
し
て
み
よ
う
。

落
葉
の
匂
か
、
瀧
の
水
沫
か
或
は
又
猿
酒
の
鐙
ゑ
た
い
き
れ
か
と
疑
は
れ

る
、
怪
し
げ
な
も
の
の
け
は
ひ
を
誘
っ
て
、
気
味
の
悪
さ
と
云
っ
た
ら
あ

〈吟
引
)

り
ま
せ
ん
。

落
葉
の
匂
だ
か
、
瀧
の
水
沫
と
も
或
は
又
猿
酒
の
鐘
ゑ
た
い
き
れ
が
だ
何

や
ら
怪
し
げ
な
も
の
〉
け
は
ひ
を
誘
っ
て
、
気
味
の
悪
さ
と
云
っ
た
ら
ご

(
注
位
〉

ざ
い
ま
せ
ん
。

「
い
き
れ
が
だ
」
は
、
誤
植
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

落
葉
の
匂
だ
か
、
瀧
の
飛
沫
と
も
或
は
又
猿
酒
の
鎧
ゑ
た
い
き
れ
だ
か
何

や
ら
怪
し
げ
な
も
の
の
け
は
ひ
を
誘
っ
て
、
気
味
の
悪
さ
と
云
っ
た
ら
ご

(
按
叫
〉

ざ
い
ま
せ
ん
。

四
つ
の
本
文
を
通
し
て
の
異
同
は
、

「落
葉
の
匂
か
」

↓
「
落
葉
の
匂
だ
か
」
、

「
瀧
の
水
沫
か
L

↓

「瀧
の
水
沫
と
も
L

↓
「
瀧
の
水
沫
だ
か
」
、
「
い
き
れ
か

と
疑
は
れ
る
」
↓

「
い
き
れ
が
だ
何
や
ら
」
↓

「
い
き
れ
だ
か
何
や
ら
」
、
「
あ
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り
ま
せ
ん
」
↓
「
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
で
あ
る
。
な
か
で
も
注
意
し
た
い
の
は
、

「
い
き
れ
か
と
疑
は
れ
る
」
が
「
い
き
れ
だ
か
何
や
ら
」
に
書
き
か
え
ら
れ
て

い
る
箇
所
で
あ
る
。
先
に
、
「
気
味
の
悪
さ
」
を
感
じ
た
の
は
、
そ
こ
に
い
な

い
は
ず
の
語
り
手
だ
と
述
べ
た
。
で
も
、
芥
川
は
、
そ
の
失
敗
に
気
づ
い
て
い

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
良
秀
の
異
常
な
芸
術
へ
の
「
夢
中
に
な
り

方
」
を
強
調
す
る
た
め
の
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
情
景
描
写
と
し
て
、
「
そ
の
度
に

(略
)

ζ

ざ
い
ま
せ
ん
。
」
の
文
を
描
い
た
の
だ
と
推
測
で
き
る
。
た
だ
、
そ
こ

で
「
い
き
れ
か
と
疑
は
れ
る
」
で
は
、
単
な
る
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
情
景
描
写
の

域
を
越
え
て
、
い
な
い
は
ず
の

「私
」
が
い
る
と
感
じ
さ
せ
る
と
考
え
た
の
だ

ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

一
人
称
の
法
則
か
ら
ず
れ
た
所
を
直
そ
う
と
し
て
、

「
い
き
れ
だ
か
何
や
ら
」
に
書
き
か
え
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
後
文
に

「
さ

う
云
へ
ば
そ
の
弟
子
も
」
が
あ
る
限
り
、
い
な
い
は
ず
の
「
私
」
が
そ
の
場
に

い
て
、
直
接
木
菟
を
見
た
状
況
に
な
る
の
で
あ
る
。
一
人
称
の
法
則
の
ず
れ
を

な
く
す
に
は
、
「
さ
う
云
へ
ば
そ
の
弟
子
も
」
を

「
さ
う
云
へ
ば
そ
の
弟
子
は
」

と
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
け
れ
ど
も
、
結
局
芥
川
は
そ
の
矛
盾
に
気
づ
か
ず

に
訂
正
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

十

一
節
の
最
後
に
次
の
部
分
が
あ
る
。

前
の
い
ろ
/
¥
な
出
来
事
に
懲
り
て
ゐ
る
弟
子
た
ち
は
、
ま
る
で
虎
狼
と

一
つ
撞
に
で
も
ゐ
る
や
う
な
心
も
ち
で
、
そ
の
後
師
匠
の
身
の
ま
は
り
へ

は
、
成
る
可
く
近
づ
か
な
い
算
段
を
し
て
居
り
ま
し
た
か
ら
。

地
獄
変
の
扉
風
制
作
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
良
秀
に
仕
え
て
い
る
弟
子
の
内
面

