
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
に
な
っ
た
あ
な
た
へ

私
は
よ
く
、

「
あ
な
た
は
な
ん
で
す
か
?
」

と
い
う
質
問
を
す
る
。
そ
う
す
る
と
一
瞬
ボ
カ
ン
と

し
、
そ
の
次
に
何
を
阿
呆
な
こ
と
を
聴
く
か
、
と
い

つ
た
軽
蔑
の
ま
な
こ
で
私
を
見
る
。
そ
こ
で
再
び
真

剣
(
そ
う
)
に
、

「
あ
な
た
は
な
ん
で
す
か
?
L

と
く
り
か
え
す
。
そ
う
す
る
と
、
し
か
た
な
さ
そ
う

に
一
応
考
え
て
み
る
ふ
り
を
す
る
。
そ
こ
で
し
め
た

と
思
っ
て
三
た
び
、

「
あ
な
た
は
な
ん
で
す
か
?
L

と
詰
問
す
る
。

「

安
森
敏
隆

「
動
物
で
す
。
L

,
女
性
で
す
。
L

「
田
中
で
す
。
」

「
次
郎
で
す
。
」

「
鏡
子
で
す
。
」

「
地
球
人
で
す
。
」

等
々
の
答
が
か
え
っ
て
く
る
。
そ
れ
で
も
私
は
も
の

た
り
な
く
て
、
次
の
よ
う
に
設
問
を
先
鋭
化
さ
せ
て

さ
ら
に
問
う
て
み
る
。

「
食
堂
で
<
あ
な
た
は
な
ん
で
す
か
?
・
>
と
聞
か
れ

た
ら
何
と
答
え
ま
す
か
。
L

し
、
は
ら
く
沈
黙
が
く
る
0
 
:
:
:
そ
し
て

「
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
で
す
0
」

と
い
う
答
え
が
か
え
っ
て
く
る
。
そ
う
な
ん
だ
ク
あ

「
人
間
で
す
。
」

0

」

な
た
は
瞬
時
に
し
て
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
に
、
な
り
う
る

こ
と
が
あ
る
ん
だ
よ
、
と
答
え
る
。
安
部
ハ
ム
房
の
作

品
を
少
し
で
も
か
じ
っ
た
も
の
な
ら
、
こ
ん
な
こ
と

ぐ
ら
い
常
識
の
は
ず
な
の
に
。
あ
な
た
は
<
棒
>
だ

よ
グ
一
<
砂
>
だ
よ
グ
一
と
初
期
の
公
房
は
あ
た
り
か
ま

わ
ず
一
オ
ク
タ
ー
プ
高
い
声
で
叫
ん
で
い
る
。
決
し

て
現
代
人
は
一
本
の
<
樹
>
で
す
ら
な
い
。
根
の
な

<
棒
切
>
、
生
命
の
な
い
<
砂
>
に
す
ぎ
な
い
と
言

しつ
て
い
る
の
だ
。
人
間
な
ら
人
問
ら
し
い
ま
っ
と
う

な
主
張
と
生
活
を
し
ろ
と
で
も
言
い
た
い
の
だ
ろ

う
。
そ
こ
で
私
は
勇
気
を
得
て
、
五
た
び
、

「
今
の
、
あ
な
た
は
な
ん
で
す
か
?
」

し
ば
ら
く
し
て
、

と
問
う
0

「
学
生
で
す
。
し
と
答
え
る
。
ま
だ
ま
だ
駄
目
だ
。

も
っ
と
よ
く
考
え
て
み
ろ
と
い
う
。
学
生
で
す
、
と

い
う
答
は
あ
ま
り
に
抽
象
す
ぎ
て
、
実
は
何
も
答
え

て
い
な
い
の
と
同
じ
だ
。
も
っ
と
今
の
自
分
を
先
鋭

化
し
て
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
今
、
教
室
に
い
て
、
私
の
話
を
聞
ミ
考
え
て
い

る
あ
な
た
は
何
で
す
か
?
」

と
問
う
0
 
・
・
:
:
ま
た
し
、
は
ら
く
し
て
、

「
耳
で
す
。
」

「
(
考
え
る
)
葦
で
す
。
」
と
い
う
答
え
が
か
え
っ
て

く
る
。
そ
う
な
ん
だ
。
君
ら
は
今
、
耳
そ
の
も
の
で



あ
り
、
(
考
え
る
)
葦
そ
の
も
の
な
の
だ
。
固
有
名
詞

な
ど
名
刺
の
中
に
帰
し
て
し
ま
え
。
又
、
抽
象
名
詞

な
ど
ど
ぶ
の
中
に
で
も
捨
て
て
し
ま
え
。

1
地
球
を
き
れ
い
に
し
よ
う
。

1
礼
儀
正
し
く
し
よ
う
0

ー
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
を
大
切
に
し
よ
う
。

た
と

何
を
た
わ
ご
と
を
言
っ
て
い
る
。
こ
ん
な
抽
象
的

な
一
言
葉
で
地
球
が
き
れ
い
に
な
り
、
礼
儀
が
正
し
く

な
り
、
親
が
と
ら
え
ら
れ
、
世
界
の
平
和
が
ま
も
れ

る
か
、
と
思
う
。
も
っ
と
も
っ
と
言
葉
を
大
切
に
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
。
要
は
い
か
に
し
て
、
地

球
を
き
れ
い
に
し
、
礼
儀
正
し
く
、
親
を
大
切
に
し
、

平
和
を
ま
も
る
か
と
い
う
根
源
的
な
内
部
構
造
へ
の

こ
と
と
い
の
な
い
抽
象
名
詞
な
ど
、
ど
ぶ
の
中
に
ほ

か
し
て
し
ま
え
0
 
も
っ
と
も
っ
と
一
言
葉
を
先
鋭
化
さ

せ
て
<
も
の
>
の
核
心
に
ま
で
言
葉
を
鋭
い
で
ゅ
か

ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
<
私
>
と
<
も
の
>
を
一
体

化
さ
せ
る
地
平
の
彼
方
に
ま
で
言
葉
を
飛
翔
さ
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
。

る
0

人
問
、
動
物
、
女
性

田
中
、
次
郎
、
鏡
子
、

カ
レ
ー
ラ
イ
ス
、
耳
、

X
は
、
人
間
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る

<
私
>
な
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
無
垢
で
、
何
の
汚
れ
も

し
ら
な
い
、
と
も
す
れ
ば
動
物
段
階
に
ま
で
回
帰
し

て
「
生
(
せ
い
)
」
そ
の
も
の
生
き
て
い
る
こ
と
そ

の
こ
と
が
目
的
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
<
私
>
な

の
だ
。Y

は
、
人
問
社
会
の
中
で
、
生
き
る
た
め
の
便
宜

と
し
て
の
田
中
で
あ
り
、
次
郎
で
あ
り
、
鏡
子
で
あ

り
、
学
生
で
あ
る
こ
と
を
、
他
か
ら
区
別
し
て
、
身

分
を
保
障
さ
せ
る
た
め
の
<
私
>
で
あ
る
。

Z
は
、
 
X
、
 
Y
を
さ
ら
に
飛
翔
さ
せ
、
人
間
で
あ

る
こ
と
へ
の
極
限
を
主
張
す
る
<
私
>
で
あ
る
。
カ

レ
ー
ラ
イ
ス
そ
の
も
の
、
耳
そ
の
も
の
、
(
考
え
る
)

