
『
破
戒
』

の
基
軸

l
丑
松
の
告
白
の
本
質

は
じ
め
に

「
破
戒
』
は
、
島
崎
藤
村
が
詩
人
か
ら
小
説
家
へ
と
転
換
す
る
な

か
で
、
『
緑
葉
集
」
に
収
録
さ
れ
た
主
な
短
編
小
動
を
経
て
、
人
間

平
等
、
自
己
肯
定
な
ど
の
近
代
思
想
を
知
っ
た
明
治
の
新
時
代
を
生

き
る
青
年
の
「
眼
醒
た
も
の
の
悲
し
み
」
を
核
心
と
し
、
精
力
を
傾

け
て
完
成
さ
せ
た
長
編
小
説
で
あ
る
。

こ
の
作
品
は
、
封
建
的
な
因
習
が
根
強
く
残
る
信
州
の
小
さ
な

町
・
飯
山
を
舞
台
に
部
落
民
出
身
で
あ
る
若
い
教
師
・
瀬
川
丑
松
の

苦
悩
と
精
神
的
な
解
放
の
獲
得
を
基
軸
に
し
な
が
ら
、
明
治
社
会
に

生
き
る
弱
者
の
苛
酷
な
現
実
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
、
封
建
的
な
身
分

差
別
に
苦
悩
す
る
丑
松
の
恐
怖
と
葛
藤
、
こ
れ
を
取
り
ま
く
社
会
底

辺
に
生
き
る
人
々
の
悲
哀
を
映
し
出
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
『
破
戒
』
は
、
部
落
問
題
を
題
材
に
し
、
丑
松
の
苦
悶

の
原
因
は
封
建
的
な
身
分
制
度
に
基
づ
く
差
別
社
会
に
問
題
が
あ
る

と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
社
会
小
説
で
あ
る
、
も
う
一
つ
は
、
秘
め
ら
れ

倉

持

リ
ツ
コ

た
作
者
自
身
の
自
我
内
面
の
苦
悩
を
仮
託
し
た
と
こ
ろ
に
主
眼
を
お

い
た
、
い
わ
ゆ
る
告
白
小
説
で
あ
る
と
多
角
的
な
視
点
か
ら
論
じ
ら

れ
て
き
た
が
、
本
論
は
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
丑
松
の
告
白
に
着

目
し
、
そ
の
内
包
す
る
問
題
と
本
質
に
迫
る
『
破
戒
』
論
を
展
開
し

て
い
く
こ
と
に
す
る
。

時
代
の
荒
波
に
翻
弄
さ
れ
る
部
落
民

明
治
四
年
(
一
八
七
二
三
月
、
明
治
政
府
に
よ
り
「
鎗
牛
馬
処

分
自
由
令
」
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
、
幕
府
の
公
認
の
も
と
に
、

部
落
民
は
下
級
警
察
役
務
、
幾
牛
馬
や
皮
革
関
係
な
ど
の
職
業
に
あ

た
る
こ
と
が
特
権
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
職
業
は
忌
避
・
賎
視
さ
れ

て
は
い
た
が
、
明
治
期
以
降
の
近
代
化
(
資
本
主
義
化
)
の
急
速
な

発
展
と
肉
食
の
普
及
に
伴
っ
て
、
牛
馬
の
商
品
価
値
が
注
目
さ
れ
、

経
済
利
益
を
得
る
た
め
に
病
牛
馬
が
売
買
さ
れ
る
非
法
な
取
引
ま
で

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
、
鋒
牛

馬
の
処
分
を
「
持
ち
主
の
随
意
」
に
さ
せ
た
ら
ど
う
か
と
い
う
農
民
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や
町
人
(
一
般
民
側
)
か
ら
の
「
伺
い
」
に
応
じ
て
、
明
治
政
府

は
「
牛
馬
は
も
ち
ろ
ん
、
獣
類
た
り
と
も
、
す
べ
て
持
ち
主
の
者
、

勝
手
に
処
置
」
す
る
と
い
う
「
処
分
自
由
令
」
を
発
布
し
た
の
で
あ

る
。
そ
の
結
果
、
何
の
生
活
保
障
も
行
わ
な
い
ま
ま
に
、
部
落
民

ゅ

の
既
得
権
援
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
明
治
五
年

(
一
八
七
二
)
に
つ
く
ら
れ
た
「
壬
申
戸
籍
」
に
よ
っ
て
、
租
税
・

兵
役
・
教
育
の
義
務
を
負
わ
せ
て
き
た
。

ま
た
、
同
年
八
月
二
八
日
、
政
府
は
太
政
官
布
告
を
も
っ
て
、

「
賎
称
廃
止
令
」
、
い
わ
ゆ
る
「
解
放
令
」
を
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

ー
職
多
非
人
等
ノ
称
被
レ
廃
候
条
、
自
今
身
分
職
業
共
平
民
同
等

タ
ル
ヘ
キ
事
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
法
的
・
制
度
的
に
部
落
差
別
は
な
く
な
る
こ
と

に
な
り
、
建
前
で
は
身
分
・
職
業
と
も
に
平
民
と
同
等
で
あ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
長
年
に
わ
た
る
悲
惨
な
歴
史
は
終
止
符
を
う
っ
た
か
の

よ
う
に
み
え
た
。
し
か
し
、
部
落
民
に
は
「
新
平
民
」
と
い
う
新
た

な
差
別
的
な
呼
称
が
付
け
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
事
実
、
前
述

し
た
「
壬
申
戸
籍
」
に
は
「
新
平
民
」
、
「
旧
エ
タ
」
な
ど
と
記
録
さ

れ
て
い
る
例
も
少
な
く
な
い
。
い
わ
ば
、
国
の
制
度
と
し
て
、
戸
籍

上
に
差
別
を
残
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
身
分
・
職
業
の

自
由
」
の
名
の
も
と
で
、
部
落
民
を
資
本
主
義
社
会
の
自
由
競
争
の

厳
し
い
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
た
せ
た
こ
と
に
な
り
、
結
果
的
に
部

落
民
の
困
窮
を
よ
り
深
刻
化
さ
せ
た
。

さ
ら
に
、
「
解
放
令
」
の
布
告
が
農
民
か
ら
強
い
反
援
を
引
き
起

こ
し
た
。
そ
の
直
接
な
導
因
は
、
台
頭
し
て
き
た
部
落
民
の
経
済
活

動
に
対
す
る
一
般
民
側
の
反
感
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
言
え
ば
、

「
解
放
令
」
に
よ
っ
て
、
平
民
と
し
て
生
き
よ
う
と
し
た
部
落
民
の

振
る
舞
い
が
一
般
民
か
ら
の
反
感
を
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
本
質

的
な
起
因
は
、
「
解
放
令
」
に
よ
っ
て
、
差
別
を
前
提
と
し
た
村
落

社
会
に
お
け
る
豪
農
に
よ
る
支
配
秩
序
の
解
体
に
対
す
る
一
般
民

側
(
と
く
に
農
村
の
有
力
者
)
の
危
機
感
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