を
描
い
た
場
面
で
あ
る
。

一
人
称
の
特
徴
と
し
て
、
対
象
人
物
の
内
面
は
語
ら

れ
に
く
い
。
語
ら
れ
に
く
い
と
い
う
こ
と
は
、
直
接
「
あ
る
時
A
は
1
と
恩
つ

た
」
と
描
け
な
い
だ
け
で
、
表
情
等
外
面
か
ら
内
面
を
に
じ
み
出
す
こ
と
は
で

き
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
十

一
節
の
部
分
で
は
、
「
弟
子
た
ち
は
、
ま
る
で
虎

狼
と

一
つ
鑑
に
で
も
ゐ
る
や
う
な
心
も
ち
で
」
い
る
と
直
接
に
心
情
を
描
い
て

い
る
の
で
あ
る
。
三
人
称
な
ら
、
こ
ん
な
描
写
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
、
三
人
称
で
は
語
り
手
は
話
の
外
に
い
る
の
で
、
対
象
人
物
の
内
面
を
描
け

る
か
ら
で
あ
る
。
で
も
、
こ
の
作
品
は
多
少
の
問
題
点
が
あ
る
も
の
の
、
「私
」

が
語
る
回
想
と
い
う

一
人
称
の
形
を

一
貫
し
て
用
い
て
い
る
。
そ
の

一
人
称
小

説
で
こ
の
よ
う
に
対
象
人
物
の
内
面
が
直
接
に
描
か
れ
る
の
は
お
か
し
い
。
ど

う
し
て
も
弟
子
の
内
面
を
描
き
た
い
の
な
ら
、
直
接
内
面
を
述
べ
る
の
で
は
な

く
、
弟
子
の
行
動
か
ら
推
測
し
て
心
情
を
述
べ
る
よ
う
な

「前
の
(
略
)
心
も

ち
で
あ
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。
そ
の
後
(
略
)
し
て
居
り
ま
し
た
か
ら
。
」

と
い
う
文
に
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
も
し
く
は
、
弟
子
の
外
面
か
ら
心
情
を

に
じ
み
出
さ
せ
た
よ
う
な

「前
の
(
略
)
ゐ
る
や
う
な
様
子
で
、
そ
の
後
(
略
)

し
て
居
り
ま
し
た
か
ら
。
」

と
い
う
文
に
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
否
、
回
想
な
の
だ
か
ら
、
後
で
弟
子
か

ら
聞
い
た
こ
と
を
語
り
手
が
語
っ
た
に
す
ぎ
な
い
と
反
論
す
る
人
が
い
る
か
も

し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
な
ら

「居
り
ま
し
た
か
ら
」
で
な
く
、

「
居
っ
た
と

い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
」
と
伝
聞
の
語
が
入
っ
た
文
で
な
い
と
お
か
し

い
。
い
ず
れ
に
し
て
も

「私
L

は
、
弟
子
の
心
情
を

「
1
だ
」
と
言
い
き
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
弟
子
の
内
面
は

「虎
狼
と

一
つ
の
憶

に
で
も
ゐ
る
や
う
な
心
も
ち
」
だ
と
、

一
人
称
の
法
則
を
無
視
し
て
ま
で
も
語

り
手
が
語
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
良
秀
の
恐
し
い
ほ
ど
の
芸
術
へ
の
夢
中
ぶ

り
を
強
調
し
た
い
が
た
め
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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今
ま
で

一
人
称
の
法
則
が
く
ず
れ
て
い
る
四
つ
の
例
を
見
て
き
た
の
だ
が
、

そ
れ
は
い
っ
た
い
一
人
称
と
い
う
作
品
の
構
成
上
、
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う

か
。
四
つ
の
例
に
共
通
す
る
こ
と
を
参
考
に
考
え
て
み
た
い
。
共
通
点
は
、
四

例
と
も
良
秀
の
芸
術
へ
の

「『
薄
気
味
の
悪
い
夢
中
に
な
り
方
』
を
こ
と
さ
ら

印
象
づ
け
よ
う
と
す
一
色
場
面
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
良
秀
の
芸
術
へ
の

「薄
気
味
の
悪
い
夢
中
に
な
り
方
」
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
時
、
弟
子
か
ら
の

