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は
じ
め
に

江
戸
戯
作
に
お
い
て
、
同
一
の
素
材
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
同
時

期
に
刊
行
さ
れ
た
戯
作
諸
作
品
に
、
し
ば
し
ば
同
様
の
趣
向
が
用
い
ら
れ
る

こ
と
に
関
し
て
は
、
時
代
思
潮
や
流
行
の
点
か
ら
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
（
1
）。

後
述
す
る
よ
う
に
、
商
品
で
あ
る
戯
作
に
は
、
想
定
さ
れ
た
読
者
層
に
応
じ

た
工
夫
が
施
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
先
行
作
と
同
様
の
趣
向
が
用
い
ら
れ
た

の
は
、
読
者
に
対
し
て
、
何
ら
か
の
意
味
を
持
ち
得
る
工
夫
を
施
し
得
た
た

め
で
は
な
い
か
。

近
年
、
文
化
初
年
に
刊
行
さ
れ
た
山
東
京
伝
と
曲
亭
馬
琴
の
読
本
の
趣
向

が
近
似
し
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
再
検
討
が
行
わ
れ
、
高
木
元
氏
（
2
）、
大
高
洋

司
氏
（
3
）に
よ
っ
て
、
本
屋
（
板
元
）・
鶴
屋
喜
右
衛
門
の
積
極
的
な
関
与
に
よ

る
、
意
図
的
な
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

高
木
氏
（
4
）が
、

近
世
文
芸
の
顕
著
な
特
質
は
出
板
流
通
機
構
の
上
に
成
立
し
た
こ
と
に

あ
る
。（
中
略
）〈
商
品
〉
と
し
て
の
書
物
が
大
量
に
生
産
さ
れ
消
費
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
十
九
世
紀
以
降
、
そ
の
出
版
流
通
機
構
を
無
視
し

た
文
学
研
究
は
成
立
し
得
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

と
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
、
特
に
文
化
年
間
以
降
の
江
戸
戯
作
が
、
商
業
ベ
ー

ス
の
出
版
流
通
機
構
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
江
戸
戯

作
の
制
作
・
享
受
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら

の
考
察
は
不
可
欠
で
あ
る
。
本
屋
の
存
在
を
含
め
、
戯
作
同
士
の
関
係
の
捉

え
直
し
を
行
い
、
作
者
に
お
け
る
対
読
者
意
識
の
考
察
を
含
め
た
検
討
を
行

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
検
討
に
際
し
て
、
本
稿
で
は
、
京
伝
作
品
と
式
亭
三
馬
の
合
巻
作
品

に
お
け
る
利
用
関
係
に
着
目
す
る
。
京
伝
と
三
馬
は
、
と
も
に
合
巻
の
創
始

期
に
活
動
し
、
多
く
の
作
品
を
生
み
出
し
た
戯
作
者
で
あ
る
。
両
者
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
本
田
康
雄
氏
（
5
）が
「
山
東
京
伝
の
作
品
か
ら
式
亭
三
馬
は
多
く

学
ん
で
い
る
。
そ
の
こ
と
は
（
中
略
）
両
者
の
生
涯
に
わ
た
っ
て
多
く
の
作

品
に
つ
い
て
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
一
般
的
に
三
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馬
は
京
伝
の
追
随
者
と
さ
れ
る
。

稿
者
の
調
査
の
結
果
、
三
馬
が
京
伝
作
品
を
多
く
利
用
し
て
い
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
が
、
そ
の
一
方
で
京
伝
も
ま
た
三
馬
の
作
品
を
利
用
し
て
お
り
、

京
伝
と
三
馬
は
相
互
に
、
先
行
作
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
（
以

下
、
こ
う
し
た
作
品
の
利
用
方
法
を
「
相
互
利
用
」
と
呼
ぶ
）。

こ
の
よ
う
な
関
係
に
注
目
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
素
材
を
ど
の
よ
う
に
用
い

て
い
る
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
化
期
に
お
け
る
合
巻
の
制

作
・
享
受
の
有
様
を
考
察
し
た
い
。

一

京
伝
か
ら
三
馬
へ

（
一
）
京
伝
『
暁
傘
時
雨
古
手
屋
』

先
行
研
究
に
お
け
る
京
伝
か
ら
三
馬
へ
の
影
響
に
つ
い
て
の
指
摘
は
、
洒

落
本
や
滑
稽
本
に
関
す
る
も
の
が
中
心
で
あ
る
。
合
巻
に
関
し
て
は
、
本
田

氏
（
6
）、
林
美
一
氏
（
7
）、
棚
橋
正
博
氏
（
8
）に
よ
っ
て
六
例
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
な

お
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
本
節
で
は
、
三
馬
が
京

伝
『
暁
傘
時
雨
古
手
屋

あ
か
つ
き
が
さ
し
ぐ
れ
の
ふ
る
て
や（
9
）
』（
合
巻
、
勝
川
春
扇
画
、
文
化
八
年
〈
一
八
一
一
〉

刊
、
蔦
屋
重
三
郎
板
。
以
下
、『
暁
傘
』）
を
利
用
し
て
い
る
事
例
に
つ
い
て

検
証
す
る
。

京
伝
は
『
暁
傘
』
後
編
に
お
い
て
、
浄
瑠
璃
「
桜
鍔
恨
鮫
鞘

さ
く
ら
つ
ば
う
ら
み
の
さ
め
ざ
や（

）
」（
作
者

10

未
詳
、
安
永
二
年
〈
一
七
七
三
〉
大
坂
豊
竹
定
吉
座
初
演
。
以
下
、「
桜

鍔
」）「
鰻
谷
の
段
」
に
お
け
る
〈
書
置
き
の
代
読
〉
の
場
面
を
利
用
し
て
い

る
。「
鰻
谷
の
段
」
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

お
妻
は
、
夫
・
八
郎
兵
衛
の
入
り
用
の
金
を
用
立
て
る
た
め
に
、
心
な
ら

ず
も
愛
想
尽
か
し
を
し
て
夫
に
斬
ら
れ
る
。
無
筆
の
お
妻
は
、
八
郎
兵
衛
に

事
情
を
知
ら
せ
る
た
め
に
娘
に
口
伝
え
で
覚
え
さ
せ
、
お
妻
の
死
後
、
娘
は

そ
の
内
容
を
八
郎
兵
衛
に
語
っ
て
聞
か
せ
る
。

傍
線
で
示
し
た
、
遺
さ
れ
た
子
ど
も
が
、
母
親
の
口
伝
し
た
遺
言
を
語
る

と
い
う
く
だ
り
を
、〈
書
置
き
の
代
読
〉
と
称
し
て
お
く
。

『
暁
傘
』
後
編
が
、「
桜
鍔
」
の
世
界
に
拠
る
こ
と
は
、
京
伝
自
身
が
冒
頭

の
「
小
引
」
で
「
赤
ま
へ
だ
れ
に
血
を
あ
や
す
、
妻
に
う﹅

ら﹅

み﹅

の﹅

さ﹅

め﹅

ざ﹅

や﹅

は
」（
傍
点
、
稿
者
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
や
、「
桜
鍔
」
の
人
名
（
お
妻
・

八
郎
兵
衛
）・
地
名
（
鰻
谷
）
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
り
、

す
で
に
清
水
正
男
氏
（

）に
よ
っ
て
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

11

『
暁
傘
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
く
だ
り
で
〈
書
置
き
の
代
読
〉
が
取

り
込
ま
れ
て
い
る
。

お
妻
が
、
夫
・
八
郎
兵
衛
の
た
め
に
、
立
ち
入
り
を
禁
止
さ
れ
た
神
木
に

登
る
が
、
他
人
に
見
つ
か
り
、
口
止
め
の
た
め
に
夫
に
斬
ら
れ
る
覚
悟
で
心

な
ら
ず
も
愛
想
尽
か
し
を
す
る
。〈
神
木
に
登
る
女
〉

お
妻
は
、
自
分
の
死
後
、
事
情
を
伝
え
る
た
め
に
書
き
置
き
を
残
そ
う
と

す
る
が
、
無
筆
で
あ
る
た
め
、
子
ど
も
に
そ
の
内
容
を
覚
え
さ
せ
る
。
お
妻

の
死
後
、
子
ど
も
が
そ
れ
を
八
郎
兵
衛
ら
に
語
っ
て
聞
か
せ
る
。〈
書
置
き

の
代
読
〉

こ
の
う
ち
前
半
部
の
、
女
が
立
ち
入
り
を
禁
止
さ
れ
た
神
木
に
登
る
と
い

う
く
だ
り
を
、〈
神
木
に
登
る
女
〉
と
称
し
て
お
く
。
以
下
に
該
当
場
面
の

本
文
を
示
す
。

必
ず
化
石
あ
る
に
疑
ひ
な
し
（
中
略
）
ａ
天
神
の
森
に
至
り
て
窺
ひ
見
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る
に
、
果
し
て
龍
灯
上
が
り
け
れ
ば
、
さ
て
こ
そ
と
嬉
し
み
つ
ゝ
松
の

木
に
よ
ぢ
上
る
折
し
も
、
道
具
屋
弥
兵
衛
、
隠
置
き
た
る
色
紙
の
箱
を

取
出
さ
ん
と
、
こ
れ
も
松
の
木
に
上
り
け
る
が
、（
中
略
）
ｂ
弥
兵
衛

は
お
妻
が
片
袖
を
引
千
切
り
、
お
妻
は
色
紙
の
箱
を
抱
へ
て
逃
失
せ
た

り
。（
中
略
）
明
く
る
朝
に
な
り
、
松
の
枝
の
折
れ
て
あ
る
を
見
て
、

こ
れ
大
い
な
る
狼
藉
な
り
。
何
者
の
仕
業
や
と
、
目
代
よ
り
厳
し
く
詮

議
せ
ら
れ
け
り
。（
中
略
）
ｃ
松
の
枝
を
折
つ
た
る
罪
は
我
が
身
一
つ

に
引
受
け
て
、
夫
に
罪
を
着
せ
ま
い
と
い
ふ
覚
悟
な
れ
ば
、
そ
れ
と
打

明
け
言
ひ
難
く
、
殊
に
弥
兵
衛
が
前
な
れ
ば
、
わ
ざ
と
愛
想
づ
か
し
を

言
ひ
け
る
に
ぞ
、（
中
略
）
ｄ
わ
し
が
心
を
八
郎
兵
衛
殿
に
ち
よ
つ
と

一
筆
書
残
し
た
く
思
へ
ど
も
、
い
の
字
も
書
け
ぬ
無
筆
の
悲
し
さ
。

（
中
略
）
此
幼
子
の
持
遊
び
に
書
置
の
文
句
を
な
ぞ
ら
へ
、
此
子
に
よ

く
〳
〵
言
ひ
含
め
置
く
な
ら
ば
、
年
に
似
合
は
ぬ
物
覚
へ
よ
き
子
な
れ

ば
、
思
ひ
出
し
て
語
る
な
ら
ん
。（
中
略
）「
こ
れ
半
太
よ
。
母
が
教
へ

た
事
と
い
ふ
は
な
ん
じ
や
〳
〵
」
と
尋
ぬ
れ
ば
、
半
太
は
き
つ
と
畏
ま

り
、「
こ
れ
父
様
。
書
置
の
事
〳
〵
」
と
言
ひ
つ
ゝ
、
か
の
持
遊
び
を

並
ぶ
れ
ば
、
八
郎
兵
衛
も
音
助
も
心
付
き
、「
さ
て
は
ｄ
お
妻
は
手
に

掛
か
る
覚
悟
に
て
、
無
筆
ゆ
へ
、
委
細
の
訳
を
半
太
に
言
ひ
教
へ
置
き

し
な
ら
ん
。
ど
ふ
じ
や
〳
〵
」
と
尋
ぬ
れ
ば
、
半
太
は
頷
き
、「
此
持

遊
び
や
何
や
か
や
が
、
書
置
の
事
〳
〵
」
と
言
ふ
ゆ
へ
、
そ
ん
な
ら
お

妻
が
此
様
に
、
持
遊
び
を
括
分
け
て
渡
し
た
る
此
括
り
目
は
一
つ
書
の

心
な
ら
ん
。
此
順
に
問
ふ
て
見
ん
と
、
音
助
も
ろ
と
も
並
べ
見
て
、
八

郎
兵
衛
ま
づ
初
め
に
綿
と
櫛
を
一
つ
に
括
つ
た
は
な
ん
じ
や
〳
〵
。
半

太
ソ
リ
ヤ
、
わ
た
く
し
じ
や
。

さ
て
、
こ
の
場
面
は
〈
書
置
き
の
代
読
〉
に
加
え
、〈
神
木
に
登
る
女
〉

と
い
う
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
二
箇
所
の
傍
線
部
ｄ
が
、「
桜
鍔
」

