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問
題
の
所
在

『
裏
紫
』
は
明
治
二
十
九
年
二
月
、
『
新
文
埴
』
第
二
巻
第
二
号
に

（
上
）
の
章
の
み
掲
載
さ
れ
た
未
完
の
作
品
で
あ
る
。
筑
摩
書
房
版
『
樋

口
一
莱
全
集
』
に
お
い
て
未
定
稿
I
か
ら

vmと
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る

資
料
に
は
「
（
中
）
」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
（
上
）
の

章
の
脱
稿
後
、
続
き
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
（
上
）

の
章
よ
り
後
は
試
作
の
段
階
に
留
ま
り
、
（
中
）
の
章
も
（
下
）
の
章

も
成
ら
ず
、
本
作
は
未
完
の
ま
ま
に
終
わ
っ
た
。

こ
の
作
品
が
完
成
に
至
ら
な
か
っ
た
経
緯
に
は
、
体
調
不
良
や
忙
し

さ
な
ど
、
一
菓
に
と
っ
て
執
筆
の
妨
げ
と
な
る
事
情
が
関
係
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
二
十
八
年
の
末
、
一
葉
は
『
や
み
夜
』
を
『
文

芸
倶
楽
部
』
臨
時
増
刊
閏
秀
小
説
第
十
二
編
に
再
掲
す
る
た
め
原
稿
の

字
句
訂
正
を
し
、
ま
た
『
こ
の
子
』
や
『
わ
か
れ
道
』
、
『
た
け
く
ら
べ
』

の
十
五
章
、
十
六
章
の
執
筆
に
も
取
り
組
ん
で
い
た
。
そ
う
し
た
事
情

が
少
な
か
ら
ず
『
裏
紫
』
の
中
絶
に
影
評
を
与
え
て
い
た
と
い
え
る
だ

樋
口

水
野
亜
紀
子

ろ
う
(
l
)

。
先
行
研
究
に
は
作
品
が
の
ま
ま
と
な
っ
た
理
由
を
こ

う
し
た
外
的
な
要
因
に
の
み
求
め
る
の
で
は
な
く
、
作
品
の
内
部
に
探

ろ
う
と
す
る
試
み
も
あ
る

(
2
)
0

本
作
は
中
絶
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
先
行
論
は
決
し
て
多
い
と
は

い
え
な
い
が
、
そ
れ
ら
を
概
観
す
る
と
〈
姦
通
〉
を
題
材
と
し
て
選
び

取
る
点
が
評
価
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る

(
3
)

。
本
作
が
〈
姦
通
〉
の
モ

チ
ー
フ
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
従
来
の

論
で
は
細
か
な
点
に
ま
で
は
目
が
配
ら
れ
て
お
ら
ず
、
作
品
の
手
法
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
う
ら
み
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
論
で
は
特
に

語
り
の
特
徴
に
注
意
を
払
い
、
そ
れ
が
作
品
全
体
に
ど
の
よ
う
な
効
果

を
も
た
ら
し
て
い
る
か
考
察
し
た
い
。
こ
れ
ま
で
語
り
に
着
目
し
て
一

編
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
語
り
手
の
語
り
方
に
は
意
図

的
な
も
の
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
決
し
て
見
過
ご
す
こ
と

の
で
き
な
い
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
考
察
で
は
〈
姦

通
〉
と
い
っ
た
題
材
に
着
目
す
る
だ
け
で
は
見
え
に
く
い
部
分
を
浮
き

彫
り
に
す
る
こ
と
で
、
（
上
）
の
章
に
示
さ
れ
る
作
品
世
界
を
よ
り
明

一
葉
『
裏
紫
』
論

|
—
逹
巡
す
る
姿
の
形
象
化
を
め
ぐ
っ

て

|

|
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『
裏
紫
』
は
夕
暮
れ
の
店
先
に
「
女
文
字
の
書
状
一
通
」
が
届
く
と

こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
ま
ず
は
冒
頭
、
そ
の
手
紙
を
め
ぐ
っ
て
お
律
夫
婦

が
や
り
と
り
を
す
る
場
面
を
中
心
に
、
語
り
の
特
徴
を
捉
え
て
い
き
た

い
。
語
り
手
は
お
律
の
振
舞
い
に
関
し
て
、
「
態
と
の
高
笑
ひ
を
し
て

間
か
せ
れ
ば
」
「
飛
立
つ
ほ
ど
嬉
し
い
を
此
方
は
態
と
色
に
も
見
せ
ず
」

と
言
葉
を
添
え
る
。
ま
た
、
「
知
ら
ぬ
事
な
れ
ば
仏
性
の
旦
那
ど
の
急

き
立
る
に
」
と
も
述
べ
る
。
そ
れ
ら
は
お
律
の
態
度
が
演
技
で
あ
る
こ

と
や
、
お
律
に
は
夫
に
知
ら
せ
て
い
な
い
隠
し
事
が
あ
る
こ
と
を
伝
え

る
。
語
り
手
は
お
律
の
事
情
を
知
悉
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
ま
だ
具

体
的
に
示
さ
れ
な
い
事
柄
を
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
ほ
の
め
か
す
の
で
あ

る
。
後
に
「
何
処
の
姉
様
か
ら
お
手
紙
が
来
よ
う
ぞ
、
真
赤
な
嘘
を
」

と
、
お
律
自
身
の
言
業
に
よ
っ
て
彼
女
の
偽
り
が
明
か
さ
れ
る
ま
で
の

間
に
、
何
箇
所
に
も
わ
た
っ
て
語
り
手
の
先
走
っ
た
言
旋
が
差
し
挟
ま

れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
語
り
手
が
暗
に
伝
え
る
の
は
、
お
律
が
隠
し
事
を
し
て
い

る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
関
わ
る
お
律
の
胸

中
を
も
伝
え
て
い
る
。
次
の
箇
所
に
着
目
し
た
い
。

不
実
な
事
を
言
は
ず
と
早
く
行
っ
て
遣
れ
先
方
は
何
れ
ほ
ど
待
っ

て
居
る
か
知
れ
は
せ
ぬ
ぞ
と
知
ら
ぬ
事
な
れ
ば
仏
性
の
旦
那
ど
の

ら
か
に
す
る
。

お
律
の
事
情
に
通
暁
す
る
語
り
手

胸
に
は
動
悸

る
に
、

iiや
自
づ
と
面
ぼ
て
り
し
て
、

の
波
た
か
A

り。

語
り
手
は
傍
か
ら
う
か
が
う
よ
う
に
し
て
お
律
の
様
子
を
語
る
が
、
そ

の
際
に
「
心
の
鬼
」
と
い
う
語
を
用
い
る
。
山
田
有
策
氏
は
こ
れ
を
、

直
前
に
あ
る
「
仏
性
の
旦
那
ど
の
」
の
「
仏
」
に
対
す
る
も
の
で
、
「
主

人
公
お
律
の
胸
中
の
想
い
（
吉
岡
へ
の
恋
情
）
の
象
徴
」
と
す
る

(
4
)
0

し
か
し
、
そ
の
説
明
で
は
お
律
の
胸
中
を
め
ぐ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
な

い
点
が
残
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

「
心
の
鬼
」
は
十
世
紀
後
半
に
初
め
て
現
れ
る
語
で
あ
る
(5)°

早

く
は
『
蜻
蛉
日
記
』
『
一
条
摂
政
御
集
』
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
和

歌
や
物
語
に
用
い
ら
れ
、
鎌
倉
以
降
に
は
あ
ま
り
使
用
さ
れ
な
く
な
る
。

こ
の
語
が
あ
ら
わ
す
意
味
は
文
脈
か
ら
推
し
て
「
疑
心
暗
鬼
」
「
良
心

の
呵
責
」
「
気
が
咎
め
る
」
な
ど
の
現
代
語
に
相
当
す
る
よ
う
に
見
え

る
こ
と
か
ら
、
研
究
の
う
え
で
も
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
「
心

