
森
鴎
外
と
口
承
文

「
百
物

芸語
」
を
中
心

工
　
　
藤

茂
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け
な
い
や
う
に
し
て
み
せ
よ
う
と
、
純
一
は
工
夫
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
長
谷
川
泉
は
『
増
補
森
鴎
外
論
考
』
（
明
治
書
院
　
昭
4
1
）
に
お
い
て
「
こ
の
箇

所
に
は
、
純
一
を
お
し
の
け
て
、
鴎
外
自
身
の
マ
ス
ク
が
の
ぞ
い
て
い
る
。
」
と
言

い
、
唐
本
順
三
は
主
人
公
小
泉
純
一
を
大
村
と
と
も
に
鴎
外
の
一
分
身
と
見
て
い

る
。
（
『
鴎
外
の
精
神
』
筑
摩
吉
沢
・
昭
4
9
・
の
六
三
ペ
ー
ジ
）
換
言
す
れ
ば
、

両
者
と
も
に
こ
こ
に
表
現
さ
れ
た
も
の
を
、
鴎
外
自
身
の
表
白
と
考
え
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
こ
の
見
解
は
今
日
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
唐
木
は
さ
ら
に
同
書

に
お
い
て
、
鴎
外
の
「
歴
史
具
傲
と
歴
史
離
れ
」
の
次
の
箇
所
を
引
用
し
て
、
こ

の
伝
説
を
小
説
化
し
た
の
が
「
山
根
大
夫
」
で
あ
る
こ
と
を
推
定
し
て
い
る
。

　
（
同
書
六
六
ペ
ー
ジ
）
す
な
わ
ち
、

　
　
　
ま
だ
弟
第
二
部
の
生
き
て
ゐ
た
頃
、
わ
た
く
し
は
種
々
の
流
派
の
短
い
語

　
　
物
を
集
め
て
見
た
こ
と
が
あ
る
。
具
申
に
粟
の
鳥
を
逐
ふ
女
の
事
か
あ
つ

　
　
た
。
わ
た
く
し
は
そ
れ
を
一
幕
物
に
書
き
た
い
と
弟
に
言
っ
た
。
（
略
）

　
　
　
粟
の
鳥
を
逐
ふ
女
の
事
は
、
山
根
大
夫
伝
説
の
一
節
で
あ
る
。
わ
た
く
し

　
　
は
昔
手
に
取
っ
た
俳
で
棄
て
た
一
幕
物
の
企
を
、
今
雄
篇
小
説
に
蘇
ら
せ
よ

　
　
う
と
思
ひ
立
っ
た
。
山
根
大
夫
の
や
う
な
伝
説
は
、
書
い
て
行
く
途
中
で
、

　
　
想
像
が
道
草
を
食
っ
て
迷
子
に
な
ら
ぬ
位
の
程
度
に
筋
が
立
つ
て
ゐ
る
と
云

　
　
ふ
だ
け
で
、
わ
た
く
し
の
追
っ
て
行
く
絲
に
は
人
を
縛
る
強
さ
は
な
い
。
わ

　
　
た
く
し
は
伝
良
典
物
を
も
、
余
り
精
し
く
探
ら
ず
に
、
夢
の
や
う
な
物
語
を

　
　
夢
の
や
う
に
思
ひ
浮
べ
て
見
た
。

　
　
「
青
年
」
の
小
泉
純
一
が
祖
母
か
ら
聞
い
た
伝
説
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
昿
外

　
　
　
　
　
　
　
一

　
森
鴎
外
の
「
青
年
」
は
明
治
四
十
三
年
三
月
一
日
発
行
の
『
昂
』
第
二
年
第
三

号
か
ら
、
翌
四
十
四
年
八
月
一
日
第
三
年
第
八
号
ま
で
、
十
八
回
に
わ
た
っ
て
連

載
さ
れ
た
小
説
で
あ
る
。
そ
の
付
記
に
「
書
か
う
と
企
て
た
事
の
Ｔ
小
部
分
し
か

ま
だ
書
か
ず
、
…
…
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
作
者
の
意
図
が
十
分
に
は
表

現
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
小
説
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
「
二
十
四
」
章

の
中
ほ
ど
に
、
よ
く
引
用
さ
れ
る
次
の
よ
う
な
部
分
か
お
る
。

　
　
　
純
一
か
書
か
う
と
思
つ
て
ゐ
る
物
は
、
現
今
の
流
行
と
は
少
し
方
角
を
異

　
　
に
し
て
ゐ
る
。
な
ぜ
と
云
ふ
に
、
そ
の
s
u
j
e
t
は
国
の
亡
く
な
っ
た
お
祖
母

　
　
あ
さ
ん
が
話
し
て
聞
せ
た
伝
説
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
伝
説
を
書
か
う

　
　
と
云
ふ
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
度
々
企
て
た
。
形
式
も
種
々
に
考
へ
て
、
顔

　
　
文
に
し
よ
う
と
し
た
り
、
散
文
に
し
よ
う
と
し
た
り
、
叙
事
的
に
吻
に
に
ぼ
ユ

　
　
の
三
つ
の
物
語
の
中
の
或
る
物
の
や
う
な
体
裁
を
学
は
う
と
思
っ
た
こ
と
も

　
　
あ
り
’
M
a
e
t
e
r
l
i
n
c
k
の
短
い
脚
本
を
藍
本
に
し
よ
う
と
思
っ
た
こ
と
も
あ

　
　
る
東
京
へ
出
る
少
し
前
に
し
た
、
最
後
の
試
み
は
二
三
十
枚
書
き
掛
け
た
傲

　
　
で
、
谷
中
に
あ
る
革
色
の
底
に
這
入
つ
て
ゐ
る
。
あ
れ
は
そ
の
頃
知
ら
ず
識

　
　
ら
ず
の
間
に
、
所
謂
自
然
派
小
説
の
影
響
を
受
け
て
ゐ
る
最
中
で
あ
つ
た
の

　
　
で
、
初
め
に
狙
っ
て
書
き
出
し
4
j

A
r
c
h
a
i
s
m
e
が
、
意
味
の
上
か
ら
も
、

　
　
詞
の
上
か
ら
も
途
中
で
邪
魔
に
な
っ
て
米
た
の
で
あ
つ
た
。
こ
ん
度
は
現
代

　
　
語
で
、
現
代
人
の
微
細
な
観
察
を
書
い
て
、
そ
し
て
古
い
伝
説
の
味
を
傷
つ



の
小
説
「
山
袱
太
夫
」
と
し
て
結
実
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
小
泉
純
一
の
体

験
を
鴎
外
に
還
元
し
て
考
え
て
み
る
と
、
幼
時
鴎
外
は
祖
母
清
子
（
明
治
三
十
九

年
没
）
か
ら
、
こ
の
伝
説
を
語
り
聞
か
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
定
さ
れ

る
。
子
供
が
祖
母
の
語
る
昔
話
や
伝
説
に
耳
を
傾
け
て
い
た
事
例
は
、
テ
レ
ビ
や

ラ
ジ
オ
の
普
及
し
た
現
代
か
ら
は
想
像
も
つ
か
な
い
ほ
ど
、
そ
の
当
時
は
多
か
っ

た
の
だ
か
ら
。
も
っ
と
も
鴎
外
が
「
山
袱
太
夫
」
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
直
接
参

照
し
た
も
の
は
寛
文
七
年
五
月
刊
、
太
夫
未
詳
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
　
（
山
本
九
兵

衛
板
）
と
い
う
説
経
節
正
木
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
尾
形
切
は
推
定
し
て
い
る
。