葦
そ
の
も
の
に
ま
で
状
況
と
場
に
ょ
っ
て
先
鋭
化
さ

れ
、
行
動
の
先
端
に
立
っ
<
私
>
で
あ
る
。

そ
れ
み
ろ
ク

「
あ
な
た
は
な
ん
で
す
か
?
・
L

と
い
う
、
こ
ん
な
や
さ
し
い
問
の
な
か
に
も
、
こ
ん

さ
て
、
こ
れ
で
や
っ
と
、

「
あ
な
た
は
な
ん
で
す
か
?
L

と
い
う
設
問
に
た
い
す
る
答
を
出
す
こ
と
が
で
き

地
球
人

学
生

(
考
え
る
)
葦

な
に
複
雑
な
<
私
>
と
<
あ
な
た
>
が
か
く
さ
れ
て

い
た
の
だ
ぞ
夕
と
私
は
や
り
か
え
す
。
あ
な
た
の
中

に
、
現
代
人
で
あ
る
あ
な
た
の
な
か
に
、
千
も
万
も

の
あ
な
た
が
交
錯
し
、
そ
の
お
り
お
り
に
お
い
て
さ

ま
ざ
ま
の
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
く
る
の
で
あ
る
。

あ
な
た
の
な
か
に
共
存
す
る
三
つ
の
<
私
>
に
つ

い
て
や
っ
と
以
上
の
よ
う
に
分
類
で
き
た
。
換
言
す

れ
ば
、
 
X
を
人
間
主
体
と
い
い
、
 
Y
を
社
会
王
体
と

Z
を
行
動
主
体
と
で
も
よ
ん
で
お
け
ば
よ
い

)
、

い

も
で
あ
ろ
う
。
今
、
酒
を
飲
ん
で
く
だ
を
ま
い
て
い
る

あ
な
た
は
、
 
X
の
獣
性
に
め
ざ
め
か
け
て
い
る
あ
な

た
で
あ
ろ
う
し
、
会
社
で
汗
を
か
き
か
き
パ
ソ
コ
ン

を
駆
使
し
て
い
る
あ
な
た
は
Y
の
社
会
の
規
範
の
中

で
束
縛
さ
れ
て
い
る
あ
な
た
で
あ
ろ
う
し
、
タ
映
を

み
な
が
ら
、
イ
ラ
ク
や
ク
ウ
エ
ー
ト
に
想
像
を
は
せ

て
い
る
あ
な
た
は
Z
の
あ
な
た
を
強
く
主
張
し
て
い

る
こ
と
だ
ろ
う
0
 
い
な
、
こ
の
】
言
い
か
た
に
は
少
し

く
無
理
が
あ
る
。
実
は
、
い
つ
い
か
な
る
と
き
で
あ

)し

ろ
う
と
、
三
つ
の
<
私
>
は
、
ひ
と
り
の
あ
な
た
の

中
で
共
存
し
て
い
る
の
だ
。

大
岡
昇
平
は
わ
れ
わ
れ
は
、
た
し
か
に
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
失
っ
た
日
本
的
幽
鬼
ス
ノ
ッ
プ

に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
。
L
 
(
『
少
年
』
)
と
一
言
っ
た
。

彼
の
戦
後
に
お
け
る
創
作
行
為
は
、
根
を
喪
っ
た
日

Z Y X
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本
的
幽
鬼
、
ス
ノ
ッ
プ
か
ら
の
脱
出
に
あ
り
、
「
あ
る

<
私
>
L
 
と
「
あ
り
得
べ
か
り
し
<
私
>
L
 
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
の
回
復
に
こ
そ
、
あ
っ
た
と
い
ぇ
よ
う
0

二
十
一
世
紀
を
前
に
し
て
、
今
日
の
「
特
立
性
L

と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
?

政
治
、
経
済
、
社
会
学
的
な
視
野
で
は
な
く
、
存

在
論
の
一
点
に
た
っ
て
、
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
き
、

ま
す
ま
す
フ
ァ
ジ
ー
な
状
況
が
、
世
界
を
お
お
い
、

そ
れ
に
呼
応
し
て
、
人
間
個
人
の
い
の
ち
の
希
薄
さ

だ
け
が
め
だ
っ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。

湾
岸
戦
争
は
改
め
て
現
代
人
の
想
像
力
の
衰
弱

を
見
せ
っ
け
た
。
バ
ク
ダ
ッ
ド
の
市
民
は
「
悪
魔
の

狂
態
」
に
目
が
く
ら
ん
で
自
国
の
愚
劣
な
権
力
者
の

無
能
を
見
抜
け
な
か
っ
た
し
、
ア
メ
リ
カ
の
航
空
兵

は
「
壮
麗
な
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
L
 
の
示
す
悲
惨
な

真
実
を
見
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
ま
た
わ
れ
わ
れ

は
軍
事
と
経
済
の
戦
略
談
義
に
う
つ
つ
を
抜
か
し
、

そ
の
間
に
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
「
い
の
ち
し
は
無
惨

に
も
石
こ
ろ
の
ご
と
く
消
さ
れ
て
い
っ
た
0

か
つ
て
私
は
東
京
で
あ
っ
た
「
現
代
短
歌
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
L
 