の
鬼
」
の
表
現
の
生
成
や
、
語
義
が
変
化
し
た
背
最
に
つ
い
て
考
察
す

る
田
中
貴
子
氏
の
論
考

E
で
は
、
「
心
の
鬼
」
の
原
義
は
「
邪
心
の
存

在
を
認
識
」
し
て
そ
れ
を
鬼
と
し
て
形
象
化
す
る
精
神
作
用
の
こ
と
で

あ
る
と
さ
れ
る
。
田
中
氏
は
次
第
に
こ
の
語
の
示
す
も
の
が
「
心
の
中

に
棲
む
他
者
と
化
し
て
い
く
」
こ
と
を
指
摘
し
、
後
に
は
原
義
の
範
囲

に
お
さ
ま
り
き
ら
な
い
派
生
的
な
意
味
と
し
て
「
心
の
中
に
あ
っ
て
邪

心
を
咎
め
る
も
の
」
と
い
う
意
味
が
生
じ
た
と
述
べ
る
。
ま
た
、
森
正

人
氏
は
田
中
氏
の
論
考
に
反
駁
を
加
え
な
が
ら
「
平
安
時
代
に
、
鬼
と

は
隠
れ
籠
も
る
も
の
、
姿
を
見
せ
な
い
も
の
、
目
に
見
え
な
い
も
の
と
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考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
を
鬼
の
本
性
と
見
な
す
な

ら
ば
、
「
心
の
鬼
」
と
は
心
の
な
か
の
見
え
な
い
部
分
、
深
く
内
に
お

さ
め
て
隠
す
心
、
知
ら
れ
た
く
な
い
心
の
奥
底
と
い
う
意
」
で
あ
り
、

鎌
倉
以
降
は
「
心
の
鬼
」
が
「
心
中
ひ
そ
か
に
恐
れ
る
意
に
転
義
し
て

ゆ
く
」
と
論
じ
る

(
7
)
0

一
槃
は
「
心
の
鬼
」
の
語
を
和
歌
や
物
語
か
ら
見
出
し
、
自
作
に
用

い
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
語
り
手
は
お
律
に
隠
し
事
が
あ
る
こ

と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
く
が
、
「
心
の
鬼
」
を
用
い
る
箇
所
で
は
隠
し

事
に
関
わ
っ
て
、
お
律
が
隠
し
て
お
き
た
い
あ
る
心
を
抱
く
こ
と
を
も

匂
わ
せ
て
い
る
。
お
律
が
自
ら
邪
な
心
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、

わ
か
る
だ
ろ
う
(
8
)

。
後
に
お
律
の
様
子
に
関
し
て
「
大
空
を
見
上
げ

て
ほ
つ
と
息
を
吐
く
時
、
晏
れ
る
や
う
の
面
も
ち
い
と
ゞ
暮
深
う
成
り

割
」
と
説
明
す
る
箇
所
が
あ
り
、
お
律
が
あ
る
思
い
を
抱
え
て
い
る
こ

と
が
そ
の
箇
所
よ
り
後
に
明
示
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
先
ん
じ
て
、
語
り

手
は
お
律
の
心
に
関
係
し
た
子
細
ら
し
い
表
現
を
用
い
る
の
で
あ
る
。

「
心
の
鬼
」
は
時
代
が
く
だ
る
に
つ
れ
て
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
く
な

る
語
で
あ
る
と
い
う
が
、
『
裏
紫
』
と
時
期
を
ほ
ぼ
同
じ
く
し
て
発
表

さ
れ
た
泉
鏡
花
の
『
化
銀
杏
』
（
『
文
芸
倶
楽
部
』
第
二
巻
第
二
編
、
明

治
二
十
九
年
二
月
）
に
も
そ
の
語
は
用
い
ら
れ
て
い
る

(
9
)
0

『
化
銀
杏
』
に
は
お
貞
と
そ
の
夫
で
あ
る
時
彦
の
不
和
が
描
か
れ
る
。

そ
し
て
、
お
貞
と
下
宿
人
で
あ
る
芳
之
助
と
の
仲
が
不
義
と
疑
わ
れ
る

よ
う
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
。
従
来
か
ら
、
作
中
の
お
貞
の
述
懐
に

は
愛
の
な
い
結
婚
へ
の
抗
議
が
読
み
取
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ

こ
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る

(
1
0
)
0

私
は
ね
、
可
い
か
い
。
其
つ
も
り
で
聞
い
て
お
く
れ
。
私
は
ね
、

何
時
頃
か
ら
と
い
ふ
確
な
こ
と
は
知
ら
な
い
け
れ
ど
、
い
ろ
ん
な

事
が
重
り
ノ
＼
し
て
ね
、
旦
那
が
、
旦
那
が
、
何
う
に
か
し
て
。

死
ん
で
く
れ
り
や
い
A

。
死
ん
で
く
れ
り
や
い
A

。
死
ね
ば
い

A

。
死
ね
ば
い
.,¥0

と
さ
う
思
ふ
や
う
に
な
っ
た
ん
だ
よ
。
（
中
略
）

ぁ
A

、
人
の
妻
の
身
で
、
何
た
る
恐
し
い
了
簡
だ
ら
う
と
、
心
以

I

鬼
に
責
め
ら
れ
ち
や
あ
、
片
時
も
気
が
や
す
ま
ら
な
い
で
、
始
終

胸
が
ど
き
／
＼
す
る
。

其
が
と
い
ふ
と
、
私
の
胸
に
あ
る
こ
と
を
、
人
に
見
付
か
り
や

し
ま
い
か
と
、
左
様
思
ふ
か
ら
恐
怖
ん
だ
よ
。
(
+
三
）

夫
に
対
し
て
「
死
ね
ば
い
い
」
と
い
う
思
い
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
お

貞
は
良
心
の
呵
責
に
苦
し
む
。
そ
の
こ
と
が
「
心
の
鬼
」
の
語
を
用
い

て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
「
心
の
鬼
」
は
、
消
水
紫
琴
の
『
心
の
鬼
』
（
『
文
芸
倶
楽
部
』

第
三
巻
第
二
編
、
明
治
三
十
年
一
月
）
で
、
タ
イ
ト
ル
に
用
い
ら
れ
る
。

た
だ
し
内
容
を
見
て
い
く
と
、
妻
に
対
し
て
過
度
な
束
縛
を
加
え
る
夫

の
異
常
と
も
い
え
る
よ
う
な
心
性
が
鬼
に
腎
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
用

法
は
「
心
の
鬼
」
の
語
が
持
つ
意
味
か
ら
は
、
ず
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

た
だ
、
ご
く
近
い
時
期
に
夫
婦
間
の
細
師
と
い
う
似
通
っ
た
題
材
を
扱

う
中
で
、
「
心
の
鬼
」
と
い
う
語
が
共
通
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
注

目
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
鏡
花
や
紫
琴
が
本
作
を
意
識
し
た
か
ど
う
か
は
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前
節
で
は
語
り
手
が
内
情
を
知
悉
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
先
取
り
し

な
が
ら
お
律
の
様
子
を
語
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
の
他
の
点
で
注

意
を
ひ
く
の
は
、
語
り
手
が
早
い
段
階
か
ら
お
律
の
夫
の
こ
と
を
お
人

好
し
で
あ
る
と
断
定
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
語
り
手
は
夫
が
ニ
―
IIT
も

発
し
な
い
前
か
ら
、
夫
の
こ
と
を
「
結
構
人
の
旦
那
ど
の
」
と
述
べ
、

彼
の
人
物
像
を
あ
る
一
定
の
イ
メ
ー
ジ
ヘ
と
誘
溝
す
る
。
そ
の
後
に
も

「
仏
性
の
旦
那
ど
の
」
「
当
世
の
算
用
知
ら
ぬ
人
よ
し
男
」
な
ど
と
述

べ
て
い
る
。
語
り
手
は
そ
れ
ら
の
言
葉
で
夫
の
性
格
を
善
良
で
あ
る
と

明
言
し
、
さ
ら
に
は
夫
の
振
舞
い
の
全
て
を
、
そ
う
し
た
お
人
好
し
の

性
格
か
ら
く
る
も
の
と
し
て
説
明
し
て
い
く
。

そ
れ
ら
の
箇
所
か
ら
は
、
夫
が
お
律
に
耀
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
示