に
お
け
る
〈
書
置
き
の
代
読
〉
の
内
容
と
対
応
す
る
。

そ
し
て
、
二
重
傍
線
部
は
、
京
伝
が
「
小
引
」
で
「
し
ん
手
な
か
き
お
き

に
、
忠
と
孝
と
の
は
ん
じ
も
の
」
と
述
べ
、
清
水
氏
（

）が
「
判
じ
物
の
趣
向
」

12

と
し
て
指
摘
す
る
箇
所
で
あ
る
。「
桜
鍔
」
に
お
い
て
は
、
無
筆
の
お
妻
が
、

子
ど
も
に
書
置
き
の
内
容
を
口
伝
し
て
覚
え
さ
せ
て
い
た
が
、『
暁
傘
』
で

は
、
並
べ
た
玩
具
で
文
字
を
表
し
、
そ
の
「
判
じ
物
」
を
手
が
か
り
に
、
半

太
が
書
置
き
の
内
容
を
伝
え
る
。
京
伝
は
、
こ
の
「
判
じ
物
」
を
用
い
た
工

夫
の
こ
と
を
、「
し
ん
手
な
か
き
お
き
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
傍
線
ａ
ｂ
ｃ
で
示
し
た
箇
所
が
、
梗
概
の
〈
神
木
に
登
る
女
〉
に

対
応
す
る
箇
所
で
あ
る
。
傍
線
ａ
ｂ
は
、
お
妻
が
、
八
郎
兵
衛
の
た
め
に
立

ち
入
り
が
禁
止
さ
れ
た
神
木
に
登
り
、
意
外
な
物
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
内

容
、
傍
線
ｃ
は
、
お
妻
が
神
木
に
登
っ
た
証
拠
を
残
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、

家
族
に
咎
め
が
及
ば
ぬ
よ
う
、
心
な
ら
ず
も
愛
想
尽
か
し
を
す
る
と
い
う
内

容
で
あ
る
。

こ
の
場
面
に
お
い
て
、
京
伝
の
工
夫
は
二
つ
あ
る
。
ま
ず
、
浄
瑠
璃
で
お

馴
染
み
の
〈
書
置
き
の
代
読
〉
を
、
判
じ
物
を
用
い
て
新
鮮
な
も
の
に
し
た

こ
と
、
そ
し
て
、「
桜
鍔
」
に
は
な
い
〈
神
木
に
登
る
女
〉
の
要
素
を
加
え

た
こ
と
で
、「
桜
鍔
」
の
世
界
に
意
外
性
を
持
た
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

京
伝
は
、
冒
頭
の
「
小
引
」
で
、
作
品
の
世
界
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

あ
ら
か
じ
め
読
者
に
「
桜
鍔
」
の
あ
ら
す
じ
を
想
起
さ
せ
、
読
み
を
誘
導
す
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る
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
小
引
」
に
よ
る
誘
導
に
よ
り
、
本
作
の
趣

向
を
、
よ
り
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
三
馬
『
万
屋
玉
桐
と
う
ら
う
の
番
付
』

三
馬
『
万
字
屋
玉
桐
と
う
ら
う
の
番
付
（

）』（
合
巻
、
歌
川
国
直
画
、
文
化

13

十
一
年
〈
一
八
一
四
〉
刊
、
鶴
屋
喜
右
衛
門
板
。
以
下
、『
万
字
屋
』）
巻
三

か
ら
巻
五
に
お
い
て
も
、〈
書
置
き
の
代
読
〉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
該
当

箇
所
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

夫
の
病
を
救
う
た
め
、
玉
桐
は
神
木
に
登
っ
て
薬
を
と
り
、
切
っ
て
は
な

ら
な
い
木
を
折
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
家
族
に
迷
惑
が
か
か
ら
な
い
よ
う
に

自
首
す
る
。
そ
の
際
書
置
き
を
の
こ
す
が
、
夫
は
病
の
た
め
目
が
見
え
ず
、

利
発
な
子
ど
も
千
松
が
書
い
て
あ
る
文
字
を
説
明
し
、
解
読
し
て
い
く
。

こ
の
場
面
が
「
桜
鍔
」
に
お
け
る
〈
書
置
き
の
代
読
〉
を
踏
ま
え
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
三
馬
が
実
際
に
利
用
し
た
素
材
に
つ
い
て
は
検

証
を
要
す
る
。
以
下
に
該
当
場
面
の
本
文
を
示
す
。

筑
紫
明
神
の
楠
の
木
は
ⓐ
大
切
な
神
木
で
、
切
る
こ
と
な
ら
ぬ
き
つ
い

戒
め
。（
中
略
）
求
め
る
薬
は
あ
り
も
せ
で
、
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
此
刀
、

不
思
議
に
わ
し
が
手
に
入
た
は
天
道
の
お
授
け
か
（
中
略
）
ⓑ
御
法
度

の
神
木
を
切
た
者
は
娘
ぢ
や
と
、
落
と
し
た
櫛
か
ら
事
あ
ら
は
れ
、
お

つ
つ
け
こ
ゝ
へ
捕
り
手
が
来
る
（
中
略
）
コ
レ
〳
〵
此
書
た
も
の
を
父

様
や
爺
様
に
渡
せ
と
言
ふ
て
、
母
様
は
裏
道
か
ら
ど
つ
ち
へ
や
ら
ゆ
か

し
や
つ
た
。
ナ
ニ
〳
〵
書
い
た
も
の
と
は
奇
怪
な
。
コ
レ
ヤ
親
父
様
、

ち
や
つ
と
読
ん
で
下
さ
り
ま
せ
〳
〵
。
ｅ
エ
ヽ
婿
殿
、
何
言
は
し
や
る

ぞ
い
の
。
お
れ
が
無
筆
を
知
っ
て
ゐ
な
が
ら
（
中
略
）
そ
れ
が
読
ま
れ

ぬ
因
果
な
鳥
目
（
中
略
）
ヲ
ヽ
こ
り
や
〳
〵
千
松
、
サ
サ
ヽ
ヽ
ヽ
わ
れ

読
め
〳
〵
。
ア
イ
〳
〵
書
置
き
の
、
コ
レ
父
様
、
此
下
の
字
が
読
め
ぬ

���������������������������������������

は
い
の
う
。
ド
ド
ド
レ
〳
〵
ど
ん
な
字
ぢ
や
〳
〵
。
ア
イ
、
上
の
方
が

���������������������������������������������������������������������������������

折
ッ
て
丸
う
結
ん
で
跳
ね
て
あ
る
〽
ム
ウ
ム
ウ
そ
り
や
ヲ
ヽ
〳
〵
事
と

���������������������������������������������������������������������������������

い
ふ
字
ぢ
や
〽
書
置
き
の
事

���������������������������������（
中
略
）
ヤ
ア
そ
ん
な
ら
ⓒ
お
れ
が
病
気

を
助
け
う
た
め
大
切
な
神
木
を
切
た
か
（
中
略
）
無
理
矢
理
に
暇
を
く

れ
い
と
言
ふ
た
の
は
親
や
夫
や
千
松
に
難
儀
を
か
け
ま
い
た
め
で
あ
つ

た
か

傍
線
ⓐ
ⓑ
ⓒ
の
内
容
は
、『
暁
傘
』
に
お
け
る
傍
線
ａ
ｂ
ｃ
の
内
容
と
、

そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
。
三
馬
は
、「
桜
鍔
」
の
〈
書
置
き
の
代
読
〉
に
、〈
神

木
に
登
る
女
〉
を
組
み
合
わ
せ
た
『
暁
傘
』
を
利
用
し
て
い
る
と
判
断
で
き

る
。次

に
、『
暁
傘
』
と
は
異
な
る
箇
所
に
注
目
す
る
。
三
馬
は
、〈
書
置
き
の

代
読
〉
に
お
け
る
、
女
が
無
筆
で
書
置
き
が
遺
せ
な
い
と
い
う
内
容
（
傍
線

ｄ
）
を
、『
万
字
屋
』
に
お
い
て
、
男
の
目
が
見
え
ず
書
置
き
が
読
め
な
い

と
い
う
内
容
（
傍
線
ｅ
）
へ
改
変
し
、
子
ど
も
に
書
置
き
を
代
読
さ
せ
る
に

至
っ
た
事
情
を
変
化
さ
せ
て
い
る
。

こ
の
箇
所
は
、
三
馬
が
自
身
の
合
巻
『
冠
辞
筑
紫
不
知
火

か
む
り
こ
と
ば
つ
く
し
の
し
ら
ぬ
い（

）
』（
歌
川
豊
国

14

画
、
文
化
七
年
〈
一
八
一
〇
〉
刊
、
鶴
屋
喜
右
衛
門
板
。
以
下
、『
不
知

火
』）
を
再
利
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。『
不
知
火
』
に
お
け
る
該
当
場

面
の
本
文
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

ⓔ
夫
の
眼
病
、
わ
ら
は
は
無
筆
、
手
形
の
文
字
も
読
め
ぬ
（
中
略
）
二
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階
の
老
母
の
声
と
し
て
、
あ
つ
と
た
ま
ぎ
る
物
音
に
、
是
は
と
驚
き
駆

