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会
』
の
世
界
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井
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「
明
治
十
九
年
十
一
月
三
日
の
夜
で
あ
つ
た
。
当
時
十
七
歳
だ
つ
た
1
家
の
令
嬢
明
子
は
、
頭
の
禿
げ
た
父
親
と
一
し
よ
に
、
今
夜
の
舞

踏
会
が
催
さ
る
べ
き
鹿
鳴
館
の
階
段
を
上
つ
て
行
つ
た
。
」
1
『
舞
踏
会
』
（
『
新
潮
』
大
9
・
1
）
の
冒
頭
部
で
あ
る
。
「
当
時
十
七
歳
だ
つ
た

1
家
の
令
嬢
明
子
」
と
語
る
語
り
手
は
、
作
品
の
⇔
に
お
け
る
「
大
正
七
年
の
秋
」
の
四
十
九
歳
の
明
子
（
H
老
夫
人
）
を
既
に
見
て
い
る

語
り
手
で
あ
る
。
「
大
正
七
年
の
秋
」
の
H
老
夫
人
を
視
野
に
収
め
て
、
そ
こ
か
ら
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
で
、
十
七
歳
の
明
子
を
語
り
出
し
た

の
が
作
品
の
日
で
あ
る
。

　
H
老
夫
人
の
生
は
、
感
動
か
ら
絶
対
的
に
隔
て
ら
れ
た
生
で
し
か
な
い
。
車
中
の
「
網
棚
の
上
」
の
「
菊
の
花
束
」
が
、
彼
女
の
そ
の
よ
う

な
生
を
象
徴
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
の
夜
以
後
、
明
子
が
歩
い
て
き
た
現
実
の
人
生
の
一
齢
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
大
正
七
年
の
秋
」
の
こ
の
よ
う
な
H
老
夫
人
を
見
据
え
た
目
で
見
れ
ば
、
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
の
夜
の
明
子
は
「
美
し
い
過
去
の
幻
」
で
し
か

あ
る
ま
い
。
舞
踏
会
の
夜
の
明
子
を
、
鹿
鳴
館
の
夜
空
に
弾
け
た
花
火
と
同
様
の
〈
幻
〉
と
見
る
視
座
が
、
語
り
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
招

来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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鹿
鳴
館
の
階
段
を
上
っ
て
行
く
明
子
の
姿
か
ら
語
り
起
こ
さ
れ
て
い
る
の
は
象
徴
的
で
あ
る
。
「
正
式
の
舞
踏
会
に
臨
む
の
は
、
今
夜
が
ま
だ

生
ま
れ
て
始
め
て
で
あ
つ
た
」
明
子
は
、
今
ま
さ
に
、
人
生
へ
の
階
段
を
上
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
明
い
瓦
斯
の
光
に
照
ら
さ
れ
た
、
幅
の
広
い
階
段
の
両
側
に
は
、
殆
人
工
に
近
い
大
輪
の
菊
の
花
が
、
三
重
の
離
を
造
つ
て
ゐ
た
。

　
明
子
が
上
っ
て
い
る
の
は
〈
虚
構
〉
の
階
段
で
あ
る
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
汽
車
の
車
両
の
中
で
、
「
網
棚
の
上
」
の
「
菊

の
花
束
」
を
前
に
し
た
「
大
正
七
年
の
秋
」
の
明
子
の
現
実
の
生
に
比
べ
れ
ば
、
人
生
へ
の
階
段
を
上
る
明
子
の
生
は
、
〈
虚
構
〉
の
生
と
し
か

言
い
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
明
子
が
馬
車
の
窓
か
ら
眺
め
た
「
東
京
の
町
の
乏
し
い
燈
火
」
こ
そ
、
明
子
の
現
実
で
あ
る
。
「
明
い
瓦
斯
の
光

に
照
ら
さ
れ
た
」
鹿
鳴
館
は
、
「
乏
し
い
燈
火
」
の
「
東
京
の
町
」
に
あ
っ
て
は
、
「
殆
人
工
に
近
い
大
輪
の
菊
の
花
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

本
物
ら
し
く
な
い
現
実
で
あ
る
。
〈
虚
構
〉
の
ま
ば
ゆ
さ
に
幻
惑
さ
れ
た
明
子
は
、
人
生
に
手
招
き
さ
れ
て
、
〈
虚
構
〉
の
階
段
で
あ
る
こ
と
を