も
と
も
と
、
「
解
放
反
対
一
挟
」
の
主
導
層
が
村
の
豪
農
層
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
豪
農
に
「
扇
動
」
さ
れ
て
、
一
般
農
民
が
加
わ
っ
た

こ
と
に
よ
っ
て
広
範
囲
に
広
が
っ
た
。
一
般
農
民
が
参
加
し
た
理
由

に
は
、
豪
農
と
の
聞
に
家
父
長
的
な
村
落
支
配
関
係
が
あ
っ
た
と
と

も
に
、
明
治
政
府
の
取
ら
れ
て
い
た
近
代
的
な
政
策
へ
の
不
安
及
び

生
活
の
困
窮
へ
の
不
満
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、
最
も

大
き
な
理
由
は
、
農
民
た
ち
が
、
「
解
放
令
」
に
よ
っ
て
、
自
分
た

ち
が
部
落
民
と
同
等
の
地
位
に
下
ろ
さ
れ
た
こ
と
を
憤
怒
し
た
か
ら

で
あ
る
。

「
解
放
令
」
の
年
か
ら
三
年
間
に
わ
た
り
、
い
ま
の
兵
庫
・
高

知
・
岡
山
・
福
岡
な
ど
の
各
地
で
「
解
放
令
反
対
」
を
か
か
げ
た
万

単
位
の
農
民
に
よ
る
一
撲
が
起
こ
っ
て
い
た
。
こ
の
一
撲
は
「
え
た

征
伐
」
、
「
え
た
狩
り
」
な
ど
と
叫
ば
れ
、
部
落
を
襲
い
、
人
家
を
焼

き
払
っ
た
う
え
に
、
無
抵
抗
の
人
び
と
ま
で
も
殺
傷
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

20 



こ
の
よ
う
に
、
明
治
と
い
う
新
し
い
時
代
に
入
っ
て
も
、
差
別
の

現
実
は
旧
態
依
然
で
あ
っ
た
。
「
解
放
令
」
に
よ
っ
て
、
部
落
民
の

身
分
を
表
す
呼
称
が
廃
止
さ
れ
、
長
い
間
に
固
定
さ
れ
て
き
た
「
身

分
制
度
」
に
依
拠
す
る
〈
境
界
〉
が
不
明
瞭
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で

被
差
別
部
落
民
の
存
在
に
よ
っ
て
、
保
た
れ
た
心
理
的
な
バ
ラ
ン
ス

が
崩
れ
た
一
般
民
の
部
落
民
に
対
す
る
反
援
が
高
ま
り
、
両
者
聞
の

対
立
を
激
化
し
た
結
果
、
差
別
を
よ
り
悪
化
さ
せ
た
と
言
え
る
。

蓮
太
郎
の
男
ら
し
き

前
述
し
て
き
た
よ
う
な
時
代
に
生
き
る
丑
松
の
父
は
、
息
子
を
理

不
尽
な
差
別
か
ら
守
る
た
め
に
、
丑
松
に
素
性
を
「
隠
せ
」
と
固
く

戒
め
た
の
も
部
落
民
に
と
っ
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
一

般
的
に
は
、
素
性
を
隠
す
こ
と
は
自
己
否
定
で
あ
り
、
自
我
確
立
へ

の
道
を
閉
ざ
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
父
の
戒
め
は
、
部
落
民

の
生
き
る
保
身
術
で
あ
る
。
ま
た
、
立
身
出
世
の
秘
訣
で
も
あ
っ
た

が
、
社
会
活
動
家
の
猪
子
蓮
太
郎
の
感
化
を
受
け
、
自
我
に
目
覚
め

た
丑
松
に
と
っ
て
は
、
自
分
を
束
縛
す
る
足
柳
で
も
あ
っ
た
。
丑
松

は
そ
の
両
者
の
狭
間
に
陥
る
苦
悩
か
ら
抜
け
出
せ
ず
に
い
た
の
で
あ

る。
父
と
対
照
的
な
影
響
を
丑
松
に
与
え
た
の
は
蓮
太
郎
で
あ
る
が
、

蓮
太
郎
は
、
応
援
し
て
い
た
市
村
弁
護
士
の
敵
対
勢
力
の
暴
行
に

よ
っ
て
非
業
の
死
を
遂
げ
る
。
そ
の
蓮
太
郎
か
ら
、
丑
松
は
勇
気
を

与
え
ら
れ
、
父
の
戒
め
を
破
り
、
自
分
の
素
性
を
社
会
に
告
白
し
、

新
天
地
へ
と
旅
立
っ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
告
白
を
果
た
し
た
丑
松
は
飯
山
に
は
留
ま
ら
な
い
。
そ

れ
は
な
ぜ
な
の
か
。
ま
た
、
丑
松
は
蓮
太
郎
か
ら
何
を
学
ん
だ
の

か
、
蓮
太
郎
の
生
き
様
に
見
せ
た
「
男
ら
し
き
」
と
は
何
な
の
か
、

丑
松
の
土
下
座
の
告
白
に
注
目
し
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
考
察
し
て

い
き
た
い
。

社
会
か
ら
放
逐
さ
れ
る
な
ら
、
死
を
選
ぶ
と
ま
で
考
え
た
丑
松

は
、
社
会
の
矛
盾
に
不
満
を
感
じ
て
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
正
そ
う

と
せ
ず
、
そ
の
不
満
を
ひ
た
す
ら
内
面
に
穆
積
さ
せ
て
い
く
の
で

あ
っ
た
。
千
曲
川
の
辺
を
佑
律
、
つ
丑
松
の
姿
か
ら
そ
れ
が
読
み
取
れ

る
。
そ
の
よ
う
な
丑
松
に
一
筋
の
光
を
帯
び
た
出
口
を
示
し
た
の
は

蓮
太
郎
の
壮
絶
な
死
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
丑
松
は
蓮
太
郎
の
死
か
ら
何
を
学
ん
だ
の
か
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、
テ
ク
ス
ト
で
確
認
す
る
。
(
傍
線
は
筆
者

が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
波
線
は
、
別
の
論
点
を
展
開
す
る
た
め
の

も
の
で
あ
る
。
)

【
本
文
①
}

涙
は
反
っ
て
枯
れ
萎
れ
た
丑
松
の
胸
を
湿
し
た
。
電
報
を
打
っ

て
帰
る
道
す
が
ら
、
丑
松
は
蓮
太
郎
の
精
神
を
思
い
や
っ
て
、

其
を
自
分
の
身
に
引
比
べ
て
見
た
。
剖
判
科
叫
矧
劃
州
出
割
削

男
ら
し
い
生
涯
で
あ
っ
た
。
新
平
民
ら
し
い
生
涯
で
あ
っ
た
。

有
の
ま
ま
に
素
性
を
公
言
し
て
歩
い
て
も
、
そ
れ
で
人
に
も

用
い
ら
れ
、
万
許
さ
れ
て
い
た
。
「
我
は
械
多
を
恥
と
せ
ず
」
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|
|
何
と
い
う
ま
あ
壮
ん
な
思
想
だ
ろ
う
。
其
に
比
べ
る
と
自