に
参
加
し
た
こ
と
が
あ
る
。

天
沢
退
二
郎
、
菱
川
善
夫
岡
井
隆
の
講
演
。
荒

川
洋
治
、
春
日
井
建
等
の
パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ

ヨ
ン
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
何
と
い
っ
て
も
圧
巻
は
、

二
日
目
の
パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
「
仮
構
の

浪
曼
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
回
復
へ
」
で
あ
っ
た
。
作

家
・
中
上
健
二
、
立
松
和
平
、
詩
人
・
清
水
旭
歌

人
・
佐
佐
木
幸
綱
、
福
島
泰
樹
三
枝
昂
之
、
私
も

総
合
司
会
と
し
て
そ
れ
に
加
わ
っ
た
の
だ
が
、
彼
ら

は
四
百
人
ち
か
く
の
聴
衆
を
前
に
し
な
が
ら
、
あ
た

か
も
居
酒
屋
で
議
論
す
る
か
の
ご
と
く
、
一
見
ふ
ざ

け
な
が
ら
、
い
つ
の
ま
に
か
火
の
ち
る
よ
う
な
情
況

)し

を
つ
く
り
だ
し
て
い
っ
た
の
に
は
、
驚
い
た
。

あ
と
か
ら
解
っ
た
こ
と
だ
が
、
彼
ら
の
厶
旦
舌
葉
は

「
ふ
ざ
け
て
や
ろ
う
よ
ク
一
L

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、

「
前
の
晩
寝
な
い
で
飲
み
あ
か
そ
う
よ
ク
一
L

の
二
点
で
あ
っ
た
そ
う
だ
。
「
ふ
ざ
け
て
や
ろ
う

よ
ク
こ
は
今
日
の
フ
ァ
ジ
ー
な
状
況
を
、
逆
利
用
し

た
も
の
で
あ
り
、
あ
と
の
方
は
、
頭
を
一
種
の
空
白

状
態
に
お
く
こ
と
に
ょ
り
、
お
の
れ
の
根
源
に
あ
る

無
意
識
に
か
け
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
う
た
う

べ
き
「
も
の
し
ゃ
、
み
る
べ
き
「
眼
」
が
、
絶
対
の

空
問
か
ら
相
対
の
闇
の
中
に
、
つ
き
お
と
さ
れ
て
し

ま
っ
た
今
日
の
ア
モ
ル
フ
な
世
界
を
、
形
と
し
て
ょ

り
か
、
カ
オ
ス
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
た
。
ハ
ー
ス

ヘ
ク
ラ
テ
ィ
ヴ
と
し
て
評
価
し
て
も
よ
い
。
お
の
れ

を
と
り
ま
く
外
の
闇
だ
け
で
な
く
、
お
の
れ
の
裡
な

爰
子
大
学
教
遅

る
闇
に
む
か
っ
て
、
一
見
ふ
ざ
け
な
が
ら
各
自
が
真

剣
に
目
を
む
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

作
家
が
ひ
と
つ
の
作
品
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、

単
に
お
の
れ
の
体
験
し
て
き
た
過
去
の
生
活
を
反
鍔

し
て
書
く
こ
と
で
は
な
く
て
、
お
の
れ
自
身
に
も
わ

か
ら
な
い
、
お
の
れ
の
裡
な
る
闇
に
む
か
っ
て
筆
を

す
す
め
て
ゆ
く
こ
と
を
お
い
て
他
な
い
。
作
家
の
作

家
た
る
所
以
は
、
書
く
と
い
う
行
為
を
と
お
し
て
、

書
く
前
の
自
分
と
は
違
っ
た
自
己
に
ま
で
変
革
さ
れ

止
揚
さ
れ
て
ゅ
く
と
こ
ろ
に
あ
る
0
 
そ
の
要
と
な
っ

て
い
る
も
の
が
、
創
作
の
現
場
に
措
定
さ
れ
て
あ
る

お
の
れ
の
裡
な
る
需
者
と
幻
視
者
で
あ
る
。
こ
の

二
っ
の
眼
の
、
か
ら
ま
り
あ
い
の
う
ち
に
想
像
力
と

し
か
西
い
ぇ
な
い
も
の
が
現
出
し
、
そ
れ
が
日
常
生

活
を
営
む
<
私
>
を
越
え
て
お
の
れ
の
裡
な
る
闇
と
、

世
界
の
闇
を
切
り
ひ
ら
い
て
ゆ
く
こ
と
が
、
出
来
る

の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
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私
と
浮
世
絵

久
し
振
り
に
京
都
国
立
博
物
館
で
「
浮
世
絵
L
 
の

展
覧
会
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
の
「
松
方
コ
ν
ク
シ
ョ
ン
L

約
八
千
点
の
内
か
ら
二
百
八
十
二
点
を
厳
選
し
て
の

展
覧
会
だ
け
に
、
浮
世
絵
愛
好
者
や
、
フ
ァ
ン
の
期

待
は
ま
こ
と
に
大
き
か
っ
た
。

「
松
方
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
は
パ
リ
の
宝
石
商
ア
ン
リ

ー
ヴ
エ
ヴ
エ
ー
ル
氏
か
ら
、
一
括
し
て
購
入
さ
れ
た

も
の
で
、
質
・
量
、
共
に
群
を
抜
く
も
の
で
あ
る
。

そ
の
後
様
々
な
経
緯
を
辿
っ
て
、
現
在
は
東
京
国

立
博
物
館
に
納
ま
っ
て
ぃ
る
。

期
間
は
(
四
月
十
五
日
1
五
月
十
二
旦
約
一
力

月
足
ら
ず
で
あ
る
。
始
め
の
頃
は
、
多
分
入
場
者
も

多
か
ろ
う
と
思
い
、
五
月
の
連
休
も
過
ぎ
た
、
土
、

大
江
直
吉

日
、
を
除
け
ぱ
多
少
空
い
て
い
る
だ
ろ
う
と
考
え
て

行
っ
て
見
る
と
、
修
学
旅
行
生
も
加
わ
っ
て
、
会
場

は
非
常
に
混
ん
で
い
た
。
絵
は
頭
越
し
に
見
る
こ
と

に
な
る
の
で
ょ
く
見
え
な
い
上
に
、
更
に
ガ
ラ
ス
を

通
し
て
で
あ
り
、
「
こ
れ
で
は
」
と
思
っ
て
自
分
の
見

た
い
絵
だ
け
に
し
ぽ
っ
て
拝
見
し
た
。
三
十
分
足
ら

ず
で
、
早
々
に
引
き
上
げ
て
、
別
館
の
常
設
展
へ
と

足
を
運
ん
だ
。

此
処
は
閑
散
と
し
て
い
て
ゅ
っ
く
り
と
自
分
の

「
見
た
い
も
の
」
を
楽
し
む
こ
と
が
出
来
た
。

館
の
展
示
は
、
浮
世
絵
の
発
生
し
た
初
期
の
作
品

か
ら
順
序
よ
く
並
べ
て
あ
っ
て
、
幕
末
の
頃
の
作
品

は
、
北
斉
と
広
重
を
中
心
に
、
國
芳
の
作
品
が
少
し

並
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
容
易
に
見
る
事
の
で

き
な
い
初
期
の
作
品
は
、
大
変
に
貴
重
な
も
の
で
あ

る
が
そ
う
し
た
作
品
は
一
般
人
に
は
縁
遠
い
所
の
も

の
で
あ
る
。
浮
世
絵
の
専
門
店
で
売
買
さ
れ
て
ぃ
る

も
の
は
、
も
っ
と
時
代
が
下
っ
た
文
化
、
文
政
以
降

の
も
の
で
、
幕
末
か
ら
明
治
の
も
の
が
一
般
的
で
あ

る
0

浮
世
絵
と
い
う
も
の
は
、
矢
張
り
手
に
と
っ
て
じ

つ
く
り
と
眺
め
る
絵
で
、
硝
子
越
し
の
ケ
ー
ス
に
収

ま
っ
た
も
の
を
眺
め
る
絵
で
は
な
い
様
に
思
う
。

照
明
も
工
夫
さ
れ
て
淡
い
光
に
あ
て
ら
れ
て
い
る

浮
世
絵
は
、
そ
の
色
彩
が
槌
せ
な
い
よ
う
に
と
の
配

慮
で
あ
る
。

特
に
浮
世
絵
は
直
射
日
光
を
一
番
嫌
う
の
で
、
一

週
問
も
直
射
日
光
に
曝
さ
れ
る
と
、
そ
の
色
彩
が
槌

せ
て
、
絵
が
駄
目
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
あ
る
有
名
な
コ
レ
ク
タ
ー
の
浮
世
絵