自
覚
し
な
い
ま
ま
、
そ
の
階
段
を
上
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
さ
う
し
て
そ
の
菊
の
離
の
尽
き
る
あ
た
り
、
階
段
の
上
の
舞
踏
室
か
ら
は
、
も
う
陽
気
な
管
弦
楽
の
音
が
、
抑
へ
難
い
幸
福
の
吐
息
の

　
　
や
う
に
、
休
み
な
く
溢
れ
て
来
る
の
で
あ
つ
た
。

　
「
管
弦
楽
の
音
」
を
「
抑
へ
難
い
幸
福
の
吐
息
」
の
よ
う
に
感
受
し
た
の
は
、
明
子
の
は
ず
で
あ
る
。
語
り
手
は
、
明
子
の
感
覚
に
密
着
し
、

明
子
の
感
情
を
代
弁
す
る
か
の
よ
う
に
語
り
進
め
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
『
舞
踏
会
』
の
中
途
ま
で
は
、
総
じ
て
、
表
層
的
に
は
、
明
子
の
視
座
に

密
着
し
て
、
明
子
が
捉
え
た
舞
踏
会
を
語
り
出
し
て
い
く
よ
う
な
語
り
で
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
正
式
の
舞
踏
会
に
臨
む
の
は
、
今
夜

が
ま
だ
生
ま
れ
て
始
め
て
で
あ
つ
た
」
明
子
の
、
張
り
詰
め
た
、
上
気
す
る
よ
う
な
幸
福
感
に
密
着
し
た
視
座
か
ら
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鹿



鳴
館
の
舞
踏
会
を
洗
練
さ
れ
た
、
華
や
か
な
世
界
と
し
て
浮
上
さ
せ
て
い
く
か
の
よ
う
で
あ
る
。
明
子
の
姿
の
美
し
さ
に
驚
嘆
す
る
視
線
、
明

子
の
姿
の
美
し
さ
を
褒
め
立
て
る
声
に
包
ま
れ
て
、
明
子
の
幸
福
感
は
高
め
ら
れ
て
い
き
、
フ
ラ
ン
ス
の
海
軍
将
校
の
舞
踏
の
申
し
込
み
に
、
「
か

す
か
な
が
ら
血
の
色
が
、
頬
に
上
つ
て
来
る
の
を
意
識
し
た
」
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
語
り
手
は
、
明
子
の
幸
福
感
に
埋
没
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
明
子
に
一
体
化
し
切
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
　
初
々
し
い
薔
薇
色
の
舞
踏
服
、
品
好
く
頸
へ
か
け
た
水
色
の
リ
ボ
ン
、
そ
れ
か
ら
濃
い
髪
に
匂
つ
て
ゐ
る
た
つ
た
一
輪
の
薔
薇
の
花
－

　
　
実
際
そ
の
夜
の
明
子
の
姿
は
、
こ
の
長
い
辮
髪
を
垂
れ
た
支
那
の
大
官
の
眼
を
驚
か
す
べ
く
、
開
化
の
日
本
の
少
女
の
美
を
遺
憾
な
く
具

　
　
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。

　
西
洋
の
装
い
を
し
た
明
子
。
和
装
の
日
常
生
活
が
彼
女
の
現
実
で
あ
る
以
上
、
舞
踏
会
の
夜
の
こ
の
洋
装
の
姿
は
、
〈
仮
構
〉
の
生
と
言
わ
ね

ば
な
る
ま
い
。
「
開
化
の
日
本
の
少
女
」
は
、
「
長
い
辮
髪
を
垂
れ
た
支
那
の
大
官
」
と
対
比
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
。
「
長
い
辮
髪
を
垂
れ
た
」
（
そ

の
国
の
伝
統
、
固
有
性
を
墨
守
し
て
い
る
）
「
支
那
の
大
官
」
と
対
比
的
な
、
「
開
化
の
」
（
伝
統
、
固
有
性
か
ら
乖
離
し
て
、
西
洋
模
倣
に
走
っ

た
）
「
日
本
の
少
女
」
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
語
り
手
は
、
明
子
を
西
洋
の
猿
真
似
を
し
て
い
る
日
本
の
少
女
、
と
見
て
い
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
舞
踏
会
』
の
語
り
手
は
、
作
品
の
⇔
で
は
、
こ
の
よ
う
な
文
明
批
評
の
視
座
を
前
景
化
さ
せ
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
日

