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は
じ
め
に

　「
狂
人
遺
書
」
は
『
中
央
公
論
』
の
一
九
五
五
（
昭
和
三
〇
）
年
一
月
号
に

掲
載
さ
れ
、
そ
の
後
、
遺
作
集
『
狂
人
遺
書
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
五
五
年

三
月
）
に
初
め
て
収
録
さ
れ
た
。
安
吾
の
作
品
群
の
中
で
も
歴
史
小
説
に
分
類

さ
れ
る
作
品
で
あ
り
、
豊
臣
秀
吉
を
語
り
手
と
し
た
一
人
称
小
説
で
あ
る
。

　
そ
の
安
吾
の
歴
史
小
説
に
対
し
て
檀
一
雄
は
「
解
説
」（『
坂
口
安
吾
選
集
』

第
六
巻
　
創
元
社
、
一
九
五
六
年
七
月
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

安
吾
は
歴
史
を
叙
述
し
よ
う
な
ど
と
思
っ
て
い
や
し
な
い
。
単
刀
直
入
、

信
長
、
秀
吉
、
家
康
の
内
フ
ト
コ
ロ
に
飛
び
入
っ
て
、
己
を
た
し
か
め
、

己
に
う
な
ず
く
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
、
安
吾
の
歴
史
小
説
は
、
例
外
な
し
に
、
精
神
の
形
成
と
、
拡

大
の
物
語
だ
。

　
同
時
代
評（
１
）も

影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
が
、『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
別
冊
　
坂

口
安
吾
事
典
〔
作
品
編
〕』（
至
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
九
月
）
の
「
狂
人
遺
書
」

の
項
で
は
壇
と
理
解
を
同
じ
く
す
る
解
説
が
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
三
十
年
二
月
十
七
日
の
突
然
の
死
か
ら
逆
算
す
る
と
、「
狂
人
遺
書
」

は
、
事
実
上
の
安
吾
自
身
の
遺
書
と
言
え
る
。
自
身
を
「
狂
人
」
と
自
覚

す
る
秀
吉
、
泣
い
て
ば
か
り
い
る
秀
吉
。
そ
こ
に
、
最
晩
年
の
安
吾
の
姿

が
な
に
ほ
ど
か
投
影
さ
れ
て
い
よ
う
。
（
２
）

　
以
上
の
よ
う
な
見
方
と
同
じ
く
、「
狂
人
遺
書
」
に
関
す
る
先
行
研
究
に
は
、

安
吾
と
秀
吉
を
重
ね
合
わ
せ
考
え
る
も
の
が
多
い
。
そ
の
中
で
は
、
秀
吉
晩
年

に
生
ま
れ
た
秀
頼
を
安
吾
の
晩
年
に
生
ま
れ
た
一
人
息
子
に
重
ね
た
り
（
３
）、
朝
鮮

征
伐
と
太
平
洋
戦
争
を
重
ね
合
わ
せ
そ
こ
に
安
吾
の
太
平
洋
戦
争
へ
の
解
釈
が

描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
り
し
て
い
る
（
４
）。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
先
行
研
究

以
外
に
は
語
り
の
問
題
に
も
着
目
が
さ
れ
て
い
る
。『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
別

冊
　
坂
口
安
吾
事
典
〔
事
項
編
〕』（
至
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
九
月
）
の
「
狂
人

遺
書
」
の
項
で
高
和
政
は
「
書
く
現
在
に
お
け
る
秀
吉
の
自
己
分
析
の
あ
り
よ

う
も
含
め
て
、「
書
く
―
書
か
れ
る
」
の
関
係
性
に
敏
感
に
な
る
必
要
が
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
原
卓
史
は
『
別
冊
文
藝
　
坂
口
安
吾
』（
河
出
書
房
新

社
、
二
〇
一
三
年
九
月
）
に
お
い
て
「
一
人
称
に
よ
る
〈
狂
気
〉
の
創
造
が
見

事
。」
と
述
べ
て
い
る
。

　
本
論
で
は
、
安
吾
と
秀
吉
を
重
ね
る
こ
と
は
基
本
的
に
は
せ
ず
、
高
和
政
や

原
卓
史
が
指
摘
す
る
語
り
の
問
題
を
出
発
点
と
し
、
本
作
に
お
け
る
語
り
手
で

坂
口
安
吾
「
狂
人
遺
書
」
論

岸

本

梨

沙



─ 61 ─

成蹊國文　第五十一号　（2018）

あ
る
「
オ
レ
」
＝
秀
吉
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
ど
の
よ
う

な
造
形
が
さ
れ
て
い
る
か
を
改
め
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
さ
ら
に
、
本
作
冒

頭
で
語
り
手
で
あ
る
「
オ
レ
」
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

オ
レ
に
は
オ
レ
の
こ
と
が
何
よ
り
分
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
だ
が
た

だ
一
ツ
、
何
よ
り
も
分
り
す
ぎ
て
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
一

ツ
の
た
め
に
疲
れ
き
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。（
…
）
そ
こ
で
そ

れ
を
書
き
の
こ
し
て
オ
レ
が
ミ
セ
シ
メ
に
な
る
日
の
恥
を
い
ま
わ
の
恃
み

に
し
た
い
と
思
う
気
持
に
な
っ
た
。

　
遺
書
を
書
く
動
機
、
目
的
が
「
た
だ
一
ツ
、
何
よ
り
も
分
り
す
ぎ
て
苦
し
ん

で
い
る
こ
と
」
を
曝
す
た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
引
用
部
か
ら
読
み
取
れ
る
。

そ
こ
で
、「
オ
レ
」
＝
秀
吉
が
ど
の
よ
う
な
造
形
が
さ
れ
て
い
る
か
を
踏
ま
え
、

こ
の
冒
頭
で
秀
吉
自
身
が
語
る
「
一
ツ
、
何
よ
り
も
分
か
り
す
ぎ
て
苦
し
ん
で

い
る
こ
と
」
が
何
で
あ
る
か
を
も
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
は

本
作
の
タ
イ
ト
ル
が
「
狂
人
遺
書
」
と
つ
け
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
か
を
考
え
た
い
。

一
　
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
設
定

　
典
拠
と
そ
の
比
較
に
関
し
て
表
立
っ
て
論
じ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
以
下
、

安
吾
に
よ
る
言
及
（
５
）も
あ
る
徳
富
猪
一
郎
『
近
世
日
本
国
民
史
』
や
山
路
愛
山

『
豊
太
閤
』
な
ど
も
参
照
し
な
が
ら
論
を
進
め
て
い
き
た
い
（
６
）。

　
で
は
、
本
作
に
お
け
る
秀
吉
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
か
を
、
本
文
を

引
用
し
な
が
ら
ま
と
め
て
い
く
。

　
水
を
得
た
魚
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
オ
レ
が
信
長
公
に
仕
え
て
後
は

ず
ッ
と
そ
う
い
う
感
じ
で
進
退
に
不
自
由
を
覚
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
も

の
だ
。
だ
が
近
年
は
ま
る
で
水
の
な
い
魚
だ
。

　
こ
の
引
用
か
ら
秀
吉
に
は
「
水
を
得
た
魚
」
＝
全
盛
期
と
「
水
の
な
い
魚
」

＝
衰
退
期
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
衰
退
が
始
ま
る
の
が
い
つ
か
ら
か

と
い
う
こ
と
は
様
々
な
見
解
が
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
秀
吉
の
内
面
に
変
化

が
訪
れ
る
の
は
鶴
松
の
死
後
、
有
馬
温
泉
で
の
療
養
で
あ
る
（
７
）。

　
で
は
全
盛
期
か
ら
衰
退
期
へ
、
秀
吉
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
ど
の
よ
う
に
変
化

し
て
い
く
の
か
。
ま
ず
は
全
盛
期
、「
水
を
得
た
魚
」
状
態
の
秀
吉
に
つ
い
て

考
え
て
い
き
た
い
。
少
し
長
い
が
、
次
に
引
用
を
す
る
。

オ
レ
は
堺
の
街
の
繁
栄
を
オ
レ
の
領
地
、
日
本
全
体
の
も
の
に
し
た
い
と

思
っ
た
。
日
本
全
土
を
平
定
の
後
は
そ
れ
が
オ
レ
の
仕
事
で
、
さ
す
が
は

秀
吉
よ
太
閤
よ
天
下
者
よ
と
う
た
い
は
や
さ
れ
た
い
と
思
っ
た
。

オ
レ
は
唐
が
話
の
ほ
か
の
大
国
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。（
…
）
そ

の
歴
史
を
オ
レ
だ
け
が
く
つ
が
え
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
小
気
味
よ

い
に
相
違
な
い
が
、
オ
レ
は
そ
の
よ
う
な
無
理
が
通
ら
ぬ
こ
と
は
百
も
承

知
で
あ
っ
た
。

オ
レ
の
気
持
が
次
第
に
海
外
へ
出
兵
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
非
常
の
場
合

を
想
定
し
が
ち
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
、
オ
レ
の
名
に
か
け
て
過
去
の
歴

史
を
く
つ
が
え
し
た
い
、
対
等
の
貿
易
へ
持
っ
て
ゆ
き
た
い
、
オ
レ
な
ら

ば
、
そ
し
て
オ
レ
の
武
力
な
ら
ば
そ
れ
が
で
き
る
、
と
い
う
よ
う
に
オ
レ

の
夢
想
が
発
展
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
し
か
し
夢
想
が

発
展
す
れ
ば
、
そ
れ
に
対
す
る
反
発
が
不
安
と
な
っ
て
生
じ
る
の
は
当
然
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で
、
ま
し
て
夢
想
に
根
拠
が
な
け
れ
ば
尚
更
の
こ
と
、
オ
レ
は
オ
レ
の
こ

の
夢
想
を
実
は
敵
の
よ
う
に
怖
れ
て
い
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、「
水
を
得
た
魚
」
状
態
の
秀
吉
は
「
う
た
い
は
や
さ
れ
た