上
れ
ば
。
早
や
事
切
れ
し
自
害
の
体
。（
中
略
）
申
し
父
様
。
こ
ゝ
に

何
や
ら
お
文
が
ご
ざ
ん
す
。
〽
ム
ヽ
文
と
は
確
に
、
ⓔ
母
人
の
御
書
置

き
、
子
細
ぞ
あ
ら
ん
。
ア
ヽ
こ
れ
生
憎
に
目
は
見
へ
ず
。
コ
リ
ヤ
玉
笹

そ
な
た
ど
う
ぞ
読
ん
で
た
も
。
ア
イ
と
言
ひ
つ
ゝ
押
開
け
ば
、
書
置
き

の
事
〽
ム
ヽ
何
じ
や
書
置
き
の
事
。
ヲ
ヽ
よ
く
読
め
る
ナ
。

『
不
知
火
』
の
傍
線
ⓔ
は
、
夫
は
目
が
見
え
ず
、
舅
は
無
筆
で
あ
る
た
め
、

娘
が
書
置
き
を
代
読
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。『
万
字
屋
』
の
傍
線
ｅ
は
、

『
不
知
火
』
の
こ
の
箇
所
を
再
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、『
万
字
屋
』
に
お
け
る
、
子
ど
も
が
知
ら
な
い
文
字
を
説
明
し

て
書
置
き
を
解
読
す
る
と
い
う
内
容
（
点
線
部
）
は
、
三
馬
が
『
万
字
屋
』

で
、
新
た
に
施
し
た
工
夫
で
あ
る
。『
不
知
火
』
で
は
玉
笹
と
い
う
娘
が
手

紙
を
代
読
し
て
い
た
が
、『
万
字
屋
』
で
は
幼
い
千
松
の
健
気
さ
を
強
調
し
、

涙
を
誘
う
よ
う
工
夫
を
施
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
三
馬
は
『
万
字
屋
』
に
お
い
て
、
同
じ
「
桜
鍔
」
を
素

材
と
し
た
、
京
伝
『
暁
傘
』
と
自
作
『
不
知
火
』
を
組
み
合
わ
せ
、
お
馴
染

み
の
〈
書
置
き
の
代
読
〉
に
新
し
み
を
持
た
せ
て
い
る
。
そ
の
た
め
読
者
は
、

同
様
の
場
面
で
あ
っ
て
も
、
他
の
、
ま
た
は
同
じ
作
者
の
異
な
る
作
品
を
見

比
べ
て
、
そ
の
趣
向
の
違
い
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

二

三
馬
か
ら
京
伝
へ

第
一
節
で
確
認
し
た
と
お
り
、
確
か
に
三
馬
は
京
伝
作
品
を
利
用
し
て
お

り
、
こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
他
に
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
、
両
者
の
関
係
は
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
三
馬
が
京
伝

の
追
随
者
で
あ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
節
で
は
、
三
馬
作

品
が
京
伝
に
利
用
さ
れ
た
事
例
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

三
馬
『
雷
太
郎
強
悪
物
語

い
か
づ
ち
た
ろ
う
ご
う
あ
く
も
の
が
た
り（

）
』（
黄
表
紙
、
歌
川
豊
国
画
、
文
化
三
年

15

〈
一
八
〇
六
〉
刊
、
西
宮
新
六
板
。
以
下
、『
雷
太
郎
』）
に
は
、
次
の
よ
う

な
挿
話
が
あ
る
。

様
々
な
悪
事
を
犯
し
た
雷
太
郎
と
無
理
太
郎
は
、
逃
亡
中
一
旦
別
れ
て
身

を
隠
す
こ
と
に
す
る
が
、
雷
太
郎
は
、
昔
殺
し
た
人
々
の
、
生
首
の
亡
魂
に

悩
ま
さ
れ
る
。
合
流
し
た
二
人
は
、
虎
右
衛
門
の
元
で
匿
わ
れ
る
。
虎
右
衛

門
は
、
夜
中
に
刀
を
振
り
回
す
二
人
の
姿
を
目
に
す
る
。
二
人
は
、
他
人
に

は
見
え
な
い
亡
魂
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

以
下
に
、
該
当
箇
所
の
本
文
を
示
す
。

雷
太
良
は
（
中
略
）
ａ
先
つ
頃
非
道
に
殺
せ
し
宗
太
郎
夫
婦
の
亡
魂
、

夜
陰
に
い
た
れ
ば
あ
ら
は
れ
出
、
う
ら
め
し
や
〳
〵
と
前
後
に
ま
と
ひ
、

さ
も
恐
ろ
し
き
顔
色
に
て
雷
太
良
を
睨
み
居
れ
ば
、
太
良
も
物
憂
く
思

ひ
て
、
ｂ
切
れ
ど
も
突
け
ど
も
霧
の
如
く
に
刀
を
く
ゞ
り
ま
な
こ
を
ふ

さ
げ
ば
、
瞳
の
内
に
あ
ら
は
れ
て
さ
め
〴
〵
と
泣
き
、
又
哀
れ
に
細
き

声
音
を
出
し
て
、
雷
太
良
う
ら
め
し
や
〳
〵
や
が
て
思
ひ
知
せ
ん
と
て

ｃ
毎
夜
〳
〵
苦
し
め
け
り
（
中
略
）
半
夜
の
鐘
響
く
頃
ほ
ひ
、
ｄ
雷
太

郎
無
理
太
郎
の
両
人
顔
色
変
つ
て
起
き
上
り
し
が
、
や
が
て
刀
を
ひ
ら

め
か
し
、
辺
り
を
め
つ
た
打
に
な
ぎ
ま
は
り
、
き
つ
そ
う
変
り
て
見
え

け
れ
ば
、
虎
右
衛
門
は
な
は
だ
訝
り
し
は
、
や
ゝ
あ
り
て
も
と
の
如
く

に
打
臥
し
け
り
。
あ
ま
り
に
不
思
議
の
事
な
れ
ば
、
夜
明
く
る
と
そ
の
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ま
ゝ
両
人
に
向
か
ひ
そ
の
有
様
を
語
り
、
様
子
い
か
に
と
尋
ぬ
る
に
、

ｃ
雷
は
、
宗
太
郎
夫
婦
の
亡
魂
毎
夜
来
り
て
、
か
く
の
如
く
苦
し
む
る

由
を
語
れ
ば
、
無
理
太
郎
も
同
じ
く
、
是
ま
で
非
義
非
道
に
殺
し
た
る

あ
ま
た
の
首
こ
ろ
び
出
、
あ
る
ひ
は
怒
り
、
あ
る
ひ
は
笑
ひ
、
又
は
も

の
か
な
し
く
泣
き
叫
び
て
、
わ
れ
〳
〵
汝
を
待
つ
事
久
し
。
早
く
来

れ
〳
〵
と
口
〴
〵
に
狂
ひ
叫
び
、
お
そ
ろ
し
き
こ
と
い
は
ん
か
た
な
し

と
さ
ん
げ
し
け
れ
ば
（
中
略
）
ａ
「
う
ら
め
し
や
の
ふ
、
雷
太
良
よ
雷

よ
の
ふ
」「
む
り
太
良
は
や
く
こ
い
」

こ
の
挿
話
に
お
け
る
、
悪
人
が
襲
わ
れ
る
怪
異
の
こ
と
を
、〈
飛
び
回
る
生

首
〉
と
称
し
て
お
く
。

さ
て
、
京
伝
『
敵
討
鵆
玉
川

か
た
き
う
ち
ち
ど
り
の
た
ま
が
わ

』（
合
巻
、
北
尾
重
政
画
、
文
化
四
年

〈
一
八
〇
七
〉
刊
、
蔦
屋
重
三
郎
板
。
以
下
、『
鵆
玉
川
』）
に
も
同
様
の
挿

話
が
あ
る
。
該
当
箇
所
の
梗
概
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

小
三
と
金
五
郎
は
、
敵
の
黒
瀧
雲
八
を
追
い
、
旅
を
し
て
い
る
。
一
方
雲

八
は
様
々
な
殺
害
、
悪
事
を
働
き
な
が
ら
逃
亡
し
て
い
た
。
そ
の
道
中
、
六

地
蔵
の
頭
の
上
に
男
女
の
生
首
が
一
つ
ず
つ
載
せ
て
あ
る
の
を
見
つ
け
る
。

そ
れ
ら
は
雲
八
に
恨
み
を
持
つ
者
達
の
亡
魂
で
あ
り
、
一
晩
中
雲
八
を
苦
し

め
た
。
そ
し
て
そ
の
怪
異
は
続
き
、
偶
然
、
雲
八
と
同
宿
で
あ
っ
た
金
五
郎

夫
婦
は
、
亡
魂
に
苦
し
め
ら
れ
る
雲
八
の
様
子
を
目
に
す
る
。

『
鵆
玉
川
』
に
お
け
る
該
当
場
面
の
本
文
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

黒
瀧
雲
八
は
遂
に
盗
人
の
頭
と
な
り
、
廻
国
の
修
行
者
に
身
を
や
つ
し

て
（
中
略
）
と
あ
る
野
原
に
さ
し
か
ゝ
り
け
る
が
、
ⓐ
六
地
蔵
の
頭
の

上
に
、
男
女
の
生
首
一
ヅ
ヽ
載
せ
あ
り
け
り
。
雲
八
大
胆
不
敵
の
者
な

れ
ば
、
朧
月
に
透
か
し
見
る
に
、
第
一
の
首
は
由
利
之
進
の
頭
、
第
二

は
妻
の
根
笹
が
頭
、（
中
略
）
怒
れ
る
眼
を
く
わ
つ
と
見
開
き
、
口
を

開
き
て
睨
む
体
、
恐
ろ
し
な
ど
も
愚
か
な
り
。
雲
八
行
か
ん
と
せ
し
が
、

身
内
痺
れ
て
歩
ま
れ
ず
。（
中
略
）
ⓑ
刀
を
抜
い
て
斬
払
ひ
〳
〵
し
け

れ
ば
、
首
は
い
ち
〳
〵
、
か
ら
〳
〵
と
笑
ひ
て
消
失
せ
ぬ
。（
中
略
）

雲
八
そ
の
夜
、
野
宿
し
た
る
に
、
ⓒ
又
六
人
の
首
現
れ
て
、
食
ら
ひ
付

か
ん
勢
ひ
な
れ
ば
、
刀
を
抜
い
て
斬
払
ひ
〳
〵
、
夜
の
明
く
る
ま
で
争

ひ
、
さ
す
が
の
雲
八
も
気
力
大
き
に
弱
り
け
り
。（
中
略
）
ⓓ
金
五

郎
・
小
三
は
そ
の
夜
、
老
人
の
家
に
一
宿
し
け
る
に
、
夜
更
け
に
至
り

て
一
間
の
内
に
叫
ぶ
声
あ
り
。「
又
来
り
し
か
、
執
念
深
き
奴
ば
ら
か

な
。
早
く
立
去
れ
〳
〵
」
と
言
ふ
声
聞
こ
へ
け
れ
ば
、
金
五
郎
夫
婦
目

を
覚
ま
し
、
何
事
に
や
と
窓
よ
り
差
覗
き
見
れ
ば
、
廻
国
の
修
行
者
、

臥
居
て
寝
言
に
然
は
い
ふ
也
。
暫
く
窺
ひ
ゐ
け
る
に
、
怪
し
い
か
な
、

由
利
之
進
が
声
と
し
て
、
ⓐ
「
汝
黒
瀧
雲
八
め
、
我
を
種
子
島
に
て
騙

討
に
し
た
る
故
、
我
焦
熱
の
猛
火
地
獄
に
堕
ち
て
浮
か
む
こ
と
な
ら
ず
。

汝
も
共
に
奈
落
の
底
に
連
行
か
ん
。
早
く
来
れ
〳
〵
」
と
言
ふ
。（
中

略
）
ⓓ
鞠
の
や
う
な
る
心
火
六
つ
飛
巡
り
、
姿
形
は
見
へ
ざ
り
け
り
。

修
行
者
は
、
そ
の
度
々
に
う
な
さ
れ
、「
立
去
れ
〳
〵
」
と
叫
び
け
り
。

両
話
は
、
逃
亡
中
の
悪
人
が
、
過
去
に
殺
し
て
き
た
被
害
者
達
の
亡
魂
に

遭
遇
し
、
恨
み
ご
と
を
言
わ
れ
、
冥
途
へ
誘
わ
れ
る
点
（
傍
線
ａ
ⓐ
）、
刀

が
通
用
し
な
い
点
（
傍
線
ｂ
ⓑ
）、
毎
晩
苦
し
め
ら
れ
る
点
（
傍
線
ｃ
ⓒ
）、

宿
泊
先
で
も
〈
飛
び
回
る
生
首
〉
の
怪
異
に
遭
う
が
、
そ
れ
を
目
撃
し
た
人

に
は
亡
魂
は
見
え
な
い
点
（
傍
線
ｄ
ⓓ
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
。
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【
図
1
『
雷
太
郎
』】