報
告
話
と
そ
れ
に
対
す
る

「私
」
の
憶
測
だ
け
で
は
語
り
つ
く
せ
な
い
。
で
も
、

ど
う
し
て
も
良
秀
の
異
常
な
芸
術
熱
を
語
り
た
く
て
つ
い
筆
を
す
べ
ら
せ
、
結

果
と
し
て
作
者
が
作
品
の
中
に
顔
を
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し

一
人
称
で

あ
る
以
上
、
表
面
上
は
い
な
い
は
ず
の

「私
」
が
い
る
不
自
然
さ
と
映
る
。
こ

れ
が
い
な
い
は
ず
の
「
私
」
が
い
る
例
の
、
構
造
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
四
)

前
章
で
は
、
「
地
獄
変
」
に
お
け
る

一
人
称
の
構
造
に
無
理
が
あ
る
こ
と
を

例
を
挙
げ
て
述
べ
て
き
た
。
そ
の
無
理
を
起
こ
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
良
秀
に
つ

い
て
の
描
写
の
部
分
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
章
で
は
、
な
ぜ
無
理

を
起
こ
さ
せ
た
の
か
そ
の
要
因
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
に
は
、
(
二

章
で
あ
る
程
度
検
討
し
て
い
た
の
だ
が
)
語
り
手
の
位
置
を
確
認
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
。

語
り
手
は
、
良
秀
が
大
殿
の
御
前
に
参
っ
て
お
願
い
を
し
て
い
る
場
を
直
に

見
ら
れ
る
ほ
ど
大
殿
の
身
近
に
い
る
。
そ
れ
な
の
に

大
殿
様
は
か
う
仰
有
っ
て
、
御
側
の
者
た
ち
の
方
を
流
し
阿
に
御
貨
に

な
り
ま
し
た
。
そ
の
時
何
か
大
殿
様
と
御
側
の
誰
彼
と
の
聞
に
は
、
意
味

あ
り
げ
な
微
笑
が
交
さ
れ
た
や
う
に
も
見
う
け
ま
し
た

と
い
う
よ
う
に
、
雪
解
の
御
所
で
の
大
殿
の
微
笑
の
意
味
を
語
り
手
は
大
殿
と

分
か
ち
あ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
近
く
に
仕
え
て
い
る
大
殿
に
つ
い
て
は
う

わ
べ
の
こ
と
し
か
語
ら
な
い
の
に
、
忌
み
嫌
っ
て
い
る
良
秀
に
つ
い
て
は
、
弟

子
と
親
し
い
と
い
う
設
定
に
し
て
ま
で
詳
し
く
描
く
。
そ
ん
な
便
利
な
立
場
に

い
る
語
り
手
は

uh
根
拠
の
な
い
噂
や
末
梢
的
な
事
件
の
端
々
に
つ
い
て
は
多

弁
で
あ
る
く
せ
に
」
「
知
ら
な
い
事
や
都
合
の
悪
い
事
を
隠
し
、
意
図
的
に
物

語
を
作
り
上
げ
て
い
(砧い

人
物
と
い
え
よ
う
。

大
殿
と
良
秀
の
両
方
に
接
近
で
き
る
語
り
手
が
、
地
獄
変
扉
風
絵
が
完
成
す

る
ま
で
の

一
連
の
話
の
本
筋
に
深
く
関
わ
る
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
。

だ
が
、
本
筋
の
地
獄
変
扉
風
絵
制
作
と
は
少
し
離
れ
た
、
娘
が
猿
を
助
け
る
場

面
や
娘
が
襲
わ
れ
る
事
件
に
都
合
良
く
語
り
手
が
出
く
わ
す
と
い
う
の
は
、
少

し
無
理
が
な
か
ろ
う
か
。

「あ
ま
り
に
も
自
由
す
乱
杭
に
の
で
は
な
い
か
。

一

人
称
で

「私
」
が
単
な
る
報
告
者
と
い
う
立
場
で
話
を
進
め
て
い
く
以
上
、
こ

ん
な
御
都
合
主
義
が
出
て
く
る
の
は
己
む
を
得
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
だ

が
、
大
殿
と
娘
と
の
関
係
を
わ
ざ
と
ら
し
く
否
定
し
た
語
り
手
に
異
化
し
た
読

者
は
、
「
私
」
が
都
合
良
く
事
件
に
出
く
わ
す
の
を
い
か
に
も
作
り
め
い
て
い

る
と
感
じ
る
の
で
は
な
い
か
。
何
者
か
に
動
か
さ
れ
て
い
る
語
り
手
と
の
印
象

を
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
印
象
は
、
次
の
よ
う
な
場
面
で
決
定
づ
け
ら
れ
る
。