い
」、「
過
去
の
歴
史
を
く
つ
が
え
し
た
い
、
対
等
の
貿
易
へ
持
っ
て
ゆ
き
た

い
」
と
い
う
願
望
を
口
に
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
願
望
を
持
つ
反
面
、

「
そ
の
よ
う
な
無
理
が
通
ら
ぬ
」
こ
と
を
も
自
覚
し
て
お
り
、
自
分
が
口
に
出

し
た
こ
と
が
現
実
味
を
帯
び
て
く
る
と
不
安
を
感
じ
る
。
人
前
で
は
大
き
な
こ

と
を
言
い
、
理
想
も
夢
も
大
き
く
持
つ
。
し
か
し
、
現
実
が
正
確
に
見
え
て
し

ま
っ
て
い
る
た
め
に
不
安
を
感
じ
る
。
そ
ん
な
秀
吉
の
二
面
性
が
こ
こ
か
ら
う

か
が
え
よ
う
。

　
で
は
、
現
実
が
正
確
に
把
握
で
き
て
い
る
の
な
ら
ば
な
ぜ
無
理
な
願
望
を
口

に
す
る
の
か
。
あ
る
い
は
嘘
だ
っ
た
は
ず
の
そ
れ
ら
に
な
ぜ
現
実
味
が
出
て
き

て
し
ま
う
の
か
。
そ
れ
は
偏
に
、
そ
の
時
の
秀
吉
の
状
態
が
原
因
だ
と
考
え
ら

れ
る
。こ

う
し
て
大
明
征
伐
を
酔
余
の
大
言
壮
語
と
し
て
い
る
う
ち
に
、
事
の
次

第
に
よ
っ
て
は
海
外
へ
兵
を
う
ご
か
し
て
も
よ
う
で
は
な
い
か
と
い
う
よ

う
な
気
持
が
日
に
日
に
安
易
に
形
づ
く
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

　
オ
レ
は
そ
の
晩
、
群
臣
を
前
に
こ
の
上
も
な
く
よ
い
気
持
に
酒
に
酔
っ

た
。
あ
げ
く
に
、

「
次
の
征
伐
は
大
明
国
と
き
ま
っ
た
ぞ
。
一
同
そ
の
用
意
を
い
た
し
て
お

け
。
路
銀
の
な
い
も
の
に
は
オ
レ
が
用
立
て
て
や
る
。
そ
れ
持
っ
て
行

け
」

　
と
景
気
よ
く
三
百
枚
の
黄
金
を
バ
ラ
ま
い
た
り
し
た
。（
…
）
ま
さ
か
、

そ
れ
〔
海
外
征
伐
―
引
用
者
註
〕
が
事
実
に
な
ろ
う
と
は
オ
レ
が
信
じ
て

い
な
か
っ
た
は
ず
だ
。

酒
宴
が
は
じ
ま
る
と
、
も
う
ダ
メ
だ
。
例
の
気
分
が
ニ
ョ
ロ
ニ
ョ
ロ
と
大

鎌
首
を
も
た
げ
る
始
末
に
な
っ
て
、（
…
）

　
こ
の
よ
う
に
秀
吉
が
現
実
に
は
実
現
す
る
こ
と
の
な
い
「
大
言
壮
語
」
を
言

う
場
面
に
は
、
ほ
ぼ
〝
酔
〟
と
い
う
現
象
が
関
わ
っ
て
く
る
。
ま
た
大
明
征
伐

や
対
等
の
貿
易
に
関
し
て
、
実
現
が
不
可
能
だ
と
思
っ
て
い
る
そ
れ
ら
を
「
ウ

ヌ
ボ
レ
と
空
想
」
だ
と
断
ず
る
場
面
が
あ
る
が
（
８
）、「
ウ
ヌ
ボ
レ
」
は
〝
自
惚

れ
〟
す
な
わ
ち
自
分
自
身
に
惚
れ
る
行
為
だ
。
こ
れ
も
ま
た
自
分
自
身
に
酔
う

と
い
う
〝
酔
〟
の
形
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
ウ
ヌ
ボ
レ
」
て
い
る
か
ら
こ
そ
大

明
征
服
と
い
う
「
大
言
壮
語
」
を
言
い
放
つ
。
つ
ま
り
〝
酔
〟
が
秀
吉
の
「
大

言
壮
語
」
の
引
き
金
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　
そ
し
て
、〝
酔
〟
は
「
大
言
壮
語
」
の
引
き
金
に
な
る
だ
け
で
は
な
い
。
秀

吉
の
中
で
の
「
大
言
壮
語
」
と
現
実
の
境
界
を
曖
昧
に
し
て
し
ま
う
役
割
を
も

担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
秀
吉
に
と
っ
て
大
明
征
服
や
朝
鮮
征
伐
は
到
底

叶
う
こ
と
の
な
い
「
大
言
壮
語
」
で
あ
り
、
空
想
で
あ
り
、
現
実
味
な
ど
一
切

な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
「
大
言
壮
語
」
と
し
て
口
に
し
て
い

く
内
に
、
徐
々
に
そ
れ
ら
が
現
実
味
を
帯
び
て
く
る
。
先
に
引
用
し
た
「
オ
レ

の
気
持
が
次
第
に
海
外
へ
出
兵
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
非
常
の
場
合
を
想
定
し

が
ち
に
な
っ
て
い
た
」
と
い
う
語
り
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

　
で
は
、
な
ぜ
「
非
常
の
場
合
を
想
定
し
が
ち
」
に
な
る
の
か
。
そ
れ
は
、
秀
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吉
が
他
者
か
ら
ど
う
見
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
異
様
に
気
に
す
る
性
格
が
災

い
し
て
い
よ
う
。
例
え
ば
、
無
理
と
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
小
西
に
対
し
「
日
本

が
明
の
属
国
と
あ
っ
て
は
オ
レ
の
顔
も
た
つ
ま
い
の
」
と
問
い
か
け
る
が
、
実

現
性
は
棚
に
上
げ
、「
オ
レ
の
顔
」
＝
他
者
か
ら
の
自
身
の
評
価
を
気
に
し
て

い
る
こ
と
が
こ
こ
か
ら
は
う
か
が
え
る
。

む
ろ
ん
小
西
が
群
臣
の
前
で
は
オ
レ
の
顔
を
立
て
て
く
れ
る
こ
と
を
承
知

の
上
で
の
オ
レ
の
言
葉
で
あ
っ
た
が
、
だ
ま
さ
れ
た
の
は
群
臣
で
は
な
く

て
む
し
ろ
オ
レ
自
身
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
オ
レ
は
オ
レ
自
身
が
つ

く
り
だ
し
た
ニ
セ
の
現
実
に
だ
ま
さ
れ
て
実
は
誰
よ
り
も
酔
っ
て
い
た
。

　
こ
こ
か
ら
は
、
群
臣
＝
他
者
の
前
で
は
良
い
恰
好
を
見
せ
、
格
好
の
悪
い
と

こ
ろ
を
一
切
見
せ
た
く
は
な
い
と
い
う
秀
吉
の
人
物
像
が
う
か
が
え
る
。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
他
者
の
目
に
晒
さ
れ
る
自
己
を
現
実
に
し
よ
う
と
す
る
秀
吉

の
性
格
こ
そ
が
、
秀
吉
を
し
て
「
非
常
の
場
合
を
想
定
し
が
ち
」
に
さ
せ
て
い

る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
時
に
起
こ
っ
て
い
る
の
は
や
は
り
〝
酔
〟
の
現

象
だ
。
他
者
を
騙
す
た
め
に
口
か
ら
放
た
れ
た
「
大
言
壮
語
」
＝
「
ニ
セ
の
現

実
」
を
自
身
の
性
格
ゆ
え
に
撤
回
し
た
く
と
も
出
来
ず
、
口
に
出
し
続
け
る
内

に
、
自
身
が
構
築
し
た
「
ニ
セ
の
現
実
」
に
自
分
で
〝
酔
〟
っ
て
し
ま
う
。
こ

の
よ
う
に
し
て
〝
酔
〟
は
秀
吉
の
空
想
と
現
実
の
境
界
を
急
速
に
曖
昧
に
し
て

い
く
。

　
し
か
し
〝
酔
〟
は
有
馬
温
泉
で
の
療
養
を
最
後
に
ぱ
っ
た
り
と
姿
を
消
す
。

一
子
鶴
松
の
死
後
、
秀
吉
は
有
馬
温
泉
に
療
養
に
向
か
う
。
そ
こ
で
酒
に
酔
い
、

「
す
べ
て
の
音
が
人
語
に
き
こ
え
」
た
り
、
空
耳
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
な

が
ら
「
日
本
中
の
人
々
が
そ
れ
と
同
じ
こ
と
を
云
っ
て
い
る
に
相
違
な
い
」
と

確
信
し
た
り
す
る
。
現
実
と
空
想
の
類
と
の
区
別
を
〝
酔
〟
が
曖
昧
に
し
て
い

る
。
だ
が
、
こ
れ
以
後

─
つ
ま
り
「
水
の
な
い
魚
」
状
態
の
秀
吉
が
酔
う
場

面
は
登
場
し
な
い
。
こ
れ
は
有
馬
温
泉
療
養
後
、
秀
吉
の
現
実
と
空
想
が
一
致

し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
原
因
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
「
ニ
セ
の
現
実
」

で
あ
っ
た
は
ず
の
朝
鮮
征
伐
が
現
実
へ
と
変
貌
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

「
ニ
セ
の
現
実
」
に
だ
ま
さ
れ
続
け
て
い
る
＝
酔
い
続
け
て
い
る
状
態
が
秀
吉

の
内
部
で
継
続
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
以
上
で
秀
吉
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
は
た
し
て
そ
れ

は
安
吾
独
自
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
一
度
典
拠
に
つ
い
て
簡
単
に
触