　
（
「
森
鴎
外
の
歴
史
小
説
」
　
・
国
文
学
・
第
七
巻
第
七
号
・
学
澄
社
・
昭
3
7
年
６

月
）

　
山
袱
太
夫
伝
説
は
、
説
経
節
、
浄
瑠
璃
と
し
て
記
録
さ
れ
る
一
方
で
は
、
伝
説

と
し
て
口
か
ら
耳
へ
と
伝
承
さ
れ
て
も
き
た
。
説
経
節
も
そ
の
も
と
を
尋
ね
れ
ば

そ
の
よ
う
な
口
承
文
芸
で
あ
っ
た
。

　
口
承
文
芸
と
い
う
名
称
は
、
昭
和
七
年
、
柳
田
国
男
が
「
ロ
承
文
芸
大
意
」
を

書
く
に
あ
た
っ
て
初
め
て
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
Ｔ
几
一
三
年
、
フ
ラ
ン
ス
の

民
俗
誌
家
P
a
u
l

S
6
b
i
l
l
o
t

:
a
　
”
L
eF
o
l
k
‐
l
o
r
e
。
L
i
t
t
6
r
a
t
u
r
e

o
r
a
l
e
e
t

E
t
h
n
o
g
r
a
p
h
i
e

t
r
a
d
i
t
i
o
n
n
e
l
l
e
”
と
い
う
著
書
を
書
い
た
。
こ
れ
は
文
字
に

よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
文
学
の
ほ
か
に
、
文
字
の
力
を
借
り
ず
に
、
口
か
ら
耳
に
伝

え
ら
れ
る
文
学
の
あ
る
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
柳
田
国
男
は
こ
の
著
の

l
i
t
t
6
r
a
t
u
r
e

o
r
a
l
e
を
「
ロ
承
文
芸
」
と
訳
し
ヽ
新
名
称
と
し
て
日
本
に
移
入
し

た
。
そ
れ
が
現
在
で
は
す
っ
か
り
定
着
し
て
、
昭
和
五
十
二
年
五
月
、
口
承
文
芸

学
会
の
設
立
を
見
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
「
口
承
文
芸
大
意
」
に
お
い
て
、
柳
田
国
男
は
そ
の
伝
承
の

方
式
が
一
定
し
な
い
こ
と
か
ら
、
伝
説
は
厳
密
に
は
口
承
文
芸
と
は
言
い
難
い
と

述
べ
、
命
名
技
術
、
新
語
、
新
句
法
、
諺
、
醤
へ
、
格
言
、
謎
、
あ
か
し
も
の
、

唱
へ
ご
と
、
童
言
葉
、
手
毬
唄
、
子
守
唄
、
仕
事
唄
、
踊
と
く
ど
き
、
舞
の
本
、

芝
居
の
も
と
、
昔
話
、
ハ
ナ
シ
等
を
、
口
承
文
芸
と
し
て
説
い
て
い
る
。
し
か
し

P
a
u
1
S
6
b
i
n
o
t
は
前
述
の
著
の
L
i
t
t
6
r
a
t
u
r
e

o
r
a
l
e
の
中
に
、
説
話
、
伝
説
、

民
謡
、
謎
ヽ
唱
え
言
の
五
項
目
を
立
て
て
い
る
し
、
Ｔ
几
一
四
年
、
イ
ギ
リ
ス
の

民
俗
学
協
会
の
会
長
図
‘
Ｓ
り
回
Ｓ
の
書
い
た
"
T
h
e

H
a
n
d
b
(
x
)
k
o
f
F
o
l
k
‐

l
o
r
e
”
で
は
フ
ォ
ク
ロ
ア
の
領
域
を
三
部
に
分
け
、
そ
の
第
三
部
口
承
文
芸
の
項

に
、
説
話
（
神
話
、
伝
説
、
民
譚
）
、
歌
謡
と
譚
歌
、
諺
と
謎
、
諺
語
的
韻
語
と

地
方
的
言
い
慣
し
等
を
包
括
し
て
い
る
。
（
「
民
俗
学
辞
典
」
民
俗
学
研
究
所

編
・
東
京
堂
・
昭
2
7
）
従
っ
て
、
現
在
は
伝
説
も
、
民
謡
、
童
唄
、
語
り
物
、
昔

話
、
な
ど
と
同
様
に
、
口
承
文
芸
の
分
野
に
含
め
て
研
究
の
対
象
と
し
て
い
る
。

　
昭
和
三
十
六
年
、
臼
田
甚
五
郎
先
生
は
「
口
承
文
芸
の
世
界
」
　
（
『
解
釈
と
鑑

賞
』
第
二
六
巻
第
五
号
・
至
文
堂
）
を
書
か
れ
、
柳
田
国
男
、
枡
目
信
夫
の
説
を

視
野
に
収
め
た
上
で
、
「
口
承
文
芸
」
の
定
義
を
一
歩
進
め
て
次
の
よ
う
に
な
さ

れ
た
。

　
　
「
口
承
文
芸
は
、
ロ
頭
で
伝
承
さ
れ
た
文
芸
で
あ
る
。
も
っ
と
正
確
に
い
う
な

ら
ば
文
芸
意
識
を
持
た
な
い
文
芸
・
文
芸
以
前
・
非
文
芸
を
含
め
て
ゐ
る
」
も
の

で
あ
っ
て
そ
の
要
件
は
、
「
口
頭
で
表
現
さ
れ
る
」
　
「
伝
承
的
経
過
で
保
持
さ
れ

る
」
文
芸
、
つ
ま
り
、
「
ロ
頭
で
民
俗
的
に
伝
承
さ
れ
た
文
芸
」
で
あ
る
。

　
山
根
大
夫
伝
説
は
、
ま
さ
に
以
上
の
よ
う
な
要
件
を
具
備
し
た
ロ
承
文
芸
で
あ

っ
た
。
鴎
外
は
こ
の
よ
う
な
口
承
文
芸
を
S
u
j
e
t
と
し
て
、
小
説
「
山
根
太
夫
」

を
書
き
上
げ
た
の
で
あ
る
。

　
か
つ
て
私
は
「
口
承
文
芸
の
片
影
－
－
‐
近
代
・
現
代
の
文
学
を
め
ぐ
っ
て
・
‐
－
」

　
（
『
口
承
文
芸
の
展
開
』
、
桜
楓
社
・
昭
5
0
所
収
）
と
い
う
序
説
め
い
た
も
の
を

書
い
た
。
近
代
文
学
と
ロ
承
文
芸
の
接
点
を
探
る
意
図
で
書
い
た
も
の
で
あ
っ
た

か
、
力
足
ら
ず
で
意
に
満
た
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
小
論
は
そ
の
テ
ー
マ
を

追
っ
た
各
論
の
一
つ
の
つ
も
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
序
説
に
お
い
て
、
私

は
口
承
文
芸
と
近
代
文
学
と
の
交
渉
を
追
求
す
る
手
段
と
し
て
、
二
種
類
の
フ
ィ

ル
タ
を
用
意
し
た
。
一
つ
は
、
作
者
が
そ
の
作
品
を
書
こ
う
と
す
る
時
、
意
図
的

に
口
承
文
芸
ま
た
は
そ
の
諸
要
素
を
作
品
の
趣
向
、
あ
る
い
は
モ
チ
ー
フ
と
し
て
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使
用
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
作
品
に
一
つ
の
味
つ
け
を
し
よ
う
と
し

た
も
の
。
も
う
一
つ
は
、
作
者
そ
の
も
の
の
内
部
に
、
口
承
文
芸
の
語
り
手
と
し

て
の
要
素
が
色
濃
く
存
在
し
て
い
る
も
の
。
（
つ
ま
り
、
そ
の
発
想
か
既
に
口
承

文
芸
の
そ
れ
で
あ
る
よ
う
な
作
家
、
ま
た
は
、
そ
の
作
者
の
作
品
の
中
に
、
作
者

の
意
図
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
民
俗
的
、
ロ
承
文
芸
的
世
界
が
創
り
出
さ
れ
て
い