分
の
今
の
生
涯
は
『
|
ー
そ
の
時
に
成
っ
て
、
初
め
て
丑
松
も
気

が
つ
い
た
の
で
あ
る
。
自
分
は
、
そ
れ
を
隠
蔽
そ
う
隠
蔽
そ
う

と
し
て
、
持
っ
て
生
れ
た
自
然
の
性
質
を
錆
磨
し
て
い
た
の

だ
。
そ
の
為
に
一
時
も
自
分
を
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た

の
だ
。
思
え
ば
今
ま
で
の
生
涯
は
虚
偽
の
生
涯
で
あ
っ
た
。
自

分
で
自
分
を
欺
い
て
い
た
。
あ
あ
|
|
何
を
思
い
、
何
を
煩

う
。
「
制
凶
樹
劉
剖
引
斗
副
矧
引

U
U制
剣
叫
剖
出
判
刻
科
矧

川
寸
叫
剖
川
判
。
と
、
「
こ
う
蓮
太
郎
の
死
が
丑
松
に
教
え
た

の
で
あ
る
。
」
(
第
二
十
章
の
四
)

(
中
略
)

「
死
ん
だ
先
輩
に
手
を
引
か
れ
て
、
新
し
い
世
界
の
方
へ
連
れ

て
行
か
れ
る
よ
う
な
心
地
が
し
」
て
、
「
急
に
丑
松
は
新
し
い

勇
気
を
掴
ん
だ
。
ど
う
せ
最
早
今
ま
で
の
自
分
は
死
ん
だ
も
の

だ
。
恋
も
捨
て
た
、
名
も
捨
て
た
。
|
|
あ
あ
、
多
く
の
青
年

が
寝
食
を
忘
れ
る
程
に
あ
こ
が
れ
て
い
る
現
世
の
歓
楽
、
そ
れ

も
械
多
の
身
に
は
何
の
用
が
有
ろ
う
。
」
剥
明
同
日
日
制
調
州

そ
れ
だ
|
l
自
分
も
ま
た
そ
れ
で
沢
山
だ
。
」

(
中
略
)

「
い
よ
い
よ
明
日
は
、
学
校
へ
行
っ
て
告
白
け
よ
う
」
(
同
前
)

こ
の
よ
う
に
、
丑
松
は
、
蓮
太
郎
の
生
き
様
か
ら
「
男
ら
し
さ
」

を
感
じ
と
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
二
回
も
繰
り
返
さ
れ
た
〈
男
ら

し
さ
〉
と
は
、
差
別
さ
れ
て
も
い
い
ん
だ
、
差
別
さ
れ
よ
う
が
、
蔑

視
さ
れ
よ
う
が
、
そ
れ
は
差
別
す
る
側
の
勝
手
だ
。
悪
い
の
は
差
別

す
る
側
だ
か
ら
、
こ
ち
ら
は
堂
々
と
生
き
て
い
け
ば
い
い
の
だ
、
理

不
尽
な
現
実
を
引
き
受
け
て
や
る
と
い
う
気
概
を
持
つ
こ
と
が
蓮
太

郎
の
〈
男
ら
し
さ
〉
で
あ
り
、
こ
こ
で
言
う
〈
男
ら
し
さ
〉
の
内
実

だ
と
言
え
る
。
そ
の
裏
付
け
は
社
会
活
動
家
と
し
て
の
蓮
太
郎
の
も

っ
、
人
間
平
等
と
い
う
近
代
的
な
思
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
丑
松
が
自
分
の
苦
悩
の
原
因
は
、
「
隠
せ
」
と
い
う
自

己
否
定
に
あ
り
、
自
分
の
素
性
に
向
き
合
お
う
と
し
な
い
現
実
拒
否

に
あ
る
と
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。
現
実
に
対
し
て
、
不
満
で
は
あ
る

が
、
ど
う
も
が
い
て
も
部
落
民
の
血
筋
を
変
え
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、

そ
の
現
実
を
受
け
入
れ
る
ほ
か
は
な
い
と
倍
っ
た
。
尊
敬
す
る
先
輩

が
「
一
新
平
民
」
を
潔
く
受
け
入
れ
た
よ
う
に
、
「
自
分
も
そ
れ
で

沢
山
だ
」
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
社
会
的
な
劣
位
に
い

る
と
い
う
現
実
を
受
容
す
る
と
い
う
考
え
を
も
つ
よ
う
に
変
わ
っ
た

こ
と
を
意
味
す
る
。
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差
別
の
本
質
と
丑
松
の
錯
覚

丑
松
の
土
下
座
の
告
白
は
、
『
破
戒
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
言

え
る
。
ま
た
、
研
究
史
上
で
度
々
問
題
視
さ
れ
て
き
た
箇
所
で
も
あ

る
が
、
今
ま
で
の
研
究
で
は
、
丑
松
の
告
白
に
絡
む
問
題
の
解
き
明

か
し
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
。

素
性
を
隠
し
て
き
た
人
生
は
、
「
持
っ
て
生
れ
た
自
然
の
性
質
を

鋪
磨
し
て
い
た
」
「
虚
偽
の
生
涯
で
あ
っ
た
」
、
つ
ま
り
、
隠
蔽
は
虚



偽
で
あ
り
、
告
白
す
る
こ
と
は
真
実
だ
と
悟
っ
た
丑
松
で
は
あ
る

が
、
先
に
引
用
し
た
本
文
の
波
線
部
分
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
丑
松

は
、
自
分
も
蓮
太
郎
の
よ
う
に
「
素
性
」
を
明
か
せ
ば
、
「
そ
れ
で

人
に
も
用
い
ら
れ
、
万
許
さ
れ
」
る
、
と
い
う
錯
覚
を
抱
い
て
い

た
。
丑
松
の
こ
の
考
え
方
の
起
因
を
考
え
れ
ば
、
父
は
自
分
の
人
生

を
犠
牲
に
し
て
ま
で
、
丑
松
を
庇
護
し
た
こ
と
が
、
結
果
的
に
、
彼

を
部
落
民
か
ら
遠
ざ
け
た
こ
と
に
な
り
、
部
落
民
社
会
の
現
実
に
目

を
向
け
よ
う
と
せ
ず
、
同
族
と
一
一
線
を
画
す
る
意
識
を
丑
松
に
醸
成

さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
本
文
の
次
の
描
写
か
ら
確
認
で
き
る
。

【
本
文
②
】

斯
う
し
て
無
智
と
零
落
と
を
知
ら
ず
に
居
る
械
多
町
の
空
気
を

呼
吸
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
可
傷
し
い
と
も
、
恥
か
し
い
と