れ
て
お
き
た
い
。

　
例
え
ば
『
近
世
日
本
国
民
史
』
で
は
秀
吉
に
つ
い
て
、「
彼
が
成
功
の
惰
力

は
、
彼
を
し
て
な
ん
と
な
く
浮
き
足
た
ら
し
め
た
」
や
、「
八
箇
年
に
日
本
を

統
一
し
、
天
下
の
事
は
、
何
を
為
し
て
も
、
殆
ん
ど
意
の
如
く
な
ら
ざ
る
は
な

き
を
見
て
、
当
人
自
か
ら
頗
る
乗
気
」、「
成
功
中
毒
者
に
な
っ
た
」
な
ど
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
書
に
お
け
る
朝
鮮
征
伐
前
後
の
秀
吉
は
本

作
の
秀
吉
同
様
に
自
身
の
成
功
と
栄
光
に
酔
っ
て
い
る
、
と
い
う
描
か
れ
方
が

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
書
で
は
、
本
作
の
秀
吉
の
よ
う
に
成
功
と
栄
光
に

酔
い
つ
つ
も
、
そ
の
成
功
と
栄
光
が
も
た
ら
す
輝
き
の
裏
に
不
安
を
感
じ
、
同

時
に
現
実
の
有
様
を
し
っ
か
り
と
見
つ
め
て
い
る
様
は
描
か
れ
な
い
。
ま
た
、

本
作
後
半
の
「
水
の
な
い
魚
」
状
態
の
秀
吉
が
、
自
身
の
朝
鮮
征
伐
に
関
わ
る

事
柄
を
「
見
栄
と
虚
勢
」
で
総
括
す
る
が
、
そ
の
総
括
も
同
書
で
は
描
か
れ
て

は
い
な
い
。

　『
近
世
日
本
国
民
史
』
で
は
浮
足
た
ち
放
慢
（
９
）だ
っ
た
秀
吉
が
、
本
作
で
は
浮
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足
た
ち
放
慢
で
も
あ
る
が
、
そ
の
向
こ
う
に
現
実
と
い
う
暗
い
影
を
常
に
見
続

け
て
い
る
。
だ
が
他
者
の
目
を
気
に
す
る
余
り
、
そ
の
現
実
が
現
実
で
は
な
い

こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
ず
に
〝
酔
〟
っ
ぱ
ら
い
、
最
後
に
は
見
栄
や
虚
勢

を
張
る
に
い
た
る
。
そ
ん
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
秀
吉
は
描
か
れ
て
い
る
。

　
要
す
る
に
、「
水
を
得
た
魚
」
＝
全
盛
期
の
秀
吉
は
『
近
世
日
本
国
民
史
』

か
ら
得
た
で
あ
ろ
う
「
成
功
中
毒
者
」
と
い
う
側
面
を
、〝
酔
〟
に
よ
り
「
大

言
壮
語
」、
空
想
、「
ニ
セ
の
現
実
」
を
口
に
さ
せ
る
こ
と
で
表
現
し
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
そ
れ
ら
が
現
実
に
な
ら
な
い
こ
と
を
自
覚
さ
せ
続
け
る

と
い
う
設
定
を
加
え
る
こ
と
で
、
同
書
の
示
す
秀
吉
像
と
は
差
異
の
あ
る
秀
吉

を
描
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
あ
る
程
度
の
区
別
の
つ
い
て
い
た
全
盛
期
に
対

し
、「
水
の
な
い
魚
」
＝
衰
退
期
の
秀
吉
は
常
に
自
分
の
構
築
し
た
「
ニ
セ
の

現
実
」
に
〝
酔
〟
っ
ぱ
ら
い
続
け
、
自
身
の
空
想
に
現
実
を
浸
食
さ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
、
そ
ん
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
本
作
の
秀
吉
は
現
実
と
空
想
の
全
く
相
容
れ

な
い
は
ず
の
も
の
を
同
時
に
内
包
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
本
作
の

秀
吉
の
場
合
、
現
実
と
空
想
以
外
に
も
対
立
す
る
二
つ
の
も
の
を
抱
え
込
ん
で

い
る
こ
と
が
本
文
か
ら
う
か
が
え
る
。

二
　
二
項
対
立

　〝
二
項
対
立
〟

─
存
在
す
る
二
つ
の
概
念
が
、
矛
盾
あ
る
い
は
対
立
の
関

係
に
あ
る
こ
と
。
現
実
と
空
想
は
ま
さ
に
こ
の
関
係
に
あ
ろ
う
。
そ
し
て
一
人

称
小
説
で
あ
る
本
作
の
語
り
手
で
あ
ろ
う
秀
吉
は
、
他
の
登
場
人
物
に
対
し
て

も
相
対
す
る
認
識
を
同
時
に
有
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　
例
え
ば
小
西
行
長
。
秀
吉
は
彼
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
認
識
を
有
し
て
い
る
。

　
小
西
は
律
儀
で
着
実
な
男
で
あ
る
が
、
神
信
心
の
一
ツ
も
し
よ
う
と
い

う
心
ガ
ケ
の
男
だ
け
に
、
主
に
対
し
て
従
順
す
ぎ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

忠
実
に
す
ぎ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

　
こ
の
結
果
、
小
西
は
は
じ
め
か
ら
対
等
な
貿
易
な
ど
不
可
能
と
知
り
な
が
ら
、

有
利
な
名
目
で
貿
易
が
で
き
る
よ
う
努
力
す
る
と
無
理
な
約
束
を
結
ん
で
し
ま

う
。
知
ら
な
い
な
ら
ま
だ
し
も
、
知
っ
て
い
る
の
な
ら
ば
頼
り
に
す
る
に
は
い

さ
さ
か
問
題
の
あ
る
部
下
で
あ
る
。
そ
れ
は
秀
吉
と
て
重
々
承
知
し
て
い
た
で

あ
ろ
う
。

し
か
し
夢
想
が
発
展
す
れ
ば
、
そ
れ
に
対
す
る
反
発
が
不
安
と
な
っ
て
生

じ
る
の
は
当
然
で
、
ま
し
て
夢
想
に
根
拠
が
な
け
れ
ば
尚
更
の
こ
と
、
オ

レ
は
オ
レ
の
こ
の
夢
想
を
実
は
敵
の
よ
う
に
怖
れ
て
い
た
。
と
に
か
く
小

西
が
よ
ろ
し
き
よ
う
に
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
、
そ
れ
を
タ
ノ
ミ
に
し
て

い
た
の
だ
。

　
秀
吉
は
自
身
の
夢
想
＝
「
ニ
セ
の
現
実
」、
空
想
を
怖
れ
る
が
、
小
西
が
そ

れ
を
ど
う
に
か
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
「
タ
ノ
ミ
」
に
す
る
。
し
か
し
、
自
身

に
忠
実
過
ぎ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
部
下
が
、
本
当
に
秀
吉
の
空
想
を
止
め
る
こ
と

が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
こ
の
役
割
は
石
田
三
成
に
期
待
す
べ
き
役
割

で
は
な
い
か
。
ま
し
て
、
小
西
の
性
格
を
秀
吉
が
把
握
し
て
い
る
の
な
ら
ば
。

秀
吉
は
小
西
に
対
し
て
一
方
で
は
タ
ノ
ミ
に
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
タ
ノ
ミ
に

な
ら
な
い
と
感
じ
る
と
い
う
、
相
対
す
る
認
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が

え
る
。

　
ま
た
、
江
戸
大
納
言
に
対
し
て
も
同
様
に
相
対
す
る
認
識
を
秀
吉
は
抱
い
て
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い
る
。あ

の
男
は
不
思
議
な
人
だ
。
離
れ
て
お
れ
ば
敵
で
あ
る
が
、
会
え
ば
こ
の

人
ほ
ど
友
と
思
わ
れ
る
人
は
な
い
。
律
儀
で
あ
る
。
忠
実
で
あ
る
。
そ
の

た
の
も
し
さ
が
ヒ
シ
ヒ
シ
と
感
じ
れ
る
人
だ
。

　
秀
吉
は
、
江
戸
大
納
言
と
離
れ
て
い
る
時
は
「
ひ
ど
い
目
に
あ
わ
せ
て
や

る
」、
敵
だ
、
と
言
い
、
江
戸
大
納
言
と
会
っ
た
時
に
は
律
儀
で
忠
実
で
、「
末

代
ま
で
の
盟
友
に
す
べ
き
だ
」
と
言
う
。
江
戸
大
納
言
に
対
す
る
正
反
対
の
認

識

─
敵
で
あ
る
江
戸
大
納
言
と
友
で
あ
る
江
戸
大
納
言

─
を
秀
吉
は
同
時

に
有
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
あ
る
い
は
、
認
識
と
い
う
に
は
ズ
レ
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
秀
次
に

つ
い
て
も
言
及
を
し
て
お
き
た
い
。
秀
吉
に
と
っ
て
秀
次
は
秀
頼
が
生
ま
れ
る

前
も
後
も
「
好
き
な
方
で
は
な
」
い
人
物
で
あ
り
、
秀
頼
の
誕
生
後
は
そ
の
思

い
が
さ
ら
に
加
速
す
る
。
ま
た
、「
石
」
や
「
風
」
と
い
う
形
で
秀
吉
の
心
中

を
か
き
乱
す
ほ
ど
の
人
物
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
秀
吉
が
徹
頭
徹
尾
、
秀
次
を

嫌
っ
て
い
る
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。

「
殺
し
て
や
る
ぞ
。
八
ツ
裂
き
に
し
て
や
る
ぞ
！
」

　
と
叫
ぶ
。
け
れ
ど
も
よ
う
や
く
そ
れ
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
奴