る
も
の
。
）
そ
し
て
、
森
鴎
外
の
「
百
物
語
」
　
「
山
擢
太
夫
」
　
「
最
後
の
一
句
」
を

前
者
の
系
列
に
属
せ
し
め
た
。
厳
密
に
言
え
ば
、
鴎
外
に
は
口
承
文
芸
と
い
う
概

念
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
伝
説
と
い
う
概
念
は
持
っ
て
い
た
。
今
日
の
眼
か
ら

見
る
と
、
伝
説
は
口
承
文
芸
の
ジ
ャ
ン
ル
に
含
ま
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
に
お

い
て
、
「
青
年
」
の
純
一
が
伝
説
を
叩
左
降
と
し
て
書
こ
う
と
し
た
小
説
が
、
鴎

外
の
「
山
袱
大
夫
」
と
し
て
形
象
化
し
た
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
「
山
淑
太
夫
」

を
前
者
の
系
列
に
置
い
た
こ
と
は
妥
当
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
鴎
外
は

　
「
歴
史
其
借
と
歴
史
離
れ
」
に
お
い
て
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
登
場
人
物
の
一

人
梅
津
院
を
藤
原
師
実
に
替
え
、
物
語
の
年
立
を
し
た
上
で
時
代
考
証
を
な
し
、

こ
の
伝
説
を
一
編
の
歴
史
小
説
－
‐
‐
‐
歴
史
的
事
実
に
あ
て
は
め
た
作
り
事
‐
－
に

仕
立
て
あ
げ
て
し
ま
っ
た
。
お
そ
ら
く
鴎
外
の
科
学
者
と
し
て
の
合
理
的
精
神
が

そ
う
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
合
理
化
が
後
に
賛
否
両
様

の
評
価
を
生
む
原
因
と
な
る
の
だ
が
、
日
本
文
学
の
伝
統
の
一
つ
で
あ
る
貴
種
流

離
の
モ
チ
ー
フ
は
こ
の
小
説
に
残
り
、
簡
潔
明
晰
な
文
体
と
相
侯
っ
て
、
今
日
な

お
「
山
淑
太
夫
」
フ
ァ
ン
を
作
っ
て
い
る
。

　
　
（
な
お
、
阿
部
正
路
は
「
近
代
日
本
民
俗
文
学
論
序
説
」
　
（
「
国
学
院
大
学
紀

要
」
第
七
巻
・
昭
4
4
・
２
・
５
）
に
お
い
て
、
「
近
代
の
幾
人
か
の
作
家
の
精
神

形
成
史
の
中
に
与
え
て
い
る
民
俗
の
照
り
駒
り
や
、
近
代
文
学
の
中
に
垣
間
見
ら

れ
る
民
俗
の
た
た
ず
ま
い
を
探
り
あ
て
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
近
代
文

学
の
一
領
域
を
明
ら
か
に
し
て
見
た
い
」
と
の
意
図
の
も
と
に
、
「
近
代
の
、
日
本

民
俗
文
学
の
領
域
と
展
開
の
姿
」
を
究
明
す
る
と
い
う
先
駆
的
な
仕
事
を
な
し
、

そ
の
論
文
の
中
で
、
森
鴎
外
に
つ
い
て
は
「
山
極
大
夫
」
　
「
歴
史
其
僚
と
歴
史
離

れ
」
　
「
蛇
」
　
「
百
物
語
」
な
ど
を
近
代
民
俗
文
学
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
ま

た
、
松
原
純
一
は
「
鏡
花
文
学
と
民
間
伝
承
と
」
　
（
『
相
模
女
子
大
学
紀
要
』
十

四
・
昭
3
8
・
２
・
1
5
）
「
森
鴎
外
『
山
淑
大
夫
』
論
」
（
『
同
大
学
紀
要
』
十
八
・

昭
3
9
・
６
）
な
ど
で
、
そ
の
各
論
を
展
開
し
て
い
た
。
）

　
　
　
　
　
　
三

　
　
「
山
根
大
夫
」
か
発
表
さ
れ
た
の
は
大
正
四
年
一
月
の
『
中
央
公
論
』
で
あ
る

が
、
「
最
後
の
一
句
」
が
発
表
さ
れ
た
の
も
同
年
十
月
の
『
中
央
公
論
』
で
あ
っ

た
。
こ
の
年
は
鴎
外
の
引
退
騒
ぎ
（
大
正
四
年
九
月
十
六
日
の
日
記
）
か
あ
っ
た

年
で
も
あ
り
、
そ
の
事
件
が
「
最
後
の
一
句
」
の
主
題
に
微
妙
な
影
を
投
げ
か
け

て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
原
拠
と
な
っ
た
も
の
は
、
内
容
の

類
似
と
、
明
治
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日
の
日
記
に
そ
の
購
入
の
記
事
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
大
田
南
欧
の
『
一
話
一
言
』
に
ほ
ぼ
相
違
あ
る
ま
い
と
推
定
さ
れ
て
い

る
。
（
聞
香
は
ま
た
、
「
ぢ
い
さ
ん
は
あ
さ
ん
」
　
（
大
４
）
の
原
拠
と
も
な
っ
て

い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
長
谷
川
泉
の
『
増
補
森
鴎
外
論
考
』
　
（
前
出
）
に
よ
る
と
、
そ
の

原
拠
と
見
ら
れ
る
も
の
が
三
つ
上
げ
ら
れ
て
い
る
（
三
五
九
ペ
ー
ジ
以
下
）
。
す

な
わ
ち
、

日

根
岸
肥
前
守
鎮
守
（
や
す
も
り
、
と
も
）
の
『
耳
嚢
』

　
�
　
松
崎
亮
臣
（
白
圭
）
の
『
窓
の
須
佐
美
、
追
加
』

　
目
　
大
田
南
畝
の
『
一
話
一
言
』

　
長
谷
川
は
こ
れ
ら
三
つ
の
内
容
を
記
し
た
上
で
、
「
『
最
後
の
一
句
』
の
記
述

が
最
も
密
着
し
て
い
る
点
で
『
一
話
一
言
』
は
原
拠
と
し
て
無
視
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
」
（
三
六
四
ペ
ー
ジ
）
と
述
べ
、
そ
の
内
容
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。

そ
こ
で
私
は
別
な
観
点
か
ら
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

　
第
一
は
そ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
年
に
ず
れ
が
あ
る
こ
と
。
日
に
お
い
て
は

「
享
保
の
頃
」
と
な
っ
て
い
る
の
に
、
口
と
目
の
本
文
で
は
元
文
三
年
と
な
っ
て
い

る
。
（
日
の
見
出
し
に
「
天
文
三
午
年
」
と
あ
る
の
は
元
文
の
筆
の
あ
や
ま
り
か
。
）

も
っ
と
も
享
保
（
一
七
ヱ
八
年
六
月
二
二
日
～
一
七
三
六
年
四
月
二
八
日
）
と
元
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文
（
一
七
三
六
年
四
月
二
九
日
～
一
七
四
一
年
二
月
二
七
日
）
は
隣
り
合
せ
の
年

号
な
の
で
、
大
き
な
隔
た
り
は
な
い
が
、
か
え
っ
て
書
写
に
よ
る
書
き
誤
り
と
は

考
え
に
く
い
。

　
第
二
は
そ
の
内
容
に
微
妙
な
相
違
が
あ
る
こ
と
。
�
と
凶
は
ほ
ぽ
同
内
容
で
あ

る
が
、
日
と
口
国
の
間
に
大
き
な
相
違
が
あ
る
。
た
と
え
ば
日
に
は
登
場
人
物
の

名
前
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
に
、
口
国
に
は
そ
れ
が
あ
る
。
ま
た
太
郎
兵
衛
の
罪

の
内
容
に
も
違
い
が
見
ら
れ
る
。

　
第
三
に
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
孝
心
を
賛
美
す
る
と
い
う
主
題
は
目
口
目
と

も
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
て
「
最
後
の
一
句
」
の
原
拠
と
な
っ
た
も
の
は
、
当
時

評
判
と
な
っ
て
人
々
に
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
た
世
間
話
を
、
三
者
が
三
様
に
書
き