【
図
2
『
鵆
玉
川
』】

ま
た
、
こ
れ
ら
の
要
素
の
み
な
ら
ず
、
両
話
の
挿
絵
に
も
共
通
点
が
み
ら

れ
る
。
図
1
は
『
雷
太
郎
』、
図
2
は
『
鵆
玉
川
』
の
挿
絵
で
あ
る
が
、
悪

人
が
寝
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
八
方
か
ら
生
首
の
亡
霊
が
襲
い
か
か
り
、
悪
人

の
苦
し
む
様
子
を
、
第
三
者
が
覗
い
て
い
る
、
と
い
う
絵
組
が
近
似
し
て
い

る
。同

様
の
プ
ロ
ッ
ト
の
中
で
描
か
れ
る
〈
飛
び
回
る
生
首
〉
の
描
写
が
対
応

し
、
さ
ら
に
、〈
飛
び
回
る
生
首
〉
の
場
面
を
描
い
た
挿
絵
の
絵
組
が
近
似

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
鵆
玉
川
』
は
、『
雷
太
郎
』
を
利
用
し
て
い
る
と
判

断
で
き
る
。

先
述
の
先
行
研
究
に
お
い
て
、
確
認
し
た
限
り
で
は
、
三
馬
か
ら
京
伝
へ

の
趣
向
の
影
響
に
関
す
る
指
摘
は
な
い
が
、『
雷
太
郎
』
は
、『
式
亭
雑
記
（

）』
16

で
「
大
に
世
に
行
は
れ
て
幸
を
得
た
り
」
と
述
べ
ら
れ
る
作
品
で
あ
り
、
こ

の
記
述
が
三
馬
自
身
に
よ
る
こ
と
を
差
し
引
い
て
も
、
京
伝
が
話
題
作
の

『
雷
太
郎
』
に
注
目
し
た
可
能
性
は
、
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
京

伝
と
三
馬
の
関
係
は
、
師
弟
関
係
の
よ
う
な
一
方
的
な
も
の
で
は
な
く
、
互

い
に
趣
向
を
利
用
し
合
う
、
相
互
的
な
側
面
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
両
者
は
互
い
の
作
品
の
趣
向
を
利
用
し
合
う
、
密
接
な
関
係
で

あ
っ
た
。
こ
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
次
の
節
で
詳
し
く
述
べ
る
。

三

京
伝
と
三
馬
に
お
け
る
相
互
利
用

（
一
）
京
伝
か
ら
三
馬
へ

こ
こ
ま
で
、
京
伝
と
三
馬
は
互
い
の
作
品
を
強
く
意
識
し
合
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
近
刊
の
戯
作
間
に
お
け
る
利
用
関
係
が
密
で
あ

り
、
あ
る
モ
チ
ー
フ
や
場
面
が
複
数
の
作
品
で
用
い
ら
れ
る
場
合
、
新
た
な

工
夫
が
施
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
そ
れ
ら
同
様
の
モ

チ
ー
フ
や
場
面
の
一
部
は
、
変
容
し
続
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
節

で
は
、
京
伝
と
三
馬
が
互
い
の
作
品
の
趣
向
を
利
用
し
つ
つ
、
さ
ら
に
新
た

な
工
夫
を
加
え
て
い
る
例
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
く
。

三
馬
『
蟒
蛇
於
長
嫐
草
紙

う
わ
ば
み
お
ち
ょ
う
う
わ
な
り
そ
う
し（

）
』（
合
巻
、
歌
川
国
貞
画
、
文
化
五
年
〈
一
八

17

〇
六
〉
刊
、
浜
松
屋
幸
助
板
。
以
下
、『
嫐
草
紙
』）
巻
之
五
、
六
に
は
、

〈
殺
し
た
女
の
怨
念
に
よ
っ
て
、
腹
に
人
面
疔
が
生
じ
る
〉
と
い
う
挿
話
が
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あ
る
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

お
袖
は
夫
の
妾
で
あ
る
お
長
に
折
檻
さ
れ
、
お
長
と
夫
を
恨
み
な
が
ら
自

害
す
る
。
そ
の
後
お
長
の
腹
の
中
か
ら
口
真
似
を
す
る
声
が
聞
こ
え
る
よ
う

に
な
る
。
ま
た
、
腹
に
「
人
面
腫
」
が
腫
れ
出
て
、
昼
夜
問
わ
ず
痛
み
で
苦

し
み
正
気
を
失
っ
た
。
更
に
、
腹
の
人
面
腫
の
口
が
「
お
袖
が
う
ら
み
お
ぼ

え
た
る
か
〳
〵
」
と
、
大
声
で
お
長
の
罪
を
責
め
た
。
や
が
て
お
長
は
正
気

に
戻
る
が
、
人
面
疔
は
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

該
当
箇
所
の
本
文
を
以
下
に
示
す
。

ａ
お
袖
が
執
念
の
わ
ざ
に
や
あ
り
け
ん
、
い
つ
の
程
よ
り
か
お
長
が
腹

の
内
に
て
鸚
鵡
の
如
く
口
真
似
し
け
り
。
皆
々
驚
き
慌
て
ゝ
ｂ
薬
よ
医

者
よ
と
手
を
尽
く
せ
ど
も
し
る
し
な
く
、
せ
ん
方
尽
き
て
見
へ
け
る
が
、

あ
る
老
医
の
い
ふ
や
う
、
昔
唐
土
永
州
の
人
に
楊
勔
と
い
ふ
者
、
応
声

虫
と
い
へ
る
虫
の
病
を
う
れ
ひ
し
が
、
も
の
い
ふ
ほ
ど
の
事
を
腹
中
の

虫
口
真
似
し
け
れ
ば
、（
中
略
）
藍
の
絞
り
汁
と
雷
丸
を
煎
じ
服
し
け

れ
ば
、
程
な
く
平
癒
せ
し
け
る
と
な
ん
。
か
ゝ
る
あ
や
し
き
病
の
あ
れ

ば
こ
れ
も
そ
の
趣
に
な
ら
は
ん
と
て
、
同
じ
く
薬
の
名
を
呼
び
け
る
が
、

こ
と
〴
〵
く
口
真
似
し
て
こ
れ
ぞ
お
そ
る
ゝ
薬
と
お
ぼ
し
き
も
な
く
あ

ぐ
み
は
て
て
ゐ
け
る
が
、
日
を
経
る
に
し
た
が
ひ
て
人
面
疔
の
如
く
腹

の
上
に
目
口
鼻
の
や
う
な
る
も
の
腫
れ
い
で
き
て
、
そ
の
痛
み
た
へ
が

た
く
夜
昼
う
め
き
苦
し
み
ぬ
。（
中
略
）
ａ
か
の
蟒
蛇
お
長
が
病
は
こ

れ
す
な
は
ち
お
袖
が
執
念
に
よ
り
て
苦
し
ま
す
る
所
な
り
（
中
略
）
蟒

蛇
お
長
は
、
応
声
虫
の
ご
と
く
又
人
面
腫
に
等
し
き
難
病
を
得
て
夜
昼

と
な
く
苦
し
み
け
る
が
、
火
の
車
も
も
て
あ
ま
し
て
せ
ん
方
な
く
ぞ
見

え
に
け
る
。
し
か
る
に
月
日
を
経
る
に
従
ひ
、
ｃ
い
よ
〳
〵
腫
れ
上
が

り
て
腹
の
目
口
鼻
と
お
ぼ
し
き
腫
れ
物
よ
り
膿
汁
出
て
そ
の
臭
き
こ
と

鼻
を
う
が
ち
何
に
た
と
ふ
る
か
た
な
し
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
此
程
よ

り
ｄ
腹
の
口
に
て
大
声
を
ふ
る
ひ
あ
げ
、
〽
蟒
蛇
お
長
い
か
に
や
〳
〵

お
袖
が
う
ら
み
お
ぼ
え
た
る
か
〳
〵
と
昼
夜
暇
な
く
喚
き
し
（
中
略
）

ｅ
日
を
経
て
や
う
や
く
正
気
と
な
り
（
中
略
）
そ
の
時
お
長
が
腹
の
腫

物
大
声
に
て
言
ふ
や
う
、
い
か
に
や
お
長
我
が
う
ら
み
を
覚
え
た
る
か
、

汝
を
う
ら
ま
ん
た
め
此
如
く
難
病
に
苦
し
め
た
り

文
芸
作
品
に
あ
ら
わ
れ
る
人
面
疔
に
つ
い
て
は
、
花
咲
一
男
氏
（

）の
著
書
や
、

18

湯
浅
佳
子
氏
（

）の
論
考
に
詳
し
い
。
湯
浅
氏
に
よ
る
と
、
俗
説
や
文
芸
作
品
に

19

描
か
れ
る
「
人
面
瘡
の
怪
異
譚
」
に
は
①
肘
、
膝
、
股
に
生
じ
る
②
傷
口
か

ら
飲
食
す
る
③
貝
母
を
特
効
薬
と
す
る
④
何
ら
か
の
報
い
に
よ
る
（
特
に
女

人
の
怨
霊
の
祟
り
が
多
い
）
⑤
傷
口
か
ら
言
葉
を
発
し
て
恨
み
を
述
べ
た
り
、

祟
る
人
物
の
罪
を
告
発
し
た
り
す
る
、
と
い
っ
た
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
そ
し