十
歩
と
歩
か
な
い
中
に
、
誰
か
又
私
の
袴
の
裾
を
、
後
か
ら
恐
る
/
¥
、

引
き
止
め
る
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
私
は
驚
い
て
、
振
り
向
き
ま
し
た
。
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あ
な
た
方
は
そ
れ
が
何
だ
っ
た
と
思
召
し
ま
す
っ

十
三
節
の
娘
を
助
け
出
し
た
後
の
描
写
で
あ
る
。
「
あ
な
た
方
は
そ
れ
が
何
だ
っ

た
と
思
召
し
ま
す
っ

」
の
前
ま
で
は
、
読
者
は
「
私
」
と
あ
る
種
の
緊
張
感
を

分
か
ち
あ
っ
て
い
る
。
で
も
、

「
あ
な
た
方
は
:
」
の
一
文
で
す
べ
て
そ
れ
が

壊
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
文
の
前
ま
で
は
、
読
者
は
「
私
」
と

一
対
一
で
向
き

あ
っ
て
話
を
追
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
「
あ
な
た
方
は
:
・
」
の
文

が
続
い
て
き
た
と
し
た
ら
と
う
だ
ろ
う
か
。
読
者
は
忽
ち

「私
」
対
多
く
の
読

者
の
関
係
を
意
識
し
、
語
り
手
と
の
距
離
を
感
じ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
文
は
、
知
っ

て
い
る
語
り
手
が
何
も
知
ら
な
い
読
者
達
に
得
意
が
っ
て
問
い
か
け
て
い
る
と

い
う
印
象
を
与
え
る
。
そ
れ
に
こ
の
問
い
か
け
は
、
こ
の
よ
う
に
読
者
が
語
り

手
と
距
離
が
で
き
た
分
、
説
明
好
き
な
作
者
が
顔
を
出
し
て
い
る
証
拠
に
さ
え

感
じ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
一
文
は
、
裾
を
引
き
止
め
た
の
は
猿
だ
と

い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
猿
が
人
間
の
よ
う
に
丁
寧
に
頭
を
下
げ
た
と
い
う
こ

と
を
強
調
す
る
た
め
の
問
い
か
け
だ
ろ
う
。
で
も
、
そ
れ
な
ら
読
者
と
の
距
離

を
開
か
な
い
よ
う
に
、

「あ
な
た
は
そ
れ
が
何
だ
っ
た
と
思
召
し
ま
す
?
」
と

す
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
。

「
あ
な
た
方
は
・
」
だ
と
、
ど
う
し
て
も
作
者

が
語
り
手
と
い
う
隠
れ
蓑
を
借
り
て
、
読
者
達
は
ど
う
思
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
の

問
い
か
け
を
し
て
い
る
よ
う
に
と
れ
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
作
者
は

一
人
称
小
説
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
自
分
に
と
っ
て
都

合
の
い
い
語
り
手
を
設
定
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
語
り
手
は
、
必
然
的
に

《
注
伯
}

「
体
臭
が
全
然
感
じ
ら
れ
な
い
」
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
「
私
」
が
他
の
作
中
人

物
と
あ
ま
り
に
も
声
を
交
わ
す
と
、
「
私
」
自
体
に
は
っ
き
り
と
し
た
輪
郭
が

出
て
き
て
、
自
分
の
都
合
の
い
い
よ
う
に
動
い
て
く
れ
な
い
と
作
者
は
感
じ
た

の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
「
私
L

は
娘
を
助
け
る
十
三
節
で
し
か
、
他
の
登
場
人

物
と
話
さ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
自
分
に
と
っ
て
都
合
の
い
い
語
り
手
を
設
定
し
た
作
者
で
あ
る
。

だ
が
、

芥
川
ぐ
ら
ゐ
客
観
性
を
持
っ
た
男
が
ど
う
し
て
心
理
描
写
に
な
る
と
、

〈
設
伯
)

ぁ
、
不
用
意
に
作
者
の
影
を
ち
ょ
い
/
¥
表
面
へ
出
す
の
だ
ら
う
。

と
書
い
て
あ
る
が
、
作
者
は

一
人
称
の
法
則
を
破
っ
て
(
九

1
十
一
節
)
、
自

(
法
的
)

ら
の
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。
自
分
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
語
り
手
を
設
定
し