留
め
た
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
と
す
れ
ば
「
最
後
の
一
句
」
は
そ
の
よ
う
な

説
話
が
も
と
に
な
っ
て
書
か
れ
た
小
説
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
鴎
外
は
そ
の
主

題
を
が
ら
り
と
変
え
ヒ
ロ
イ
ン
い
ち
の
性
格
を
創
り
上
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

　
以
上
見
て
き
た
小
説
以
外
に
も
ヽ
そ
の
原
拠
と
な
っ
た
も
の
ヽ
あ
る
い
は
小
説

の
構
成
に
、
口
承
文
芸
、
あ
る
い
は
か
つ
て
は
口
承
文
芸
で
あ
っ
た
説
話
の
投
影

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
作
品
が
あ
る
。
た
と
え
ば
大
正
五
年
に
発
表
さ
れ
た
「
高

瀬
舟
」
。
こ
の
小
説
に
つ
い
て
鴎
外
は
「
高
瀬
舟
縁
起
」
　
（
大
５
・
１
）
を
書
い

て
そ
の
原
拠
を
明
示
し
て
い
る
。
そ
の
原
拠
と
な
っ
た
神
沢
貞
幹
の
『
翁
草
』
の

　
「
流
人
の
話
」
を
読
ん
で
み
る
と
、
登
場
人
物
の
名
前
が
な
い
。
「
翁
草
」
は
請

書
の
書
抜
き
を
集
め
た
随
筆
だ
と
い
う
か
ら
、
他
の
書
を
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う

が
、
登
場
人
物
の
名
前
が
Ｉ
切
な
い
こ
と
は
気
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
大
岡
昇
平

は
「
歴
史
小
説
の
問
題
」
　
（
文
芸
春
秋
社
・
昭
4
9
）
で
、
囚
人
の
心
理
と
当
時
の

背
景
と
の
乖
離
を
指
摘
し
、
「
高
瀬
舟
」
を
歴
史
離
れ
の
小
説
だ
（
ヱ
ハ
ハ
ペ
ー

ジ
）
と
評
し
て
い
る
。
し
か
し
、
も
と
も
と
そ
の
原
拠
は
歴
史
と
い
う
よ
り
も
ヽ

世
間
話
、
あ
る
い
は
説
話
に
近
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
を
「
山
根
大
夫
」

や
「
最
後
の
一
句
」
と
同
じ
操
作
に
よ
っ
て
、
歴
史
小
説
に
仕
上
げ
た
作
品
で
あ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
の
ほ
か
、
お
金
が
一
度
は
ど
の
お
客
に
も
語
る
と
い
う
語
り
の
形
で
、
川
桝

と
い
う
料
理
店
で
あ
っ
た
心
中
の
こ
と
を
描
い
た
小
説
「
心
中
」
　
（
明
4
4
）
、
岡

田
と
い
う
医
学
生
の
友
人
で
あ
る
僕
が
、
明
治
十
三
年
の
出
来
事
と
し
て
語
る
形

式
で
書
か
れ
た
小
説
「
雁
」
　
（
大
４
）
に
も
説
話
の
型
は
採
ら
れ
て
い
る
。
と
は

い
う
も
の
の
、
鴎
外
の
内
部
に
は
西
洋
の
影
も
深
く
は
い
り
こ
ん
で
い
る
。
た
と

え
ば
「
最
後
の
一
句
」
の
い
ち
の
女
性
像
、
「
高
瀬
舟
」
の
囚
人
の
心
理
、
「
雁
」

の
登
場
人
物
な
ど
に
、
そ
れ
は
顕
著
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
四

　
鴎
外
の
戯
曲
「
玉
箔
両
浦
嶼
」
は
浦
島
伝
説
の
再
構
成
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

「
新
浦
島
」
（
初
出
「
新
世
界
の
浦
島
」
明
2
2
）
は
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ア
ー
ビ
ン
グ
の

　
『
ス
ケ
ッ
チ
・
ブ
ッ
ク
』
の
独
語
訳
（
レ
ク
ラ
ム
文
庫
）
所
収
「
リ
ッ
プ
・
ヴ
ァ

ン
・
ウ
イ
ン
ク
ル
」
の
再
訳
で
あ
る
。
ま
た
、
大
正
四
年
国
民
文
庫
第
八
冊
と
し

て
同
刊
行
会
か
ら
出
さ
れ
た
『
諸
国
物
語
』
も
、
そ
の
書
名
は
江
戸
城
大
手
門
の

下
馬
所
で
、
諸
国
の
大
小
名
の
供
侍
が
た
む
ろ
し
て
諸
国
の
い
ろ
い
ろ
な
咄
を
す

る
、
そ
の
咄
を
集
め
た
奇
談
集
と
し
て
西
鶴
が
書
い
た
「
諸
国
ば
な
し
」
を
も
じ

っ
た
形
を
取
り
な
が
ら
、
そ
の
内
容
は
翻
訳
短
編
小
説
集
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、

鴎
外
に
お
け
る
日
本
の
口
承
文
芸
と
外
国
文
学
と
の
奇
妙
な
融
合
か
見
ら
れ
る
。

こ
れ
か
ら
述
べ
よ
う
と
す
る
「
百
物
語
」
も
ま
た
、
あ
る
意
味
で
は
こ
の
よ
う
な

作
品
で
あ
る
。

　
　
「
百
物
語
」
は
明
治
四
十
四
年
十
月
一
日
発
行
の
「
中
央
公
論
」
第
二
十
六
年

第
十
号
に
鴎
外
の
署
名
で
掲
載
さ
れ
、
後
天
正
二
年
七
月
五
日
、
松
山
書
店
発
行

の
単
行
本
『
走
馬
燈
・
分
身
』
　
（
二
巻
を
一
箱
）
の
「
走
馬
燈
」
に
収
め
ら
れ
た

作
品
で
あ
る
。
筋
ら
し
い
筋
の
な
い
作
品
だ
が
、
そ
の
梗
概
を
述
べ
て
み
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
。

　
あ
る
年
の
夏
、
「
僕
」
は
飾
磨
屋
の
催
し
た
百
物
語
に
出
か
け
た
。
増
田
屋
と

い
う
船
宿
に
行
く
と
、
知
ら
ぬ
男
ば
か
り
の
中
に
依
田
学
海
か
い
た
。
や
が
て
一

行
は
舟
で
案
内
さ
れ
て
会
場
に
着
く
。
そ
こ
で
、
今
紀
文
だ
と
評
判
せ
ら
れ
て
か
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ら
久
し
い
飾
商
量
に
会
う
。
飾
磨
量
に
は
東
京
で
最
も
美
し
い
芸
者
と
言
わ
れ
た

太
郎
が
付
き
随
っ
て
い
る
。
「
僕
」
は
敷
居
の
上
で
、
障
子
の
は
ず
さ
れ
た
柱
に

背
を
も
た
せ
た
ま
ま
、
奇
抜
な
催
し
を
す
る
飾
磨
量
を
興
味
を
持
っ
て
眺
め
て
い

た
・
そ
の
う
ち
ヽ
飾
磨
量
も
自
分
と
同
じ
よ
う
に
傍
観
者
で
あ
る
こ
と
を
発
見
す

る
・
そ
し
て
、
自
分
は
生
ま
れ
な
が
ら
の
傍
観
者
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
飾
磨
量
は

そ
う
で
は
な
く
、
何
か
の
契
機
が
あ
っ
て
、
人
生
の
途
中
か
ら
傍
観
者
に
な
っ
た

の
だ
ろ
う
と
考
え
る
。
な
お
も
観
察
を
続
け
て
い
る
う
ち
に
、
そ
の
男
が
始
終
な

ん
だ
か
人
を
馬
鹿
に
し
て
い
る
と
い
う
感
じ
を
心
に
持
っ
て
、
百
物
語
は
聞
か
ず

に
帰
っ
て
く
る
。

　
ま
と
め
て
み
る
と
こ
れ
だ
け
の
内
容
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
作
品
は
発
表
当