て
、『
嫐
草
紙
』
の
人
面
疔
の
描
写
も
、
こ
れ
ら
の
特
徴
と
ほ
ぼ
対
応
す
る

も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
本
田
氏
（

）が
、

20

お
長
の
腹
の
上
に
「
人
面
瘍
」
が
出
来
、
目
、
口
、
鼻
の
如
き
も
の
腫

れ
上
が
り
「
お
そ
で
が
う
ら
み
お
ぼ
え
た
か
」
と
い
う
声
が
す
る
と
い

う
と
こ
ろ
（
二
四
ウ
・
二
五
オ
以
下
）
は
「
伽
婢
子
」（
寛
文
九
年
、

浅
井
了
意
）
巻
九
の
四
『
人
面
瘡
』、「
新
著
聞
集
」（
寛
延
二
年
）『
腹

中
に
蛇
を
生
じ
言
を
い
ひ
て
物
を
食
ふ
』
と
ほ
ゞ
同
様
の
話
し
で
あ
る
。

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
三
馬
は
、
先
行
作
品
に
倣
い
、
人
面
疔
の
描
写
を
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行
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
人
面
疔
譚
は
読
本
や
合
巻
に
引
き
継

が
れ
、
し
ば
し
ば
敵
討
譚
と
絡
め
て
作
品
全
体
へ
大
き
く
関
わ
る
趣
向
と
な

る
こ
と
が
、
湯
浅
氏
の
同
論
考
で
指
摘
さ
れ
て
お
り
、『
嫐
草
紙
』
も
、
人

面
疔
を
扱
う
戯
作
の
流
れ
を
ひ
い
て
い
る
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
先
に
挙
げ
た
人
面
疔
怪
異
譚
の
特
徴
に
よ
る
と
、
人
面
疔
の

生
じ
る
場
所
は
、
肘
、
膝
、
股
が
一
般
的
で
あ
り
、
稿
者
が
調
べ
た
限
り
に

お
い
て
は
、
腹
に
出
来
た
人
面
疔
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。〈
腹
の
人
面
疔
〉

は
三
馬
の
創
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
発
想
は
、
ど
こ
か
ら
来
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

結
論
を
先
に
述
べ
る
と
、
三
馬
は
、
京
伝
の
読
本
を
利
用
し
て
、
こ
の
場

面
を
執
筆
し
た
と
思
わ
れ
る
。

京
伝
『
梅
之
与
四
兵
衛
物
語

う
め
の
よ
し
べ
い
も
の
が
た
り

梅
花
氷
裂

ば
い
か
ひ
ょ
う
れ
つ

』（
読
本
、
歌
川
豊
国
画
、
文

化
四
年
〈
一
八
〇
七
〉
刊
、
鶴
屋
喜
右
衛
門
・
鶴
屋
金
助
板
。
以
下
、『
梅

花
氷
裂
』）
下
冊
第
九
齣
に
は
、〈
女
の
恨
み
に
よ
っ
て
腹
が
膨
れ
、
奇
疾
が

で
き
る
〉
と
い
う
挿
話
が
あ
り
、『
嫐
草
紙
』
に
お
け
る
〈
腹
の
人
面
疔
〉

の
挿
話
と
、
プ
ロ
ッ
ト
や
描
写
が
酷
似
し
て
い
る
。『
梅
花
氷
裂
』
に
お
け

る
該
当
場
面
の
梗
概
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

本
妻
・
桟
か
け
は
しが
、
妾
・
藻
の
花
の
懐
妊
に
嫉
妬
し
、
藻
の
花
を
そ
の
懐
胎

の
子
ご
と
折
檻
し
て
殺
す
。
そ
の
後
桟
は
奇
病
に
か
か
る
。
腹
が
大
き
く
張

り
出
し
て
、
皮
膚
の
た
だ
れ
に
苦
し
み
、「
金
魚
の
為
体
て
い
た
ら
く

」
と
な
り
、
医
者

も
治
せ
な
か
っ
た
。
ま
た
正
気
を
失
い
、
藻
の
花
が
乗
り
移
っ
た
か
の
よ
う

に
、
殺
さ
れ
た
恨
み
を
口
走
っ
た
。
そ
の
後
桟
は
回
復
し
た
が
、
醜
く
な
っ

た
面
体
と
大
き
く
張
り
出
し
た
腹
は
元
へ
は
戻
ら
な
か
っ
た
。

京
伝
は
、
桟
の
苦
し
み
を
次
の
よ
う
に
描
く
。

ⓒ
総そ

う

身み

に
毒ど

く

気き

を
発は

つ

し
、
斑は

ん

駁ば
く

の
奇き

瘡そ
う

と
な
り
、
つ
い
に
病

や
ま
ひ

の
床と

こ

に

つ
き
ぬ
。
こ
れ
よ
り
日に

ち

〳
〵
夜や

〳
〵
に
苦く

痛つ
う

ま
し
、
皮ひ

肉に
く

た
ゞ
れ
、

鮮
血

な
ま
ち

な
が
れ
て
濃こ

き

紅
く
れ
な
ゐ

に
変へ

ん

じ
、
膿う

み

水し
る

の
た
る
ゝ
事こ

と

、
垂
氷

つ
ら
ゝ

の
ご
と
く
、

痒か
ゆ

さ
に
し
の
び
ず
。（
中
略
）
ⓐ
正ま

さ
に

是こ
れ

藻も

の
花は

な

が
怨え

ん

魂こ
ん

の
所し

よ

為ゐ

と
し
ら

れ
た
り
。
腹は

ら

大
く
は
り
出い

で

て
、（
中
略
）
懐く

わ
い

胎た
い

の
藻も

の
花は

な

を
餓が

死し

せ
し

め
ん
と
し
た
る
報

む
く
ひ

な
る
べ
し
。
殊こ

と

更さ
ら

、
顔か

ほ

身み

う
ち
紅

く
れ
な
ゐ

に
変へ

ん

じ
、
面

お
も
て

異い

相そ
う

と
な
り
、
水み

づ

を
好

こ
の
み

て
の
む
た
ぐ
ひ
、
皆み

な

是こ
れ

金き
ん

魚ぎ
よ

の
為て

い

体た
ら
く

也
。（
中

略
）
ⓑ
医ゐ

者し
や

の
い
は
く
、「
そ
も
面

お
も
て

赤あ
か
く

、
項

う
な
じ

腫は
る
ゝ

を
蝦
蟇
瘟

が
ま
う
ん

の
病

や
ま
ひ

と

い
ひ
、
腹は

ら

の
た
か
く
さ
し
出い

づ

る
を
脹

ち
や
う

満ま
ん

の
病

や
ま
ひ

と
い
ひ
、
食

し
よ
く

類る
い

を
き
ら

ふ
を
不ふ

食し
よ
く

病び
や
う

と
い
へ
ど
も
、
こ
れ
は
そ
の
た
ぐ
ひ
に
あ
ら
ず
。
夏か

子し

益ゑ
き

が
奇き

疾し
つ

方ほ
う

に
も
い
ま
だ
の
せ
ず
。
土と

佐さ

某
な
に
が
し

が
奇き

病び
や
う

の
図づ

に
も
い

ま
だ
見
ざ
る
所

と
こ
ろ

の
怪

く
わ
い

疾し
つ

な
り
。
療

り
や
う

治ぢ

を
ほ
ど
こ
す
に
術

じ
ゆ
つ

な
し
」
と
い

ひ
て
、
薬

く
す
り

を
与あ

た

へ
ざ
れ
ば
、
せ
ん
す
べ
な
く
（
中
略
）
病び

や
う

人に
ん

は
苦く

痛つ
う

し
だ
い
に
一
倍ば

い

し
て
、「
あ
な
く
る
し
や
、
た
へ
が
た
や
」
と
お
め
き

さ
け
び
、
七し

つ

転て
ん

八ば
つ

倒た
う

し
て
身み

を
も
だ
へ
て
ぞ
く
る
し
み
け
る
。
又
は
ⓓ

時と
き

〴
〵
心

こ
ゝ
ろ

く
る
は
し
く
な
り
て
、（
中
略
）
蓑さ

文ぶ
ん

太た

を
は
た
と
に
ら
み
、

「
汝な

ん
じ

奸か
ん

計け
い

を
ほ
ど
こ
し
て
、
我わ

れ

を
無む

実じ
つ

の
罪つ

み

に
お
と
し
、
此こ

の

淫い
ん

婦ぷ

に
む

ち
打う

た

し
め
、
足
に
か
け
て
踢け

殺こ
ろ

し
、
出

し
ゆ
つ

生し
や
う

の
子こ

ま
で
を
殺こ

ろ

さ
し
め
た

る
恨う

ら

み
、
い
づ
れ
の
世よ

に
か
忘わ

す

る
べ
き
。
見
よ
〳
〵
汝

な
ん
ぢ

に
も
や
が
て

憂う
き

目め

を
見
せ
ん
ず
」
と
詈

の
ゝ
し
り

て
に
ら
む
（
中
略
）
春は

る

に
い
た
り
て
ⓔ
全ぜ

ん

快く
わ
い

し
、
常つ

ね

の
ご
と
く
健

す
こ
や
か

に
な
り
ぬ
れ
ど
も
、
面め

ん

体て
い

の
変へ

ん

じ
た
る
と
、

腹は
ら

の
は
り
出い

で

た
る
は
な
ほ
ら
ず
。
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【
図
3
『
梅
花
氷
裂
』】

【
図
4
『
嫐
草
紙
』】

両
話
に
お
け
る
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
付
し
た
傍
線
部
の
内
容
が
、
そ
れ
ぞ

れ
対
応
す
る
。
傍
線
ａ
ⓐ
は
、
奇
病
の
原
因
が
、
折
檻
し
て
殺
し
た
女

（『
嫐
草
紙
』
お
袖
／
『
梅
花
氷
裂
』
藻
の
花
）
の
恨
み
で
あ
る
と
い
う
内
容
、

傍
線
ｂ
ⓑ
は
、
医
者
が
様
々
な
診
断
を
す
る
が
治
せ
な
い
と
い
う
内
容
、
傍

線
ｃ
ⓒ
は
、
腹
が
膨
れ
て
奇
疾
が
現
れ
膿
に
苦
し
む
と
い
う
内
容
、
傍
線
ｄ

ⓓ
は
、
身
の
内
か
ら
罪
を
告
発
す
る
声
が
聞
こ
え
る
と
い
う
内
容
、
傍
線
ｅ

ⓔ
は
、
病
は
回
復
す
る
が
腹
の
奇
疾
は
残
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
両
作
品
に
お
け
る
挿
絵
の
絵
組
が
一
致
し
て
い
る
（
図
3
『
梅

花
氷
裂
』、
図
4
『
嫐
草
紙
』）。
両
図
と
も
、
画
面
左
に
、
布
団
に
寄
り
か

か
る
、
腹
の
大
き
く
張
り
出
し
た
女
（『
梅
花
氷
裂
』
桟
／
『
嫐
草
紙
』
お

長
）
が
描
か
れ
て
お
り
、
画
面
右
手
に
は
、
そ
の
女
の
配
偶
者
で
あ
る
男
が

描
か
れ
て
い
る
。

な
お
、
図
3
は
、
力
綱
に
見
立
て
ら
れ
た
紐
が
桟
の
上
に
描
か
れ
る
な
ど
、

一
般
的
な
出
産
風
景
が
踏
ま
え
ら
れ
て
お
り
、「
腹
大
く
は
り
出
」
た
姿
は
、

彼
女
が
折
檻
で
殺
し
た
、
懐
胎
中
で
あ
っ
た
藻
の
花
を
連
想
さ
せ
る
が
、
そ

の
妊
婦
の
姿
を
、
藻
の
花
の
怨
念
に
よ
っ
て
奇
疾
に
苦
し
む
桟
の
姿
に
重
ね

た
と
こ
ろ
に
、
京
伝
の
創
意
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
文
の
記
述
内
容
の
対
応
に
加
え
、
絵
組
に
も
明
ら
か