の
本
心
は
素
直
で
オ
レ
に
甘
え
た
く
て
祈
る
よ
う
な
心
を
も
っ
て
い
る
は

ず
だ
と
考
え
、
オ
レ
は
ど
ッ
と
涙
を
流
し
た
ま
り
か
ね
て
タ
タ
ミ
に
顔
を

ふ
せ
て
し
ま
う
の
が
例
で
あ
っ
た
。

　
一
方
で
は
秀
次
の
こ
と
を
殺
す
ほ
ど
憎
み
な
が
ら
、
一
方
で
は
「
オ
レ
に
甘

え
た
」
い
心
の
持
ち
主
だ
、
と
涙
を
流
す
。
こ
れ
も
秀
吉
の
中
に
秀
頼
の
関
白

位
を
邪
魔
す
る
秀
次
と
、
自
分
を
慕
う
秀
次
の
二
人
が
認
識
さ
れ
て
い
る
結
果

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
）
（（
（

。

　
以
上
の
よ
う
に
、
秀
吉
の
内
面
に
二
面
性

─
現
実
と
空
想
、
不
安
と
「
大

言
壮
語
」

─
が
垣
間
見
え
る
と
と
も
に
、
秀
吉
が
有
す
る
登
場
人
物
た
ち
へ

の
認
識
に
も
二
面
性
が
垣
間
見
え
て
く
る
。
こ
の
登
場
人
物
た
ち
へ
の
認
識
に

み
え
る
二
面
性
は
、
秀
吉
の
内
面
の
二
面
性
に
起
因
し
よ
う
。
秀
吉
自
身
が
内

面
に
相
対
す
る
も
の
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
秀
吉
自
身
の
も
の
を
見

る
視
点
、
観
点
が
二
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
自
身
の

口
走
る
「
大
言
壮
語
」
を
一
方
で
は
空
想
だ
と
断
じ
な
が
ら
、
一
方
で
は
ま
る

で
現
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
る
よ
う
に
。
そ
れ
と
同
様
に
、
秀
吉
が
見
る

小
西
や
江
戸
大
納
言
、
秀
次
は
、
秀
吉
に
よ
り
二
つ
の
方
向
か
ら
解
釈
さ
れ
、

語
ら
れ
る
。
本
作
に
お
け
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
達
の
認
識
に
は
、
二
面
性
が
つ
き

ま
と
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
が
生
ま
れ
る
。
今
ま
で
に
述
べ
て
き
た
秀
吉

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
し
か
り
、
登
場
人
物
の
認
識
し
か
り
、
何
か
特
別
な
意
味
を

そ
こ
に
見
出
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
酒
で
な
く
と
も
何
か
に
酔
っ
ぱ

ら
っ
て
し
て
し
ま
う
空
想
や
妄
想
、「
大
言
壮
語
」
に
対
し
、
ふ
と
我
に
返
っ

て
現
実
は
そ
ん
な
に
甘
く
は
な
い
と
気
づ
き
不
安
に
な
る
こ
と
は
当
然
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
、
本
当
は
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
不
安
や
恐
怖
に
押
し
つ
ぶ
さ

れ
そ
う
で
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
一
人
の
人
間
に
対
す
る
認

識
が
一
つ
し
か
な
い
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
人
の
こ
の
部
分
は
好
き
、

け
れ
ど
こ
の
部
分
は
嫌
い
。
そ
れ
は
普
通
に
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
認
識
で
は
な

い
か
。
つ
ま
り
、
や
る
こ
と
な
す
こ
と
は
そ
の
地
位
ゆ
え
に
派
手
で
大
規
模
で

は
あ
る
が
、
本
作
に
お
け
る
秀
吉
は
ご
く
普
通
の
人
間
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
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の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
に

よ
り
本
作
は
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
に
な
る
の
か
。

　
そ
こ
で
、
本
作
に
お
け
る
〝
狂
人
〟
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
冒
頭
で
秀

吉
が
語
る
「
た
だ
一
ツ
」
と
は
何
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
解
釈

が
可
能
に
な
る
か
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

三
　「
た
だ
一
ツ
」

　
本
作
の
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
原
卓
史
は
「
作
品
の
タ
イ
ト
ル
は
「
狂
人
遺

書
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
「
狂
人
」
が
書
い
た
「
遺
書
」
な
の
で
あ

る
）
（（
（

」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
作
品
冒
頭
で
は
次

の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

朝
鮮
へ
兵
を
送
る
前
後
か
ら
、
巷
で
は
オ
レ
を
狂
人
と
噂
し
て
い
る
こ
と

も
知
っ
て
い
る
。
子
が
死
ん
だ
の
で
発
狂
し
て
出
兵
し
た
と
大
名
ど
も
ま

で
心
に
思
う
て
い
る
こ
と
も
察
し
て
い
る
。
そ
れ
も
事
実
か
も
知
れ
ぬ
。

オ
レ
に
は
オ
レ
の
こ
と
が
何
よ
り
分
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
秀
吉
に
対
す
る
「
狂
人
」
と
い
う
認
識
を
、
作
中
に
お
け
る
「
巷
」
や
「
大

名
」
が
有
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
遺
書
執
筆
時
の

秀
吉
自
身
は
「
オ
レ
に
は
オ
レ
の
こ
と
が
何
よ
り
分
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
」
と
語
る
よ
う
に
、
自
分
自
身
に
対
し
て
、
噂
や
「
察
し
て
い
る
」
レ
ベ
ル

の
認
識
し
か
で
き
て
い
な
い
。
よ
っ
て
自
分
自
身
が
「
狂
人
」
か
ど
う
か
は
判

別
で
き
な
い
で
い
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
と
い
う
べ
き
か
、「
巷
」
や

「
大
名
」
と
い
う
他
者
か
ら
与
え
ら
れ
る
認
識
を
「
事
実
か
も
し
れ
ぬ
」
と
、

そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
よ
う
と
し
て
し
ま
う
。
だ
が
、
こ
の
自
分
自
身
に
対
す
る

混
乱
し
た
認
識
は
秀
吉
の
死
の
間
際
に
発
揮
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外

の
部
分
で
は
見
ら
れ
な
い
。
全
盛
期
で
は
自
身
の
空
想
と
現
実
を
見
極
め
、
衰

退
期
で
も
自
身
の
空
想
へ
向
か
っ
て
邁
進
す
る
。
双
方
と
も
に
「
オ
レ
の
こ
と

が
何
よ
り
分
ら
な
」
い
と
い
う
態
度
と
は
受
け
取
れ
な
い
。
死
の
間
際
に
見
ら

れ
る
混
乱
し
た
認
識
は
ど
こ
か
ら
発
生
し
て
い
る
も
の
な
の
か
。
こ
の
こ
と
を

考
え
る
た
め
に
も
、
こ
こ
で
本
作
に
お
け
る
〝
狂
人
〟
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か

考
え
た
い
。

　
安
吾
の
エ
ッ
セ
イ
に
は
〝
狂
人
〟
に
つ
い
て
、「
だ
い
た
い
に
お
い
て
一
代

に
し
て
名
を
な
し
た
独
裁
者
の
よ
う
な
偉
大
な
成
り
上
り
者
は
概
ね
天
才
的
な

人
物
で
あ
る
か
ら
狂
人
と
紙
一
重
の
危
険
人
物
と
考
え
て
よ
ろ
し
い
か
と
思

う
）
（（
（

」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
ま
た
、
同
エ
ッ
セ
イ
で
安
吾
は
日
本
の
狂
気
と
し

て
秀
吉
の
朝
鮮
征
伐
を
挙
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
安
吾
に
と
っ
て
狂
人
と
天
才

は
表
裏
一
体
、
表
面
に
見
え
て
く
る
も
の
は
相
対
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ

れ
を
同
一
人
物
が
同
時
に
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
き
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。

　
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
秀
吉
が
求
め
た
〝
太
閤
〟
に
ふ
さ
わ
し

い
偉
業
と
、
他
者
か
ら
の
〝
狂
人
〟
と
い
う
評
価
は
皮
肉
な
こ
と
に
一
致
し
て

い
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
本

作
の
秀
吉
は
あ
る
意
味
で
は
〝
天
才
＝
狂
人
〟
に
な
り
た
が
っ
て
い
た
と
言
う

こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
秀
吉
は
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
他
者
か
ら
の

目
を
気
に
す
る
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
に
、
秀
吉
が
気
に
し

て
い
た
の
は
〝
太
閤
〟
と
し
て
、
つ
ま
り
安
吾
の
い
う
「
偉
大
な
成
り
上
が
り

者
」
と
し
て
世
間
に
も
て
は
や
さ
れ
た
い
、
あ
る
い
は
誰
に
も
成
し
得
な
い
こ
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と
を
成
し
得
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
願
望
の
果
て
に
あ
り
、
本
作

で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
の
が
朝
鮮
征
伐
で
あ
り
、
大
明
遠
征
で
あ
っ
た
。

確
か
に
こ
れ
が
成
功
し
さ
え
す
れ
ば
秀
吉
は
他
者
か
ら
〝
狂
人
〟
な
ど
と
は
言

わ
れ
ず
、〝
天
才
〟
と
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
結
果
と
し
て
朝

鮮
征
伐
は
常
人
に
は
理
解
し
難
い
行
い
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
上
に
、
多
く
の
兵

を
失
い
、
人
民
の
生
活
を
逼
迫
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と

に
よ
り
秀
吉
は
他
者
か
ら
〝
狂
人
〟
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
。
だ
が
、〝
天
才

＝
狂
人
〟
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
と
、
秀
吉
は
皮
肉
に
も
、
そ
う
な
ろ
う

と
し
て
そ
う
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
と
は
い
え
、
本
作
に
お
け
る
秀
吉
が
常
に
〝
天
才
＝
狂
人
〟
に
な
ろ
う
と
思

い
続
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
全
盛
期
の
秀
吉
は
〝
天
才
＝
狂
人
〟
と
な
ろ

う
と
す
る
自
己
を
、
不
安
に
思
い
、
自
分
が
口
に
出
す
「
大
言
壮
語
」
を
不
可

能
だ
と
断
ず
る
自
己
を
も
同
時
に
有
し
て
い
る
。
ま
た
、
先
に
述
べ
た
通
り
、

遺
書
執
筆
当
時
に
は
自
分
自
身
の
こ
と
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
お
り
、
混
乱
す