も
、
腹
立
た
し
い
と
も
、
名
の
つ
け
ゃ
う
の
無
い
思
を
さ
せ

る
。
「
吾
債
を
誰
だ
と
思
ふ
。
』
と
丑
松
は
心
に
憐
ん
で
、
一
時

も
早
く
是
処
を
通
過
ぎ
て
了
ひ
た
い
と
考
へ
た
。
(
第
八
章
の

四
)

一
方
、
校
長
た
ち
は
、
蓮
太
郎
が
素
性
を
明
か
し
た
か
ら
、
万
事

許
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
う
そ
ぶ
い
て
い
る
が
、
実
際
、
蓮
太
郎
に
は

差
別
視
さ
れ
る
「
新
平
民
」
と
い
う
「
印
」
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
そ
れ
は
、
文
平
と
丑
松
の
激
論
や
銀
之
助

の
発
言
の
端
々
か
ら
多
く
確
認
で
き
る
。
仮
に
、
丑
松
が
部
落
民
で

あ
る
こ
と
を
打
ち
明
け
た
と
し
て
も
、
果
た
し
て
校
長
達
は
丑
松
が

小
学
校
に
留
ま
る
こ
と
を
容
認
し
て
く
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
答
え
は

否
と
い
う
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
部
落
民
に
対
す

る
差
別
は
、
隠
し
た
か
隠
さ
れ
た
か
と
い
う
生
易
し
い
問
題
で
は
な

い
。
し
か
し
、
奇
し
く
も
、
丑
松
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
自
分

を
排
除
し
よ
う
と
す
る
校
長
た
ち
の
言
論
と
一
致
す
る
も
の
が
見
ら

れ
る
。第

二
十
一
章
に
は
、
丑
松
の
素
性
が
知
ら
れ
た
後
、
丑
松
を
排
除

す
る
機
会
を
狙
ら
う
校
長
と
郡
視
学
は
、
「
瀬
川
君
の
こ
と
も
い
よ

/
¥
物
に
成
り
さ
う
」
だ
、
チ
ャ
ン
ス
が
巡
っ
て
き
た
と
見
て
、
学

校
か
ら
丑
松
を
追
い
出
す
こ
と
に
乗
り
出
し
た
。
そ
の
た
め
、
地
元

の
有
力
者
と
結
託
し
て
話
し
合
う
場
面
が
書
か
れ
て
い
る
。
(
下
線

は
筆
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
0
)

【
本
文
③
】

ナ
ニ
、
そ
れ
も
、
猪
子
先
生
の
よ
う
に
飛
抜
け
て
了
え
ば
、
ま

た
人
が
許
し
も
す
る
ん
で
す
よ
」

と
白
髭
の
議
員
は
引
取
っ
て
、
「
そ
の
証
拠
に
は
、
宿
屋
で
も

平
気
で
泊
め
ま
す
し
、
寺
院
で
も
本
堂
を
貸
し
ま
す
し
、
演
説

を
為
る
と
い
え
ば
人
が
聴
き
に
も
出
掛
け
ま
す
。
制
州
制
剖
叫

凶
珂
闘
叫
闘
嗣
剖
刈
刺
叫
明
。
最
初
か
ら
も
う
名
乗
っ
て
か
か

る
と
い
う
遣
方
で
す
か
ら
、
そ
う
な
る
と
人
情
は
妙
な
も
の

で
、
む
し
ろ
気
の
毒
だ
と
い
う
心
地
に
成
る
。
と
こ
ろ
が
、
瀬

川
先
生
や
高
柳
君
の
細
君
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
隠
蔽
そ
う
隠
徹

そ
う
と
す
る
と
、
余
計
に
世
間
の
方
で
は
厳
し
く
言
出
し
て
来

る
ん
で
す
」
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「
大
き
に
」
と
郡
視
学
は
同
意
を
表
し
た
。
(
第
二
十
一
章
の
五
)

こ
の
話
し
合
い
の
結
果
は
丑
松
を
休
戦
に
追
い
込
ん
だ
。
も
と
よ

り
、
自
分
の
意
に
沿
わ
な
い
丑
松
が
校
長
に
と
っ
て
、
嫌
悪
す
る
存

在
で
あ
っ
た
。
部
落
民
で
あ
る
こ
と
を
格
好
の
材
料
に
丑
松
を
追
い

出
そ
う
と
す
る
彼
ら
の
魂
胆
は
明
ら
か
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
丑
松
が

部
落
民
だ
か
ら
教
員
の
座
を
追
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
校
長

た
ち
は
、
本
音
を
隠
し
て
休
職
さ
せ
た
理
由
を
丑
松
が
素
性
を
隠
し

た
か
ら
だ
と
し
、
自
分
た
ち
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
正
当
化
し
て
、
差
別

的
な
行
為
の
本
質
を
巧
妙
に
す
り
替
え
た
。

確
か
に
、
部
落
民
で
あ
る
こ
と
を
自
分
か
ら
名
乗
っ
て
く
れ
ば
、

差
別
す
る
側
に
は
好
都
合
で
あ
ろ
う
。
「
気
の
毒
だ
」
と
い
う
優
越

感
に
浸
っ
た
彼
ら
は
、
部
落
民
に
「
温
情
」
を
見
せ
る
こ
と
も
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
の
温
情
は
残
酷
な
差
別
の
現
実

に
何
の
意
味
が
あ
ろ
う
か
。
『
破
戒
』
の
第
一
章
に
措
か
れ
て
い
る

大
尽
・
大
日
向
の
放
逐
さ
れ
る
悲
劇
を
想
起
さ
れ
た
い
。
被
差
別
部

落
民
で
あ
る
こ
と
で
、
病
院
か
ら
も
下
宿
先
か
ら
も
、
罵
声
を
浴
び

せ
ら
れ
て
、
容
赦
な
く
追
い
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
温
情

の
欠
片
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
故
郷
を
追
わ
れ
、
職
場
を

転
々
と
し
た
末
山
、
暴
力
に
命
が
奪
わ
れ
た
蓮
太
郎
の
受
け
た
迫
害

も
悲
惨
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
忘
れ
な
け
れ
ば
、
校
長
ら
の
所

謂
、
隠
し
さ
え
し
な
け
れ
ば
万
事
許
さ
れ
る
云
々
は
単
な
る
虚
言
だ

と
分
か
る
は
ず
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
隠
さ
な
け
れ
ば
「
万
許
さ
れ
」
る
と
い

う
丑
松
の
考
え
方
は
、
蓮
太
郎
の
思
想
に
対
す
る
理
解
の
不
十
分
さ

と
差
別
の
本
質
の
認
識
の
未
熟
さ
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
そ
れ

は
丑
松
の
現
実
を
見
誤
っ
た
錯
覚
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
部
落
民
が
差
別
を
受
け
、
排
除
さ
れ

る
原
因
は
、
部
落
民
の
出
自
で
は
な
く
、
単
に
彼
ら
の
「
い
や
に
隠

し
た
」
か
ら
だ
と
い
う
言
い
訳
が
正
当
化
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
悪
い
の
は
差
別
す
る
側
で
は
な
く
、
差
別
さ
れ
る
側