を
見
せ
て
も
ら
っ
た
人
の
「
拝
見
記
L
 
を
読
ん
だ
こ

と
が
あ
る
。
あ
る
日
の
こ
と
、
日
本
の
愛
好
者
が
そ

の
コ
ν
ク
タ
ー
の
宅
を
訪
ね
た
の
で
あ
る
。

し
ば
ら
く
雑
談
の
末
、
そ
れ
で
は
こ
れ
か
ら
私
の

コ
レ
ク
シ
ヨ
ン
を
御
案
内
致
し
ま
し
ょ
う
0
 
と
言
っ

て
、
案
内
し
て
く
れ
た
の
は
そ
の
豪
邸
の
地
下
室
で

あ
っ
た
。
其
処
は
暗
く
て
、
窓
も
極
め
て
少
な
く
、

足
許
も
十
分
留
意
し
な
い
と
、
顎
き
そ
う
で
あ
っ
た
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コ
レ
ク
タ
ー
は
や
お
ら
、
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
口
ー
ソ

ク
を
取
り
出
し
、
そ
れ
に
点
火
し
て
お
客
に
渡
し
、

自
分
も
口
ー
ソ
ク
に
点
火
し
て
歩
き
出
し
た
。

少
し
行
く
と
廊
下
ら
し
き
処
に
出
た
。
す
る
と
そ

の
人
は
口
ー
ソ
ク
の
光
を
壁
面
に
近
づ
け
た
。
其
処

に
は
額
に
入
っ
た
浮
世
絵
が
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
る

で
は
な
い
か
。
ロ
ー
ソ
ク
の
光
の
下
で
、
浮
世
絵
の

一
っ
ず
つ
を
ゆ
っ
く
り
と
観
賞
す
る
こ
と
が
出
来

た
。
ロ
ー
ソ
ク
の
光
の
下
で
照
し
出
さ
れ
た
浮
世
絵

は
、
ま
こ
と
に
幻
想
的
で
美
し
か
っ
た
と
書
い
て
あ

つ
た
。
こ
れ
は
少
し
極
端
過
ぎ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

手
に
と
っ
て
じ
っ
く
り
と
鈍
い
光
の
下
で
味
わ
う
絵

で
あ
ろ
う
。

江
戸
時
代
の
一
般
庶
民
の
生
活
は
現
代
の
よ
う
に

サ
ン
サ
ン
と
光
が
入
る
家
の
造
り
で
は
な
か
っ
た
、

九
尺
二
間
の
長
屋
の
生
活
で
あ
る
。
そ
こ
の
居
問
は

薄
暗
く
、
荒
壁
に
取
り
か
こ
ま
れ
た
言
わ
ぱ
う
す
汚

い
生
活
環
境
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
観
賞
さ
れ
る
浮
世

絵
は
泱
し
て
美
術
品
と
し
て
で
は
な
く
、
さ
し
ず
め

現
代
の
ポ
ス
タ
ー
、
チ
ラ
シ
、
映
画
の
ブ
ロ
マ
イ
ド
、

と
い
っ
た
類
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

お
芝
居
を
見
に
行
け
な
い
代
り
に
、
役
者
絵
を
買

つ
て
来
て
眺
め
、
荒
壁
に
張
っ
て
は
、
そ
の
錘
台
姿

を
偲
ん
だ
の
で
あ
る
。
値
段
も
ま
た
安
価
で
あ
っ
た
。

古
く
な
れ
ぱ
惜
し
げ
も
な
く
捨
て
ら
れ
も
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
0

二

昭
和
の
二
桁
時
代
は
京
都
の
寺
町
通
り
に
は
、
月

に
何
回
か
夜
店
が
出
た
。
そ
こ
で
は
時
折
浮
世
絵
が

莫
蓙
の
上
に
並
べ
ら
れ
て
売
ら
れ
て
い
た
り
し
た
。

気
に
入
っ
た
役
者
絵
が
あ
る
と
購
入
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
私
の
親
威
に
あ
た
る
徳
力
富
吉
郎
氏
(
京

都
の
有
名
な
版
画
家
で
京
都
市
の
文
化
功
労
者
で
も

あ
る
)
の
宅
に
そ
れ
を
持
っ
て
行
っ
て
何
か
と
御
指

導
を
頂
い
た
の
で
あ
る
。
多
分
そ
れ
は
三
代
豊
國
の

絵
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
「
血
豆
國
に
は
、
初
代
、
二
代
、

三
代
と
あ
っ
て
、
君
の
持
っ
て
来
た
の
は
二
代
豊
國

の
も
の
。
落
款
が
、
初
代
と
は
大
分
違
う
だ
ろ
う
し

と
言
っ
て
、
所
有
の
初
代
豊
國
の
絵
を
何
枚
か
見
せ

て
も
ら
っ
た
。
初
代
豊
國
の
絵
は
単
に
落
款
の
違
い

だ
け
で
は
な
く
、
色
彩
も
華
や
か
さ
は
な
く
、
何
と

な
く
落
ち
つ
い
て
い
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
私
は
徳

力
さ
ん
か
ら
浮
世
絵
の
,
手
ほ
ど
き
」
を
受
け
た
の

で
あ
る
。

そ
の
後
、
東
京
に
住
む
こ
と
に
な
り
(
昭
和
十
七

年
よ
り
二
十
年
十
二
月
ま
で
)
空
襲
に
遭
い
な
が
ら
、

東
京
で
暮
し
た
の
で
あ
る
が
、
御
承
知
の
通
り
東
京

は
浮
世
絵
の
本
場
で
あ
る
。
浮
世
絵
専
門
の
店
も
沢

山
あ
っ
た
。
勤
め
先
が
丸
ノ
内
の
郵
船
ビ
ル
の
一
室

で
あ
っ
た
の
で
、
昼
食
の
折
り
に
お
隣
り
の
丸
ビ
ル

に
行
く
と
二
階
に
は
様
々
な
店
が
あ
っ
て
、
浮
世
絵

を
売
っ
て
い
る
店
も
あ
っ
た
。
ま
た
通
勤
に
は
上
野

公
園
の
下
を
通
っ
た
の
で
、
上
野
広
小
路
附
近
に
は

浮
世
絵
の
店
が
何
軒
か
集
ま
っ
て
い
た
。

小
遣
い
が
あ
る
と
よ
く
そ
れ
等
の
店
を
訪
れ
た
も

の
で
あ
る
。
戦
争
が
次
第
に
激
し
く
な
り
、
浮
世
絵

、
、
、
、

も
よ
い
も
の
は
信
州
方
面
に
既
に
疎
開
さ
せ
て
あ
る

と
も
言
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
種
々
様
々
な
絵
が

店
に
は
並
ん
で
い
て
結
構
楽
し
か
っ
た
。

一
枚
が
一
円
、
二
円
程
度
で
あ
っ
た
様
に
思
う
。

あ
る
時
に
店
の
主
人
が
「
歌
麿
の
美
人
画
L
 
が
あ
る

の
で
ど
う
だ
ろ
う
、
と
す
す
め
ら
れ
た
事
が
あ
っ
た
。

値
段
は
一
枚
十
四
五
円
で
あ
っ
た
と
思
う
。

往
時
は
歌
麿
を
一
枚
買
う
よ
り
一
、
二
円
程
度
の

「
役
者
絵
」
の
方
が
好
き
だ
っ
た
の
で
買
わ
な
か
っ

た
、
が
今
か
ら
思
う
と
、
安
物
の
絵
を
百
枚
買
う
よ

り
歌
麿
を
十
枚
買
っ
て
お
い
た
方
が
、
ど
れ
だ
け
価

も
占

値
が
あ
り
、
ま
た
儲
か
っ
て
い
た
か
判
ら
な
い
な
ど

と
思
う
こ
と
も
あ
る
が
所
詮
「
後
の
祭
り
」
で
あ
る
。
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そ
の
時
は
そ
れ
で
自
分
が
納
得
し
て
楽
し
ん
だ
の