る
認
識
を
抱
え
た
状
態
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
時
の
秀

吉
は
〝
天
才
＝
狂
人
〟
に
な
り
た
い
、
な
ろ
う
と
は
思
っ
て
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
作
品
の
最
後
、
死
の
間
際
の
叫
び
も
ま
た
秀
吉
の
混
乱
す
る
認
識
の

表
れ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

オ
レ
は
お
ろ
か
に
も
気
が
ふ
れ
て
バ
カ
な
戦
争
を
起
し
て
し
ま
っ
た
。

（
…
）
鶴
松
の
死
で
ヤ
ケ
ク
ソ
を
起
し
朝
鮮
へ
攻
め
こ
ん
で
、
た
め
に
秀

頼
の
関
白
位
も
や
が
て
は
ダ
メ
に
し
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
。
虚
勢
、
見
栄
。

オ
レ
の
至
ら
ぬ
た
め
で
あ
る
。
む
や
み
に
威
勢
を
み
せ
た
が
る
よ
う
な
オ

レ
の
虚
勢
と
見
栄
が
知
ら
ず
知
ら
ず
オ
レ
を
か
り
た
て
て
こ
の
破
滅
を
生

ん
だ
の
だ
。

　
死
の
間
際
に
な
っ
て
秀
吉
は
、
当
初
自
分
自
身
で
は
そ
う
思
っ
て
い
な
か
っ

た
〝
狂
人
で
あ
る
〟
と
い
う
認
識
を
他
者
か
ら
受
容
し
て
し
ま
う
。
し
か
し

「
何
よ
り
分
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
秀
吉
は
、
次
の
瞬
間
に
は
朝
鮮
征
伐

は
「
気
が
ふ
れ
」
た
結
果
で
は
な
く
、「
ヤ
ケ
ク
ソ
」
の
結
果
だ
と
述
べ
る
。

冒
頭
に
お
け
る
事
実
〝
か
も
〟
と
い
う
言
葉
が
表
す
よ
う
に
、
秀
吉
の
自
身
に

対
す
る
認
識
は
揺
れ
に
揺
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
今
際
の
際
に
な
っ
て
も
秀
吉
の

揺
れ
は
続
く
。

そ
の
代
り
い
ま
わ
の
時
に
は
ク
ワ
ッ
と
目
を
ひ
ら
い
て
必
ず
云
う
ぞ
。
朝

鮮
の
兵
隊
た
ち
を
た
の
む
ぞ
と
。
一
兵
も
殺
す
こ
と
な
く
日
本
へ
帰
る
よ

う
に
し
て
や
っ
て
く
れ
と
。
そ
し
て
神
々
も
照
覧
あ
れ
秀
頼
の
名
は
決
し

て
云
わ
ぬ
ぞ
。

　
本
作
に
お
け
る
秀
吉
の
秀
頼
へ
の
盲
愛
ぶ
り
を
見
て
い
る
と
、
本
当
に
そ
ん

な
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
疑
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
言
葉
だ
。
そ
し
て
何
よ
り
も

秀
吉
の
揺
れ
を
強
く
表
し
て
い
る
の
は
、
結
局
最
後
ま
で
「
朝
鮮
の
兵
隊
」
と

「
秀
頼
」
の
名
前
を
出
し
て
い
る
こ
と
だ
。「
云
わ
ぬ
」
と
言
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
、

結
局
は
名
前
を
出
す
こ
と
で
最
後
ま
で
ど
ち
ら
と
も
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
が

う
か
が
え
る
）
（（
（

。

　
こ
の
秀
吉
の
混
乱
は
、
自
己
認
識
と
他
者
か
ら
の
認
識
の
差
異
に
起
因
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
は
〝
天
才
＝
狂
人
〟
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
自
分

自
身
に
貼
り
、
ま
た
他
者
か
ら
貼
ら
れ
て
も
い
た
。
つ
ま
り
自
他
の
認
識
が
一

致
し
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
自
他
の
認
識
が
一
致
し

な
く
な
っ
た

─
自
分
で
は
自
分
の
こ
と
は
〝
狂
人
〟
で
も
〝
天
才
〟
で
も
な
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い
と
認
識
す
る
反
面
、
他
者
は
自
分
を
〝
狂
人
〟
だ
と
認
識
す
る

─
時
に
、

他
者
の
目
を
気
に
す
る
秀
吉
は
他
者
か
ら
の
〝
狂
人
〟
と
い
う
認
識
と
、
自
己

認
識

─
自
分
は
〝
狂
人
〟
で
も
〝
天
才
〟
で
も
な
く
、
極
々
普
通
の
人
間
で

あ
る
と
い
う

─
の
差
異
に
混
乱
を
す
る
。
そ
の
混
乱
が
、
秀
吉
に
本
作
冒
頭

に
お
い
て
自
分
の
こ
と
が
「
何
よ
り
分
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
語
ら
せ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
し
て
、
本
作
を
論
じ
る
上
で
、
引
用
さ
れ
な
い
こ
と
は
な
い
ほ
ど
で
は
あ

る
が
、
や
は
り
引
用
を
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

「
秀
吉
だ
。
秀
吉
を
書
く
よ
。
誰
れ
に
も
解
っ
て
貰
え
な
か
っ
た
秀
吉
の

哀
し
さ
と
、
バ
カ
バ
カ
し
い
ほ
ど
の
野
心
と
を
書
く
ん
だ
よ
」

─
そ
れ

が
『
狂
人
遺
書
』
で
あ
っ
た
）
（（
（

。

　「
誰
れ
に
も
解
っ
て
貰
え
な
か
っ
た
」「
哀
し
さ
」
と
は
、〝
天
才
＝
狂
人
〟

で
あ
る
と
見
せ
て
い
た
し
見
ら
れ
て
い
た
秀
吉
が
、
実
際
に
は
〝
天
才
＝
狂

人
〟
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
解
っ
て
貰
え
な
か
っ
た
哀
し
さ
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
方
が
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

〝
天
才
＝
狂
人
〟
と
い
う
認
識
か
ら
零
れ
落
ち
た
、
そ
れ
以
外
の
自
分
の
存
在

が
あ
る
こ
と
を
解
っ
て
貰
え
な
か
っ
た
哀
し
さ
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
、
冒
頭
で
秀
吉
が
語
る
「
た
だ
一
ツ
、
何
よ
り
も
分
り

す
ぎ
て
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
」
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
で
は

自
他
共
に
認
め
る
〝
天
才
＝
狂
人
〟
で
あ
り
、
そ
う
あ
る
た
め
の
振
る
舞
い
を

し
て
き
た
。
し
か
し
、
一
方
で
は
そ
う
振
る
舞
っ
て
き
た
自
分
を
見
つ
め
る
も

う
一
人
の
自
分

─
〝
狂
人
〟
で
も
〝
天
才
〟
で
も
な
い
ご
く
普
通
の
自
分

─
が
同
時
に
存
在
し
て
い
た
。
だ
が
、
そ
の
自
分
は
結
局
他
者
か
ら
認
識
さ

れ
る
こ
と
は
な
く
、〝
天
才
＝
狂
人
〟
を
見
栄
と
虚
勢
で
演
じ
る
自
己
に
殺
さ

れ
た
ま
ま
肉
体
ご
と
死
ん
で
い
く
。
つ
ま
り
「
た
だ
一
ツ
」
と
は
、〝
天
才
＝

狂
人
〟
で
あ
る
と
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
た
自
他
に
よ
っ
て
、
恐
ら
く
は
本
来
の
自

己
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
ご
く
普
通
の

─
そ
れ
こ
そ
子
ど
も
を
愛
し
て
い
る
だ

け
の
ご
く
普
通
の
父
親
で
あ
る

─
自
分
が
存
在
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
こ
と
、

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
殺
さ
れ
存
在
し
な
い
と
さ
れ
た
自
己
が
存
在
し

て
い
た
こ
と
が
、
分
り
す
ぎ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
苦
し
ん
で
い
る
。
そ
の
苦
し

み
を
吐
き
出
す
た
め
の
遺
書
で
あ
る
。
そ
う
読
む
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

四
　〝
狂
人
〟
遺
書

　
本
作
は
秀
吉
が
小
田
原
征
伐
を
終
え
た
直
後
か
ら
秀
吉
が
死
ぬ
直
前
ま
で
を

描
い
て
い
る
が
、
安
吾
に
は
そ
れ
に
先
ん
じ
て
朝
鮮
征
伐
後
か
ら
秀
吉
が
死
ぬ

ま
で
を
描
い
た
短
編
が
あ
る
。
一
九
四
六
年
九
月
『
社
会
』
創
刊
号
（
鎌
倉
文

庫
）
に
発
表
さ
れ
た
「
我
鬼
」
で
あ
る
。
本
作
と
「
我
鬼
」
は
書
か
れ
た
時
代

や
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
人
物
は
違
え
ど
、『
近
世
日
本
国
民
史
』
な

ど
を
共
通
の
典
拠
と
し
て
い
る
た
め
、
同
じ
描
か
れ
方
を
し
て
い
る
場
面
も
多

い
。
例
を
挙
げ
れ
ば
、
秀
次
が
秀
吉
を
宴
に
招
く
場
面
）
（（
（

や
、
秀
次
が
斎
戒
沐
浴

す
る
場
面
）
（（
（

な
ど
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
当
然
な
が
ら
決
定
的
に
違
う
描
か
れ
方
を
し
て
い
る
事
柄
も
あ
る
。

そ
れ
は
秀
頼
に
対
す
る
扱
い
だ
。
原
卓
史
は
「
坂
口
綱
男
」（『
国
文
学
解
釈
と

鑑
賞
別
冊
　
坂
口
安
吾
事
典
〔
事
項
編
〕』
至
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
九
月
）
の