時
か
ら
、
そ
の
評
判
は
悪
く
な
か
っ
た
。
「
森
鴎
外
必
携
」
（
学
燈
社
・
昭
和
4
4
）

か
ら
当
代
評
を
引
用
す
る
と
、

　
　
　
　
（
前
略
）
百
物
語
に
行
っ
た
時
の
こ
と
を
、
鴎
外
さ
ん
の
あ
の
巧
な
筆
で

　
　
す
ら
く
と
か
き
の
け
て
行
つ
て
ゐ
る
、
し
か
も
そ
の
飾
磨
量
と
太
郎
と
が

　
　
い
か
に
も
沈
ん
で
見
え
た
と
云
つ
て
ゐ
る
あ
た
り
は
、
そ
の
筆
に
魅
せ
ら
れ

　
　
て
、
何
と
も
云
ふ
こ
と
の
で
き
な
い
や
う
な
さ
び
し
い
感
じ
を
味
は
せ
ら
れ

　
　
た
、
人
は
し
ら
ん
私
は
よ
い
作
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
に
躊
躇
せ
ぬ
。

　
　
　
（
無
署
名
・
「
最
近
文
芸
概
観
」
の
う
ち
「
小
説
・
脚
本
」
よ
り
「
帝
国
文

　
　
学
」
　
一
七
ノ
ー
ー
　
（
明
治
四
四
・
一
回

　
　
　
　
（
前
略
）
こ
の
作
に
は
氏
の
傍
観
者
と
し
て
の
面
目
が
大
分
発
揮
せ
ら
れ

　
　
て
ゐ
る
、
そ
し
て
其
の
傍
観
者
を
暗
に
弁
解
し
て
ゐ
る
、
そ
こ
が
面
白
い
。

　
　
　
（
宮
本
和
吉
・
「
十
月
の
小
説
」
よ
り
「
新
小
説
」
　
一
六
ノ
ー
で
明
治
四

　
　
四
・
一
一
）

と
い
っ
た
評
が
な
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
大
正
二
年
八
月
十
九
日
付
の
広
瀬
雄
宛
の

芥
川
龍
之
介
の
書
簡
に
も
、
走
馬
燈
中
の
「
百
物
語
」
　
「
心
中
」
な
ど
を
「
最
面

白
く
」
読
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
右
に
引
用
し
た
当
代
評
に
代
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
百
物
語
」

は
そ
の
後
ヽ
飾
房
星
を
化
物
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
と
い
う
点
と
、
傍
‘
拙
者

と
し
て
の
鴎
外
の
位
置
と
い
う
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
前
者
は

当
然
作
品
論
と
な
っ
て
ヽ
三
島
由
紀
夫
、
井
上
靖
、
な
ど
の
鴎
外
論
に
そ
の
姿
を

見
せ
、
後
者
は
石
川
淳
の
「
森
・
鴎
外
」
　
（
角
川
文
庫
・
昭
2
8
・
た
だ
し
初
出
は
昭

1
6
）
、
渋
川
貌
の
「
森
鴎
外
」
（
筑
摩
書
房
・
昭
3
9
）
、
中
野
重
治
の
「
局
外
、
そ
の

側
面
」
（
筑
摩
書
房
・
昭
4
7
）
、
山
崎
正
和
の
「
局
外
　
闘
う
家
長
」
　
（
河
出
書
房

新
社
・
昭
4
7
）
、
唐
木
順
三
の
「
鴎
外
の
精
神
」
　
（
筑
摩
書
房
・
昭
4
9
）
な
ど
に

お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
く
。
（
も
っ
と
も
、
石
川
淳
、
渋
川
駿
、
山
崎
正
和
の
場

合
に
は
、
作
品
論
と
作
家
論
と
の
両
者
に
ま
た
が
っ
た
論
に
な
っ
て
い
る
。
）

　
三
島
由
紀
夫
は
、
「
淡
々
と
し
た
叙
述
で
、
た
だ
目
録
の
や
う
に
見
え
な
が
ら
、

読
み
了
つ
て
し
ば
ら
く
す
る
と
、
凄
愉
な
主
題
が
瞭
然
と
迫
っ
て
来
る
。
そ
の
好

例
が
『
百
物
語
』
で
あ
る
。
」
　
（
鴎
外
の
短
篇
小
説
）
と
言
い
、
「
何
事
も
起
ら

な
い
百
物
語
の
一
夜
の
抒
述
だ
け
で
終
る
こ
の
短
篇
は
、
肩
す
か
し
を
喰
わ
す
効

果
で
は
『
追
奏
』
と
同
じ
で
あ
る
が
、
人
生
に
何
の
興
味
も
な
い
今
記
文
と
言
わ

れ
る
主
人
役
そ
の
人
が
、
実
は
生
け
る
化
物
だ
と
い
う
こ
の
荒
涼
た
る
読
後
感
は

他
に
比
肩
す
る
も
の
を
見
な
い
。
」
　
（
日
本
の
文
学
２
解
説
）
と
評
価
す
る
。
井

上
端
の
「
百
物
語
」
に
対
す
る
評
価
も
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
等
で
あ
る
が
、
彼
は
さ
ら

に
、
芸
者
と
い
う
も
の
の
詩
的
本
質
を
、
飾
磨
星
と
そ
の
情
人
を
、
病
人
と
看
護

婦
の
関
係
に
見
た
て
た
と
こ
ろ
に
見
、
そ
う
い
う
作
品
は
「
百
物
語
」
ぐ
ら
い
し

か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
（
六
人
の
作
家
）

　
一
方
、
そ
の
作
品
を
「
強
い
骨
盤
を
持
っ
た
」
も
の
で
は
な
く
、
「
む
し
ろ
薄

手
の
作
品
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。
」
と
評
価
し
て
い
る
の
は
、
渋
川
装
の
「
森

鴎
外
」
で
あ
る
。
彼
は
「
飾
磨
星
の
考
え
や
心
理
は
遠
く
か
ら
眺
め
た
だ
け
で
は

分
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
こ
の
作
品
を
内
面
に
立
ち
入
っ
た
も
の
と
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
立
体
的
な
深
さ
を
欠
か
し
め
た
理
由
で
あ
ろ
う
。
」
と
推

定
し
、
た
だ
局
外
の
哲
学
（
傍
観
者
と
い
う
考
え
方
）
が
織
り
こ
ま
れ
て
い
る
と

い
う
点
で
、
軽
視
で
き
な
い
作
品
だ
と
述
ぺ
て
い
る
。
確
か
に
後
述
す
る
よ
う
に
、

作
中
の
「
僕
」
が
飾
磨
星
に
つ
い
て
思
い
め
ぐ
ら
す
も
の
は
極
め
て
主
観
的
な
も
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の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
飾
磨
屋
と
い
う
鏡
に
写
っ
た
「
僕
」
の
姿
で
あ

っ
て
ヽ
飾
磨
屋
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
こ
の
作
品
を
解
く
も
う
一
つ
の
鍵

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
両
者
の
中
間
に
位
す
る
の
が
石
川
原
の
『
森
鴎
外
』
で
は
な
か
ろ

う
か
。
彼
は
同
書
の
「
傍
観
者
の
位
置
」
に
お
い
て
、
「
（
略
）
非
凡
な
鴎
外
の
手

に
と
つ
て
は
、
『
百
物
語
』
と
い
ふ
作
品
は
つ
い
に
失
敗
を
知
ら
な
い
で
あ
ら
う

と
こ
ろ
の
ヽ
確
実
な
（
そ
れ
だ
け
安
易
な
）
約
束
に
果
つ
て
ゐ
る
。
こ
ん
な
ふ
う

に
出
来
上
っ
た
作
品
の
こ
と
を
、
世
間
で
は
完
璧
だ
と
見
る
の
で
あ
ら
う
。
だ
が
、

今
日
わ
れ
わ
れ
は
か
か
る
完
璧
ぶ
り
を
さ
う
大
し
て
珍
重
が
ら
な
い
。
」
と
述
べ

　
「
『
百
物
語
』
は
そ
の
絶
妙
に
も
係
ら
ず
、
或
る
人
々
が
至
高
だ
と
信
じ
こ
ん
で

ゐ
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
と
云
ふ
こ
と
だ
。
」
と
い
っ
た
屈
折
し
た
評
価
を
与