だ
か
ら
「
今
更
何
を
望
む
か
し
で
あ
る
。

趣
味
と
い
う
も
の
は
自
分
の
美
的
能
力
と
財
力
に

適
っ
た
も
の
を
楽
し
む
こ
と
で
、
他
の
打
算
が
入
ら

な
い
方
が
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

浮
世
絵
は
総
合
さ
れ
た
美
的
工
芸
品
で
あ
る
と
言

え
る
。例

え
ば
歌
麿
の
美
人
画
0
 
と
言
っ
て
も
、
歌
麿

が
画
い
た
部
分
は
そ
の
元
に
な
る
「
版
下
絵
」
だ
け

で
、
彫
る
人
は
別
人
で
あ
り
、
摺
る
人
も
ま
た
別
の

人
で
あ
る
。
浮
世
絵
は
、
ま
ず
版
元
(
出
版
元
)
が

企
画
を
立
て
る
。
今
度
は
「
ど
う
い
う
絵
」
を
出
版

し
よ
う
か
と
、
将
来
の
売
れ
行
き
等
も
考
慮
に
入
れ

て
計
画
さ
れ
る
。
更
に
ど
の
絵
師
に
依
頼
を
す
べ
き

彫
師
、
摺
師
は
ど
ぅ
す
る
か
、
等
々
の
打
ち
合

>
、

力せ
が
な
さ
れ
て
、
実
行
に
移
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
た

と
え
下
絵
が
よ
く
て
も
、
こ
れ
を
彫
る
彫
師
の
腕
の

「
さ
え
」
が
な
け
れ
ば
人
を
引
き
つ
け
る
木
版
画
は
生

れ
な
い
し
、
又
た
と
え
彫
り
が
良
く
て
も
最
後
の
仕

上
げ
の
摺
り
師
が
上
手
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
絵
は
見

事
に
摺
り
上
ら
な
い
の
で
あ
る
。

浮
世
絵
は
、
版
元
と
版
下
画
家
彫
師
、
摺
師
の

四
者
に
ょ
っ
て
総
合
さ
れ
且
っ
多
量
に
生
産
さ
れ
る

絵
画
の
工
芸
品
で
あ
る
と
一
膏
え
よ
う
。

浮
世
絵
と
言
え
ば
版
下
絵
を
描
い
た
人
だ
け
が
大

き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
世
界
の
人
々
が
日
本

版
画
の
見
事
さ
に
感
動
す
る
が
、
そ
れ
は
彫
り
と
、

摺
り
の
見
事
さ
(
水
準
の
高
さ
)
に
ょ
る
も
の
で
、

そ
の
裏
面
に
隠
さ
れ
て
い
る
彫
師
と
摺
師
に
つ
い
て

は
殆
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
い
の
が
そ
の
実
情
で
あ
る
。

そ
の
人
達
は
残
念
な
が
ら
歴
史
の
片
隅
に
取
り
残

さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

浮
世
絵
版
画
の
世
界
に
「
彫
師
L
 
が
多
少
評
価
さ

ム
ヒ
、

嘉
永
以

れ
、
登
場
し
て
来
る
の
は
幕
末
の

降
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
摺
師
に
至
っ
て
は
殆
ん
ど
版

画
の
表
面
に
は
登
場
し
て
来
な
い
。
私
は
こ
う
し
た

浮
世
絵
を
陰
で
支
え
て
来
た
人
々
を
疎
か
に
し
て
は

浮
世
絵
の
全
体
像
は
深
く
理
解
さ
れ
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
る
。

左
に
掲
げ
る
二
枚
の
絵
の
(
ご
は
彫
師
の
名
が

入
っ
た
絵
で
「
佐
藤
正
清
、
河
原
崎
三
升
(
九
世
市

川
団
十
郎
)
明
治
二
年
八
月
人
形
町
具
足
屋
か
ら
出

版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
彫
師
は
「
太
田
彫
升
L
 
と

一
言
う
有
名
な
彫
師
で
、
作
者
の
「
國
周
画
L
 
の
左
下

に
彫
ら
れ
て
い
る
。
(
二
)
は
作
者
は
同
じ
く
國
周
画

で
あ
る
が
、
國
周
画
と
あ
る
左
下
に
「
片
田
彫
長
」

な
る
彫
師
の
名
が
彫
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
絵
は
文
久

三
年
十
二
月
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
「
三
幅
揃
志
い

き
の
志
ら
瀧
L
 
と
題
し
た
三
枚
続
き
の
ま
ん
中
の
画

で
あ
る
。
彫
師
の
「
片
田
彫
長
L
 
は
特
に
浮
世
絵
師

の
國
周
と
は
親
し
か
っ
た
の
で
、
度
々
、
彼
の
画
を

彫
っ
て
い
る
当
時
の
有
名
な
彫
師
の
一
人
で
あ
る
。

同
志
社
創
立
百
年
の
際
に
、
私
は
た
ま
た
ま
校
友

」
/

1
員
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会
の
仕
事
を
手
伝
っ
て
い
た
の
で
北
垣
先
生
が
口
語

体
に
訳
さ
れ
た
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
先
生
著
『
新
島
襄
の
生

涯
』
を
校
友
会
か
ら
出
版
す
る
事
に
携
わ
っ
て
い
た
。

そ
の
時
に
本
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
十
四
点
の
挿
し
絵

よ
、

一
般
的
に
「
銅
版
画
L
 
と
思
わ
れ
て
い
た
よ
う

だ
が
、
よ
く
眺
め
て
見
る
と
、
銅
版
画
で
は
な
く
、

木
版
画
で
あ
る
こ
と
に
気
が
附
い
た
。
こ
の
版
画
は
、

当
時
仏
蘭
西
に
行
き
そ
の
技
術
を
会
得
し
て
帰
っ
て

来
た
、
合
田
清
(
後
に
東
京
芸
大
の
教
授
と
な
る
)

の
指
導
に
ょ
っ
て
製
作
さ
れ
た
「
西
洋
木
版
画
L
 
で

あ
る
こ
と
が
判
っ
た
。

普
通
木
版
画
と
言
え
ば
「
板
目
木
版
L
 
の
こ
と
で

板
目
木
版
と
は
、
板
に
し
た
板
木
に
下
絵
を
張
っ
て

彫
る
手
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
西
洋
木
版
画
(
木

口
本
版
)
は
木
を
輪
切
り
に
し
て
木
の
横
断
面
の
芯

の
部
分
に
彫
刻
す
る
方
法
で
あ
る
。

板
目
木
版
よ
り
、
材
質
的
に
一
層
堅
い
の
で
陰
影

な
ど
を
作
る
に
は
適
し
て
い
る
。

挿
入
さ
れ
て
い
る
絵
は
こ
の
西
洋
木
版
に
ょ
っ
て

製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
九
の
で
あ

る
。
こ
れ
も
多
少
、
浮
世
絵
に
興
味
を
持
っ
て
い
た

「
余
徳
L
 
か
と
思
っ
て
感
謝
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
元
本
傑
務
部
長
)