す
る
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
事
情
を
知
悉
す
る

語
り
手
に
よ
る
、
先
取
り
の
一
っ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
、
初
め
か
ら
夫
が
お
人
好
し
で
あ
る
と
述
べ
る
こ
の
語
り
は
、
夫

に
関
す
る
他
の
理
解
を
封
殺
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

確
か
に
夫
は
好
人
物
で
あ
る
。
お
律
が
手
紙
の
訳
を
話
す
と
、
す
ぐ

さ
ま
そ
の
言
莱
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
。
「
は
て
籾
気
の
毒
な
」
と
「
太

い
眉
を
寄
せ
」
る
表
情
も
見
せ
て
い
る
。
そ
し
て
「
不
実
な
事
を
言
は

夫
の
人
柄
を
強
調
す
る
語
り
手

確
か
で
は
な
い
が
、
こ
こ
か
ら
は
彼
ら
が
創
作
に
お
い
て
関
心
や
間
題

意
識
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ず
と
早
く
行
っ
て
造
れ
先
方
は
何
れ
ほ
ど
待
っ
て
居
る
か
知
れ
は
せ
ぬ

ぞ
」
と
促
す
。
お
律
の
思
う
壺
に
は
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
夫
に
は

お
律
に
対
し
て
優
し
く
廿
い
面
も
あ
る
だ
ろ
う
。
遅
い
時
刻
に
外
出
の

許
可
を
出
す
こ
と
自
体
が
そ
れ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
が
、
加
え
て
出
掛

け
る
お
律
に
「
車
を
言
ふ
て
や
ら
ぬ
か
、
何
う
で
歩
い
て
は
行
か
れ
ま

い
に
」
と
声
を
掛
け
て
い
る
。

た
だ
、
語
り
手
が
夫
を
「
仏
性
」
「
人
よ
し
」
と
断
定
し
て
い
く
と

こ
ろ
に
は
、
い
さ
さ
か
強
引
さ
も
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。
試
み
に
、
夫

が
ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
か
本
文
の
記
述
か
ら
読
み
取
っ
て
み
た
い
。

例
え
ば
、
お
律
が
演
技
で
手
紙
の
催
促
を
重
く
受
け
止
め
て
い
な
い
よ

う
な
様
子
を
見
せ
る
と
、
夫
は
「
お
前
の
怠
り
を
我
の
故
に
取
ら
れ
て

恨
ま
れ
て
も
徳
の
行
か
ぬ
事
」
と
述
べ
る
。
お
律
や
お
律
の
姉
に
良
い

顔
を
し
よ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
、
彼
が
評
判
を
重
ん
じ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
こ
か
ら
は
八
方
美
人
で
あ
り
、
さ
ら
に
見
栄
を
張
る
性
格
で
あ

る
こ
と
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。
姉
の
「
心
配
」
に
対
し
て
心
を
砕
く

と
こ
ろ
に
は
、
人
柄
の
善
し
悪
し
を
別
に
し
て
、
そ
れ
だ
け
日
常
に
余

裕
が
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。
ま
た
、
お
律
に
車
を
呼
ぼ
う
か
と
声
を
掛

け
る
と
こ
ろ
に
は
、
金
銭
面
に
お
け
る
大
ら
か
さ
が
出
て
い
る
。
語
り

手
の
評
価
の
言
葉
を
取
り
払
っ
て
み
る
と
、
夫
に
つ
い
て
様
々
な
受
け

止
め
方
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
冒
頭
の
記
述
を
見
よ
う
。

夕
暮
の
店
先
に
郵
便
脚
夫
が
投
げ
込
ん
で
行
き
し
女
文
字
の
書
状

一
通
。
矩
撻
の
間
の
洋
燈
の
か
げ
に
読
ん
で
、
く
る
く
る
と
帯
の

間
へ
巻
納
む
れ
ば
起
居
に
心
の
配
ら
れ
て
物
案
じ
な
る
事
一
卜
通
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な
ら
ず
。
自
づ
と
色

9

に
見
え
て
、
結
構
人
の
旦
那
ど
の
、
何
う
ぞ

し
た
か
と
お
問
ひ
の
か
A

る
に
、

「
結
構
人
」
の
夫
が
お
律
に
声
を
か
け
る
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
を
『
わ

れ
か
ら
』
（
『
文
芸
倶
楽
部
』
第
二
巻
第
六
編
、
明
治
二
十
九
年
五
月
）

の
一
節
と
の
比
較
で
捉
え
て
み
る
。

奥
さ
ま
火
の
も
と
の
用
心
を
と
言
ひ
渡
し
、
誰
れ
も
彼
れ
も
｛
昧
よ

と
仰
し
や
っ
て
、
同
じ
う
麻
間
へ
は
入
給
へ
ど
、
何
故
と
な
う
安

か
ら
ぬ
思
ひ
の
あ
り
て
、
言
は
ね
ど
も
面
持
の
唯
な
ら
ぬ
を
、
旦

那
さ
ま
半
睡
の
目
に
御
覧
じ
て
、
何
故
昧
ぬ
か
、
何
を
考
へ
て
居

る
ぞ
と
尋
ね
給
ふ
に
、

『
わ
れ
か
ら
』
の
恭
助
も
ま
た
、
お
律
の
夫
の
ご
と
く
、
妻
の
様
子
を

見
て
彼
女
が
何
も
訴
え
な
い
先
か
ら
声
を
掛
け
て
い
る
。
そ
し
て
話
に

耳
を
傾
け
て
い
る
。

恭
助
の
対
応
と
、
お
律
の
夫
の
対
応
は
、
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
し
か

し
、
『
わ
れ
か
ら
』
の
こ
の
場
面
は
、
恭
助
と
お
町
の
会
話
に
よ
っ
て
、

夫
婦
間
の
心
の
ず
れ
や
行
き
違
い
を
示
し
て
い
た
。
恭
助
は
財
産
家
の

娘
で
あ
る
妻
と
表
而
上
う
ま
く
や
っ
て
い
け
れ
ば
そ
れ
で
良
い
と
考
え

る
男
で
あ
る
。
後
に
は
彼
が
妾
と
の
間
に
子
を
な
し
て
お
り
、
要
を
欺

い
て
い
る
こ
と
も
判
明
す
る
。
恭
助
は
普
段
か
ら
妻
の
機
嫌
を
取
り
、

妻
の
小
さ
な
変
化
に
も
気
を
配
る
が
、
決
し
て
愚
鈍
で
は
な
く
、
お
人

好
し
の
人
物
で
は
な
い
。

他
の
作
品
を
参
照
す
る
と
、
妻
の
頻
色
を
う
か
が
う
と
い
う
行
為
そ

の
も
の
か
ら
は
夫
の
人
柄
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
わ
か

る
だ
ろ
う
。
『
わ
れ
か
ら
』
に
は
与
四
郎
が
妻
の
顔
色
を
う
か
が
う
場

而
も
頻
出
す
る
。
与
四
郎
の
場
合
、
顔
色
を
う
か
が
う
の
は
、
人
の
好

さ
か
ら
と
い
う
よ
り
は
倍
気
か
ら
出
た
行
為
で
あ
っ
た
。

『
裏
紫
』
で
は
「
結
構
人
の
旦
那
ど
の
」
と
い
う
言
莱
が
添
え
ら
れ

る
こ
と
で
、
彼
が
お
律
を
心
配
す
る
と
こ
ろ
に
は
底
意
が
な
く
、
妻
を

気
遣
う
行
為
も
人
柄
か
ら
く
る
も
の
の
よ
う
に
読
め
る
。
し
か
し
語
り

手
は
夫
の
振
舞
い
に
関
し
て
、
他
の
捉
え
方
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と

こ
ろ
を
、
敢
え
て
人
の
好
さ
や
優
し
さ
か
ら
の
行
為
で
あ
る
と
見
な
し

て
語
る
。
語
り
手
が
過
剰
に
夫
の
人
柄
を
強
調
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
注