た
に
も
拘
わ
ら
ず
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
な
ぜ
こ
の
作
品
は

一
人
称
で
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か

と
い
う
疑
問
が
わ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
作
者
が
作
品
に
顔
を
出
し
て
い
る
こ
と

(
注
日
)

か
ら
私
は
、
三
人
称
の
語
り
に
近
い
印
象
を
持
つ
の
で
あ
る
。
で
は
、
具
体
的

に
三
人
称
に
近
い
と
感
じ
た
理
由
を
述
べ
よ
う
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

一
人

称
の
語
り
手
は
話
の
内
に
い
る
が
、

三
人
称
の
語
り
手
は
話
の
外
に
い
る
。

「地
獄
変
」
の
語
り
手
の
場
合
、

一
人
称
で
も
単
な
る
報
告
者
と
い
う
立
場
で
、

し
か
も
既
に
終
わ
っ
た
事
件
を
回
想
し
て
語
っ
て
い
る
。
報
告
者
だ
か
ら
話
の

中
心
人
物
と
は
な
り
え
な
い
。
ま
た
、
現
在
進
行
形
で
進
め
ら
れ
て
い
る
話
と

違
っ
て
、
回
想
は
過
去
を
語
る
の
だ
か
ら
、
語
り
手
は
話
そ
の
も
の
か
ら
時
間

的
に
外
に
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
語
り
手
は
話
の
外
に
限
り
な
く
近
い

場
所
に
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
、

三
、
四
章
で
採
り
上
げ
た
九

1
十

一
節
の

例
の
い
な
い
は
ず
の
「
私
」
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
何
よ
り
も
語
り
を
三

人
称
に
近
づ
け
て
い
る
点
で
あ
る
。

一
人
称
で
は
お
か
し
い
弟
子
の
報
告
話
に

お
け
る

「私
」
の
視
点
も
、
語
り
手
が
三
人
称
の
全
知
の
神
の
視
点
を
作
者
に
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よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
な
ら
何
も
問
題
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
部
分
的
に

一
人
称
で
は
お
か
し
い
点
を
含
み
つ
つ
も
、
全
体
的

に
は
一
人
称
で
「
地
獄
変
」
を
描
き
上
げ
て
い
る
。
な
ぜ
、
芥
川
は

一
人
称
で

こ
の
作
品
を
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

三
人
称
で
書
い
た
場
合
ど
う
な
る
の
か
を

検
討
し
な
が
ら
、
そ
の
理
由
を
探
っ
て
い
こ
う
。

三
人
称
だ
と
対
象
人
物
の
内
面
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
す
る
と
、

芸
術
一
心
の
良
秀
だ
け
を
強
調
し
た
い
と
い
う
設
定
が
難
し
く
な
る
の
で
あ
る
。

良
秀
の
内
面
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
ら
し
い
面
が
表
出
し
て
し
ま
い
、

芸
術
の
た
め
に
は
何
で
も
す
る
常
人
ば
な
れ
し
た
良
秀
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が

難
し
く
な
る
か
ら
だ
。
そ
れ
に
、
芥
川
自
身
が
解
説
し
て
い
る
日
向
の
説
明
と

陰
の
説
明
と
で
描
い
た
大
殿
と
良
秀
の
娘
と
の
微
妙
な
関
係
が
三
人
称
だ
と
描

け
な
く
な
る
。
大
殿
と
良
秀
の
娘
を
直
接
書
く
と
な
る
と
、
大
殿
が
娘
を
側
に

置
い
て
お
こ
う
と
し
た
理
由
も
直
接
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、

「
懲
愛

で
は
な
い
と
否
定
し
て
行
く
(
そ
の
賞
そ
れ
を
肯
定
し
て
ゆ
く
と
こ
と
が
で

き
な
く
な
る
の
だ
。

以
上
の
よ
う
に
、

三
人
称
で
は
作
品
を
展
開
す
る
う
え
で
、
困
っ
た
こ
と
ば

か
り
起
こ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
芥
川
は
一
人
称
の
語
り
を
採
用
し
、
自
分

の
語
り
た
い
こ
と
を
諮
る
こ
と
が
で
き
る
「
私
」
を
用
意
し
た
の
だ
ろ
う
。
で

も
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に

一
人
称
が
崩
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
良
秀
の
芸
術
へ
の
夢
中
ぶ
り
を
強
調
す
る
た
め
に
つ
い
筆
が
す
べ
っ
た