な
一
致
が
見
ら
れ
る
た
め
、
三
馬
は
『
嫐
草
紙
』
に
お
い
て
、
京
伝
『
梅
花

氷
裂
』
を
利
用
し
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。
な
お
、
三
馬
が
『
阿
古
義
物

語
』（
読
本
、
歌
川
豊
国
・
歌
川
国
貞
画
、
文
化
七
年
〈
一
八
一
〇
〉
刊
、

鶴
屋
喜
右
衛
門
・
鶴
屋
金
助
板
）
で
『
梅
花
氷
裂
』
を
利
用
し
て
い
る
こ
と

が
、
後
藤
丹
治
氏
（

）に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
三
馬
は
『
梅
花
氷
裂
』
の

21

複
数
箇
所
を
、
異
な
る
作
品
に
お
い
て
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
、『
梅
花
氷
裂
』
に
お
け
る
該
当
場
面
の
眼
目
は
、
桟
が
、
藻
の
花

を
殺
し
た
報
い
で
、「
金
魚
の
為
体
」（
二
重
傍
線
部
）
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

「
金
魚
」
は
、
本
作
の
上
冊
に
お
け
る
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
桟
と
藻
の
花
の
確
執
の
発
端
や
、
藻
の
花
殺
害
の
場
面
に
重
要
な
小
道

具
と
し
て
登
場
し
、
藻
の
花
の
怨
霊
が
つ
い
て
異
形
と
な
っ
た
金
魚
は
、
長

泉
寺
の
池
に
放
た
れ
、
後
世
で
も
乱
中
の
金
魚
を
長
泉
種
と
呼
ぶ
、
と
い
う

挿
話
で
巻
之
上
冊
が
締
め
く
く
ら
れ
る
ご
と
く
で
あ
る
。
桟
が
、
藻
の
花
を

殺
し
た
報
い
と
し
て
「
金
魚
の
為
体
」
と
な
る
こ
と
も
、
金
魚
づ
く
し
の
趣
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【
図
3
-Ｂ
】

【
図
4
-Ｂ
】

向
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、『
嫐
草
紙
』
に
お
け
る
、
記
述
の
内
容
と
挿
絵
に
、『
梅
花
氷
裂
』

の
利
用
の
跡
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
確
認
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、

『
梅
花
氷
裂
』
の
怪
異
譚
は
、〈
女
の
恨
み
に
よ
っ
て
腹
が
膨
れ
、
奇
疾
が
で

き
る
〉
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
人
面
疔
で
は
な
い
。『
嫐
草
紙
』
で
は
、
波

線
部
・
四
角
囲
み
で
示
し
た
よ
う
に
、
明
ら
か
に
「
人
面
疔
」
と
し
て
描
い

て
お
り
、
こ
れ
は
三
馬
の
創
作
で
あ
る
。
三
馬
は
、『
梅
花
氷
裂
』
の
挿
絵

か
ら
着
想
を
得
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
梅
花
氷
裂
』
の
桟
の
腹
に
は
、
本
文
の
「
総
身
に
毒
気
を
発
し
、
斑
駁

の
奇
瘡
と
な
り
」
と
対
応
す
る
斑
点
が
描
か
れ
、
三
枚
の
膏
薬
が
貼
ら
れ
て

い
る
（
図
3
‐
Ｂ
）。
恐
ら
く
三
馬
は
、
桟
の
膨
れ
た
腹
に
描
か
れ
た
斑
点

と
膏
薬
を
、
目
、
鼻
、
口
に
見
立
て
て
、
該
当
の
場
面
を
、〈
腹
の
人
面
疔
〉

と
し
て
描
き
替
え
た
の
で
あ
ろ
う
（
図
4
‐
Ｂ
）。

ま
た
、『
梅
花
氷
裂
』
に
お
け
る
、
傍
線
ⓐ
の
、
殺
し
た
女
の
怨
念
に

よ
っ
て
生
じ
た
奇
疾
で
あ
る
と
い
う
記
述
や
、
傍
線
ⓓ
の
、
自
ら
罪
を
告
発

し
て
し
ま
う
と
い
う
記
述
が
、
従
来
の
人
面
疔
の
怪
異
譚
の
特
徴
に
当
て
は

ま
る
こ
と
も
、〈
腹
の
奇
疾
〉
か
ら
〈
人
面
疔
〉
の
着
想
に
至
っ
た
、
ひ
と

つ
の
手
が
か
り
と
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

『
嫐
草
紙
』
で
は
さ
ら
に
、
奇
病
に
苦
し
む
お
長
の
「
腹
の
口
」
か
ら
蛇

が
飛
び
出
て
、
夫
を
苦
し
め
る
と
い
う
怪
異
が
起
こ
る
。
こ
の
部
分
は
、
京

伝
『
敵
討
狼
河
原

か
た
き
う
ち
お
い
ぬ
が
わ
ら

』（
黄
表
紙
、
歌
川
豊
国
画
、
文
化
三
年
〈
一
八
〇
六
〉

刊
、
蔦
屋
重
三
郎
板
）
後
編
下
巻
に
お
け
る
〈
悪
人
の
膝
に
で
き
た
人
面
疔

の
口
か
ら
蛇
が
吐
き
出
さ
れ
る
〉
趣
向
を
利
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

先
行
研
究
に
お
い
て
指
摘
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
嫐
草
紙
』
の
傍
線
ｂ
は
、

『
智
恵
鑑
』
巻
第
十
「
腹
中
の
虫
口
ま
ね
を
す
る
事
」
と
、
文
章
が
ほ
ぼ
一

致
し
て
い
る
。

こ
の
事
例
で
は
、
三
馬
が
、『
梅
花
氷
裂
』
の
〈
女
の
恨
み
に
よ
っ
て
腹

が
膨
れ
、
奇
疾
が
で
き
る
〉
と
い
う
趣
向
を
、〈
腹
の
人
面
疔
〉
の
趣
向
へ

と
変
容
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。
三
馬
は
『
梅
花
氷
裂
』
の
挿
絵
か

ら
着
想
を
得
、〈
腹
の
人
面
疔
〉
を
創
り
出
し
た
。
そ
し
て
従
来
の
人
面
疔

の
話
型
を
踏
ま
え
つ
つ
、『
敵
討
狼
河
原
』
に
お
け
る
〈
蛇
を
吐
く
人
面
疔
〉

の
趣
向
を
組
み
合
わ
せ
て
、
独
自
の
〈
人
面
疔
〉
譚
を
創
り
出
し
て
い
る
。

戯
作
が
、
よ
く
知
ら
れ
た
先
行
作
品
等
を
利
用
し
て
制
作
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
た
め
、
戯
作
者
は
独
自
の
工
夫
を
施
し
、
新
た
な
趣
向
を
施
さ
ね
ば
な

ら
な
い
。
三
馬
に
よ
る
〈
腹
の
人
面
疔
〉
の
創
作
は
、
ま
さ
に
、
戯
作
者
の

面
目
躍
如
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
二
）
三
馬
か
ら
さ
ら
に
京
伝
へ

さ
て
、
三
馬
は
、
京
伝
『
梅
花
氷
裂
』
か
ら
着
想
を
得
て
、〈
腹
の
人
面
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【
図
5
『
竹
取
談
』】

疔
〉
の
趣
向
を
創
り
出
し
た
。
そ
し
て
そ
の
趣
向
を
、
京
伝
が
、
さ
ら
に
利

用
し
て
い
る
事
例
が
あ
る
。
京
伝
作
の
『
松
梅
竹
取
談

ま
つ
と
う
め
た
け
と
り
も
の
が
た
り

』（
合
巻
、
歌

川
国
貞
画
、
文
化
六
年
〈
一
八
〇
九
〉
刊
、
西
村
与
八
板
。
以
下
、『
竹
取

談
』）
前
編
巻
之
四
に
お
い
て
、
女
の
恨
み
に
よ
っ
て
、
腹
に
人
面
疔
を
発

し
た
と
い
う
乞
食
坊
主
が
登
場
す
る
が
、
こ
れ
は
、
先
に
見
た
『
嫐
草
紙
』

の
〈
女
の
恨
み
に
よ
っ
て
腹
に
人
面
疔
が
で
き
る
〉
と
い
う
趣
向
を
応
用
し

て
い
る
。
該
当
す
る
場
面
の
本
文
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
人
の
乞
食
坊
主
、
腹
に
恐
ろ
し
き
人
面
疔
を
発
し
た
る
が
、「
女
の

執
念
に
て
、
か
ゝ
る
悪
瘡
を
発
し
ぬ
。
そ
れ
ゆ
へ
、
一
念
発
起
し
て
頭

を
剃
り
、
か
く
諸
人
に
恥
を
晒
し
て
罪
を
滅
す
な
り
」
と
そ
の
因
果
物

語
を
し
て
念
仏
唱
へ
、
鉦
打
鳴
ら
し
て
銭
を
貰
ふ
。（
中
略
）「
お
立
合

い
の
旦
那
方
、
こ
れ
御
覧
じ
ろ
。
此
人
面
疔
、
き
よ
ろ
〳
〵
と
目
を
動

か
し
て
人
を
見
ま
す
。
物
を
食
は
ん
と
す
る
時
は
し
き
り
に
痛
み
ま
す
。

焼
飯
、
水
菓
子
類
を
食
は
す
れ
ば
、
む
し
や
〳
〵
と
食
ひ
、
痛
み
が
去

り
ま
す
。
今
に
物
を
食
は
せ
て
見
せ
ま
し
や
う
」

『
梅
花
氷
裂
』
と
は
異
な
り
、
文
中
に
「
人
面
疔
」
の
語
が
用
い
ら
れ
（
四

角
囲
み
）、
二
箇
所
の
傍
線
部
で
示
し
た
よ
う
に
、
従
来
の
人
面
疔
譚
（

）を
踏

22

ま
え
た
内
容
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
挿
絵
（
図
5
）
で
描
か
れ
た

男
の
腹
は
、
大
き
く
膨
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
人
面
疔
が
描
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
京
伝
は
、
人
面
疔
を
、
悪
人
の
受
け
る
恐
ろ
し
い
報
い
と
し
て
描