意
を
払
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

で
は
、
語
り
手
は
な
ぜ
夫
に
関
す
る
読
み
を
誘
尊
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

や
は
り
お
人
好
し
で
あ
る
と
あ
ら
か
じ
め
伝
え
る
こ
と
で
、
夫
が
お
律

か
ら
闊
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
匂
わ
す
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
い
え
ば
、

語
り
手
が
夫
の
お
人
好
し
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
と
き
、
そ
の
言
漿

は
馬
鹿
に
す
る
か
の
よ
う
な
調
子
を
楷
び
て
い
る
。
「
結
構
人
」
と
い

う
が
、
こ
れ
は
お
律
が
夫
を
耀
し
て
い
る
こ
と
を
承
知
し
た
う
え
で
の

評
価
で
あ
る
。
ま
た
次
の
箇
所
を
見
よ
う
。

旦
那
ど
の
声
を
か
け
て
車
を
言
ふ
て
や
ら
ぬ
か
、
何
う
で
歩
い
て

は
行
か
れ
ま
い
に
と
廿
た
る
き
言
葉
。
何
の
商
人
の
女
房
が
店
か

ら
車
に
乗
出
す
は
栄
耀
の
沙
汰
で
御
座
り
ま
す
。
其
処
ら
の
角
か

ら
能
い
ほ
ど
に
直
切
つ
て
乗
っ
て
参
り
ま
し
よ
。
こ
れ
で
も
勘
定

は
知
っ
て
居
ま
す
に
、
と
可
愛
ら
し
い
声
に
て
笑
へ
ば
。
憔
帯
じ

み
た
事
を
と
旦
那
ど
の
が
恐
悦
顔
゜
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四

傍
線
部
の
よ
う
に
、
お
律
が
夫
を
欺
き
つ
つ
も
愛
嬌
の
あ
る
態
度
で
接

す
る
と
き
、
夫
は
そ
の
こ
と
に
気
付
か
な
い
。
「
恐
悦
顔
」
は
、
表
向

き
し
か
見
ず
に
満
足
す
る
夫
へ
の
椰
楡
に
当
た
る
。

た
だ
、
そ
う
だ
と
し
て
も
夫
の
人
品
に
繰
り
返
し
言
及
す
る
必
要
は

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
作
で
は
読
み
手
の
関
心
を
ひ
く
よ
う
な
語
り
方

が
な
さ
れ
る
が
、
殊
に
夫
の
人
品
へ
の
言
及
に
は
別
の
意
図
が
込
め
ら

れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
夫
の
「
仏
性
」
「
人
よ
し
」
の
強
調
は
、
〈
姦

通
〉
へ
向
か
う
お
律
の
意
識
の
移
り
変
わ
り
を
描
く
際
の
表
現
と
密
接

に
関
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
節
で
は
ま
ず
、
お
律
の
心
の
動
き

を
何
に
着
目
し
て
ど
の
よ
う
に
把
握
す
べ
き
か
論
じ
る
。
そ
れ
を
踏
ま

え
て
、
お
律
の
心
の
動
き
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
考
察
し

て
い
き
た
い
。

お
律
の
〈
裏
表
〉

河
村
清
一
郎
氏
は
〈
姦
通
〉
と
い
う
本
作
の
題
材
が
決
し
て
珍
し
い

も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
「
こ
の
作
品
の
主
題
は
、

主
人
公
の
、
「
立
ち
止
ま
り
」
と
「
決
断
」
と
い
う
、
二
つ
の
契
機
に

お
い
て
成
立
っ
て
い
る
」
と
述
べ
る

(11)

。
論
者
も
ま
た
お
律
の
心
の

推
移
を
描
く
と
こ
ろ
が
本
作
の
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
捉
え
方

に
つ
い
て
さ
ら
に
踏
み
込
み
た
い
。

お
律
の
内
言
は
三
箇
所
に
わ
た
る
が
、
三
箇
所
目
で
は
お
律
が
嫁
ぎ

先
の
決
ま
っ
た
と
き
に
、
あ
る
決
心
を
し
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。

最
初
あ
の
家
に
嫁
入
す
る
時
か
ら
、
郎
ど
の
を
良
人
と
定
め

て
行
っ
た
の
で
は
無
い
物
を
。
膨
ー
は
行
っ
て
も
心
は
決
し
て
遣
る

ま
い
と
極
め
て
悩
い
た
を
、

思
い
通
り
に
な
ら
な
い
状
況
の
中
で
、
意
中
の
人
物
で
は
な
い
人
に
添

わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
、
自
分
の
心
を
納
得
さ
せ
る
た
め
に
そ

の
決
心
は
な
さ
れ
た
。
こ
れ
が
そ
の
日
以
降
の
お
律
を
支
え
る
こ
と
に

な
る
。
藪
禎
子
氏
は
「
吉
岡
が
お
律
の
結
婚
前
か
ら
の
思
い
人
で
あ
っ

た
と
い
う
設
定
が
、
今
こ
の
時
の
お
律
の
選
択
の
意
味
を
そ
こ
な
っ
て

い
る
感
も
あ
る
」
「
登
場
人
物
の
そ
れ
ぞ
れ
の
現
在
が
、
こ
れ
か
ら
よ

り
も
過
去
か
ら
の
枷
に
取
り
込
ま
れ
た
所
で
動
く
こ
と
に
な
っ
て
、
物

語
自
体
の
前
向
き
な
発
展
を
阻
む
こ
と
に
も
な
り
そ
う
で
あ
る
」

(12)

と

論
じ
る
が
、
お
律
が
抜
き
差
し
な
ら
な
い
場
面
に
お
い
て
「
極
め
て
置

い
た
」
こ
と
が
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
そ
れ
自
体
が
主
題
性
を
帯
び
て

い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
お
律
は
「
裏
道
の
働
き
」
を
す
る
こ
と
に
な

る
が
、
そ
の
選
択
が
意
志
を
持
っ
て
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
本
作
に

お
い
て
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
夜
の
心
の
変
転
は
、
こ
の
前
提
を
も
っ

て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
形
は
行
っ
て
も
心
は
決
し
て
遣
る
ま
い
」
と
決
め
た
お
律
で
あ
っ

た
が
、
煎
じ
詰
め
れ
ば
今
日
ま
で
道
義
心
か
ら
気
が
咎
め
て
い
た
。
こ

の
夜
、
家
を
出
た
時
点
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
変
わ
ら
な
い
。
そ
の
た

め
、
夫
の
「
お
前
に
す
れ
ば
唯
た
一
人
の
同
胞
。
善
悪
と
も
に
分
け
て

聞
ね
ば
成
ら
ぬ
役
を
笑
ひ
事
に
し
て
は
置
か
れ
ま
い
。
何
事
の
相
談
か

行
っ
て
様
子
を
見
た
ら
ば
良
か
ら
う
」
と
い
う
言
葉
は
思
い
が
け
ず
皮
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肉
と
な
る
。
お
律
は
「
善
悪
と
も
に
分
け
て
聞
ね
ば
成
ら
ぬ
役
」
ど
こ

ろ
か
悪
い
行
い
の
た
め
に
外
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
悪
行

で
あ
る
と
認
め
る
か
ら
こ
そ
、
一
人
に
な
る
と
逸
巡
す
る
こ
と
に
な
る
。

お
律
の
内
面
を
記
述
し
た
箇
所
で
着
目
し
た
い
の
は
、
お
律
が
「
人

は
知
ら
じ
と
自
ら
晦
ま
せ
ど
も
」
と
い
う
状
態
か
ら
「
人
知
ら
ぬ
う
ち

に
汚
れ
を
櫂
い
で
仕
舞
つ
た
な
ら
」
と
考
え
を
改
め
る
が
、
そ
の
後
に

は
、
夫
に
知
ら
れ
て
も
構
わ
な
い
、
さ
ら
に
い
え
ば
世
間
に
知
ら
れ
て

も
構
わ
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
お
律
は
「
裏
道
の
働

き
」
を
〈
隠
す
〉
こ
と
で
よ
う
や
く
己
の
決
心
を
貰
こ
う
と
し
て
い
た
。

そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
、
後
ろ
め
た
い
思
い
か
ら
決
心
を
退
け
よ
う
と
す