項
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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綱
男
の
誕
生
は
、
家
や
家
庭
を
否
定
し
て
き
た
安
吾
に
と
っ
て
一
つ
の
転

機
と
な
り
、
親
と
子
と
の
葛
藤
を
描
い
た
「
真
書
太
閤
記
」
や
「
狂
人
遺

書
」
な
ど
を
著
し
た
。

　
本
論
に
お
い
て
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
秀
頼
＝
綱
男
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

親
が
子
へ
向
け
る
感
情
を
実
感
と
し
て
得
た
た
め
、
小
説
の
内
容
と
し
て
反
映

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
、
子
ど
も
が
生
ま
れ

る
前
に
は
遺
書
で
「
お
家
断
絶
）
（（
（

」
と
ま
で
書
い
た
安
吾
で
あ
る
。
事
実
、「
我

鬼
」
で
は
「
能
の
嫉
妬
は
憎
悪
の
陰
か
ら
秀
頼
の
姿
を
消
し
た
」
と
あ
り
、
一

瞬
で
も
秀
頼
の
こ
と
が
秀
吉
の
頭
か
ら
消
え
た
と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
る
。
し

か
し
「
狂
人
遺
書
」
で
は
そ
ん
な
描
写
は
見
ら
れ
な
い
。
秀
頼
が
生
ま
れ
て
か

ら
は
最
初
か
ら
最
後
ま
で
秀
頼
の
こ
と
が
秀
吉
の
頭
の
中
の
大
部
分
を
占
め
る
。

そ
し
て
「
秀
頼
、
秀
頼
、
秀
頼
。
豊
臣
、
豊
臣
、
豊
臣
。」
と
い
う
語
り
か
ら

知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
秀
頼
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
「
豊
臣
」
と
い
う

家
の
繁
栄
に
ま
で
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
に
な
る
。
安
吾
が
家
の
存
続
や
繁
栄
を

願
っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
う
い
う
感
覚
が

小
説
内
で
徹
底
さ
れ
た
の
は
安
吾
自
身
の
実
生
活
に
「
転
機
」
が
起
こ
っ
た
か

ら
に
違
い
な
い
。

　
ま
た
、
原
卓
史
は
「
作
品
の
生
成
過
程
に
つ
い
て
は
、
同
じ
モ
チ
ー
フ
が
繰

り
返
さ
れ
て
い
く
け
れ
ど
も
、
意
味
づ
け
は
作
品
ご
と
に
異
な
っ
て
い
る
）
（（
（

」
と

も
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
、「
我
鬼
」
と
本
作
と
は
、
似
て
は
い
る
が
、
単
純

に
三
人
称
小
説
で
あ
る
「
我
鬼
」
を
一
人
称
小
説
「
狂
人
遺
書
」
に
し
た
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。
既
に
示
し
た
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
秀
頼
に
対
す
る
扱
い

に
変
化
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
そ
の
証
明
に
な
ろ
う
。
で
は
、
本
作
の
「
意
味
づ

け
」
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
。
こ
の
「
意
味
づ
け
」
を
す
る
た
め
に
も
、
本

作
の
タ
イ
ト
ル
「
狂
人
遺
書
」
に
立
ち
返
り
た
い
。

　
本
作
の
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
原
卓
史
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
る
。

こ
れ
〔「
狂
人
遺
書
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
―
引
用
者
註
〕
を
付
け
た
の
は
、

タ
イ
ト
ル
の
下
に
署
名
さ
れ
て
い
る
「
坂
口
安
吾
」
で
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
秀
吉
自
身
は
正
気
か
狂
気
か
判
断
で
き
ず
に
い
る
の
に
対

し
て
、「
坂
口
安
吾
」
は
秀
吉
を
「
狂
人
」
と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

秀
吉
の
自
分
評
と
「
坂
口
安
吾
」
の
秀
吉
評
と
の
違
い
こ
そ
が
、
本
来
な

ら
ば
知
り
得
な
い
情
報
を
語
る
秀
吉
の
人
物
像
を
解
く
鍵
な
の
で
あ
る
）
（（
（

。

　「
狂
人
遺
書
」
に
お
い
て
〝
狂
人
〟
と
い
う
認
識
を
語
り
手
で
あ
る
「
オ
レ
」

＝
秀
吉
は
し
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
三
人
称
小
説
で
あ
る
「
我
鬼
」
は
作
中
に

お
い
て
「
耳
も
き
こ
え
ず
、
目
も
見
え
ず
、
た
つ
た
一
つ
の
も
の
だ
け
が
残
つ

て
い
た
。
秀
頼
。
秀
頼
。
秀
頼
。
彼
は
気
違
ひ
だ
つ
た
」
と
語
り
、
は
っ
き
り

と
秀
吉
は
〝
狂
人
で
あ
る
〟
と
断
言
さ
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
の
は
秀
吉
を
〝
狂
人
〟
と
認
識
す
る
か
否
か
の
差
で
あ
ろ
う
。
原
卓
史
が

述
べ
る
よ
う
に
、「
狂
人
遺
書
」
に
お
い
て
「「
坂
口
安
吾
」」
は
秀
吉
を
〝
狂

人
〟
と
認
識
す
る
。
し
か
し
実
際
、
描
か
れ
る
秀
吉
は
ご
く
普
通
の
人
間
と
し

て
読
む
こ
と
も
で
き
る
。〝
狂
人
〟
で
あ
る
と
見
な
し
た
者
達
に
よ
っ
て
存
在

し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
、
も
う
一
人
の
秀
吉
の
苦
し
み
と
、
叫
び
が
描
か
れ
た

作
品
で
あ
る
と
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
本
作
と
「
我
鬼
」
と
の
間
に
横
た

わ
っ
て
い
る
の
は
、
作
家
安
吾
自
身
の
視
線
の
相
対
化
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
前
、「
我
鬼
」
に
お
い
て
〝
狂
人
〟
と
断
言
し
た
秀
吉
を
、
本
作
で
は
狂
人

と
し
て
描
か
な
い
。
し
か
し
タ
イ
ト
ル
に
お
い
て
〝
狂
人
〟
で
あ
る
と
宣
言
す
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る
。
そ
こ
に
は
明
ら
か
な
隔
た
り
が
生
じ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
実
際
の
描

写
と
、
作
家
安
吾
自
身
が
〝
狂
人
〟
と
断
じ
て
し
ま
う
こ
と
と
の
隔
た
り
に

よ
っ
て
、
以
前
秀
吉
を
〝
狂
人
〟
と
し
て
見
た
自
分
の
視
線
を
批
判
し
て
い
る

と
は
と
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
分
は
以
前
彼
を
〝
狂
人
で
あ
る
〟
と
判
断
し
た
。

し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
、
彼
は
〝
狂
人
〟
で
は
な
か
っ
た
。
以
前
の
自
分
は
、

秀
吉
を
〝
狂
人
で
あ
る
〟
と
断
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
〝
狂
人
で
は
な
い
〟
秀
吉

を
殺
し
て
い
た
。
以
前
の
自
分
の
視
線
は
、
今
の
時
点
か
ら
見
る
と
批
判
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
。

お
わ
り
に

　
安
吾
作
品
に
ジ
ャ
ン
ル
や
時
代
を
超
え
て
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か

─
安
吾
作
品
を
読
み
な
が
ら
、
論
じ
な
が
ら
、
そ
れ
を
考
え
る
。
そ
の
こ

と
を
考
え
た
時
に
、
本
作
は
処
女
作
で
あ
る
「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」
や
そ
こ
に

つ
け
ら
れ
た
「
附
記
」
と
つ
な
が
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
以
前
、
拙
論
に
お
い
て
「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」
で
描
か
れ
て

い
た
の
は
、
サ
テ
ィ
が
「
明
日
の
音
楽
」
を
求
め
続
け
た
よ
う
に
、
自
分
も

「
明
日
の
」
小
説
を
求
め
続
け
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
に
「
自
分
の
事
を
監
視

す
る
、
も
う
一
人
の
自
己
」
が
必
要
に
な
る
。
つ
ま
り
「
永
遠
に
創
作
し
続
け

な
が
ら
疑
い
続
け
る
」
と
い
う
創
作
態
度
で
は
な
い
か
と
論
じ
た
）
（（
（

。

　
そ
し
て
本
作
も
、「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」
と
同
様
の
創
作
態
度
を
表
し
た
作

品
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
秀
吉
と
い
う
以
前
と

「
同
じ
モ
チ
ー
フ
」
を
扱
う
が
、
そ
れ
に
対
す
る
「
意
味
づ
け
」
は
異
な
る
。

そ
の
中
で
以
前
扱
っ
た
モ
チ
ー
フ
に
対
し
て
、
新
た
な
批
判
を
加
え
る
。
決
し

て
昨
日
と
同
じ
音
楽
を
作
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
サ
テ
ィ
の
よ
う
に
、
今
日
の
作

品
は
違
う
だ
ろ
う
か
。「
明
日
の
」
作
品
は
違
う
だ
ろ
う
か
、
と
。
タ
イ
ト
ル

の
「
狂
人
遺
書
」
に
込
め
ら
れ
て
い
た
以
前
秀
吉
を
〝
狂
人
〟
と
し
て
見
た
自

分
の
視
線
へ
の
批
判
は
、
こ
の
よ
う
な
処
女
作
か
ら
続
く
安
吾
の
自
分
自
身
を

見
つ
め
る
視
線
の
表
れ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
処
女
作
で
安
吾
が
、

こ
の
小
説
は
「
永
遠
に
續
く
べ
き
も
の
の
一
節
」
と
言
っ
た
よ
う
に
、「
狂
人

遺
書
」
も
安
吾
が
最
初
か
ら
持
ち
続
け
た
創
作
態
度
を
貫
い
た
「
一
節
」
だ
っ

た
と
読
む
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
ま
た
、
本
作
に
は
「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」
と
の
共
通
点
が
も
う
一
点
あ
る
よ