く
先
行
作
品
に
は
倣
わ
な
い
。
ま
ず
、
人
面
疔
を
滑
稽
味
の
あ
る
顔
に
仕
立

て
て
い
る
。
特
に
、
笑
っ
て
い
る
大
き
な
口
や
、
少
し
飛
出
た
よ
う
な
大
き

な
目
は
、
点
線
部
の
記
述
と
相
ま
っ
て
、
不
気
味
な
人
面
疔
に
愛
嬌
を
も
た

せ
て
い
る
。
図
4
で
「
難
病
」
と
し
て
描
か
れ
る
人
面
疔
と
は
明
ら
か
に
異

な
る
描
写
で
あ
る
。

し
か
も
こ
の
乞
食
坊
主
は
、
実
は
神
変
不
思
議
の
妖
術
を
行
う
怪
玄
と
い

う
修
験
者
で
あ
り
、
印
相
を
結
び
呪
文
を
唱
え
る
と
、
人
面
疔
は
剥
落
し
て

少
し
の
傷
も
残
ら
な
い
。
こ
の
人
面
疔
は
、
怪
玄
が
人
々
か
ら
金
品
を
欺
し

取
る
た
め
に
妖
術
で
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
怪
玄
は
「
女
の
執
念
に
て
、
か
ゝ
る
悪
瘡
を
発
し

ぬ
」
な
ど
と
、
先
行
作
品
に
み
ら
れ
る
〈
人
面
疔
〉
の
特
徴
を
踏
ま
え
て

人
々
に
因
果
物
語
を
語
る
。
そ
の
た
め
読
者
は
、
悪
人
の
所
業
に
対
す
る
恐

ろ
し
い
因
果
応
報
と
し
て
の
〈
人
面
疔
〉
を
想
起
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

次
に
示
す
よ
う
に
、
腹
の
人
面
疔
は
、
怪
玄
の
呪
文
に
よ
っ
て
跡
形
も
な
く

消
え
去
っ
て
し
ま
う
。

人
面
疔
の
故
を
問
へ
ば
、
怪
玄
打
笑
ひ
、
こ
れ
も
我
が
妖
術
に
て
、
諸

人
を
欺
き
銭
を
貪
ら
ん
た
め
な
り
と
て
、
印
相
を
結
び
呪
文
を
唱
へ
け
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れ
ば
、
人
面
疔
お
の
づ
か
ら
乾
落
ち
て
少
し
の
傷
も
な
し
。

そ
し
て
彼
の
正
体
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
人
面
疔
の
凄
惨
な
イ
メ
ー
ジ
で

は
な
く
、
怪
玄
の
妖
術
の
不
思
議
さ
、
強
力
さ
が
読
者
を
引
き
つ
け
る
こ
と

に
な
る
。
本
来
人
面
疔
に
よ
っ
て
報
い
を
受
け
る
べ
き
悪
人
の
身
で
あ
り
な

が
ら
因
果
を
人
に
説
き
、
人
面
疔
を
利
用
し
て
金
品
を
騙
し
取
る
と
い
う
皮

肉
は
、
し
た
た
か
な
悪
人
と
し
て
の
怪
玄
像
を
描
く
た
め
に
効
果
的
に
働
い

て
い
る
の
で
あ
る
。

京
伝
『
梅
花
氷
裂
』
に
お
け
る
〈
腹
の
奇
疾
〉
を
、
三
馬
が
『
嫐
草
紙
』

で
〈
腹
の
人
面
疔
〉
と
し
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
承
け
た
京
伝
が
『
竹
取
談
』

で
〈
腹
の
人
面
疔
〉
を
利
用
し
て
い
る
。
二
人
は
、
作
品
の
相
互
利
用
に
よ

り
、〈
腹
の
奇
疾
〉
の
怪
異
譚
を
、
次
々
と
変
容
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
梅
花
氷
裂
』・『
嫐
草
紙
』・『
竹
取
談
』
は
そ
れ
ぞ
れ
一
年
お
き
に
刊
行

さ
れ
て
お
り
、
作
者
に
も
読
者
に
も
、
記
憶
に
新
し
い
作
品
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。
こ
の
事
例
で
は
、『
嫐
草
紙
』
と
は
違
う
方
法
で
〈
腹
の
人
面
疔
〉

を
描
い
て
い
る
。
京
伝
は
、
三
馬
が
創
り
出
し
た
〈
腹
の
人
面
疔
〉
を
用
い

つ
つ
、〈
幻
術
に
よ
る
人
面
疔
〉
と
い
う
新
た
な
趣
向
で
、
従
来
の
人
面
疔

譚
の
イ
メ
ー
ジ
を
転
換
さ
せ
て
い
る
。
近
刊
の
作
品
に
お
い
て
、
同
様
の
趣

向
が
多
く
扱
わ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
効
果
的
な
方
法
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
背
景
に
は
ど
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

四

京
伝
・
三
馬
・
鶴
喜

本
稿
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
が
、
文
化
初
年
に
お
け
る
、
京
伝
・
馬
琴
の
読

本
に
相
似
が
み
ら
れ
る
問
題
に
関
し
て
、
本
屋
・
鶴
屋
喜
右
衛
門
（
鶴
喜
）

の
果
た
し
た
役
割
が
注
目
さ
れ
、
近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
関
係
は

見
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

確
か
に
、
鶴
喜
の
企
画
力
は
注
目
に
値
す
る
。
た
と
え
ば
京
伝
は
、
自
身

の
読
本
作
品
の
合
巻
化
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
全
て
鶴
喜
板
な
の
で

あ
る
。
具
体
的
に
は
、『
復
讐
奇
談
安
積
沼

あ
さ
か
の
ぬ
ま

』（
享
和
三
年
〈
一
七
一
八
〉
刊
。

以
下
、『
安
積
沼
』）
を
『
こ
は
だ
小
平
次
安
積
沼
後
日
仇
討

あ
さ
か
の
ぬ
ま
ご
に
ち
の
あ
だ
う
ち

』（
文
化
四
年

〈
一
八
〇
七
〉
刊
。
以
下
、『
安
積
沼
後
日
仇
討
』）
へ
、『
善
知
安
方
忠
義

伝
』（
文
化
三
年
〈
一
八
〇
六
〉
刊
）
を
『
親
敵
う
と
ふ
之
俤
』（
文
化
七
年

〈
一
八
一
〇
〉
刊
）
へ
、『
桜
姫
全
伝
曙
草
紙
』（
文
化
二
年
〈
一
八
〇
五
〉

刊
）
を
『
桜
ひ
め
筆
の
再
咲
』（
文
化
八
年
〈
一
八
一
一
〉
刊
）
へ
と
、
読

本
の
合
巻
化
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
清
水
氏
（

）が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

23

好
評
作
に
乗
じ
た
鶴
喜
の
企
画
話
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
う
ち
、『
桜
姫
全
伝
曙
草
紙
』・『
善
知
安
方
忠

義
伝
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
上
方
で
演
劇
化
さ
れ
て
い
る
。
（

）大
屋
多
詠
子
氏
（

）は
、

24

25

こ
れ
ら
読
本
の
合
巻
化
作
品
や
続
編
が
、
演
劇
に
お
い
て
新
た
に
行
わ
れ
た

趣
向
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

さ
ら
に
大
屋
氏
は
、
合
巻
に
読
本
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
、
こ
れ
ら
の
理
由
と
し
て
「
読
本
・
合
巻
の
読
者
層
は
浄
瑠
璃
の
観
客

層
と
も
重
な
っ
て
い
る
」
こ
と
を
述
べ
る
。
合
巻
に
お
い
て
、
評
判
の
高

か
っ
た
歌
舞
伎
の
演
目
が
当
て
込
ま
れ
る
こ
と
や
、
挿
絵
に
描
か
れ
る
登
場

人
物
に
、
役
者
の
似
絵
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
と

お
り
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
、
戯
作
と
演
劇
の
享
受
層
が
重
な
っ
て

い
る
か
ら
こ
そ
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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鶴
喜
の
「
企
画
」
は
、
演
劇
の
享
受
層
を
含
め
た
読
者
層
の
さ
ら
な
る
拡

大
と
、「
好
評
作
」
を
利
用
し
た
販
売
部
数
の
増
加
を
狙
っ
て
の
も
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
も
、『
曙
草
紙
』
と
『
善
知
安
方
忠
義
伝
』
の
演
劇
化
が
行
わ

れ
た
の
は
、
上
方
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
上
方
の
読
者
拡
大
を
も
、
期
待
し

て
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
三
馬
も
、
京
伝
の
読
本
『
安
積
沼
』
の
前
日
譚
で
あ
る
合
巻

『
鱅
頓
兵
衛
幻
草
紙

こ
の
し
ろ
と
ん
べ
え
ま
ぼ
ろ
し
そ
う
し（

）
』（
文
化
九
年
〈
一
八
一
二
〉
刊
。
以
下
、『
幻
草
紙
』）

26

を
執
筆
し
て
い
る
。
本
田
氏
（

）は
、
そ
の
ね
ら
い
に
つ
い
て
、『
安
積
沼
』
の

27

「
評
判
に
便
乗
し
た
の
だ
」
と
述
べ
る
。

し
か
し
、
三
馬
が
京
伝
に
「
便
乗
し
た
」
の
か
ど
う
か
、
検
討
の
余
地
が

残
る
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
が
、
両
書
と
も
鶴
喜
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
前
述
し
た
と
お
り
、
鶴
喜
は
京
伝
読
本
の
合
巻
化
を
行
っ
た
本

屋
で
あ
る
。
三
馬
に
よ
る
京
伝
作
品
の
前
日
譚
刊
行
も
、
京
伝
好
評
作
を
シ

リ
ー
ズ
化
す
る
、
鶴
喜
の
企
画
の
一
環
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
馬
は
、
作
品
末
尾
で
「
ト
申
す
が
小
幡
小
平
次
の
前
座
に
て
鱅
頓
兵
衛

が
一
代
話
に
ご
ざ
り
ま
す
る
（
中
略
）
詳
し
く
は
此
板
元
に
て
梓
行
い
た
し

た
る
読
本
先
年
御
評
判
の
高
い
安
積
沼
を
御
読
み
下
さ
れ
ま
せ
う
」
と
述
べ

て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
文
言
は
、『
幻
草
紙
』
の
読
者
が
、
京
伝
『
安
積
沼
』

の
読
者
に
も
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
宣
伝
文
句
で
あ
る
。
合
巻
『
幻
草
紙
』

を
新
た
に
刊
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
京
伝
『
安
積
沼
』
は
勿
論
、
そ
の
後

日
譚
と
し
て
書
か
れ
た
合
巻
『
安
積
沼
後
日
仇
討
』
が
再
注
目
を
浴
び
る
相

乗
効
果
を
期
待
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

鶴
喜
に
よ
る
、
読
本
の
合
巻
化
の
企
画
や
、
三
馬
に
よ
っ
て
、
京
伝
の
読

本
『
安
積
沼
』
の
前
日
譚
で
あ
る
『
幻
草
紙
』
が
執
筆
さ
れ
た
こ
と
を
考
え

る
と
、
大
高
氏
の
指
摘
す
る
、
京
伝
・
馬
琴
・
鶴
喜
の
「
企
画
会
議
」
と
同

様
の
こ
と
が
、
京
伝
・
三
馬
・
鶴
喜
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
お
り
、
彼
ら
も

ま
た
、
作
品
の
趣
向
を
相
談
し
合
う
関
係
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
す
べ

て
が
本
屋
主
導
の
「
企
画
」
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
が
、
戯
作
者
や
本
屋