る
瞬
間
を
迎
え
て
い
る
。
鍵
と
な
る
の
は
、
お
律
が
そ
の
後
、
「
裏
道

の
働
き
」
を
〈
隠
す
〉
と
い
う
手
段
を
と
ら
ず
、
自
ら
そ
れ
を
肯
定
し

よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
彼
女
の
意
識
の
転
換
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。

お
律
に
と
っ
て
「
嫁
入
」
の
と
き
の
決
心
は
自
分
を
生
か
す
た
め
の

方
策
で
あ
っ
た
。
本
作
は
人
間
の
備
え
持
つ
性
質
と
し
て
の
〈
裏
表
〉

で
は
な
く
、
お
律
が
意
志
の
力
で
作
り
出
し
た
〈
裏
表
〉
を
取
り
上
げ

て
い
る
の
だ
と
い
え
る
。

表
現
上
の
間
題
に
絡
め
て
い
え
ば
、
お
律
の
〈
裏
表
〉
が
語
り
手
の

語
り
方
に
よ
っ
て
鮮
明
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
よ
い

だ
ろ
う
。
前
節
に
お
い
て
確
認
し
た
よ
う
に
、
語
り
手
は
夫
を
好
人
物

で
あ
る
と
断
定
し
な
が
ら
語
る
。
そ
の
た
め
夫
は
人
の
好
い
人
物
と
し

て
面
的
に
捉
え
ら
れ
、
そ
の
人
物
像
は
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
な
い
。

作
中
に
は
お
律
の
〈
裏
表
〉
に
は
言
棄
を
費
や
す
が
、
他
の
人
物
の
〈
裏

表
〉
に
は
一
切
触
れ
な
い
と
い
う
対
照
が
用
意
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に

し
て
お
律
の
〈
裏
表
〉
が
際
立
た
せ
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
か
ら
は
、
お
律
の
心
の
推
移
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る

の
か
を
詳
し
く
検
討
し
て
い
く
。
お
律
は
家
を
出
た
後
、
そ
の
家
を
振

り
返
っ
て
立
ち
止
ま
る
。
一
っ
目
の
内
言
で
は
、
主
に
お
律
の
自
責
の

念
が
示
さ
れ
る
。
お
律
が
自
ら
を
責
め
る
の
は
道
義
心
に
苛
ま
れ
る
か

ら
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
彼
女
の
自
責
の
言
葉
に
着
目
し
て
み
た
い
。

何
事
も
御
存
じ
な
し
に
快
い
お
顔
を
し
て
暇
を
下
さ
る
勿
体
な

さ
。
あ
の
様
な
毒
の
無
い
、
物
う
た
が
ひ
と
言
ふ
て
は
露
ほ
ど
も

お
持
ち
な
ら
ぬ
心
の
う
つ
く
し
い
人
を
、
能
う
も
能
う
も
舌
三
寸

に
だ
ま
し
つ
け
て
心
の
ま
A

の
不
義
放
埒
。
こ
れ
が
ま
あ
人
の
女

房
の
処
業
で
あ
ら
う
か
。
何
と
言
ふ
悪
者
の
、
人
で
な
し
の
、
法

も
道
理
も
無
茶
苦
茶
の
犬
畜
生
の
様
な
心
で
あ
ら
う
。
此
様
な
い

た
づ
ら
の
畜
生
を
ば
、
御
存
じ
の
無
い
事
と
て
天
に
も
地
に
も
無

い
か
の
様
に
可
愛
が
つ
て
下
す
つ
て
、
私
が
事
と
言
へ
ば
御
自
分

の
身
を
無
い
物
に
し
て
言
業
を
立
て
さ
せ
て
下
さ
る
思
し
召
。
有

難
い
嬉
し
い
恐
ろ
し
い
、
余
り
の
勿
体
な
さ
に
涙
が
こ
ぼ
れ
る
、

彼
の
や
う
な
良
人
を
持
つ
身
の
何
が
不
足
で
剣
の
刃
渡
り
す
る
や

う
な
危
な
い
斗
画
を
す
る
の
や
ら
。

五
揺
れ
る
お
律
と
「
優
し
き
良
人
が
心
ざ
し
」
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引
用
か
ら
す
ぐ
に
わ
か
る
よ
う
に
、
お
律
は
自
分
を
責
め
る
際
、
夫
を

引
き
合
い
に
出
す
。
「
何
事
も
御
存
じ
な
し
に
快
い
お
顔
を
し
て
暇
を

下
さ
る
勿
体
な
さ
」
「
あ
の
様
な
毒
の
無
い
、
物
う
た
が
ひ
と
言
ふ
て

は
露
ほ
ど
も
お
持
ち
な
ら
ぬ
心
の
う
つ
く
し
い
人
」
「
天
に
も
地
に
も

無
い
か
の
様
に
可
愛
が
つ
て
下
す
つ
て
、
私
が
事
と
言
へ
ば
御
自
分
の

身
を
無
い
物
に
し
て
言
葉
を
立
て
さ
せ
て
下
さ
る
思
し
召
」
と
夫
の
自

分
に
対
す
る
態
度
や
人
柄
を
思
い
、
そ
れ
と
対
比
さ
せ
る
よ
う
に
自
分

の
悪
行
を
責
め
る
。
お
律
は
自
分
の
行
い
を
問
う
と
き
「
心
の
ま
A

の

不
義
放
埒
」
に
対
し
て
道
徳
的
な
観
念
を
持
ち
出
し
て
い
る
が
、
そ
れ

だ
け
に
は
留
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
「
心
の
う
つ
く
し
い
」

夫
に
対
し
て
済
ま
な
い
と
思
う
こ
と
で
自
分
を
省
み
る
。
こ
の
よ
う
に

見
て
い
く
と
、
夫
が
善
人
で
あ
る
と
断
定
し
て
い
く
語
り
手
の
語
り
方

は
、
お
律
の
内
省
を
表
現
す
る
箇
所
に
お
い
て
も
必
要
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
だ
ろ
う
。
語
り
手
は
冒
頭
よ
り
夫
の
こ
と
を
お
人
好
し
で
あ
る

と
繰
り
返
し
述
べ
る
こ
と
で
、
こ
の
お
律
の
自
責
の
表
現
に
加
担
す
る
。

た
だ
、
次
の
点
も
合
わ
せ
て
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
お
律

は
夫
の
こ
と
を
全
く
の
善
人
の
よ
う
に
捉
え
、
そ
の
こ
と
で
自
分
を
責

め
る
が
、
お
律
が
自
分
以
外
の
人
間
を
善
人
と
し
て
捉
え
る
目
は
姉
に

も
向
け
ら
れ
る
。
お
律
は
「
彼
の
人
の
好
い
仲
町
の
姉
さ
ん
ま
で
を
引

合
ひ
に
し
て
三
方
四
方
嘘
で
固
め
て
、
此
足
は
ま
あ
何
処
へ
向
く
」
と

述
べ
る
の
で
あ
る
。
姉
が
本
当
の
と
こ
ろ
ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
か
は

作
中
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
わ
ず
か
に
姉
に
関
す
る
話
が
出
る
の

は
、
お
律
が
届
い
た
手
紙
を
姉
か
ら
来
た
も
の
だ
と
取
り
繕
う
と
こ
ろ

で
あ
る
。
お
律
は
姉
の
こ
と
を
「
気
の
狡
い
人
な
れ
ば
何
事
も
口
に
は

得
言
は
で
、
た
ん
と
胸
を
痛
く
す
る
が
彼
の
人
の
性
分
、
困
り
も
の
で

御
座
り
ま
す
」
と
述
べ
る
。
し
か
し
こ
の
理
解
に
客
観
性
は
与
え
ら
れ

な
い
。
夫
も
ま
た
「
女
は
気
の
狭
い
も
の
、
待
っ
と
成
つ
て
は
一
時
も

十
年
の
や
う
に
思
は
れ
る
で
有
ら
う
を
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
お
律
に