0

同
志
社
の
今
出
川
キ
ャ
ン
。
ハ
ス
か
ら
出
士
し
た

考
古
資
券
う
ち
、
も
っ
と
も
古
い
士
器
が
こ
こ

に
示
し
た
縄
文
士
器
の
破
片
で
あ
る
。

女
子
大
学
の
ゼ
ー
ム
ズ
館
前
の
地
点
に
、
半
地

下
式
の
図
譜
館
を
廸
築
す
る
に
先
立
っ
て
発
掘
調

査
を
し
た
際
に
、
出
ナ
し
た
資
料
で
あ
る
。
す
で

に
撹
乱
し
て
い
た
士
坑
巾
や
、
砂
礫
層
中
か
ら
発

同
志
社
校
地
出
土
の
埋
蔵
文
化
財
(
⑳
)

鈴
木
重
治

5

'
、

、
'
'
闇

兄
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
土
器
片
は
、
六
片
が
確
認
さ

れ
た
が
、
す
べ
て
が
接
合
し
た
為
、
伺
一
個
体
の

一
部
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
器
面
の
磨
滅
が

い
ち
じ
る
し
く
、
文
様
構
成
は
不
明
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
部
分
的
に
特
徴
的
な
文
様
を
う
か
が
う

こ
と
の
で
き
る
資
料
で
あ
る
。

語
の
右
側
の
破
片
は
、
外
面
の
中
央
部
に
縦

位
置
に
三
条
の
縄
文
寵
め
る
資
料
で
、
縄
文
自

体
は
粗
い
単
節
で
左
下
り
が
確
認
で
き
る
。
裏
面

は
横
走
す
る
擦
痕
が
残
り
、
接
合
後
の
観
察
か
ら

頚
部
か
ら
胴
部
に
か
か
る
部
分
の
破
片
で
あ
る
こ

と
稔
め
ら
れ
た
。
左
側
の
破
片
は
、
上
端
部
が

丸
味
を
も
っ
た
口
縁
部
に
当
り
、
器
面
に
残
る
文

様
は
、
頚
部
に
寄
っ
た
左
下
の
部
分
に
の
み
、
一

条
の
縄
文
を
腎
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
縄
文
も
、

粗
い
単
節
の
縄
文
で
充
下
り
に
施
文
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
共
通
の
方
法
に
ょ
っ
て
同
一
の
施

文
具
で
文
様
が
っ
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
砂
粒

を
含
ん
だ
胎
士
は
、
灰
褐
色
を
呈
し
て
い
て
、
京

都
盆
地
出
士
の
縄
文
土
器
に
よ
く
み
ら
れ
る
素
地

を
一
不
し
て
い
る
。

北
白
川
遺
跡
、
一
乗
寺
遺
跡
、
上
加
茂
遺
跡
な

ど
の
京
都
を
代
表
す
る
縄
文
時
代
遺
跡
か
ら
の
出

士
資
料
と
と
も
に
、
縄
文
時
代
の
生
き
証
人
で
も

あ
る
同
'
社
人
学
校
地
学
術
朋
査
委
R
会
糊
査
主
任
)