の
中
途
ま
で
、
語
り
手
は
、
明
子
に
同
化
す
る
擬
態
を
採
っ
て
、
文
明
批
評
を
潜
在
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
何
故
に
、
明
子
は
、
「
今
夜
の
明
子
の
姿
」
、
「
明
子
の
後
姿
」
と
い
う
具
合
に
、
そ
の
〈
姿
〉
に
力
点
が
お
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
明
子
の
美
し
さ
が
、
西
洋
を
装
っ
た
そ
の
若
々
し
い
身
体
的
な
美
し
さ
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
た
め
、
と
い
う
理
由
が
ま
ず
考

え
ら
れ
る
。
明
子
は
、
「
正
式
の
舞
踏
会
に
臨
む
の
は
、
今
夜
が
ま
だ
生
ま
れ
て
始
め
て
で
あ
つ
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
交
ず
れ
の
し
た
女

性
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
権
高
な
伯
爵
夫
人
の
顔
立
ち
に
、
一
点
下
品
な
気
が
あ
る
の
を
感
づ
く
だ
け
の
余
裕
」
の
持
ち
主
で
あ

り
、
ま
た
、
次
の
よ
う
な
負
性
の
女
性
性
の
体
現
者
で
も
あ
る
の
だ
。

五
九



六
〇

　
　
　
が
、
或
刹
那
に
は
女
ら
し
い
疑
ひ
も
閃
か
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。
そ
こ
で
黒
い
天
鷲
絨
の
胸
に
赤
い
椿
の
花
を
つ
け
た
、
独
逸
人

　
　
ら
し
い
若
い
女
が
二
人
の
傍
を
通
つ
た
時
、
彼
女
（
明
子
・
筆
者
注
）
は
そ
の
疑
ひ
を
灰
め
か
せ
る
為
に
、
か
う
云
ふ
感
歎
の
言
葉
を
発

　
　
明
し
た
。

　
　
　
　
「
西
洋
の
女
の
方
は
ほ
ん
た
う
に
御
美
し
う
ご
ざ
い
ま
す
こ
と
。
」

　
　
　
海
軍
将
校
は
こ
の
言
葉
を
聞
く
と
、
思
ひ
の
外
真
面
目
に
首
を
振
つ
た
。

　
　
　
　
「
日
本
の
女
の
方
も
美
し
い
で
す
。
殊
に
あ
な
た
な
ぞ
は
　
　
」

　
　
　
　
「
そ
ん
な
事
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
わ
。
」

　
明
子
に
、
知
性
の
輝
き
、
精
神
的
な
美
し
さ
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
太
宰
治
の
『
お
伽
草
紙
』
（
筑
摩
書
房
、
昭
2
0
・
1
0
）
の
「
カ
チ
カ
チ

山
」
の
言
い
回
し
を
借
り
れ
ば
、
明
子
は
、
「
皮
膚
感
覚
が
倫
理
を
覆
つ
て
ゐ
る
状
態
」
で
あ
る
。
人
々
に
、
〈
姿
〉
の
美
し
さ
を
褒
め
立
て
ら

れ
て
、
自
己
中
心
的
に
、
酔
い
痴
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
〈
姿
〉
に
力
点
を
お
い
て
明
子
を
語
っ
て
い
る
の
は
、
彼
女
が
本
質
的
に
は
、
見
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
も
あ
る
。
臼
の

中
途
ま
で
、
明
子
に
密
着
し
た
語
り
が
主
で
あ
る
た
め
に
、
明
子
の
眼
が
捉
え
た
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
が
語
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
な
が

ら
、
深
層
的
に
は
、
明
子
は
見
ら
れ
る
立
場
に
置
か
れ
た
人
物
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
彼
等
は
彼
女
（
明
子
．
筆
者
注
）
を
迎
へ
る
と
、
小
鳥
の
や
う
に
さ
ざ
め
き
立
つ
て
、
口
々
に
今
夜
の
彼
女
の
姿
が
美
し
い
事
を
褒
め

　
　
立
て
た
り
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
し
る
し

　
明
子
の
〈
姿
〉
を
徴
づ
け
る
こ
と
で
、
彼
女
が
そ
の
〈
姿
〉
を
外
か
ら
見
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
明
子
は
、
『
舞

踏
会
』
の
世
界
に
、
主
体
と
し
て
存
在
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
客
体
化
さ
れ
た
存
在
と
し
て
登
場
さ
せ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。