同
調
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
女
は
」
と
一
般
化
し
た
言
い

回
し
に
な
っ
て
お
り
、
姉
の
性
質
を
い
い
当
て
た
も
の
で
は
な
い
。
こ

う
し
て
見
て
い
く
と
、
姉
が
「
人
の
好
い
」
人
物
で
あ
る
か
ど
う
か
は

不
確
か
な
の
で
あ
る
が
、
お
律
は
夫
だ
け
で
は
な
く
姉
を
も
引
き
合
い

に
出
し
て
自
分
の
行
い
を
咎
め
る
の
で
あ
る
。

―
つ
目
の
内
言
で
は
観
念
的
な
言
業
の
羅
列
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

夫
や
姉
に
対
す
る
心
苦
し
さ
を
述
べ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
律
の

良
心
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
お
律
が
自
分
の
行
い
そ

の
も
の
を
悪
い
と
感
じ
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
示
さ
れ
る
が
、
彼
女

の
気
の
咎
め
は
主
に
、
夫
や
姉
の
人
柄
と
の
兼
ね
合
い
で
表
現
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
作
品
の
後
半
で
は
、
お
律
の
心
の
揺
れ
が
〈
夫
の
優
し
さ
〉

を
振
り
切
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
一
点
に
集
約
さ
れ
て
描
か
れ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
の
と
き
、
お
律
が
路
傍
に
立
ち
す
く
む
と
こ
ろ
に
は
「
優

し
き
良
人
が
心
ざ
し
生
副
靡
饂
は
る
心
起
し
て
」
と
あ
り
、
家
に
引
き
返

そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
は
「

fil夜
風
の
身
に
寒
く
、
夢
の
や
う
な
る

考
へ
又
も
や
ふ
つ
と
吹
破
ら
れ
て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
生
憎
」
の

語
が
付
さ
れ
る
状
況
が
そ
れ
ぞ
れ
お
律
に
と
っ
て
区
切
り
と
な
っ
て
い

る
。
一
葉
の
他
の
作
品
に
こ
の
よ
う
な
「
生
憎
」
の
用
法
は
見
ら
れ
な
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い
が
、
本
作
で
は
本
人
の
意
図
し
な
い
と
こ
ろ
で
内
面
の
変
化
に
関
わ

る
よ
う
な
き
っ
か
け
が
生
じ
る
と
き
に
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

先
述
の
通
り
、
お
律
を
表
向
き
の
生
活
へ
と
引
き
寄
せ
る
要
素
は
〈
夫

の
優
し
さ
〉
に
集
約
し
て
表
現
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
関
わ
り
次
の
点
も

指
摘
で
き
よ
う
。
お
律
は
表
向
き
に
う
ま
く
や
っ
て
い
る
が
、
そ
の
生

活
へ
の
未
練
は
一
言
も
述
べ
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
表
向
き
の
生
活
に

対
す
る
執
着
が
全
く
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
作
中
に
は
家

を
振
り
返
る
場
面
が
二
度
あ
る
。
「
何
処
の
姉
様
か
ら
お
手
紙
が
来
よ

う
ぞ
、
真
赤
な
嘘
を
と
我
家
の
見
返
ら
れ
て
」
と
「
横
町
の
角
二
つ
曲

り
て
今
は
我
家
の
軒
は
見
え
ぬ
を
、
振
か
へ
り
て
は
熱
き
涙
の
は
ら

く
と
こ
ぼ
れ
ぬ
」
の
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
行
為
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
、

生
活
な
ど
含
め
て
家
が
象
徴
す
る
も
の
全
て
を
振
り
返
る
こ
と
の
暗
喩

の
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
お
律
が
商
人
の
要
と
し
て
の
現
在
に
心
を
残

し
て
い
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
後
を
見
る
と
、
「
優
し
き
良
人
が
心
ざ
し
生
憎
線
は
る
心
起
し
て
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
家
を
振
り
返
る
行
為
さ
え
も
〈
夫
の
優
し
さ
〉
の

た
め
に
逹
巡
す
る
様
子
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
お
律
の
商
人
の
妻
と
し
て
の
表
向
き
の
顔
は
、
作
中
に

丁
寧
に
描
か
れ
て
い
る
。
語
り
手
は
お
律
を
「
奥
も
表
も
平
手
に
揉
ん

で
、
美
く
し
い
批
に
良
人
が
立
つ
腹
を
も
柔
げ
れ
ば
、
可
愛
ら
し
い
ロ

元
か
ら
お
客
様
へ
の
世
辞
も
出
る
お
怜
悧
な
お
内
儀
さ
ま
と
見
る
ほ
ど

の
人
褒
め
物
」
と
説
明
す
る
。
そ
こ
で
は
お
律
に
愛
嬌
が
あ
る
こ
と
や
、

如
オ
な
く
店
の
切
り
盛
り
を
す
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の

様
子
は
全
て
こ
の
説
明
が
な
さ
れ
る
前
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
以
下
は
、
お
律
が
出
掛
け
る
場
面
の
引
用
で
あ
る
。

で
は
行
っ
て
来
ま
す
る
と
店
口
に
駒
下
駄
直
さ
せ
な
が
ら
、
太
吉
、

太
吉
と
小
僧
の
背
を
人
さ
し
指
の
先
に
突
い
て
、
お
舟
こ
ぐ
真
似

に
精
の
出
て
店
の
品
を
ば
ち
よ
ろ
ま
か
さ
れ
ぬ
様
に
し
て
お
呉

れ
。
私
の
帰
り
が
遅
い
や
う
な
ら
構
は
ず
と
戸
を
ば
下
し
て
、
行

火
へ
焙
る
な
ら
無
限
も
床
の
中
へ
入
れ
て
置
い
て
は
成
ら
な
い
ぞ

え
。
さ
ん
は
台
処
の
火
の
も
と
を
心
づ
け
て
、
旦
那
の
御
枕
も
と

へ
は
例
の
通
り
御
湯
わ
か
し
に
お
姻
草
盆
、
忘
れ
ぬ
や
う
に
し
て

御
不
自
由
さ
せ
ま
す
な
成
る
た
け
早
く
は
帰
ら
う
け
れ
ど
、
と
硝

子
戸
に
手
を
か
く
れ
ば
、

こ
の
よ
う
に
お
律
は
小
僧
と
お
さ
ん
に
指
示
を
出
す
。
商
人
の
妻
と
し

て
店
番
の
心
配
を
し
、
さ
ら
に
主
婦
と
し
て
家
内
を
取
り
仕
切
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
は
お
律
の
普
段
の
様
子
に
近
い
も
の
が
出
て
い
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
次
の
箇
所
を
見
よ
う
。

且
那
ど
の
声
を
か
け
て
車
を
言
ふ
て
や
ら
ぬ
か
、
何
う
で
歩
い
て

は
行
か
れ
ま
い
に
と
廿
た
る
き
言
漿
。
何
の
商
人
の
女
房
が
店
か

ら
車
に
乗
出
す
は
栄
耀
の
沙
汰
で
御
座
り
ま
す
。
其
処
ら
の
角
か

ら
能
い
ほ
ど
に
直
切
っ
て
乗
っ
て
参
り
ま
し
よ
。
こ
れ
で
も
勘
定

は
知
っ
て
居
ま
す
に
、
と
可
愛
ら
し
い
声
に
て
笑
へ
ば
。
世
帯
じ

み
た
事
を
と
旦
那
ど
の
が
恐
悦
顔
゜

夫
へ
の
愛
嬌
、
商
人
の
妻
と
し
て
の
自
覚
が
こ
こ
に
示
さ
れ
る
。

お
律
は
「
お
怜
悧
な
お
内
儀
さ
ま
」
と
「
人
褒
め
物
」
で
あ
る
と
い
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う
が
、
お
律
の
如
オ
な
さ
は
彼
女
の
科
白
に
も
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
手
紙

を
受
け
取
る
と
す
ぐ
に
で
も
外
へ
出
掛
け
た
い
お
律
は
、
夫
か
ら
許
可

を
貰
う
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
姉
が
次
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て