え
て
い
る
。
し
か
し
、
石
川
原
の
こ
の
評
は
、
「
百
物
語
」
の
真
価
に
迫
る
も
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
岫
外
が
生
ま
れ
な
が
ら
の
傍
観
者
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
、
つ

ま
り
作
家
論
的
な
立
場
か
ら
の
鴎
外
論
を
眺
め
て
お
き
た
い
。
石
川
厚
は
「
諸
国

物
語
」
　
（
森
鴎
外
）
に
お
い
て
、
「
『
諸
国
物
語
』
の
世
界
を
め
ぐ
つ
て
、
訳
者

が
そ
の
中
か
ら
し
つ
か
り
酌
み
取
っ
た
も
の
は
空
虚
で
し
か
な
い
。
」
と
言
い
、

こ
の
よ
う
な
人
物
は
傍
観
者
と
で
も
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
才
幹
抜
群
な
「
正
直
な

傍
他
者
で
あ
っ
た
。
」
と
、
鴎
外
の
こ
と
ば
を
信
用
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て

中
野
重
治
は
「
傍
観
機
関
」
の
傍
他
者
は
、
「
百
物
語
」
の
な
か
の
「
生
ま
れ
な

が
ら
の
傍
観
者
」
と
は
違
う
と
反
論
し
て
い
る
。
先
に
掲
げ
た
そ
の
他
の
人
々
も

鴎
外
が
生
ま
れ
な
が
ら
の
傍
観
者
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
、
隔
外
の
論
争
を
例
に

し
な
が
ら
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
山
崎
正
和
は
「
妄
想
」
を
引
用

し
な
が
ら
、
鴎
外
が
外
国
文
学
か
ら
学
ん
だ
「
自
我
」
を
、
鴎
外
自
身
の
内
部
に

発
見
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
こ
か
ら
必
然
的
に
招
米
さ
れ
る
傍
他
者

の
位
置
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
指
摘
で
あ
る
。

　
　
「
百
物
語
」
は
、
こ
れ
ま
で
展
望
し
て
き
た
よ
う
な
問
題
を
含
み
持
っ
て
、
そ

こ
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
五

　
　
「
百
物
語
」
は
鴎
外
の
虚
構
に
な
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
実
際
に
あ
っ
た
こ
と

な
の
か
。
先
ず
そ
の
点
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。
現
存
す
る
局
外
の
日
記
に
は
当

該
記
事
が
見
当
ら
な
い
。
し
か
し
、
梗
概
に
記
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
作
中
に
依

田
学
海
が
見
え
て
い
る
。
こ
の
依
田
学
海
の
日
記
に
あ
た
っ
て
「
鴎
外
と
学
海
」

　
（
『
局
外
全
集
』
　
「
月
報
」
1
8
・
昭
2
7
・
1
1
）
を
書
い
た
森
銑
三
が
、
そ
の
中
で

次
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

　
　
　
　
［
廿
五
日
（
同
二
十
九
年
七
月
）
、
晴
、
炎
暑
や
く
か
如
し
。
汗
出
て
や

　
　
ま
す
。
歌
舞
妓
新
報
社
の
招
に
応
し
て
両
国
の
花
火
を
肢
、
遂
に
墨
水
に
至

　
　
り
寺
島
村
の
喜
多
川
荘
に
遊
ひ
、
妖
怪
百
物
語
を
き
ゝ
、
終
り
て
園
中
の
奇

　
　
怪
の
装
物
を
み
る
。
こ
れ
ら
い
と
興
あ
り
。
さ
れ
と
も
児
戯
た
る
を
ま
ぬ
か

　
　
れ
す
。
」

　
　
　
明
治
四
十
四
年
に
成
っ
た
局
外
の
短
篇
百
物
語
は
こ
の
時
の
こ
と
を
書
い

　
　
た
も
の
ら
し
い
。
（
賂
）

　
　
　
な
ほ
そ
の
翌
日
の
記
事
の
中
に
関
係
の
あ
る
事
実
が
見
え
て
ゐ
る
。
貼
外

　
　
と
は
相
触
れ
な
い
が
、
序
に
抄
出
し
て
置
か
う
。

　
　
　
　
「
○
廿
五
日
の
後
肢
炳
花
船
に
て
我
の
れ
り
し
舟
と
浅
草
座
の
書
生
俳
優

　
　
の
舟
と
争
闘
起
れ
り
。
彼
よ
り
石
な
と
飛
は
し
た
り
き
。
い
か
な
る
ゆ
ゑ
に

　
　
や
解
し
か
た
か
り
し
に
、
今
日
佐
藤
歳
三
よ
り
書
あ
り
て
、
か
れ
等
か
新
報

　
　
社
の
雑
誌
及
ひ
同
乗
せ
し
松
居
松
葉
に
怨
み
あ
り
て
せ
し
か
、
余
か
乗
船
せ

　
　
し
と
き
Ｎ
て
、
行
に
愧
恥
し
て
こ
れ
を
謝
せ
し
也
。
歳
三
侠
気
あ
り
て
お
も

　
　
し
ろ
き
男
な
り
き
。
」

　
　
　
こ
れ
に
拠
れ
ば
鴎
外
等
と
百
物
語
に
赴
い
た
人
の
内
に
松
居
松
葉
も
あ
っ

　
　
た
の
で
あ
る
。

　
鴎
外
が
「
百
物
語
」
の
中
で
、
「
余
程
年
も
立
つ
て
ゐ
る
の
で
、
記
憶
が
梢
お

ぼ
ろ
げ
に
な
つ
て
は
ゐ
る
が
…
…
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
や
、
依
田
学
海
を
作
中

に
実
名
で
登
場
さ
せ
て
い
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
舟
で
百
物
語
の
会
場
へ
行
っ
た
こ

と
か
、
右
の
学
海
の
日
記
の
内
容
と
一
致
す
る
こ
と
、
な
ど
か
ら
考
え
て
、
「
百
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物
語
」
は
岫
外
か
実
際
に
休
験
し
た
こ
と
に
基
づ
い
て
書
か
れ
て
い
る
と
考
え
て

ま
ず
問
題
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
作
中
の
「
僕
」
は
、
ほ
ぼ
鴎
外
自
身
が

モ
デ
ル
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
百
物
語
の
主
催
者
飾
恋
風
は
、
関
良
一
に
よ
る

と
鹿
島
清
兵
衛
が
モ
デ
ル
で
あ
る
と
い
う
。
（
『
森
鴎
外
全
集
２
』
筑
摩
書
房
・
昭

4
0
）
鹿
島
は
写
真
面
で
能
狂
言
の
笛
の
名
手
。
日
露
戦
争
の
好
景
気
に
会
い
、
今
記

文
と
称
せ
ら
れ
る
ほ
ど
豪
遊
し
た
が
、
後
、
落
碗
し
た
人
で
あ
っ
た
。
飾
磨
風
に

付
き
随
っ
て
い
た
太
郎
の
モ
デ
ル
は
、
同
じ
く
関
良
一
に
よ
る
と
新
橋
の
玉
の
家

の
名
妓
初
代
ぼ
ん
た
で
、
鹿
島
に
落
籍
さ
れ
、
後
、
落
碗
し
た
夫
に
よ
く
仕
え
、

貞
女
ぽ
ん
た
と
称
さ
れ
た
と
い
う
。
以
上
の
こ
と
を
総
合
す
れ
ば
、
「
百
物
語
」

は
い
よ
い
よ
事
実
に
立
脚
し
て
書
か
れ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。
だ
が
そ
れ
で