う
に
も
思
え
る
。
そ
れ
は
区
別
の
無
さ
だ
。「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」
で
は
ヨ
ー

ギ
ン
と
狂
人
の
論
は
、
一
見
す
る
と
違
う
こ
と
を
言
い
な
が
ら
根
底
は
同
じ
で

あ
っ
た
）
（（
（

。
本
作
で
は
秀
吉
が
抱
え
る
〝
天
才
＝
狂
人
〟
と
い
う
紙
一
重
が
区
別

の
無
さ
に
通
じ
る
も
の
に
な
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
狂
人
で
も
天
才
で
も
な
い
普

通
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
秀
吉
の
側
面
や
、
秀
吉
の
他
者
に
対
す
る
認
識
の
二

面
性
も
ま
た
、
区
別
の
無
さ
に
通
じ
る
。
正
反
対
に
見
え
て
実
は
同
じ
、
相
対

す
る
よ
う
に
見
え
て
実
は
同
じ
。
安
吾
は
双
方
の
作
品
で
、
登
場
人
物
た
ち
に

そ
の
よ
う
な
二
面
性
を
背
負
わ
せ
て
い
る
。
こ
の
共
通
点
は
一
体
、
何
を
意
味

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、
徹
頭
徹
尾
人
間
に
興
味
を
持
ち
、
人
間
を
描

き
た
く
て
人
間
を
描
き
続
け
て
き
た
安
吾
の
目
に
映
る
人
間
の
興
味
深
さ
は
、

そ
こ
に
集
約
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
正
反
対
を
同
一
の
肉
体
に
宿
す

人
間
を
ど
の
よ
う
に
描
く
か
。
そ
れ
は
「
永
遠
に
續
く
」
中
で
の
安
吾
の
一
つ

の
大
き
な
モ
チ
ー
フ
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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注
１�
　
神
西
清
、
中
村
眞
一
郎
「
小
説
診
断
書
」（『
文
芸
時
評
体
系
　
昭
和
篇
Ⅱ
　
第
十

巻�
昭
和
三
十
年
』
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
。
初
出
は
『
文
学
界
』
一
九

五
五
年
二
月
）
に
お
い
て
、
神
西
は
「
と
こ
ろ
が
秀
吉
に
作
者
が
轉
化
し
た
ん
な
ら

い
い
け
れ
ど
も
、
逆
に
秀
吉
を
作
者
の
ほ
う
へ
轉
化
さ
せ
て
い
る
と
い
う
妙
な
結
果

に
な
つ
て
い
る
と
思
う
。」
と
、
安
吾
と
秀
吉
の
一
致
を
見
て
い
る
。

　
２�

　
菊
田
均

　
３�

　
例
え
ば
奥
野
健
男
「
解
説
」（『
定
本
坂
口
安
吾
全
集
』
第
六
巻
　
冬
樹
社
、
一
九

七
〇
年
二
月
）
に
は
「
こ
の
「
狂
人
遺
書
」
と
い
う
作
品
は
、
安
吾
に
子
供
が
で
き

た
と
い
う
体
験
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
書
く
こ
と
が
で
き
た
傑
作
」
と
評
し
、
続
け
て

「「
ソ
レ
！
小
便
だ
！
」
の
大
音
声
、
こ
れ
を
書
い
て
い
る
と
き
、
安
吾
は
二
歳
の
我

が
子
綱
男
が
小
便
を
た
れ
た
こ
と
を
思
っ
て
い
た
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
４�

　
例
え
ば
平
野
謙
は
「
文
芸
時
評
（
上
）」（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
六
九
年
八
月
。

た
だ
し
発
表
は
一
九
三
〇
年
一
月
）
で
「
太
平
洋
戦
争
勃
発
当
時
の
こ
と
を
思
い
う

か
べ
な
が
ら
、
読
ん
だ
」
と
、
当
時
の
人
間
と
し
て
太
平
洋
戦
争
が
想
起
さ
れ
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
他
に
も
菊
田
均
は
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
別
冊
　
坂
口
安
吾

事
典
〔
作
品
編
〕』（
前
掲
）
で
「
こ
の
作
品
に
安
吾
の
戦
争
体
験
が
繁
栄
さ
れ
て
い

る
と
い
う
意
見
は
平
野
以
外
に
も
多
い
。
安
吾
の
歴
史
小
説
は
、
な
に
ほ
ど
か
自
身

を
反
映
し
て
い
る
、
と
い
う
見
方
は
ほ
ぼ
定
着
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
５�

　
安
吾
自
身
も
「
処
女
作
前
後
の
思
ひ
出
」（『
早
稲
田
文
学
』
一
九
四
六
年
三
月
）

で
「
山
路
愛
山
の
徳
川
家
康
に
感
心
し
た
が
、
愛
山
と
か
徳
富
蘇
峰
と
か
、
か
う
い

ふ
独
創
的
な
歴
史
家
の
歴
史
を
読
む
と
、
私
は
そ
れ
に
限
定
さ
れ
、
そ
れ
以
上
に
ハ

ミ
出
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
て
、
歴
史
小
説
が
書
け
な
く
な
つ
て
し
ま
う
」
と
述

べ
て
い
る
。

　
６�

　
典
拠
や
そ
の
比
較
に
関
し
て
は
、
原
卓
史
『
坂
口
安
吾
　
歴
史
を
探
偵
す
る
こ
と
』

（
双
文
社
出
版
、
二
〇
一
三
年
五
月
）
を
主
に
参
考
に
し
た
。

　
７�

　「
し
か
る
に
、
そ
の
鶴
松
が
三
ツ
の
正
月
に
病
気
に
な
っ
て
死
ん
だ
。
掌
中
の
珠
を

失
っ
た
オ
レ
は
同
時
に
生
涯
の
上
昇
を
終
え
て
下
降
を
は
じ
め
た
の
で
あ
っ
た
」
と
、

鶴
松
の
死
が
契
機
で
あ
っ
た
こ
と
は
本
作
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
８�

　「
威
勢
が
よ
す
ぎ
た
せ
い
で
、
オ
レ
は
そ
の
こ
ろ
か
ら
、
日
本
平
定
の
次
は
朝
鮮
、

朝
鮮
の
次
は
大
明
征
服
な
ど
と
思
わ
ぬ
こ
と
を
口
走
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

（
…
）
け
れ
ど
も
対
等
の
貿
易
が
不
可
能
な
場
合
、
オ
レ
の
武
力
に
物
を
云
わ
せ
て
有

利
な
條
件
に
み
ち
び
い
て
や
っ
て
も
よ
い
と
い
う
ぐ
ら
い
の
ウ
ヌ
ボ
レ
と
空
想
を
次

第
に
ハ
ッ
キ
リ
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
っ
た
。」（「
狂
人
遺
書
」）

　
９�

　『
近
世
日
本
国
民
史
』
に
は
「
其
の
初
期
、
中
期
の
周
到
な
る
注
意
が
、
幾
許
か
放

慢
と
な
っ
て
来
た
。
此
れ
が
其
の
一
大
病
根
で
あ
っ
た
。」
と
あ
る
。

　
10�

　
秀
次
と
い
う
人
物
に
対
す
る
安
吾
の
興
味
と
い
う
も
の
も
い
さ
さ
か
気
に
な
る
部

分
が
あ
る
。「
我
鬼
」
に
お
け
る
秀
次
の
描
か
れ
方
は
あ
る
意
味
、
本
作
の
秀
吉
よ
り

も
わ
か
り
や
す
く
〝
狂
人
〟
だ
。
人
体
の
解
剖
に
興
味
を
持
ち
、
妊
婦
の
腹
を
裂
い

た
り
、
盲
人
が
切
ら
れ
う
ろ
た
え
る
様

─
こ
れ
に
は
典
拠
が
存
在
し
て
い
る
が

─
を
見
て
陰
鬱
な
心
を
慰
め
る
。
本
作
で
も
秀
次
は
秀
吉
に
「
石
」
と
な
り
「
風
」

と
な
り
影
響
を
与
え
て
い
く
。
安
吾
に
と
っ
て
「
我
鬼
」
か
ら
続
く
秀
次
の
描
き
方

に
は
何
か
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　
11�

　
原
卓
史
『
坂
口
安
吾
　
歴
史
を
探
偵
す
る
こ
と
』（
双
文
社
出
版
、
二
〇
一
三
年
五

月
）

　
12�

　「
エ
ラ
イ
狂
人
の
話
」（「
明
日
は
天
気
に
な
れ
」『
西
日
本
新
聞
』
一
九
五
三
年
一

月
二
三
日
）

　
13�

　
ち
な
み
に
、「
我
鬼
」
で
の
秀
吉
は
「
朝
鮮
の
兵
隊
」
の
こ
と
を
頼
み
な
が
ら
死
ん

で
い
く
。
文
献
で
も
秀
吉
の
最
期
は
子
の
こ
と
を
頼
ん
で
い
る
も
の
と
、
朝
鮮
の
兵

を
頼
ん
で
い
る
も
の
と
に
分
か
れ
、
実
際
に
ど
ち
ら
だ
っ
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。

そ
し
て
本
作
に
お
い
て
安
吾
は
〝
ど
ち
ら
で
も
な
い
〟
こ
と
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
。