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
明
ら
か
に
誤
っ
た
理
屈
で
あ
る
。

視
点
が
違
う
が
、
前
述
し
た
校
長
と
郡
視
学
ら
と
の
会
話
の
場
面

は
、
小
諸
義
塾
で
の
教
職
経
験
を
も
っ
藤
村
な
ら
で
は
の
観
察
力
に

よ
っ
て
、
校
長
ら
の
陰
険
な
性
質
を
赤
裸
々
に
暴
き
、
教
育
界
の
保

守
的
な
旧
世
代
の
人
物
像
を
巧
み
に
描
き
出
し
た
。
彼
ら
に
向
け
る

作
者
の
批
判
的
な
眼
差
し
は
鋭
い
も
の
で
あ
る
が
、
厳
然
た
る
身
分

制
度
に
由
来
す
る
差
別
の
本
質
か
ら
は
逸
脱
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

作
者
の
部
落
問
題
に
対
す
る
理
解
と
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、

当
時
の
一
般
的
な
見
識
の
限
界
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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四

社
会
的
威
力
に
屈
し
た
土
下
座

素
性
の
露
顕
を
恐
れ
、
敬
慕
す
る
先
輩
・
蓮
太
郎
へ
の
告
白
を

果
た
せ
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
悔
恨
、
周
囲
の
人
々
を
欺
臨
し
た
こ
と

に
対
す
る
良
心
の
町
責
、
ま
た
、
高
柳
を
代
表
す
る
社
会
の
威
力
に

対
す
る
恐
怖
、
こ
れ
ら
が
丑
松
に
幾
重
の
精
神
的
な
苦
痛
を
も
た
ら

し
た
。
こ
の
苦
境
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
し
た
丑
松
の
起
こ
し
た
行
動



は
、
生
徒
た
ち
の
前
で
自
分
の
素
性
を
告
白
し
、
隠
し
て
き
た
こ
と

を
土
下
座
し
て
詫
び
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
本
文
で
確
認
す
る
。

【
本
文
④
】

「
皆
さ
ん
が
御
家
へ
御
帰
り
に
成
り
ま
し
た
ら
、
何
卒
父
親
さ

ん
や
母
親
さ
ん
に
私
の
こ
と
を
話
し
て
下
さ
い
|
|
剤
剖
寸
劇

嗣
リ
寸
川
対
州
凶
到
引
淵
剖
剖
判
斗
叶
、
と
言
っ
て
、
皆
さ
ん

の
前
に
手
を
突
い
て
、
こ
う
し
て
告
白
け
た
こ
と
を
話
し
て
下

さ
い
|
l
到
U

1
刺
凶
樹
刻
司
吋
1
調
到
寸
引
1
村
刑
制
川
闘

で
す
」

到
倒
凶
剖
却
制
的
周
引
創
刊
出
刷
オ
社
州
1
ゴ
剥
ヨ
倒
閣
制

リ
寸
1
↓
剖

U
引
判
剖
川
斗
剖
司
川
剖
州
引
桐
剰
州
』
ぺ
阿
川

た
。
(
第
二
十
一
章
の
六
)

こ
の
土
下
座
に
つ
い
て
、
丑
松
を
「
卑
屈
な
男
」
と
見
る
批
判
的

な
論
調
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
北
原
泰
作
は
、
「
主
人
公
の
丑
松
は

自
分
の
素
性
を
告
白
す
る
と
き
『
我
は
穣
多
で
す
、
不
浄
な
人
間
で

す
』
と
言
い
、
板
敷
の
挨
の
中
に
額
を
埋
め
る
ほ
ど
脆
い
て
許
し
を

乞
う
卑
屈
な
男
で
あ
る
。
」
と
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
共
感
で
き
る
も
の
と
し
て
、
平
岡
敏
夫
の
次
の
指
摘
を
引
用

し
た
い
。

「
額
を
塵
撲
の
中
に
埋
め
る
の
と
、
た
だ
頭
を
垂
れ
て
両
手
を
堅

く
組
み
合
わ
せ
る
の
と
は
非
常
な
違
い
で
あ
る
。
(
中
略
)
丑
松
を

し
て
塵
挨
の
中
に
埋
め
さ
せ
た
も
の
、
か
れ
の
頭
を
お
さ
え
て
床
に

す
り
つ
け
た
も
の
は
何
か
。
そ
れ
こ
そ
『
部
落
民
』
と
い
う
社
会
的

偏
見
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
の
重
圧
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
告
白
は

困
難
か
つ
痛
切
な
も
の
と
な
り
、
逆
に
、
丑
松
が
頭
を
あ
げ
れ
ば
あ

げ
る
ほ
ど
告
白
も
軽
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、
偏
見
の
重
圧
が
軽
く
な

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
」
こ
の
よ
う
に
、
平
岡
氏
は
社
会
の
偏
見
と

@
 

告
白
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係
を
解
明
し
て
い
る
。

ま
た
、
土
方
鉄
は
、
明
治
時
代
に
は
「
穣
多
」
出
身
の
人
が
教
師

で
あ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
素
性
を
隠
し
て
、

教
師
に
な
る
こ
と
が
露
見
し
た
ら
、
リ
ン
チ
さ
れ
る
と
い
う
当
時
の

差
別
の
厳
し
さ
を
考
え
れ
ば
、
丑
松
の
土
下
座
は
当
然
の
こ
と
だ
と

中

い
う
指
摘
も
あ
る
。

さ
ら
に
、
高
野
辰
之
は
、
飯
山
地
方
の
械
多
を
忌
む
こ
と
の
甚
だ

し
さ
に
つ
い
て
、
部
落
民
と
は
「
決
し
て
同
席
も
し
な
い
し
、
号
一
早
業

も
交
へ
な
い
」
と
証
言
し
て
い
る
。

結
論
と
し
て
、
当
時
の
社
会
で
は
差
別
す
る
側
と
差
別
さ
れ
る
側

の
両
者
に
は
超
え
が
た
い
厳
然
と
し
た
溝
が
あ
っ
た
。
生
き
る
た
め

と
は
舌

と
は
社
会
通
念
か
ら
す
れ
ば
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
つ
た
。
ま
し

て
、
丑
松
の
よ
う
に
教
師
と
し
て
教
壇
に
上
が
る
こ
と
は
大
罪
と
看

倣
さ
れ
て
い
た
と
い
う
差
別
の
真
相
を
、
丑
松
の
卑
屈
な
ま
で
の
土

下
座
と
い
う
姿
を
通
し
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
。
ひ
と
言
で
言
え

ば
、
当
時
の
部
落
民
に
対
す
る
苛
酷
な
差
別
が
あ
っ
た
と
い
う
社
会

の
厳
し
い
現
実
が
明
確
に
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
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五