き
た
と
述
べ
る
。

八
か
ま
し
や
の
良
人
が
暇
と
い
ふ
て
は
毛
筋
ほ
ど
も
明
け
さ
せ
て

呉
れ
ぬ
五
月
蠅
さ
。
夜
分
な
り
と
帰
り
は
此
方
か
ら
送
ら
せ
う
ほ

ど
に
お
良
人
に
願
ふ
て
鳥
渡
来
て
呉
れ
ら
れ
ま
い
か
。
待
っ
て
居

る
。
と
言
ふ
文
面
で
御
座
り
ま
す
。

姉
が
姉
の
夫
を
「
八
か
ま
し
や
の
良
人
」
と
書
い
て
き
た
と
い
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
お
律
は
夫
が
外
出
の
許
可
を
出
す
よ
う
に
仕
向
け
て
い
る
。

お
律
に
関
し
て
語
り
手
の
叙
述
の
み
で
伝
え
ら
れ
る
事
柄
は
、
外
見

の
美
し
さ
く
ら
い
で
あ
ろ
う
。
「
美
く
し
い
賭
に
良
人
が
立
つ
腹
を
も

柔
げ
れ
ば
、
可
愛
ら
し
い
口
元
か
ら
お
客
様
へ
の
世
辞
も
出
る
」
と
あ

る
。
総
じ
て
お
律
の
人
柄
に
関
わ
る
こ
と
、
特
に
彼
女
の
表
向
き
の
頻

に
関
し
て
は
、
語
り
手
の
主
観
が
挟
ま
れ
な
い
箇
所
で
も
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
こ
こ
か
ら
お
律
が
商
人
の
妻
と
し
て
も
家
庭
の
主
婦
と
し
て
も

う
ま
く
立
ち
回
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
お
律
の
表
向
き
の
顔
は
作
中
に
具
体

的
に
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
お
律
の
内
言
に
は
結
婚
生
活
へ
の
執

着
の
言
葉
が
皆
無
で
あ
る
。
そ
れ
は
不
自
然
な
ほ
ど
で
あ
る
。
確
か
に

「
彼
の
や
う
な
良
人
を
持
つ
身
の
何
が
不
足
で
剣
の
刃
渡
り
す
る
や
う

な
危
な
い
斗
画
を
す
る
の
や
ら
」
と
夫
に
申
し
訳
な
い
気
持
を
起
こ
し

て
は
い
る
が
、
結
婚
生
活
の
中
で
手
に
入
れ
て
き
た
も
の
に
は
言
及
し

な
い
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
も
、
お
律
に
「
裏
道
の
働
き
」
を
尻
込
み

さ
せ
る
要
素
が
、
表
現
の
う
え
で
〈
夫
の
優
し
さ
〉
に
絞
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
夫
の
優
し
さ
〉
に
揺
ら
ぐ
結
果
、
お
律
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
。

「
お
互
ひ
に
消
い
お
交
際
を
し
て
人
知
ら
ぬ
う
ち
に
汚
れ
を
濯
い
で
仕

舞
つ
た
な
ら
、
今
か
ら
後
の
彼
の
方
の
為
、
私
の
為
」
「
生
中
こ
が
れ

て
附
線
ふ
た
と
て
、
睛
れ
て
添
は
れ
る
中
で
は
な
し
」
「
可
愛
い
人
に

不
義
の
名
を
着
せ
て
少
し
も
是
れ
が
批
間
に
知
れ
た
ら
何
と
せ
う
。
私

は
兎
も
角
彼
の
方
は
是
れ
か
ら
の
御
出
枇
前
一
生
を
暗
黒
に
さ
せ
ま
し

て
夫
れ
で
私
は
満
足
に
思
は
れ
や
ふ
か
」
。
こ
の
と
き
お
律
は
自
分
を

納
得
さ
せ
る
た
め
の
理
由
を
い
く
つ
か
持
ち
出
し
て
い
る
。
自
分
に
と

っ
て
都
合
の
良
い
理
由
で
〈
合
理
化
〉
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

れ
は
決
心
を
断
念
す
る
た
め
の
決
め
手
に
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
突

然
「
生
憎
」
の
夜
風
に
よ
る
慈
識
の
転
換
点
が
設
け
ら
れ
る
。
そ
れ
以

降
、
お
律
は
自
分
の
行
い
や
そ
の
行
い
を
支
え
る
覚
悟
を
夫
に
知
ら
れ

て
も
よ
い
と
思
い
直
そ
う
と
す
る
。

ゑ
A

私
は
其
や
う
な
心
弱
い
事
に
引
か
れ
て
成
ら
う
か
。
最
初
あ

の
家
に
嫁
入
す
る
時
か
ら
、
東
二
郎
ど
の
を
良
人
と
定
め
て
行
っ

た
の
で
は
無
い
物
を
。
形
は
行
っ
て
も
心
は
決
し
て
遣
る
ま
い
と

極
め
て
附
い
た
を
、
今
更
に
成
つ
て
何
の
義
理
は
り
。
悪
人
で
も
、

い
た
づ
ら
で
も
構
ひ
は
無
い
。
お
気
に
入
ら
ず
ば
お
捨
て
な
さ
れ
。

捨
て
ら
れ
A

ば
結
句
本
望
。
彼
の
や
う
な
愚
物
様
を
良
人
に
奉
つ

て
吉
岡
さ
ん
を
袖
に
す
る
や
う
な
考
へ
を
、
何
故
し
ば
ら
く
で
も
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本
論
で
は
『
裏
紫
』
の
本
文
を
、
印
象
で
論
じ
る
の
で
は
な
く
細
部

に
目
を
配
り
な
が
ら
、
特
に
語
り
手
の
語
り
方
に
着
目
し
て
論
じ
た
。

六

浚
巡
を
描
く
と
い
う
こ
と

持
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
私
の
命
が
有
る
限
り
、
逢
ひ
通
し
ま
し
よ

切
れ
ま
す
ま
い
。
良
人
を
持
た
う
と
奥
様
お
出
来
な
さ
ら
う
と
此

約
束
は
破
る
ま
い
と
言
ふ
て
置
い
た
を
、
誰
れ
が
何
の
や
う
に
優

し
か
ら
う
と
、
有
難
い
事
を
言
ふ
て
呉
れ
よ
う
と
、
私
の
良
人
は

吉
岡
さ
ん
の
外
に
は
無
い
物
を
、
最
う
何
事
も
思
ひ
ま
す
ま
い
思

ひ
ま
す
ま
い
と
て
頭
巾
の
上
か
ら
耳
を
押
へ
て
急
ぎ
足
に
五
六
歩

か
け
出
せ
ば
、

お
律
は
〈
夫
の
優
し
さ
〉
に
よ
っ
て
生
じ
た
迷
い
を
「
今
更
に
成
つ
て

何
の
義
理
は
り
」
と
位
置
付
け
る
。
〈
夫
の
優
し
さ
〉
に
「
勿
体
な
さ
」

を
感
じ
、
そ
の
こ
と
か
ら
一
度
は
立
ち
す
く
ん
だ
お
律
だ
っ
た
が
、
結

果
的
に
は
夫
を
「
愚
物
様
」
と
述
べ
、
「
誰
れ
が
何
の
や
う
に
優
し
か

ら
う
と
、
有
難
い
事
を
言
ふ
て
呉
れ
よ
う
と
、
私
の
良
人
は
吉
岡
さ
ん

の
外
に
は
無
い
物
を
」
と
述
べ
る
。
こ
の
箇
所
で
は
〈
夫
の
優
し
さ
〉

を
振
り
切
ろ
う
と
す
る
言
菜
に
よ
っ
て
、
当
初
の
決
意
を
貫
こ
う
と
す

る
お
律
の
姿
が
示
さ
れ
る
。
「
頭
巾
の
上
か
ら
耳
を
押
」
え
る
こ
と
で

か
ら
く
も
前
へ
進
み
出
す
が
、
最
後
に
は
「
冷
や
か
な
る
笑
み
」
を
浮

か
べ
る
。
お
律
が
己
の
決
心
を
肯
定
し
て
い
く
過
程
は
そ
の
よ
う
に
し

て
描
か
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
語
り
手
が
夫
の
人
の
好
さ
を
強
調
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
お
律