が
、
近
刊
の
作
品
や
、
読
者
の
人
気
を
強
く
意
識
し
て
お
り
、
時
に
は
同
様

の
趣
向
を
用
い
る
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
に
は
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
三
馬
に
よ
る
京
伝
作
品
利
用
の
例
に
加
え
、
京
伝
に
よ
る
三
馬

作
品
利
用
の
例
、
さ
ら
に
、
京
伝
と
三
馬
に
お
け
る
相
互
利
用
の
例
を
新
た

に
指
摘
し
た
。
両
者
は
互
い
の
作
品
を
強
く
意
識
し
合
っ
て
お
り
、
趣
向
を

利
用
し
合
う
よ
う
な
、
相
互
的
な
一
面
も
も
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

で
は
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
密
に
先
行
作
品
の
利
用
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

ま
ず
、
戯
作
者
が
作
品
を
量
産
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
短
期
間
で
多
く
の
趣
向

を
考
え
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
山
東
京
山

は
、『
先
読
三
国
小
女
郎

ま
ず
よ
ん
で
み
く
に
こ
じ
ょ
ろ
う（

）
』（
合
巻
、
文
化
八
年
〈
一
八
一
一
〉
刊
）
の
「
自

28

序
」
で
、「
今
の
赤
本
の
如
は
。
板
元
多
く
し
て
作
者
弗
庭
な
れ
ば
。
予
が

如
き
の
へ
ぼ
作
者
も
。
一
年
の
著
述
十
余
部
に
い
た
れ
り
。
多
く
作
る
時
は

種
自
尽

た
ね
お
の
づ
か
ら
つ
き

」
と
、
謙
辞
と
は
い
え
、
過
酷
な
制
作
環
境
を
吐
露
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
あ
る
程
度
共
通
の
知
識
を
持
っ
た
読
者
を
想
定
し
、
他
の
作
品

と
同
じ
素
材
を
い
か
に
扱
う
か
で
作
者
の
力
量
を
示
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
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が
、
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
第
四
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
戯
作
の
読
者

や
演
劇
の
観
客
が
あ
る
程
度
重
な
り
、「
好
評
作
」
の
シ
リ
ー
ズ
化
や
演
劇

化
も
あ
っ
て
、
作
品
の
享
受
層
は
ひ
ろ
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、

読
者
に
と
っ
て
馴
染
み
深
い
演
劇
の
世
界
や
、
怪
異
譚
を
用
い
つ
つ
、
新
た

な
工
夫
を
加
え
る
こ
と
で
、
江
戸
の
一
部
の
読
者
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
の
な

い
、
よ
り
広
範
囲
な
「
読
者
」
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

ま
た
、
戯
作
に
お
い
て
、
近
刊
の
作
品
が
し
ば
し
ば
利
用
さ
れ
る
理
由
も
、

そ
こ
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
先
述
の
と
お
り
、
近
刊
の
合
巻
や
読
本
の
享
受
層

は
重
な
る
部
分
が
あ
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
「
読
者
」
は
、
同
様
の
素
材
を
用

い
た
複
数
の
作
品
を
通
し
て
、
あ
る
程
度
、
話
の
展
開
が
予
測
で
き
た
と
推

察
さ
れ
る
。
作
者
は
そ
れ
を
見
越
し
、
他
の
近
刊
作
品
を
意
識
的
に
用
い
る

こ
と
で
、
読
者
の
予
想
を
裏
切
る
新
た
な
工
夫
を
施
す
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

京
伝
と
三
馬
は
、
互
い
の
作
品
を
強
く
意
識
し
合
っ
て
お
り
、
近
刊
の
作

品
を
巧
み
に
利
用
し
、
新
た
な
工
夫
を
施
し
て
い
る
。
ま
た
時
に
は
、
両
者

間
で
本
屋
が
積
極
的
な
働
き
を
な
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
絵
師

を
含
め
、
作
者
同
士
が
、
お
互
い
に
趣
向
の
相
談
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
同

様
の
素
材
や
絵
組
を
用
い
な
が
ら
、
他
の
作
品
と
は
異
な
る
、
新
た
な
工
夫

を
施
し
続
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
本
稿
で
扱
っ
た
京
伝
と
三
馬
の
作
品
は
、
全
て
が
鶴
喜
板
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
の
密
接
な
関
係
は
、
鶴
喜
の
存
在
の
上
に
成
り
立
っ

て
い
た
の
で
は
な
く
、
当
時
の
戯
作
の
制
作
が
、
こ
の
よ
う
な
関
係
を
背
景

に
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

江
戸
戯
作
に
お
い
て
類
似
の
趣
向
が
用
い
ら
れ
た
理
由
は
、
戯
作
・
演
劇

と
い
っ
た
密
接
す
る
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
文
芸
に
よ
り
、
よ
り
広
く
な
っ
た

読
者
層
を
的
確
に
把
握
し
た
作
者
が
、
近
刊
の
作
品
を
強
く
意
識
し
、
貪
欲

に
工
夫
を
行
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
を
、
よ
り
積
極
的
に

「
相
互
利
用
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
江
戸
戯
作
の
本
質
に
迫
る
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

注（1
）
た
と
え
ば
、
京
伝
作
の
合
巻
『
糸
車
九
尾
狐
』
の
解
題
（
棚
橋
正
博
執
筆

担
当
、『
山
東
京
傳
全
集
』
第
六
巻
）
で
は
、
本
作
の
着
想
に
つ
い
て
「
当

代
に
お
け
る
九
尾
の
狐
譚
の
流
行
に
与
か
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
っ
た
」
と
し
、

同
題
材
を
扱
っ
た
、
同
時
代
の
読
本
・
合
巻
・
演
劇
を
挙
げ
て
い
る
。

（
2
）
高
木
元
「
江
戸
読
本
の
形
成
―
板
元
鶴
屋
喜
右
衛
門
の
演
出
―
」（『
江
戸

読
本
の
研
究
―
十
九
世
紀
小
説
様
式
攷
―
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
五
年
）

（
3
）
大
高
洋
司
『
京
伝
と
馬
琴
』（
翰
林
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）

（
4
）
高
木
元
「
江
戸
読
本
の
新
刊
予
告
と
〈
作
者
〉
―
テ
キ
ス
ト
フ
ォ
ー
マ
ッ

ト
論
覚
書
―
」（『
日
本
文
学
』

、
一
九
九
四
年
十
月
）
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（
5
）
本
田
康
雄
「
京
伝
か
ら
三
馬
へ
―
描
写
法
の
展
開
―
」（
水
野
稔
編
『
近

世
文
学
論
叢
』
明
治
書
院
、
一
九
九
二
年
）
一
五
六
頁

（
6
）
本
田
康
雄
『
式
亭
三
馬
の
文
芸
』（
笠
間
書
院
、
一
九
七
三
年
）
一
六
四

頁
、
三
二
三
頁
、
三
四
七
頁
、
三
四
九
頁

（
7
）
林
美
一
「
解
題
」（『
江
戸
戯
作
文
庫
「
作
者
胎
内
十
月
圖
」「
腹
之
内
戯

作
種
本
」「
的
中
地
本
問
屋
」』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
七
年
三
月
）
一
〇

四
頁

（
8
）
棚
橋
正
博
『
式
亭
三
馬

江
戸
の
戯
作
者
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
四
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年
十
一
月
）
一
七
五
頁

（
9
）
引
用
す
る
京
伝
作
品
の
本
文
・
挿
絵
は
、
す
べ
て
『
山
東
京
傳
全
集
』

（
ぺ
り
か
ん
社
）
に
よ
る
。
な
お
、
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
。
以
下
同
。

（

）
内
藤
加
我
編
『
義
太
夫
百
段
集
』（
金
桜
堂
、
一
八
九
四
年
）
所
収
。

10
（

）
清
水
正
男
「
解
題
」『
山
東
京
傳
全
集
』
第
九
巻
（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇

11
〇
六
年
）

（

）
注
（

）
に
同
。

12

11

（

）
『
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
合
巻
式
亭
三
馬
集
Ｄ
Ｖ
Ｄ
復
刻
版
』（
フ
ジ
ミ
書

13
房
、
二
〇
〇
八
年
）
第
三
巻
所
収
。

（

）
東
北
大
学
付
属
図
書
館
所
蔵
狩
野
文
庫
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
（
狩
野
文
庫

14
№

‐

‐

）

4

1
2
5
9
1

1

（

）
早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
請
求
番
号

ヘ

15

1
3

0
1

）
画
像
引
用
も
同
。

9
9
2

（

）
『
続
燕
石
十
種
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
〇
九
年
）
所
収
。

16
（

）
注
（

）
に
同
。
第
一
巻
所
収
。
画
像
引
用
も
同
。

17

13

（

）
花
咲
一
男
『
人
面
疔
伝
奇
』（
太
平
書
屋
、
一
九
八
八
年
）

18
（

）
湯
浅
佳
子
「
人
面
瘡
考
―
江
戸
時
代
の
文
芸
作
品
を
中
心
に
―
」（『
東
京

19
学
芸
大
学
紀
要

第
2
部
門

人
文
科
学
』
第

集
、
二
〇
〇
二
年
二
月
）

53

（

）
注
（
6
）
同
書
。
一
四
五
頁

20
（

）
後
藤
丹
治
「
読
本
三
種
考
証
―
桜
姫
全
伝
・
月
氷
奇
縁
・
阿
古
義
物
語

21
―
」（『
国
語
国
文
』
8
巻
4
号
、
一
九
三
八
年
四
月
）

（

）
注
（

）
論
考
で
示
さ
れ
た
特
徴
。

22

20

（

）
清
水
正
男
「
解
題
」『
山
東
京
傳
全
集
』
第
六
巻
（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九

23
九
五
年
）

（

）
『
桜
姫
操
大
全
』（
佐
藤
太
・
梅
枝
軒
作
、
文
化
四
年
九
月
十
日
大
坂
初

24
演
）、『
玉
黒
髪
七
人
化
粧
』（
佐
藤
太
・
吉
田
新
吾
作
、
文
化
五
年
三
月
二

日
大
坂
初
演
）

（

）
大
屋
多
詠
子
「
京
伝
・
馬
琴
に
よ
る
読
本
演
劇
化
作
品
の
再
利
用
」（『
国

25

語
と
国
文
学
』

、
二
〇
〇
六
年
五
月
）

83

（

）
注
（

）
に
同
。
第
二
巻
所
収
。

26

13

（

）
注
（
6
）
同
書
。
三
二
三
頁

27
（

）
注
（

）
に
同
。（
請
求
番
号

ヘ

）

28

15

1
3

0
1
9
9
2

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
平
成
二
十
四
年
日
本
近
世
文
学
会
秋
季
大
会
の
口
頭
発
表
に

基
づ
い
て
い
ま
す
。
徳
田
武
先
生
、
板
坂
則
子
先
生
、
佐
藤
悟
先
生
、
佐
藤

至
子
先
生
を
は
じ
め
、
発
表
の
席
上
や
そ
の
前
後
に
ご
教
示
を
賜
っ
た
先
生

方
に
深
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
画
像
の
掲
載
を
お
許
し
く
だ

さ
っ
た
各
所
蔵
機
関
に
、
深
く
感
謝
致
し
ま
す
。

（
あ
り
さ
わ
・
と
も
よ

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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