丑
松
の
告
白
の
本
質

「
蓮
華
寺
で
は
下
宿
を
兼
ね
た
。
」
と
い
う
名
文
で
始
ま
る
『
破

戒
』
の
冒
頭
部
分
に
描
か
れ
た
風
景
は
、
急
な
転
居
に
追
い
込
ま
れ

た
(
心
理
的
な
も
の
も
あ
っ
た
が
、
)
丑
松
の
心
情
を
表
す
も
の
だ

と
理
解
で
き
る
。
同
じ
部
落
民
出
身
の
大
尽
が
排
斥
さ
れ
る
惨
劇
を

目
の
当
た
り
に
し
て
、
部
落
民
に
向
け
る
世
間
の
人
々
の
差
別
の
激

し
さ
、
つ
ま
り
現
実
の
厳
し
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
て
、
「
危
な
い
と

も
恐
ろ
し
い
と
も
思
わ
ず
に
通
り
越
し
て
き
た
」
自
分
に
気
付
い
た

丑
松
は
、
隠
し
て
き
た
自
分
の
素
性
の
露
顕
を
恐
れ
出
し
た
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
丑
松
に
は
、
飯
山
は
「
|
|
|
す
べ
て
旧
め
か
し
い

町
の
光
景
が
香
の
畑
の
中
に
包
ま
れ
て
見
え
」
、
閉
塞
的
な
社
会
に

よ
る
圧
迫
感
と
恐
怖
感
が
、
丑
松
の
気
持
ち
を
陰
惨
さ
せ
た
の
で
あ

ろ、つ。し
か
し
、
そ
の
冒
頭
の
光
景
と
対
照
的
に
、
『
破
戒
』
の
終
章
に

近
づ
く
と
、
丑
松
の
目
に
映
る
光
景
が
一
変
し
た
。

【
本
文
⑤
】

刻
州
制
副
州
刺

U
引
剰
出
。
丑
松
は
机
を
離
れ
て
窓
の
方
へ

行
っ
た
。
障
子
を
開
け
て
眺
め
る
と
、
例
の
銀
杏
の
枯
々
な
梢

を
経
て
¥
雪
に
包
ま
れ
た
町
々
の
光
景
が
見
渡
さ
れ
る
。
板

葺
の
屋
根
、
軒
廟
、
す
べ
て
目
に
入
る
か
ぎ
り
の
も
の
は
白
く

埋
れ
て
了
っ
て
、
家
と
家
と
の
聞
か
ら
は
青
々
と
し
た
朝
餐
の

倒
例
制
刺
叫
到
到
寸
社
叶
札
制
樹
叫
劃
劉
捌
叫
1
4
1副
剖
引

け
た
。
名
残
惜
し
い
や
う
な
気
に
成
っ
て
、
冷
く
心
地
の
好
い

明

割

剣

剖

剛

捌

U
判
刊
寸
川
U
岡
引
り
剛
州
刈
寸
寸
刷
た

が
、
不
図
胸
に
浮
ん
だ
は
蓮
太
郎
の
『
憐
悔
録
』
、
開
巻
第
一

章
、
『
我
は
機
多
な
り
』
と
書
起
し
で
あ
っ
た
の
を
今
更
の
や

う
に
新
し
く
感
じ
て
、
丁
度
こ
の
町
の
人
々
に
告
白
す
る
や
う

に
、
其
文
句
を
窓
の
と
こ
ろ
で
繰
返
し
た
。
(
第
二
十
一
章
の
ニ

こ
の
よ
う
に
、
『
破
戒
」
の
冒
頭
に
描
か
れ
た
光
景
と
は
全
く
別

世
界
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
丑
松
の
目
に
は
明
る
い
、
穏
や
か

な
心
地
の
好
い
朝
の
風
景
と
し
て
映
っ
て
い
て
、
不
安
と
憂
い
な
ど

の
暗
さ
は
払
拭
さ
れ
た
。

そ
れ
以
外
に
、
告
白
を
決
心
し
た
丑
松
の
心
情
に
見
ら
れ
る
大
き

な
変
化
が
朝
の
食
事
の
場
面
に
も
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
本
文
で
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
本
文
⑥
}

丑
松
の
部
屋
へ
も
袈
裟
治
が
膳
を
運
ん
で
来
た
。
斯
う
し
て
寺

の
人
と
同
じ
ゃ
う
に
早
く
食
ふ
と
い
ふ
こ
と
は
、
近
頃
無
い
た

め
し
|
|
朝
は
必
ず
生
温
い
飯
に
、
煮
詰
っ
た
汁
と
極
っ
て
居

た
の
が
、
其
日
に
か
ぎ
つ
て
は
、
飯
も
焚
き
た
て
の
気
の
立
つ

や
つ
で
、
汁
は
又
、
煮
立
っ
た
ば
か
り
の
赤
味
噌
の
に
ほ
ひ
が

甘
さ
う
に
鼻
の
端
へ
来
る
の
で
あ
っ
た
。
小
皿
に
は
好
物
の
納

豆
も
附
い
た
。
其
時
丑
松
は
膳
に
向
ひ
乍
ら
、
兎
も
角
も
斯
う

リ
甘
到
剖
剖
刺
叫
べ
引
剰
剖
剤
団
組
制
別
刷
調
叫
剰
刺

υ剖
べ

剖
引
制
叶
ォ
割
閥
叫
川
樹
矧
叫
刊
叫
射
寸
刻
刻
叫
剣
矧
引
制
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ば
、
倒
劃
劃
ふ
に
も
制
知
ら
ず
一
保
が
零
れ
た
の
で
あ
る
。
(
第

二
十
一
章
の
一
)

も
し
父
が
斯
の
世
に
生
き
な
が
ら
へ
て
居
た
ら
、
ま
あ
気
で
も

狂
っ
た
か
の
や
う
に
自
分
の
思
想
の
変
っ
た
こ
と
を
憤
り
悲
む

で
あ
ら
う
か
、
と
想
像
し
て
見
た
。
倒
制
剰
刺
側
副
司
凶
引

出

1
4凶
引
州
制
剖
硯
別
調
刻
刻
剣
寸
劇
刻
。
(
同
前
)

作
品
に
は
朝
の
食
事
の
場
面
に
つ
い
て
何
回
か
措
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
ま
で
素
性
の
露
顕
を
恐
れ
、
悩
ん
で
い
た
丑
松
は
食
欲
が
湧
か

な
い
時
が
多
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
初
め
て
、
食
事
を
取
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
活
力
を
取
り
戻
し
、
一
歩
前
進
す
る
丑
松
が
描
か
れ
て
い