と
こ
ろ
ば
か
り
で
あ
る
。

全
知
の
よ
う
に
部
分
的
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
説
明
癖
の
あ
る
芥
川
の
、
作

品
世
界
に
対
す
る
姿
勢
ゆ
え
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。

小
説
を
作
る
の
も

「作
る
」
と
言
ふ
上
よ
り
見
れ
ば
、
箱
を
造
る
の
と

(
注
目
百

同
様
な
り

短
篇
し
か
書
か
な
か
っ
た
芥
川
ら
し
い
作
品
に
対
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
小
説

は
長
く
書
け
ば
書
く
ほ
ど
作
者
の
手
か
ら
離
れ
て
動
き
出
す
も
の
で
あ
る
。
作

者
と
て
作
品
に
対
し
て
絶
対
者
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

「
箱
を
造
る
の
と
同

様
」
で
は
、
作
品
は
作
者
か
ら
離
れ
て
動
き
出
し
て
は
い
な
い
。
あ
く
ま
で
作

者
の
掌
中
に
作
品
が
あ
る
。
こ
れ
を
立
証
す
る
も
の
と
し
て
、
次
の
芥
川
の
句

が
あ
る
。世

の
中
は
箱
に
入
れ
た
り
健
偏
師

作
者
で
あ
る
芥
川
は
、
常
に
作
品
に
対
し
て
の
絶
対
者
、

=
一
人
称
の
全
知
の
視

点
を
持
っ
た
神
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
自
分
の
説
明
癖
を
封
じ
る
こ
と
が
で

き
る

一
人
称
を
採
用
し
た
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、
作
者
の
自
分
は
作
品
に
お
け
る

神
と
思
っ
た
芥
川
が
良
秀
の
芸
術
へ
の
異
常
な
夢
中
に
な
り
方
を
強
調
し
よ
う

と
作
品
の
世
界
へ
顔
を
出
し
、

一
人
称
の
法
則
を
壊
し
た
の
だ
ろ
う
。
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(注
1
)

(注
2
)

口守

(注
3
)
南
部
修
太
郎
宛
芥
川
書
簡

を
送
っ
て
い
る
。

(注

4
)
「
偽
偏
師
」

=
一
好
行
雄
(
『名
著
複
刻
芥
川
龍
之
介
文
学
館
解
説
』
名

著
複
刻
全
集
編
集
委
員
会
編
昭
臼

・
7
・
1

日
本
近
代
文
学
館
)

(注

5
)
『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
二
巻
』
森
本
修

・
清
水
康
抱
編
昭
臼

-m-

『芥
川
龍
之
介
全
集
』
全

八

巻

昭

2
-
H
I昭
4
・
2

「
校
正
を
了
え
て
」

小
島
政
二

郎

注

l
の

一
巻
所
収
の
月
報
第
二

大
8

・1
・4
付

他
三
名
に
も
同
句
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叩
和
泉
書
院

(注
6
)
地
獄
変
の
扉
風
絵
を
制
作
し
て
い
る
良
秀
の
様
子
を
表
し
た
語
で
あ

る
。
こ
の
書
き
か
え
は
、
同
じ
七
節
の

「か
う
云
ふ
夢
中
に
な
り
方
」

(『芥
川
龍
之
介
全
集
第

一
巻
』
昭

2
-u
-m
岩
波
書
庖

p
揃

E

2
)
や
九
節
の

「薄
気
味
の
悪
い
夢
中
に
な
り
方
」
(
同
書

p
m
t
2
)

の
語
に
合
わ
せ
た
た
め
だ
と
推
測
で
き
る
。

(注
7
)

『保
儒
師
縮
刷
普
及
版
』
大
ロ

・
6
・
幻

新

潮

社

(注
8
)
注
5
に
同
じ
私
自
身
こ
の
本
を
実
際
に
見
て
い
な
い
の
で
、
こ
の

書
の
意
見
に
拠
っ
た
。

(注
9
)
注
5
に
同
じ

(
注
叩
)
注
5
に
同
じ

(
注
日
)
注
5
に
同
じ

A
文
は

『健
儒
師
』
(大

8
・
l
・
日

新

潮

社

)

の
本
文
、

A
文
は
注
7
の
本
文
、

C
文
は

『芥
川
龍
之
介
集
現
代
小
説
全

集
第

一
巻
』
(大

u
・
4
・
1

新
潮
社
)
の
本
文
の
こ
と
で
あ
る
。

(
注
ロ
)

「大
阪
毎
日
新
聞
夕
刊
」
大
7
・

5
-m
本
稿
で
は
、
こ
の
本
文

の
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

(
注
目
)