問
題
が
片
づ
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
こ

れ
ら
の
事
実
や
人
間
が
作
中
で
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
「
百
物
語
」
の
主
人
公
は
、
三
島
由
紀
夫
や
井
上
靖
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

鹿
島
清
兵
衛
が
モ
デ
ル
と
な
っ
た
飾
磨
風
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
百
物
語
」
が

終
っ
た
後
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
化
物
は
飾
磨
風
な
の
だ
か
ら
。
そ
こ
で
、
作

中
で
扱
わ
れ
て
い
る
飾
磨
風
の
姿
を
追
っ
て
み
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。

　
飾
磨
風
は
常
に
「
僕
」
の
目
を
と
お
し
て
表
現
さ
れ
て
い
く
。

　
　
　
　
（
略
）
格
子
窓
の
下
の
所
に
は
、
外
の
客
と
様
子
の
変
っ
た
男
が
ゐ
る
。

　
　
し
か
も
随
分
込
み
合
つ
て
ゐ
る
座
敷
な
の
に
、
そ
の
人
の
周
囲
は
空
常
に
な

　
　
つ
て
ゐ
る
（
略
）
年
は
三
十
位
で
で
も
あ
ら
う
か
。
色
の
蒼
い
、
長
い
顔
で
。

　
　
髪
は
刈
っ
て
か
ら
太
ぶ
目
が
立
つ
て
ゐ
る
ら
し
い
。
地
味
な
縞
の
、
鈍
い
。

　
　
薄
青
い
色
の
勝
っ
た
何
や
ら
の
単
物
に
衿
を
着
け
て
、
少
し
前
屈
み
に
な
っ

　
　
て
掴
わ
つ
て
ゐ
る
。
徹
夜
を
し
た
人
の
目
の
や
う
に
、
軽
い
充
血
の
痕
の
見

　
　
え
て
ゐ
る
目
は
、
余
り
周
囲
の
物
を
見
よ
う
と
も
せ
ず
に
、
大
抵
直
前
の
方

　
　
向
を
凝
視
し
て
ゐ
る
。

　
最
初
に
「
僕
」
の
目
に
は
い
っ
て
き
た
飾
磨
星
の
姿
で
あ
る
。
「
僕
」
の
想
像

と
は
異
な
っ
て
沈
彩
な
人
物
が
そ
こ
に
は
い
た
。
「
僕
」
は
飾
磨
風
の
私
的
な
事

情
は
一
切
知
ら
な
い
。
た
だ
自
分
の
考
え
だ
け
で
思
い
を
め
ぐ
ら
す
だ
け
だ
。
そ

し
て
「
乱
入
が
何
か
の
原
因
か
ら
煩
悶
し
た
入
若
く
は
今
も
し
て
ゐ
る
人
だ
と
云

ふ
こ
と
は
疑
か
な
い
ら
し
い
。
」
と
推
定
し
、
「
あ
の
目
の
血
走
つ
て
ゐ
る
の
も

　
（
賂
）
深
い
物
思
に
夜
を
穏
に
眠
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
為
め
で
は
あ
る
ま

い
か
。
強
ひ
て
推
察
し
て
見
れ
ば
、
こ
の
百
物
語
の
催
し
な
ん
ぞ
も
、
土
人
は
馬

鹿
げ
た
事
だ
と
云
ふ
こ
と
を
飽
く
ま
で
知
り
抜
い
て
ゐ
て
」
そ
こ
に
寄
っ
て
く
る

客
を
「
あ
の
血
糸
の
通
つ
て
ゐ
る
、
マ
リ
シ
ョ
オ
な
、
デ
モ
ニ
。
ク
な
や
う
に
も

見
れ
ば
見
ら
れ
る
目
で
、
冷
か
に
見
て
ゐ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
一
方
的
な

想
像
を
め
ぐ
ら
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
「
僕
」
は
一
座
に
た
だ
よ
う
し
ら
じ
ら

し
さ
を
感
じ
取
り
、
百
物
語
の
空
し
さ
に
つ
い
て
述
懐
し
て
い
る
。
そ
ん
な
「
僕
」

と
、
「
僕
」
の
想
像
す
る
飾
磨
屋
の
態
度
に
は
一
種
の
共
通
禎
か
お
る
。

　
前
に
見
て
お
い
た
よ
う
に
、
百
物
語
の
催
し
が
な
さ
れ
た
の
は
明
治
二
十
九
年

七
月
二
十
五
目
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
百
物
語
」
が
実
際
に
書
き
上
げ

ら
れ
た
の
は
、
局
外
の
日
記
に
よ
る
と
、
明
治
四
十
四
年
九
月
二
十
四
日
で
あ
る
。

こ
の
間
に
、
明
治
三
十
二
年
六
月
八
日
か
ら
明
治
三
十
四
年
の
年
末
ま
で
の
小
介

左
遷
の
期
間
が
挿
入
さ
れ
る
。
こ
の
小
倉
体
験
は
局
外
を
「
傍
観
機
関
」
の
局
外

か
ら
、
別
な
傍
拙
者
に
変
え
て
い
る
。
そ
し
て
「
百
物
語
」
の
「
僕
」
の
モ
デ
ル

は
彼
自
身
な
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
局
外
は
「
僕
」
の
目
を
と
お
し
て
、
飾
磨
屋
に
写
っ
た
自
分
の
姿
ｉ
‐
ｉ

百
物
語
か
ら
十
五
年
後
の
自
分
の
姿
－
‐
ｉ
‐
‘
を
透
視
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言

す
れ
ば
、
飾
磨
屋
は
局
外
の
合
せ
鏡
の
役
割
を
果
し
て
い
る
。
だ
か
ら
「
僕
」
は

飾
磨
屋
の
私
的
な
こ
と
に
は
興
味
を
示
さ
ず
、
自
分
の
思
い
だ
け
を
、
想
像
だ
け

を
飾
磨
屋
の
身
の
上
に
め
ぐ
ら
せ
る
だ
け
な
の
だ
。
そ
れ
が
決
定
的
に
な
る
の
は

　
「
僕
」
が
生
ま
れ
な
か
ら
の
傍
観
者
で
あ
る
こ
と
を
、
深
く
深
く
考
え
、
「
今
飾

磨
星
と
云
ふ
男
を
見
て
ゐ
る
う
ち
に
、
僕
は
な
ん
だ
か
他
郷
で
故
人
に
逢
ふ
や

う
な
心
持
か
し
て
来
た
。
傍
観
者
が
傍
観
音
を
認
め
た
や
う
な
心
持
が
し
て
来

た
・
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
二
人
の
態
度
は
完
全
に
重
ね
合
わ
せ
ら

れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
二
人
の
個
性
が
没
し
去
っ
て
、
短
編
の
面
白
味
が
消

え
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
作
者
は
、
最
初
に
「
僕
」
の
目
を
と
お
し
て
書
い
た
飾
磨
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鼠
の
姿
の
よ
う
に
「
僕
」
　
（
局
外
）
と
飾
磨
鼠
と
を
描
き
分
け
よ
う
と
す
る
。
そ

れ
が
そ
の
後
に
展
開
す
る
次
の
よ
う
な
「
僕
」
の
想
像
と
な
る
。

　
　
察
す
る
に
飾
海
鼠
は
僕
の
や
う
な
、
生
れ
な
が
ら
の
傍
観
者
で
は
な
か
っ
た

　
　
だ
ら
う
。
そ
れ
が
今
は
燧
か
に
傍
拙
者
に
な
つ
て
ゐ
る
。
併
し
ど
う
し
て
な

　
　
つ
た
の
だ
ら
う
か
。
（
略
）
飾
磨
鼠
は
、
ど
う
か
し
た
場
合
に
、
ど
う
か
し

　
　
た
無
形
の
創
痍
を
受
け
て
そ
れ
が
癒
え
ず
に
ゐ
る
為
め
に
、
傍
拙
者
に
な
つ

　
　
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
こ
の
少
し
前
の
部
分
に
、
「
僕
は
飾
磨
鼠
の
前
生
涯
を
知
ら
な
い
。
」
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
そ
れ
ま
で
に
も
一
度
あ
る
。
「
僕
」
の
こ
の
よ
う
な
態
度