る
。
自
己
憐
倒
の
気
持
ち
と
現
実
の
自
分
を
受
け
入
れ
る
「
覚
期
」

(
覚
悟
)
が
入
り
交
じ
っ
て
、
丑
松
は
告
白
の
決
意
を
固
め
て
い
っ
た
。

作
品
の
結
末
は
、
丑
松
の
新
生
の
方
向
付
け
の
担
保
と
し
て
、
丑

松
が
大
日
向
の
計
画
し
た
移
民
事
業
の
有
望
な
一
員
と
し
て
迎
え
ら

れ
、
新
天
地
へ
向
か
う
と
い
う
明
る
い
結
末
を
も
っ
て
作
品
が
閉
じ

ら
れ
た
。
問
題
は
、
丑
松
の
告
白
は
現
実
と
結
び
つ
か
な
い
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
前
述
し
た
部
落
民
へ
の
厳
し
い
差
別
の
実
態
を
見

て
分
か
る
よ
う
に
、
飯
山
に
は
素
性
が
知
ら
れ
た
丑
松
の
居
場
所
が

な
く
な
っ
て
い
た
。
も
し
、
飯
山
に
残
れ
ば
、
丑
松
も
大
日
向
や
蓮

太
郎
の
よ
う
に
差
別
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
告
白
し
た
こ

と
の
影
響
は
丑
松
に
留
ま
る
は
ず
も
な
い
。
素
性
を
隠
し
て
生
き
て

き
た
叔
父
二
永
に
災
難
を
招
く
可
能
性
も
容
易
に
推
測
で
き
る
。
し

か
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
作
品
で
は
直
接
に
触
れ
て
い
な
い
。
告
白
に

よ
る
現
実
へ
の
影
響
が
遮
断
さ
れ
た
よ
う
に
、
丑
松
の
心
理
的
な
負

担
の
減
軽
の
み
に
注
目
し
た
告
白
の
効
果
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
言

わ
ば
、
現
実
は
ど
う
で
あ
ろ
う
が
、
丑
松
に
と
っ
て
、
精
神
的
な
解

放
の
獲
得
が
告
白
の
最
大
の
目
的
で
あ
り
、
生
き
抜
く
た
め
の
救
済

策
で
あ
る
。
ま
た
、
告
白
は
社
会
か
ら
追
放
さ
れ
、
つ
ま
り
、
社
会

的
死
を
意
味
す
る
。
こ
れ
が
丑
松
の
告
白
の
本
質
と
言
え
る
。

そ
れ
は
、
『
若
菜
集
』
に
見
ら
れ
る
告
白
に
よ
る
救
済
と
い
う
作

者
の
成
功
実
績
に
基
づ
い
て
、
藤
村
を
丑
松
の
告
白
の
効
果
、
つ
ま

り
告
白
に
よ
る
丑
松
の
再
生
を
確
信
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
多
く
の
論
者
は
丑
松
を
現
実
か
ら
の
逃

避
だ
と
否
定
的
な
見
か
た
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
作
者
藤

⑨
 

村
へ
の
批
判
ま
で
発
展
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
多
々
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
多
く
の
論
説
の
な
か
に
、
二
一
好
行
雄
は
、
「
た
め
ら

は
ず
し
て
言
ふ
」
藤
村
の
告
白
は
「
芸
術
的
創
造
の
営
為
に
置
換
さ

れ
る
こ
と
で
、
創
作
活
動
に
ふ
く
ま
れ
る
現
実
的
行
為
性
を
媒
介
と

し
て
、
現
実
へ
は
た
ら
き
か
け
る
通
路
を
所
有
で
き
た
。
作
家
は
書

く
と
い
う
行
為
で
状
況
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
丑
松

の
告
白
に
は
そ
の
可
能
性
が
な
い
。
告
白
に
よ
る
救
済
は
心
理
の
圏

内
に
き
び
し
く
限
定
さ
れ
、
現
実
へ
か
か
わ
る
い
か
な
る
通
路
も
も

た
な
い
。
」
と
告
白
の
丑
松
と
作
者
藤
村
に
対
す
る
意
義
を
峻
別
し

た
う
え
で
、
丑
松
の
告
白
に
は
「
現
実
に
お
け
る
生
の
再
建
の
可
能

品川

性
を
ふ
く
ま
れ
な
い
」
と
明
言
し
、
そ
の
効
果
を
否
定
し
て
い
る
。

し
か
し
、
前
述
し
た
引
用
本
文
の
⑤
と
⑥
を
一
読
す
れ
ば
、
告
白
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に
よ
っ
て
、
丑
松
の
精
神
的
な
負
担
が
軽
減
さ
れ
た
こ
と
が
明
白
で

あ
る
。
告
白
し
た
丑
松
の
能
動
的
な
行
動
が
具
体
的
に
描
か
れ
て
は

い
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
告
白
に
よ
っ
て
、
素
性
の
隠
蔽
と
い
う

足
柳
を
解
き
放
し
た
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
み
出
す
に
不

可
欠
な
こ
と
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
丑
松
は
、
蓮
太
郎
の
思
想
の
感
化
を
受
け
る
が
、
蓮
太
郎

の
よ
う
な
社
会
活
動
家
に
は
た
り
得
な
い
。
そ
れ
は
、
『
破
戒
』
に

は
差
別
社
会
の
改
革
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
を
持
た
な
い
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
言
わ
ば
、
藤
村
は
、
部
落
民
と
い
う
題
材
を
見
出
し
、
部
落

民
の
出
自
に
苦
悶
す
る
丑
松
に
仮
託
し
、
「
あ
あ
、
自
分
の
よ
う
な

も
の
で
も
、
ど
う
か
し
て
生
き
た
い
」
と
い
う
生
へ
の
強
い
希
求
を

表
現
し
た
と
理
解
で
き
る
。

確
か
に
、
丑
松
は
、
社
会
(
よ
の
な
か
)
の
矛
盾
に
不
満
を
感

じ
、
差
別
社
会
の
問
題
を
提
起
し
て
も
、
そ
れ
を
向
き
合
っ
て
、
解

決
し
よ
う
と
し
な
い
。
そ
れ
は
「
破
戒
』
の
限
界
と
言
わ
ざ
る
を
え

な
い
が
、
「
恋
も
捨
て
た
、
名
も
捨
て
た
。
多
く
の
青
年
が
寝
食
を

忘
れ
る
程
に
あ
こ
が
れ
て
い
る
現
世
の
歓
楽
、
そ
れ
も
機
多
の
身
に

は
何
の
用
が
有
ろ
う
。
」
と
い
う
丑
松
の
嘆
き
か
ら
、
抵
抗
の
無
意

味
さ
を
悟
っ
た
丑
松
の
絶
望
と
諦
観
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
卑
屈

な
土
下
座
を
し
て
ま
で
、
差
別
の
重
圧
に
耐
え
な
が
ら
生
き
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
落
民
青
年
の
姿
が
活
写
さ
れ
て
い
る
。
卑
屈

な
逃
避
に
せ
よ
、
単
な
る
精
神
的
な
解
放
に
せ
よ
、
当
時
の
社
会
で

は
、
部
落
民
に
と
っ
て
、
尊
厳
を
も
っ
て
人
間
ら
し
く
生
き
る
道
は

な
い
と
い
う
厳
し
い
現
実
を
反
映
し
た
こ
と
自
体
に
意
義
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。
時
代
の
制
限
を
考
慮
し
な
が
ら
も
、
被
差
別
部
落
の