　
14�

　
笹
原
金
次
郎
「
桐
生
の
一
夜
」（『
坂
口
安
吾
選
集
第
二
巻
』
創
元
社
、
一
九
五
六

年
八
月
）

　
15�

　
一
例
と
し
て
、「
我
鬼
」「
狂
人
遺
書
」『
近
世
日
本
国
民
史
』
に
お
け
る
同
一
場
面

を
引
用
し
て
お
く
。

　
　「「
殺
さ
な
け
れ
ば
、
殺
さ
れ
ま
す
よ
」

　
　（
…
）

　
　「
殺
さ
な
け
れ
ば
、
殺
さ
れ
な
い
」

　
　�

　
こ
れ
が
奴
め
の
言
葉
だ
。
祈
り
だ
。
こ
う
祈
り
た
い
の
が
奴
め
の
オ
レ
に
対
す
る

本
心
、
本
性
と
い
う
も
の
な
の
だ
。

　
　�

　
奴
め
が
関
白
に
な
っ
て
公
式
に
オ
レ
を
招
待
す
る
宴
が
の
び
の
び
に
な
っ
て
い
た
。
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さ
て
こ
の
宴
を
や
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
、
世
上
で
は
奴
が
オ
レ
を
殺
す
宴
だ
と
い

う
よ
う
に
噂
し
て
い
た
。
オ
レ
が
當
日
に
な
る
た
び
二
度
三
度
今
日
は
行
け
な
い
と

断
り
を
云
わ
せ
て
宴
を
す
ッ
ぽ
か
し
て
や
つ
た
か
ら
、
世
間
は
オ
レ
が
奴
め
の
裏
を

か
い
た
と
解
し
た
が
、
ま
、
そ
う
い
う
意
味
も
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
だ
。
二
度
三
度

と
す
っ
ぽ
か
し
た
あ
げ
く
宴
に
よ
ば
れ
て
や
つ
た
が
、
部
屋
々
々
に
は
オ
レ
の
軍
兵

が
ギ
ッ
シ
リ
つ
め
て
る
と
い
う
変
っ
た
宴
で
、
オ
レ
は
數
日
滞
在
し
た
が
、
奴
め
は

異
心
な
き
ア
カ
シ
を
た
て
て
み
せ
る
た
め
、
自
身
台
所
に
立
つ
て
食
物
の
指
図
ま
で

し
て
寝
不
足
で
目
を
あ
か
く
し
て
い
る
よ
う
な
奮
闘
ぶ
り
で
あ
っ
た
。」（「
狂
人
遺

書
」）

　
　�

　「
彼
が
関
白
の
格
式
で
公
式
に
太
閤
を
招
待
す
る
饗
宴
が
ま
だ
延
び
延
び
に
な
つ
て

ゐ
た
。
そ
し
て
や
う
や
く
定
め
ら
れ
た
饗
宴
の
当
日
に
使
者
が
き
て
、
訪
問
中
止
を

伝
へ
た
。
世
上
で
は
秀
次
が
秀
吉
を
殺
さ
な
け
れ
ば
、
秀
吉
が
秀
次
を
殺
す
で
あ
ら

う
と
噂
さ
れ
、
秀
次
の
計
画
が
裏
を
か
ゝ
れ
た
の
だ
と
取
沙
汰
し
た
。
然
し
世
上
の

流
説
は
秀
次
の
身
辺
で
は
さ
ら
に
激
烈
な
事
実
で
あ
つ
た
。
彼
の
侍
臣
は
常
に
彼
に

さ
ゝ
や
い
た
。
殺
さ
な
け
れ
ば
、
殺
さ
れ
る
。（
…
）
彼
は
侍
臣
の
さ
さ
や
き
に
、
ま

た
世
上
の
流
説
に
と
り
ま
か
れ
、
然
し
、
ひ
そ
か
に
、
殺
さ
な
け
れ
ば
殺
さ
れ
な
い

と
必
死
に
希
つ
て
く
ゐ
る
の
で
あ
つ
た
。

　
　�

　（
…
）
秀
吉
の
数
日
の
滞
在
を
慰
め
る
た
め
の
催
し
も
、
饗
宴
の
食
物
も
、
彼
は

一
々
指
図
し
た
。
彼
は
心
を
こ
め
て
い
た
。
熱
中
し
た
。（
…
）

　
　�

　
秀
吉
は
饗
宴
に
応
じ
、
連
日
の
も
て
な
し
に
満
足
し
た
が
、
異
変
に
そ
な
へ
て
部

屋
々
々
に
は
武
器
を
か
く
し
た
秀
吉
の
軍
兵
た
ち
が
つ
め
て
い
た
。」（「
我
鬼
」）

　
　�

　「
一
五
九
五
年
―
文
禄
四
年
―
秀
吉
は
、
秀
次
の
心
を
安
ず
可
く
、
所
謂
る
譲
国
の

大
典
と
も
云
ふ
可
き
儀
式
行
ふ
可
く
、
秀
次
の
聚
楽
の
第
に
臨
む
旨
を
申
し
送
り
、

そ
の
為
め
秀
次
は
、
一
万
三
千
の
膳
を
用
意
し
た
が
、
秀
吉
は
寵
臣
の
諌
に
よ
り
て
、

之
を
中
止
し
、
秀
次
も
、
其
の
侮
辱
の
為
め
に
憤
懣
し
た
が
、
其
の
原
因
秀
吉
の
疑

惑
に
在
る
を
確
め
、
百
方
異
心
な
き
を
示
し
た
か
ら
、
秀
吉
は
北
政
所
と
與
に
、
之

に
赴
い
た
。（
…
）
而
し
て
秀
吉
は
三
日
間
聚
楽
第
に
在
つ
た
が
、
然
も
恒
に
快
心
す

る
所
あ
り
て
、
中
心
毫
も
愉
快
の
情
が
な
か
つ
た
と
は
、
フ
ロ
エ
ー
の
記
す
所
で
あ

つ
た
。
而
し
て
世
間
で
も
、
頗
る
物
騒
に
感
じ
、
秀
吉
の
身
上
を
氣
遣
ふ
者
も
少
か

ら
ず
あ
つ
た
と
云
ふ
こ
と
だ
。」（『
近
世
日
本
国
民
史
』）

　
16�

　「
皆
の
者
、
こ
れ
を
讀
め
。
秀
次
は
斎
戒
沐
浴
白
衣
を
ま
と
う
て
怖
ろ
し
い
神
下
し

を
し
て
こ
の
誓
紙
を
書
い
た
げ
な
。
笑
う
べ
き
は
世
上
の
浮
説
だ
。
血
は
水
よ
り
も

濃
し
。
口
さ
が
な
い
百
萬
人
が
ど
う
云
お
う
と
も
、
こ
の
秀
吉
は
秀
次
の
心
底
見
と

ど
け
た
。
そ
の
方
ら
も
こ
れ
を
鑑
に
世
の
浮
説
を
信
じ
て
は
な
ら
ぬ
ぞ
」（「
狂
人
遺

書
」）

　
　�

　「
彼
は
誓
紙
を
侍
臣
に
示
し
て
、
関
白
の
忠
義
の
ま
ご
ゝ
ろ
は
見
と
ゞ
け
た
。
こ
れ

を
見
よ
、
世
上
の
浮
説
は
笑
ふ
べ
き
か
な
。
血
は
水
よ
り
も
濃
し
。
ま
し
て
誠
意
誠

実
の
関
白
に
異
心
の
あ
ら
う
筈
は
な
い
。
口
さ
が
な
い
百
万
人
の
人
の
言
葉
は
ど
う

あ
ら
う
と
も
、
一
人
の
肉
身
の
心
の
中
は
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
よ
。
そ
な
た

ら
も
こ
れ
を
今
後
の
鑑
に
せ
よ
」（「
我
鬼
」）

　
17�

　『
東
京
人
　
８
月
号
』（
教
育
出
版
株
式
会
社
、
一
九
九
五
年
七
月
）
に
掲
載
さ
れ

た
「
遺
言
状
」
に
は
「
尚
、
養
子
は
貰
う
な
。
家
名
断
絶
せ
よ
。」
と
あ
る
。

　
18�

　（
11
）
に
同
じ

　
19�

　（
11
）
に
同
じ

　
20�

　
拙
論
「
坂
口
安
吾
「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」
論�

─
サ
テ
ィ
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
と
の

関
係
を
中
心
に
」（『
成
蹊
国
文
』
第
四
十
九
号
　
二
〇
一
六
年
三
月
）

　
21�

　（
20
）
に
同
じ

参
考
文
献

　
徳�

富
蘇
峰
『
近
世
日
本
国
民
史
　
朝
鮮
役
（
上
～
下
）』（
丙
～
己
篇
）
民
友
社
、
一
九

二
二
年

　
三
浦
理
編
『
太
閤
記
』
下
　
有
朋
堂
書
店
、
一
九
二
二
年
一
一
月

　
中�

村
孝
也
校
訂
『
帝
国
文
庫
（
第
十
四
巻
）
眞
書
太
閤
記
』
下
巻
　
博
文
館
、
一
九
三

〇
年
一
月

　
徳�

富
蘇
峰
『
近
世
日
本
国
民
史
　
豊
臣
秀
吉
（
一
～
四
）』
講
談
社
、
一
九
八
一
年
八
月

～
一
一
月
（
底
本
：
時
事
通
信
社
刊
行
本
、
一
九
六
〇
年
─
一
九
七
一
年
）

　
山�
路
愛
山
『
徳
川
家
康
（
下
）』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
四
月
（
底
本
：『
徳
川
家
康
』

独
立
評
論
社
、
一
九
一
五
年
）

　
山�

路
愛
山
『
豊
臣
秀
吉
（
上
）』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
二
月
（
底
本
：『
豊
太
閤
』

前
編
　
文
泉
堂
書
房
・
服
部
書
店
刊
、
一
九
〇
九
年
二
月
第
六
版
。
一
版
は
一
九
〇
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八
年
一
一
月
）

　
山�
路
愛
山
『
豊
臣
秀
吉
（
下
）』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
三
月
（
底
本
：『
豊
太
閤
』

後
編
　
文
泉
堂
書
房
・
服
部
書
店
刊
、
一
九
〇
九
年
四
月
）

坂
口
安
吾
作
品
の
引
用
は
全
て
『
決
定
版
　
坂
口
安
吾
全
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
年

五
月
～
二
〇
一
二
年
一
二
月
）
に
拠
っ
た
。

（
き
し
も
と
・
り
さ
　
大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学
）