の
〈
裏
表
〉
の
間
題
が
関
わ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
他
の
人
物
の
〈
裏

表
〉
に
関
す
る
詮
索
が
一
切
排
除
さ
れ
る
こ
と
で
、
お
律
の
〈
裏
表
〉

の
特
殊
性
が
浮
か
び
上
が
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
「
裏
道
の
働
き
」
が
出

来
心
か
ら
で
は
な
く
、
意
志
を
持
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
作
中
に

浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

さ
ら
に
次
の
点
を
指
摘
し
た
。
お
律
は
こ
の
夜
、
か
つ
て
の
決
心
を

肯
定
し
て
い
こ
う
と
す
る
が
、
そ
の
経
過
は
〈
夫
の
優
し
さ
〉
を
お
律

が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
か
、
そ
の
変
化
を
示
す
こ
と
で
表
現
さ
れ

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
お
律
の
心
の
揺
れ
は
〈
夫
の
優
し
さ
〉
の
受
け

止
め
方
の
変
化
と
い
う
一
点
に
絞
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な

様
式
が
貰
か
れ
る
こ
と
で
、
本
作
に
は
お
律
が
迷
い
を
振
り
捨
て
て
い

く
過
程
が
明
示
さ
れ
た
。

本
作
は
結
婚
当
初
の
決
意
を
、
道
徳
に
反
す
る
形
で
あ
っ
て
も
貫
い

て
い
こ
う
と
す
る
お
律
を
描
く
。
〈
姦
通
〉
と
い
う
題
材
は
同
時
代
に

お
い
て
決
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
逹
巡
の
中
で
気
持
を
固
め

て
い
く
経
過
を
描
い
た
と
こ
ろ
は
、
や
は
り
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
単
純
化
さ
れ
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い

が
、
本
作
は
割
り
切
れ
な
い
状
況
の
中
で
苦
し
み
な
が
ら
も
、
ど
う
に

か
自
分
を
生
か
し
て
い
こ
う
と
す
る
人
間
の
姿
を
描
出
す
る
作
品
で
あ

る
と
い
え
る
。

-11 -



注

(
1
)

（
上
）
の
章
の
続
き
を
寄
稿
す
る
よ
う
に
雑
誌
の
編
集
者
か
ら
手
紙
で

催
促
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
一
業
は
断
り
の
返
事
を
出
し
て
い
る
。
そ
の

あ
た
り
の
事
情
は
橋
本
威
「
一
業
『
裏
紫
（
上
）
』
ノ
ー
ト
」
（
『
梅
花
女

子
大
学
開
学
二
十
周
年
記
念
論
文
集
（
国
語
・
国
文
学
）
』
一
九
八
五
・

三
）
に
詳
し
い
。

(
2
)

例
え
ば
、
河
村
消
一
郎
氏
は
「
一
築
に
お
け
る
抒
情
の
構
造
ー
「
う

ら
む
ら
さ
き
」
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
明
治
大
学
教
蓑
論
集
』
一
九
六
六

•
一
）
に
お
い
て
「
「
上
」
に
お
け
る
完
結
性
が
つ
よ
い
だ
け
に
、
後
の

場
而
を
つ
け
る
こ
と
が
む
ず
か
し
か
っ
た
の
だ
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
」

と
論
じ
る
。
藤
井
淑
禎
氏
は
「
『
う
ら
む
ら
さ
き
』
」
（
『
国
文
学
解
釈
と

鑑
貿
』
一
九
八
六
•
三
）
に
お
い
て
「
す
べ
て
の
責
任
を
女
性
側
に
引
き

受
け
さ
せ
な
が
ら
姦
通
へ
の
道
を
走
ら
せ
る
こ
と
が
は
た
し
て
ど
こ
ま
で

可
能
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
」
が
か
ら
む
と
述
べ
る
。
長
谷
川
啓
氏
は

「
近
代
の
夜
明
け
に
、
恋
に
よ
る
あ
の
よ
う
な
自
我
の
就
醒
を
む
か
え
た

お
律
の
行
末
に
ど
う
決
着
を
つ
け
る
か
」
と
い
う
課
題
に
挫
折
し
た
と
見

る
。
（
長
谷
川
啓
「
恋
の
狂
気
が
意
味
す
る
も
の
ー
『
裏
紫
』
を
読
む
」

『
樋
ロ
一
葉
を
読
み
な
お
す
』
學
藝
囲
林
、
一
九
九
四
、
二
四
七
頁
）

(
3
)

塩
田
良
平
「
一
莱
の
一
生
と
そ
の
意
義
」
（
『
樋
ロ
一
葉
研
究
増
補

改
訂
版
』
中
央
公
論
社
、
一
九
六
八
）
、
松
坂
俊
夫
「
『
う
ら
む
ら
さ
き
』

小
論
（
下
）
i
~

そ
の
未
定
稿
と
中
絶
の
意
味
ー
」
（
『
解
釈
』
一
九
七
0

・
十
一
）
、
簸
禎
子
「
『
う
ら
む
ら
さ
き
』
ー
—
作
品
鑑
賞
ー
」
（
『
透
谷
・

藤
村
・
一
葉
』
明
治
害
院
、
一
九
九
一
）
初
出
は
『
女
性
文
学
』
（
桜
楓

社
、
九
八
七
）
、
長
谷
川
啓
（
前
掲
書
）
な
ど
。

(
4
)

山
田
有
策
「
『
裏
紫
』
脚
注
」
（
『
全
集
樋
ロ
一
葉
2

刻
版
』
小
学
館
、
一
九
九
六
、
二

0
六
頁
）

(
5
)

以
下
、
「
心
の
鬼
」
の
一
般
的
な
理
解
に
つ
い
て
は
、
森
正
人
「
心
の

鬼
の
本
義
」
（
『
文
学
』
二

0
0
1
・
 
七
）
を
参
照
し
て
ま
と
め
た
。

(
6
)

田
中
貴
子
「
「
心
の
鬼
」
考
」
（
『
池
坊
短
期
大
学
紀
要
』
一
九
九
ニ
・

三）

(
7
)

森
正
人
前
掲
論
文
・
同
「
心
の
鬼
の
本
義
（
承
前
）
」
（
『
文
学
』
ニ

0
0
-
．九）

(
8
)

「
心
の
鬼
」
に
つ
い
て
、
用
例
の
検
証
と
と
も
に
精
神
医
学
・
臨
床
心

理
学
の
見
地
か
ら
論
じ
る
こ
と
で
「
鬼
」
の
生
成
と
働
き
に
迫
る
も
の
に
、

長
谷
川
雅
雄
。
ヘ
ト
ロ
・
ク
ネ
ヒ
ト
美
濃
部
重
克
辻
本
裕
成
「
「
鬼
」

と
「
虫
」
ー
「
心
の
鬼
」
論
に
向
け
て
ー
」
（
『
ア
カ
デ
ミ
ア
』
二

0
0

四
・
一
）
が
あ
る
。

(
9
)
『
裏
紫
』
の
発
表
は
明
治
二
十
九
年
二
月
五
日
、
『
化
銀
杏
』
の
発
表

は
明
治
二
十
九
年
二
月
十
日
。

(10)
引
用
は
『
鏡
花
全
集
』
巻
二
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
）
に
拠
る
。

(11)
河
村
消
一
郎
、
前
掲
論
文
。

(12)
藪
禎
子
、
前
掲
書
、
二
八

0
頁。

【
付
記
】
一
策
作
品
の
引
用
は
『
樋
ロ
一
業
全
集
』
（
筑
摩
曹
房
、
一
九
九
四
）

に
拠
る
。
た
だ
し
漢
字
は
適
宜
通
行
の
字
体
に
改
め
、
ル
ビ
は
省
い
た
。

傍
線
は
全
て
論
者
の
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
み
ず
の
あ
き
こ
／
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）

小
説
編

復
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