゛
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善
光
寺
如
来
の
行
方

今
年
(
一
九
九
一
年
)
の
四
月
中
旬
、
わ
た
く
し

は
、
わ
た
く
し
の
主
宰
す
る
「
日
本
の
美
を
観
る
会
L

の
会
員
達
と
、
前
の
日
に
か
の
安
曇
野
を
散
策
し
て

松
本
に
一
泊
し
、
早
朝
の
列
車
で
長
野
へ
向
う
途
中
、

篠
ノ
井
線
の
車
窓
の
景
色
の
移
り
変
わ
り
を
楽
し
ん

だ
り
、
世
間
話
を
し
た
り
し
て
い
た
。
そ
の
時
、
と

あ
る
乗
客
の
一
人
(
富
山
の
人
と
聞
い
た
)
が
、
会

員
の
一
人
を
つ
か
ま
え
て
、
「
あ
な
た
、
善
光
寺
と
い

う
お
寺
が
、
長
野
以
外
に
も
う
一
っ
あ
る
の
を
知
っ

て
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
を
し
て
来
た
ら
し
い
。

返
答
を
し
な
い
で
、
そ
の
会
員
は
、
質
問
者
を
わ
た

く
し
の
と
こ
ろ
へ
っ
れ
て
来
た
0
 
わ
た
く
し
は
「
あ

な
た
の
言
わ
れ
る
善
光
寺
と
い
う
の
は
、
飯
田
に
あ

る
元
善
光
寺
の
こ
と
で
す
か
」
と
問
う
と
、
そ
の
人

氏
平
裕
明

は
「
そ
の
通
り
で
す
」
と
い
う
、
わ
た
く
し
は
「
善

光
寺
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
お
寺
は
、
そ
の
ほ
か
に
、

甲
府
に
も
甲
州
善
光
寺
と
い
う
お
寺
が
あ
る
し
、
山

形
県
の
鶴
岡
に
も
三
ケ
沢
善
光
寺
と
い
う
お
寺
が
あ

り
ま
す
よ
し
と
い
う
と
、
そ
の
人
は
、
驚
い
て
し
ま

つ
て
、
い
ろ
い
ろ
と
善
光
寺
の
由
来
な
ど
に
つ
い
て

わ
た
く
し
に
問
い
た
だ
し
て
来
た
。
そ
の
時
、
わ
た

く
し
が
そ
の
人
に
話
し
た
こ
と
が
ら
の
中
で
、
善
光

寺
如
来
の
行
方
に
つ
い
て
の
話
は
、
わ
た
く
し
が
っ

ね
づ
ね
、
心
の
中
で
善
光
寺
と
い
う
お
寺
の
由
来
以

上
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
の
で
、

こ
こ
に
記
し
て
み
た
い
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

善
光
寺
如
来
と
い
わ
れ
る
も
の
に
つ
ぃ
て
は
、
拝

観
し
た
も
の
は
誰
も
な
く
、
古
来
渡
来
仏
第
一
号

と
し
て
、
国
宝
以
上
に
あ
が
め
ら
れ
て
来
た
秘
仏
で

あ
る
が
、
そ
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
通

説
が
あ
る
。

欽
明
天
皇
の
十
三
孟
五
二
)
年
百
済
の
聖
明
王

は
、
仏
の
お
告
げ
に
ょ
っ
て
、
仏
教
と
仏
像
を
わ
が

国
に
送
っ
て
来
た
。
天
皇
が
仏
像
を
祀
っ
た
も
の
か

ど
う
か
、
諸
臣
に
は
か
る
と
、
仏
教
受
入
賛
成
派
の

蘇
我
氏
と
、
受
入
反
対
派
の
物
部
、
中
臣
氏
に
わ
か

れ
て
相
争
う
よ
う
に
な
っ
た
。
天
皇
が
蘇
我
稲
目
に

仏
像
を
与
え
た
こ
と
か
ら
、
一
鯖
我
氏
中
心
に
仏
教
が

興
隆
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
疫
病
が

流
行
し
た
時
、
反
対
派
で
あ
っ
た
物
部
、
中
臣
両
氏

は
真
先
に
、
そ
の
わ
ざ
わ
い
の
も
と
を
仏
教
の
故
に

し
、
仏
像
は
、
か
の
難
波
の
堀
江
に
投
げ
こ
ま
れ
た

の
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
、
そ
の
頃
信
濃
の
国
の
住

人
で
、
国
司
の
お
供
を
し
て
都
に
上
っ
て
ぃ
た
、
本

田
善
光
と
い
う
人
が
難
波
の
堀
江
の
ほ
と
り
を
通
り

か
か
っ
た
と
こ
ろ
、
水
底
か
ら
「
善
光
、
善
光
」
と

よ
ぶ
声
が
す
る
の
で
立
ち
止
る
と
、
い
き
な
り
善
光

の
背
中
に
仏
像
が
と
び
移
っ
た
。
こ
の
仏
像
に
霊
験

を
感
じ
た
善
光
は
、
こ
れ
を
背
負
っ
て
信
濃
に
も
ど

つ
た
の
で
あ
る
。

長
野
県
の
飯
田
に
、
い
ま
で
も
元
善
光
寺
と
い
う

天
台
宗
の
お
寺
が
あ
る
が
、
こ
こ
は
本
田
善
光
の
旧
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居
の
近
く
と
言
わ
れ
、
本
田
善
光
そ
の
人
が
、
仏
像

を
背
負
っ
て
来
て
、
仏
像
を
安
置
し
た
所
と
伝
え
ら

れ
て
ぃ
る
。
元
善
光
寺
を
訪
れ
る
と
、
簡
素
な
趣
を

も
つ
元
善
光
寺
の
本
堂
が
ひ
っ
そ
り
と
建
っ
て
い

て
、
以
上
述
べ
た
よ
う
な
寺
伝
を
い
ま
に
伝
え
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
、
門
前
市
を
な
し
、
繁
栄
極
ま
り
な

い
長
野
の
善
光
寺
と
は
、
比
ぶ
べ
く
も
な
い
。
で
は

善
光
寺
が
、
何
故
現
在
、
長
野
に
在
る
の
で
あ
ろ
う

そ
れ
は
、
の
ち
皇
極
帝
の
御
代
、
勅
命
に
ょ
っ

)
0

力て
、
当
時
芋
井
の
郷
と
一
言
わ
れ
た
長
野
の
、
今
あ
る

善
光
寺
の
地
に
移
建
し
、
仏
像
も
安
置
し
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
善
光
寺
の
寺
名
は
、
本
田
善
光
そ
の
人

の
善
光
を
と
っ
た
も
の
で
あ
り
、
皇
極
天
皇
御
下
賜

の
勅
額
に
ょ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
仏
像
は
、
し

ぱ
し
ば
善
光
寺
如
来
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

信
濃
善
光
寺
に
安
置
さ
れ
て
、
安
住
の
地
を
得
た

善
光
寺
如
来
で
は
あ
る
が
、
戦
国
の
世
に
い
た
っ
て
、

一
応
、
名
あ
る
武
将
達
が
、
こ
れ
に
関
与
し
て
く
る

よ
う
に
な
る
。
先
ず
、
武
田
信
玄
と
上
杉
謙
信
で
あ

る
。
両
者
は
、
周
知
の
如
く
、
川
中
島
に
於
い
て
何

回
も
烈
し
い
戦
闘
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
し
か
し
、

と
も
に
信
心
深
い
武
将
で
あ
っ
た
両
者
は
、
戦
禍
が

善
光
寺
に
及
ぶ
こ
と
を
お
そ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
に

戦
に
抗
し
き
れ
ず
、
つ
い
に
戦
死
。
武
田
氏
も
勝
頼

の
代
に
な
る
と
、
長
篠
の
合
戦
の
敗
北
以
来
、
急
速

に
勢
を
失
い
、
天
正
十
(
一
五
八
二
)
年
滅
亡
し
て

し
ま
う
0

武
田
信
玄
が
甲
州
善
光
寺
へ
移
し
た
善
光
寺
如
来

は
、
金
銅
の
一
尊
仏
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

上
杉
謙
信
が
越
後
へ
移
し
、
直
江
津
と
五
智
の
問
に

善
光
寺
を
建
立
し
、
安
置
し
た
の
は
三
尊
仏
で
あ
る

と
い
う
。
謙
信
が
越
後
へ
移
し
た
三
尊
仏
こ
そ
、
上

杉
景
勝
の
代
に
な
っ
て
会
津
へ
移
封
さ
れ
た
時
に
、

会
津
へ
移
さ
れ
、
さ
ら
に
関
ケ
原
の
合
戦
の
論
功
行

賞
に
ょ
っ
て
上
杉
氏
が
米
沢
に
転
封
さ
れ
た
時
に
米

沢
に
移
り
、
そ
の
後
米
沢
法
音
寺
に
安
置
し
た
と
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。

い
圭
米
沢
の
上
杉
廟
に
程
近
い
法
音
寺
を
訪
れ

る
と
、
三
尊
仏
の
う
ち
、
両
脇
侍
だ
け
現
存
す
る
と

言
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
脇
侍
さ
え
も
拝
観
不
能
で

あ
る
。
写
真
だ
け
は
、
か
ろ
う
じ
て
拝
す
る
こ
と
が

出
来
る
。
こ
れ
に
ょ
る
と
、
法
音
寺
の
中
藤
は
、
さ

す
が
彫
法
が
古
様
で
、
螺
髪
は
大
き
く
、
そ
の
間
に

光
る
頭
光
も
大
き
い
。
尊
顔
は
丸
く
、
眉
の
孤
線
と

鼻
筋
の
稜
線
が
美
し
い
線
を
え
が
き
、
豊
か
な
三
道

自
然
に
下
る
眉
の
線
や
、
衣
文
線
は
き
わ
だ
っ
て
明

瞭
で
美
し
い
。
脇
侍
も
、
一
局
い
八
角
の
宝
冠
を
か
む

信
濃
善
光
寺
を
避
難
さ
せ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
頃

の
信
濃
善
光
寺
は
、
現
在
の
よ
う
な
一
御
堂
式
に
な

つ
て
お
ら
ず
、
上
段
小
御
堂
と
下
段
大
御
堂
に
別
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
何
回
も
一
言
及
す
る
が
、
甲
斐
の