は
ヽ
そ
の
渦
中
に
身
を
投
ず
る
こ
と
な
く
傍
拙
者
の
境
に
安
ん
じ
て
い
る
、
生
れ

な
か
ら
の
傍
観
者
に
と
っ
て
は
必
然
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
ゆ
え
に
、
（
飾
磨
鼠
の

前
生
涯
が
暗
闇
に
閉
ざ
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
）
飾
磨
鼠
は
ま
す
ま
す
百
物
語
か
ら
十

五
年
後
の
局
外
に
近
づ
い
て
く
る
。
そ
し
て
、
飾
磨
鼠
が
今
宵
の
よ
う
な
催
し
を

す
る
理
由
を
「
丁
度
創
作
家
が
同
時
に
批
評
家
の
眼
で
自
分
の
作
品
を
見
る
様

に
ヽ
過
ぎ
去
っ
た
栄
華
の
な
ご
り
を
、
現
在
の
傍
観
の
態
度
で
見
て
ゐ
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
」
と
想
像
す
る
時
、
そ
れ
は
「
僕
」
を
超
え
て
局
外
と
重
な
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
　
「
舞
姫
」
に
象
徴
さ
れ
る
帰
国
体
験
。
小
倉
左
遷
に
見
ら
れ
る
精
神
の
屈
折
。

山
崎
正
和
の
指
摘
す
る
「
自
我
」
不
在
の
認
識
に
発
す
る
二
様
の
態
度
（
内
面
の

空
白
を
凝
視
す
る
不
安
か
ら
来
る
回
章
的
な
自
己
表
現
と
極
端
な
自
己
抑
圧
）
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
総
合
し
て
考
え
合
わ
せ
て
み
る
と
、
む
し
ろ
「
僕
」
よ
り
も

前
述
し
た
飾
磨
鼠
の
傍
観
者
と
し
て
の
姿
が
、
局
外
の
そ
れ
と
重
な
っ
て
い
く
よ

う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
「
百
物
語
」
か
生
み
出
し
た
お
化
け
は
、

飾
磨
鼠
に
形
象
化
さ
れ
た
局
外
の
内
部
構
造
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は

山
崎
正
和
の
「
局
外
　
闘
う
家
長
」
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
西
洋

の
光
に
よ
っ
て
照
ら
し
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
百
物
語
１
‐
と
い
う
題
名
は
極
め
て
象
徴
的
で
あ
る
。
局
外
は
作

中
で
ヽ
「
百
物
語
」
と
は
「
多
勢
の
人
が
集
ま
っ
て
、
蝋
燭
を
百
本
立
て
て
置
い

て
、
▽
入
が
一
つ
宛
化
物
の
話
を
し
て
、
一
本
宛
蝋
燭
を
消
し
て
行
く
の
だ
さ
う

だ
。
さ
う
す
る
と
百
木
目
の
蝋
燭
が
消
さ
れ
た
時
、
真
の
化
物
が
出
る
と
云
ふ
こ

と
で
あ
る
。
」
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
け
る
語
り
と
多
数
の
人
々
が
参
加

す
る
場
と
は
、
ま
さ
に
口
承
文
芸
の
趣
向
で
あ
る
。
「
僕
」
は
「
百
物
語
と
云
ふ

も
の
に
呼
ば
れ
て
は
来
た
も
の
の
、
そ
の
百
物
語
は
過
ぎ
去
っ
た
世
の
遺
物
で
あ

る
。
遺
物
だ
と
云
っ
て
も
、
物
は
も
う
亡
く
な
っ
て
、
只
空
し
き
名
が
残
つ
て
ゐ

る
に
過
ぎ
な
い
。
」
と
百
物
語
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
年
に
翻
訳
し
た

イ
ブ
セ
ン
の
「
幽
霊
」
に
登
場
す
る
ア
ル
ヰ
ン
グ
氏
未
亡
人
の
科
白
（
『
鴎
外
全

集
』
第
九
巻
・
岩
波
書
店
・
昭
4
7
・
７
の
六
四
ペ
ー
ジ
）
の
裏
返
し
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
躇
外
は
「
僕
」
と
は
逆
に
、
ロ
承
文
芸
の
趣
向
－
－
百
物
語
と
い
う
題

名
と
そ
の
場
―
―
を
作
品
に
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
洋
か
ら
の
先
に
よ
っ
て

鮮
明
に
な
っ
た
自
己
の
内
部
に
潜
む
怪
物
性
を
、
そ
こ
に
現
出
さ
せ
た
の
で
あ
っ

た
。

　
　
（
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
昭
和
四
十
六
年
十
一
月
二
十
二
目
か
ら
刊
行
さ
れ

た
、
岩
波
版
『
鯖
外
全
集
』
を
使
用
し
た
。
た
だ
し
印
刷
の
都
合
上
、
漢
字
は
当

用
漢
字
体
に
直
し
た
も
の
が
多
い
。
）

Λ
註
∇

（
１
）

昭
和
七
年
四
月
、
岩
波
講
座
「
日
本
文
学
」
。
後
に
「
口
承
文
芸
と
は
何
か
」

と
改
題
し
て
「
口
承
文
芸
史
考
」
に
収
め
ら
れ
た
。
現
在
『
定
本
　
柳
田
国

男
集
』
第
六
巻
（
筑
摩
書
房
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
２
）
　
そ
れ
以
外
に
も
私
の
目
に
触
れ
た
も
の
に
は
、
阿
部
正
路
「
伝
説
と
近
代
文

　
　
　
　
学
」
　
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
第
三
一
息
一
三
号
・
昭
和
4
1
・
Ｈ
・
至
文
堂
）
、
荻

　
　
　
　
久
保
泰
幸
「
民
話
」
　
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
第
三
二
巻
こ
一
号
・
昭
一
一
・
1
1
・
至

　
　
　
　
文
堂
）
、
野
村
純
一
「
近
代
文
学
と
口
承
文
芸
」
　
（
「
国
学
院
雑
誌
」
第
七
五

　
　
　
　
巻
一
一
号
・
昭
4
9
・
１
１
？
1
5
・
国
学
院
大
学
）
、
野
村
純
一
「
「
夢
十
夜
」
と

　
　
　
　
口
承
文
芸
」
　
（
「
朝
日
新
聞
」
昭
5
2
・
Ｉ
・
1
4
夕
刊
の
「
研
究
ノ
ト
」
欄
）
そ

　
　
　
　
の
他
が
あ
る
。

（
３
）
　
三
島
由
紀
夫
「
鴎
外
の
短
篇
小
説
」
　
（
『
鴎
外
全
集
』
別
巻
・
筑
摩
書
房
・
昭
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4
6
・
1
0
・
５
）
、
「
日
本
の
文
学
２
・
森
鴎
外
」
」
』
解
脱
（
中
火
公
論
社
・
昭

4
1
・
１
・
５
）

井
上
靖
「
森
鴎
外
」
　
（
『
六
人
の
作
家
｀
河
川
書
防
砦
社
・
昭
4
8
・
４
・
3
0
』

以
上
の
ほ
か
に
、

稲
垣
達
郎
編
『
近
代
文
学
鑑
賞
講
座
・
第
四
巻
・
森
鴎
外
』
（
角
川
書
店
・
昭

和
4
0
・
1
0
・
3
0
）

昭
和
女
子
大
学
近
代
文
学
研
究
室
［
近
代
文
学
研
究
叢
書
如
］
』
　
（
昭
和
女
子
大

学
・
昭
3
8
・
1
1
・
1
5
）
な
ど
の
作
品
論
。
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