実
態
と
真
相
を
描
き
だ
し
た
「
破
戒
』
が
果
た
し
た
問
題
提
起
の
意

義
が
大
き
い
と
評
価
で
き
る
。
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お
わ
り
に

最
後
に
、
藤
村
の
思
想
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
藤
村
は
ル

ソ
l
が
自
分
の
自
我
形
成
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
明
言
し
て

⑪
 

い
る
。
ル
ソ
l
の
「
告
白
」
(
コ
ン
フ
ェ
シ
オ
ン
)
を
読
ん
で
、
「
直

接
に
自
然
を
観
る
こ
と
を
教
へ
ら
れ
」
、
「
真
に
束
縛
を
離
れ
て
こ
の

「
生
』
を
観
ょ
う
と
す
る
そ
の
精
神
」
に
感
嘆
し
た
と
い
う
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
下
山
教
授
が
指
摘
さ
れ
た
通
り
、
「
こ
れ
は
、
即
ち

〈
あ
り
の
ま
ま
〉
の
肯
定
、
自
分
の
欠
点
や
恥
と
し
か
思
え
ぬ
要
素

ゃ
、
決
し
て
上
と
は
言
え
ぬ
社
会
的
位
置
付
け
」
な
ど
は
、
「
全
て

所
与
の
も
の
で
あ
っ
て
自
分
の
責
任
の
将
外
の
こ
と
だ
と
い
う
認
識

一一砂

を
獲
得
し
た
」
藤
村
の
体
験
で
あ
る
。

「
思
へ
ば
、
言
ふ
ぞ
よ
き
。
た
め
ら
は
ず
し
て
言
ぞ
よ
き
。
い

さ
、
か
な
る
活
動
に
励
ま
さ
れ
て
わ
れ
も
身
と
心
と
を
救
ひ
し

な
り
。
」

こ
れ
は
「
藤
村
詩
集
」
の
序
に
書
か
れ
て
い
る
一
節
で
あ
る
。
周

知
の
と
お
り
、
こ
こ
で
の
「
い
さ
〉
か
な
る
活
動
」
と
は
「
若
菜

集
」
の
発
表
を
指
し
て
い
る
。
藤
村
は
『
若
菜
集
』
の
刊
行
に
よ
っ

て
、
詩
人
の
地
位
を
確
立
し
、
成
功
へ
の
道
を
拓
い
た
。
つ
ま
り
、



ル
ソ

1
に
励
ま
さ
れ
て
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
己
を
受
け
入
れ
、
生
の

肯
定
と
い
う
信
念
が
確
立
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
藤

村
は
そ
の
成
功
体
験
を
原
点
に
、
「
言
ふ
ベ
し
、
言
ふ
べ
し
、
そ
れ

が
自
分
の
進
む
道
路
で
は
有
る
ま
い
か
。
斯
う
若
々
し
い
生
命
が
丑

松
を
励
ま
す
の
で
あ
っ
た
。
」
(
第
九
章
の
四
)
こ
の
よ
う
に
、
丑
松

の
告
白
を
構
想
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

藤
村
は
、
「
緑
葉
集
』
に
収
め
る
諸
篇
の
習
作
か
ら
ス
タ
ー
ト

し
、
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
「
破
戒
』
を
経
て
、
さ
ら
に
そ
の
後
の

自
伝
的
小
説
で
あ
る
『
春
』
や
「
家
」
な
ど
の
作
品
ま
で
、
自
己
に

内
在
す
る
真
実
、
す
な
わ
ち
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
の
姿
で
い
る
こ
と
に

執
着
し
て
き
た
軌
跡
が
見
ら
れ
る
。
丑
松
の
告
白
に
よ
る
精
神
的
な

解
放
の
獲
得
に
至
る
ま
で
、
藤
村
の
こ
の
思
想
が
投
影
さ
れ
て
い
る

と
思
わ
れ
、
こ
れ
こ
そ
が
丑
松
の
告
白
の
本
質
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る。①注

「
旧
主
人
」
は
、
発
売
禁
止
処
分
を
、
つ
け
た
た
め
、
『
緑
葉
集
』

に
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
。

『
部
落
問
題
論
』
和
田
鶴
蔵
著
学
術
図
書
出
版
社

NCE
・品

(
m
l
山
ベ

l
ジ
)

「
破
戒
』
第
一
章
の
四

「
『
破
戒
』
と
部
落
解
放
運
動
」
(
日
本
文
学
研
究
資
料
刊
行
会
『
日

本
文
学
研
究
資
料
叢
書
(
島
崎
藤
村
)
』
有
精
堂
、
出
戸
-
N

② ④③  

⑤ 

平
岡
敏
夫
「
『
破
戒
』
の
私
論
」
大
東
文
化
大
学
『
東
洋
研
究
」

第
二
三
号

5
3
・0
(

昭
和
四
十
五
年
)

飛
鳥
井
雅
道
と
土
方
鉄
と
の
対
談
「
日
本
近
代
文
学
に
お
け
る

被
差
別
部
落
・
『
破
戒
』
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
」
が
『
歴
史
公

論
』
昭
和
田
年
l
月
号
特
集
・
(
近
代
の
被
差
別
部
落
〕
雄
山

閤
出
版
。

「
『
破
戒
』
後
日
霞
」
(
『
趣
味
』
明
治
四
十
二
年
四
月
筆
名
・

唖
峯
生
)

「
破
戒
』
の
第
十
三
章
の
一
、
第
十
六
章
の
一
な
ど
を
参
照

野
間
宏
は
、
「
丑
松
は
自
分
の
教
え
る
生
徒
た
ち
の
前
に
土
下

座
し
て
自
分
の
出
身
を
告
白
し
、
そ
の
後
、
新
天
地
を
求
め
て

テ
キ
サ
ス
に
渡
る
と
い
う
の
だ
。
藤
村
が
部
落
民
の
問
題
を
人

間
の
問
題
と
し
て
、
充
分
考
え
つ
く
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

こ
と
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

「
『
破
戒
』
に
つ
い
て
」
(
『
破
戒
』
、
岩
波
文
庫
、
目
。
匂
-

H

解
説

「
『
破
戒
』
論
へ
の
試
み
」
(
「
島
崎
藤
村
論
」
昭
和
4
・
4
、
至

文
堂
刊
行
収
)

「
ル
ウ
ソ
オ
の
「
憐
悔
』
中
に
見
出
し
た
る
自
己
」
『
秀
才
文

壇』

S
o
u
-
ω
(
明
治
四
十
二
年
)
。
後
「
新
片
町
」
に
収
録
。

⑫
『
日
本
の
作
家
間
人
島
崎
藤
村
|
人
と
文
学
』
下
山
嬢
子

勉
誠
出
版
(
株
)
N
O
宏
-
H
0

・
5

⑥ ⑦ ⑨ ⑧  ⑩ ⑪ 
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