信
玄
、
越
後
の
謙
信
と
も
に
、
戦
国
武
将
の
中
で
も

と
り
わ
け
仏
心
あ
る
将
で
あ
っ
た
の
で
、
信
玄
は
、

自
分
に
属
し
て
い
た
善
光
寺
堂
主
栗
田
氏
に
命
じ

て
、
上
段
小
御
堂
の
本
尊
を
奉
じ
て
甲
斐
に
移
ら
せ
、

謙
信
は
下
段
大
御
堂
の
本
尊
を
体
し
て
越
後
に
遷
ら

し
め
た
。
そ
の
時
、
他
の
諸
仏
、
経
典
諸
仏
器

僧
侶
な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
の
地
に
行
っ
て
い
る
。
甲
州

善
光
寺
、
越
後
府
中
善
光
寺
が
建
立
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
現
存
す
る
甲
州
善
光
寺
は
壮
大
な
山
門
、
入
母

屋
造
、
銅
板
葦
桁
行
五
問
の
、
ま
さ
し
く
偉
容
を

誇
る
楼
門
を
も
ち
、
本
堂
も
桁
行
十
一
間
、
梁
間
七

し
ゆ
も
く

問
、
銅
板
葦
、
橦
目
造
軒
唐
破
風
桧
皮
葦
と
い
う

堂
々
た
る
建
物
で
あ
る
。

信
玄
に
属
し
た
栗
田
氏
は
、
栗
田
鶴
寿
と
い

)
、

し

甲
州
に
善
光
寺
を
建
立
し
た
後
も
、
信
濃
か
ら
つ
い

て
来
た
僧
侶
達
と
と
も
に
寺
全
体
を
統
率
し
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
、
元
亀
四
二
五
七
三
)
年
信
玄
が

死
去
す
る
と
、
さ
し
も
の
武
田
氏
も
よ
う
や
く
衰
え

を
見
せ
は
じ
め
、
武
田
氏
の
前
進
基
地
で
あ
る
高
天

神
域
の
守
備
に
当
っ
て
い
た
鶴
寿
も
、
三
年
間
の
防
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り
、
尊
顔
の
白
毫
は
大
き
く
、
丸
味
を
帯
び
た
柔
和

な
表
情
を
た
た
え
て
、
衣
文
線
も
古
様
で
美
し
い
。

全
体
的
に
三
尊
と
も
堂
々
た
る
風
格
を
維
持
し
、
絶

対
に
和
様
化
、
形
式
化
の
な
い
、
三
国
伝
来
を
想
わ

せ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
仏
像
で
あ
る
。

一
方
、
甲
州
善
光
寺
へ
移
さ
れ
た
一
尊
仏
は
、
そ

の
後
ど
う
な
っ
て
行
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
武
田
氏
滅

亡
後
こ
れ
を
滅
ぽ
し
た
織
田
信
長
は
、
こ
の
一
尊

仏
を
天
正
十
(
五
八
己
年
岐
阜
善
光
寺
に
移
し

て
い
る
。
し
か
し
信
長
は
、
武
田
氏
滅
亡
後
わ
ず
か

に
し
て
、
か
の
本
能
寺
で
明
智
光
秀
に
ょ
っ
て
討
た

れ
た
。
こ
の
機
に
、
善
光
寺
如
来
は
、
徳
川
家
康
に

よ
っ
て
天
正
十
一
(
一
五
△
己
年
浜
松
鴨
江
寺
に

移
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
家
康
は
、
ま
も
な
く
こ
の

仏
像
を
甲
州
善
光
寺
に
返
し
た
。
そ
し
て
、
慶
長
元

(
一
五
九
六
)
年
に
な
る
と
、
今
度
は
豊
臣
秀
吉
が
、

こ
の
如
来
を
方
広
寺
の
本
尊
と
し
て
京
都
へ
迎
え
て

い
る
。
か
く
転
々
と
し
た
善
光
寺
如
来
も
、
数
年
後

秀
吉
に
ょ
っ
て
、
今
度
は
信
濃
善
光
寺
へ
返
還
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

信
玄
に
従
っ
て
甲
州
善
光
寺
を
お
こ
し
た
栗
田
鶴

寿
の
子
孫
は
、
そ
の
後
も
信
濃
善
光
寺
の
堂
主
で
あ

つ
た
が
、
時
を
経
て
偏
松
代
に
移
封
さ
れ
て
来
た

徳
川
譜
代
の
酒
井
忠
次
と
関
係
が
で
ミ
元
和
八
(
一

六
一
三
)
年
酒
井
忠
勝
が
、
松
代
か
ら
庄
内
鶴
岡
へ

転
封
に
な
っ
た
時
、
こ
れ
に
従
っ
て
、
善
光
寺
如
来

と
と
も
に
庄
内
に
入
部
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
鶴

岡
の
近
く
、
三
ケ
沢
の
善
光
寺
と
い
う
の
が
そ
の
場

所
に
あ
た
り
、
現
在
も
、
庄
内
の
栗
田
家
に
は
、
こ

の
地
に
信
濃
善
光
寺
の
本
尊
、
宝
印
、
文
書
な
ど
を

捧
持
し
て
来
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。
現
在
信
濃
善

光
寺
の
大
本
願
に
所
蔵
さ
れ
る
有
名
な
「
栗
田
文
声

は
大
正
初
年
に
栗
田
家
か
ら
寄
進
さ
れ
た
と
い
う
事

実
が
あ
る
。

い
ま
、
鶴
岡
郊
外
の
三
ケ
沢
善
光
寺
を
訪
れ
る
と
、

何
の
こ
と
で
あ
ろ
う
、
寺
は
荒
れ
寺
と
変
り
は
て
、

仏
像
の
か
け
ら
一
っ
と
て
な
く
、
辛
う
じ
て
無
住
の

そ
し
り
を
免
れ
て
い
る
程
度
の
寺
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
仏
像
は
す
べ
て
盗
難
に
あ
っ
て
い
る
、
と

信
濃
善
光
寺
は
、
い
ま
も
輝
か
し
い
寺
歴
と
と
も

に
、
国
民
の
尊
崇
を
集
め
、
長
野
は
仏
都
と
し
て
、

門
前
町
と
し
て
栄
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
善

光
寺
の
本
尊
と
さ
れ
る
仏
像
は
、
わ
が
国
に
最
初
に

渡
来
し
て
来
た
仏
像
と
い
わ
れ
、
わ
れ
わ
れ
が
っ
ね

に
そ
れ
を
確
か
め
た
い
願
望
を
も
っ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
実
体
は
知
り
得
べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
。

(
本
部
東
京
分
室
嘱
託
職
旦

か
く
み
て
来
た
よ
う
に
、
武
田
信
玄
に
ょ
っ
て
甲

州
に
移
さ
れ
た
善
光
寺
如
来
は
庄
内
へ
、
上
杉
謙
信

に
ょ
っ
て
越
後
に
移
さ
れ
た
善
光
寺
如
来
は
米
沢

へ
、
と
も
に
数
奇
な
道
を
歩
み
な
が
ら
、
出
羽
地
方

に
お
ち
つ
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
双
方
と
も
、
現
在
健
在
で
は
な
く
、
法
音
寺

の
中
尊
は
行
方
が
知
れ
ず
、
三
ケ
沢
善
光
寺
の
如
来

も
盗
難
に
あ
っ
て
不
明
で
あ
る
と
い
う
。

し
、
つ
0

^