『芥
川
龍
之
介
全
集
第

一
巻
』
昭
2
・

u
・
初
岩
波
書
庖

(
注
凶
)

「『
地
獄
変
』
に
つ
い
て
」
三
好
行
雄
(
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書

芥
川
龍
之
介
』
日
本
文
学
研
究
資
料
刊
行
会
編
昭
必

・

m
-m
有
精

蛍
↓)

(
注
目
)

「地
獄
変
」
川
嶋
至
(
「国
文
学
」
昭
G
-
H

学
燈
社
)

(
注
目
)
注
目
に
同
じ
本
稿
で
は
、
こ
の
本
文
を
引
用
す
る
時
、
ル
ビ
は
省

略
し
た
。

(
注
げ
)
注
目
に
同
じ

(
注
凶
)

「芥
川
龍
之
介

『地

獄

さ

基

T
そ
の
地
獄
へ
と
回
転
す
る
構
造
|」

渡
遺
正
彦
(
「
日
本
近
代
文
学
」
昭
日

・
日
日
本
近
代
文
学
会
)

(注

ω)
「地
獄
変
」
監
田
良
平
(
「国
語
と
国
文
学
」
昭

m
-m
至
文
堂
)

(
注
加
)

『芥
川
龍
之
介
』
和
田
繁
二
郎

昭

防

・
3
・
お
創
元
社
)

(
注
幻
)

「地
獄
変
」
菊
地
弘
(
『芥
川
龍
之
介
研
究
』
菊
地
弘

・
久
保
田
芳

太
郎

・
関
口
安
義
編
昭
団

・
4
・
5

明
治
書
院
)
初
版
は
昭
防

・
3
・

p
h
υ
 

(
注
幻
)

「『
地
獄
変
』
試
論
」
清
水
さ
ゆ
り
(
「偉
蔭
国
文
学
」
平
2
・
3

大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
)

(
注
お
)
注
幻
に
同
じ

(注
M
)
注
ロ
に
同
じ
大
7
・
5
・

n

(
注
お
)

『健
儒
師
』
大
8
・
l
・
日
新
潮
社
本
稿
で
は
、
こ
の
本
文
の

ル
ビ
は
省
略
し
た
。

(
注
お
)
注
幻
に
同
じ

(
注
幻
)
注
目
に
同
じ

(
注
鎚
)
注
辺
に
同
じ

(注
m
m
)

『国
史
大
辞
典
第
六
巻
』
国
史
大
辞
堕
編
集
禾
苔
員
会
編
昭
印

・
日
・

ー
吉
川
弘
文
館

(
注
初
)

「地
獄
変
」
中
谷
丁
蔵
(
小
島
政
二
郎
)
(
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢

書
芥
川
龍
之
介
E
』
日
本
文
学
研
究
資
料
刊
行
会
編
昭
臼

・

9
-m

有
精
堂
)

(
注
出
)
小
島
政
二
郎
宛
芥
川
書
簡
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(
注
幻
)

「『
地
獄
変
』
の
世
界
」
奥
野
政
元
(
「
日
本
文
芸
研
究
」
昭
U
・
4

関
西
学
院
大
学
日
本
文
学
会
)

(
注
お
)

「『
地
獄
変
』

|
語
り
手
の
諮
ら
な
か
っ
た
も
の
」
山
形
和
美
(
『作

品
論
芥
川
龍
之
介
』
海
老
井
英
次

・
宮
坂
賃
編
平
2
-
u
-
U

双

文
社
出
版
)

(
注
引
出
)
注
お
に
同
じ

(
注
お
)

「『
地
獄
変
』
幻
想
(
上
)
芸
術
の
欺
踊

」
佐
々
木
雅
発
(
「文

尚
子
」
昭
日

・
5

岩
波
書
庖
)

(
注
お
)

「地
獄
変
語
り
手
の
影
|」

竹
盛
天
雄
(
『
批
評
と
研
究
芥
川

龍
之
介
』
文
学
批
評
の
会
編
昭
U
・
日
・

日
芳
賀
書
居
)

(
注
幻
)
注
を
打
っ
て
い
な
い
引
用
は
、
す
べ
て
こ
の

『芥
川
龍
之
介
全
集
第

一
巻
』
の
本
文
で
あ
る
。

(
注
犯
)
注
2
に
同
じ

(
注
鈎
)

『
日
本
国
語
大
辞
典

〔縮
刷
版
〕
六
巻
』
日
本
大
辞
典
刊
行
会
編

昭
日

・

8
-m
小
学
館

(
注
刊
)

『
日
本
国
語
大
辞
典

〔縮
刷
版
〕
十
巻
』
日
本
大
辞
典
刊
行
会
編

昭
日

・
4
・
お

小

学

館

(
注
引
)
注
ロ
に
同
じ
大
7
・
5
-
H

(
注
必
)
注
お
に
同
じ

(
注
目
別
)

『芥
川
龍
之
介
集
現
代
小
説
全
集
第

一
巻
』
大
山

・
5
・
1

新
潮

↓ム
A
d
l
 

(
注
似
)
注
お
に
同
じ

(
注
目
出
)

「『
地
獄
変
』
に
お
け
る
語
り
手
の
問
題
」
桜
木
実
千
恵
(
「国
文
目

白
」
昭
臼

・
2

日
本
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
)

(
注
必
)

「『
地
獄
変
』
の
方
法
と
意
味
|
語
り
の
構
造

」
清
水
康
次
(
「
日

本
近
代
文
学
」
昭
ぬ

・

ω
日
本
近
代
文
学
会
)

(
注
灯
)
注
M
に
同
じ

(
注
必
)

「芥
川
龍
之
介
の

『王
朝
物
』
ー
そ
の
四
(
承
前
)
十
二
『
地
獄

変
』」

長
野
嘗

一
(「立
教
大
学
日
本
文
学
」
昭
お

・
6

立
教
大
学
日
本

文
学
会
)

(注

ω)
注
却
に
同
じ

(
注
印
)
佐
々
木
雅
発
氏
は
、
注
目
ω
の
論
文
中
で

作
者
が
い
か
な
る
意
図
を
目
論
ん
で
い
よ
う
と
も
、

一
日
一自
ら
の
解

釈
を
伏
せ
る
と
す
れ
ば
、
作
者
の
創
造
行
為
、
つ
ま
り
い
ま
ま
さ
に
作

者
芥
川
龍
之
介
が
語
る
と
い
う
こ
と
は
畢
意
除
外
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず、

と
い
う
よ
り
、
そ
の
排
除
の
上
に
こ
そ
(
そ
し
て
そ
れ
が
語
り
手
設
定

の
趣
意
な
の
だ
が
)
、
は
じ
め
て
作
品
世
界
が
成
立
す
る
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。

言
う
な
ら
ば
、
作
品
世
界
の
領
略
を
目
差
し
つ
つ
、
し
か
し
逆
に
作

者
は
、
こ
の
よ
う
に
、
作
品
世
界
か
ら
奇
妙
に
抹
殺
さ
れ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
断
じ
て
作
者
は
、

「作
品
世
界
か
ら
奇
妙
に
抹

殺
」
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
九

・
十

・
十

一
節
で
、

一
人
称
に

無
理
を
起
こ
し
て
、
作
者
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
の
が
そ
の
証
拠
だ
。

ゆ
え
に
、
中
村
完
氏
の

芥
川
は

「地
獄
変
」
に
語
り
手

「私
」
を
設
定
し
て
、
事
実
を
時

・

67ー
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所

・
人

・
事
に
即
し
て
語
ら
せ
、
自
分
の
説
明
癖
を
封
じ
た
。
(
「『
地

獄
変
』
論
」
中
村
完

A
「国
文
学
ノ
l
ト
」
昭
印

・
3

成
城
大
学
短

期
大
学
部
国
文
研
究
室

V
)
も
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

(
注
目
)
山
形
和
美
氏
は
、
注
お
の
論
文
中
で

非
個
性
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
語
り
手
は
目
撃
者
と
し
て
客
観

的
に
事
件
を
報
告
す
る
に
適
わ
し
い
人
物
に
さ
れ
て
い
る
、
と

一
応

論
理
的
に
は
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
こ
の

一
人

称
の
語
り
手
は
、
遍
在
的
な
全
知
の
三
人
称
の
語
り
手
に
限
り
な
く

近
づ
く
可
能
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。

と
述
べ
て
い
る
。
非
個
性
的
だ
か
ら
客
観
的
で
三
人
称
に
近
い
と
い
う
見

解
で
、
私
の

〈作
者
が
作
品
に
顔
を
出
し
て
い
る
か
ら
三
人
称
に
近
い
〉

と
の
考
え
方
と
は
少
し
違
う
。

(
注
臼
)

「小
説
作
法
」
大
正
十
四

・
五
年
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