　
明
子
を
見
る
た
め
の
特
待
席
を
与
え
ら
れ
る
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
海
軍
将
校
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
海
軍
将
校
は
、
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
に
集
っ

た
人
々
の
な
か
の
違
和
と
し
て
、
そ
の
特
異
性
が
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
舞
踏
会
に
お
け
る
外
国
人
を
、
語
り
に
お
い
て
、
「
支
那
の
大
官
」
、

「
独
逸
管
弦
楽
」
、
「
独
逸
人
ら
し
い
若
い
女
」
に
特
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
フ
ラ
ン
ス
〉
の
海
軍
将
校
を
違
和
と
し
て
浮
上
さ
せ
て
い
る
の

で
あ
る
。
明
子
の
傍
ら
に
、
「
何
処
か
ら
か
静
に
歩
み
寄
つ
」
て
来
た
海
軍
将
校
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
、
彼
女
の
幸
福
感
が
増
幅
さ
れ
て
ゆ
く
の

で
あ
る
。

　
　
　
だ
か
ら
彼
女
の
華
奢
な
薔
薇
色
の
踊
り
靴
は
、
物
珍
し
さ
う
な
相
手
（
海
軍
将
校
・
筆
者
注
）
の
視
線
が
折
々
足
も
と
へ
落
ち
る
度
に
、

　
　
一
層
身
軽
く
滑
な
床
の
上
を
、
仁
つ
て
行
く
の
で
あ
つ
た
。

　
　
　
仏
蘭
西
の
海
軍
将
校
は
、
明
子
と
食
卓
の
一
つ
へ
行
つ
て
、
一
し
よ
に
ア
イ
ス
ク
リ
イ
ム
の
匙
を
取
つ
た
。
彼
女
は
そ
の
間
も
相
手
の

　
　
眼
が
、
折
々
彼
女
の
手
や
髪
や
水
色
の
リ
ボ
ン
を
掛
け
た
頸
へ
注
が
れ
て
ゐ
る
の
に
気
が
つ
い
た
。
そ
れ
は
勿
論
彼
女
に
と
つ
て
、
不
快

　
　
な
事
で
も
何
で
も
な
か
つ
た
。
が
、
或
刹
那
に
は
女
ら
し
い
疑
ひ
も
閃
か
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。
（
中
略
）
彼
女
は
そ
の
疑
ひ
を
灰
め

　
　
か
せ
る
為
に
、
か
う
云
ふ
感
歎
の
言
葉
を
発
明
し
た
。

　
海
軍
将
校
の
視
線
の
操
り
人
形
で
あ
る
か
の
よ
う
な
明
子
。
明
子
は
、
海
軍
将
校
の
視
線
に
踊
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
明
子
と
一
体
化

し
、
彼
女
の
心
情
を
代
弁
し
て
い
る
よ
う
に
見
せ
る
語
り
手
の
擬
態
に
よ
っ
て
、
明
子
が
視
点
人
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
て
い
た
わ
け
で

あ
る
が
、
そ
の
実
、
明
子
こ
そ
が
見
ら
れ
る
人
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

＊

六
一



六
二

　
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
の
夜
の
明
子
は
、
人
生
の
扉
を
開
き
、
人
生
の
入
り
口
に
立
っ
て
、
人
生
の
〈
幻
〉
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
生
を
夢

み
て
い
る
の
だ
、
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
作
品
の
⇔
に
お
い
て
、
明
子
が
こ
の
後
歩
ん
で
き
た
現
実
の
人
生
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
が
、
そ
れ
が
現
実
の
生
で
あ
る
以
上
、
舞
踏
会
の
夜
の
明
子
の
生
は
〈
虚
構
〉
の
生
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
海
軍
将
校
の
視
線
に
よ
っ
て
、
明
子
の
幸
福
感
が
高
め
ら
れ
て
い
き
、
そ
の
幸
福
感
が
頂
点
に
達
し
た
時
、
語
り
手
は
、
急
速
に
彼
女
か
ら

遠
ざ
か
る
の
で
あ
る
。
無
論
、
作
中
人
物
・
明
子
の
幸
福
感
、
自
己
陶
酔
が
醒
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
語
り
手
が
、
明
子
に
密
着
し
て
、
彼
女

の
幸
福
感
を
語
る
こ
と
を
止
め
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
私
も
巴
里
の
舞
踏
会
へ
参
つ
て
見
た
う
ご
ざ
い
ま
す
わ
。
」

　
　
　
「
い
え
、
巴
里
の
舞
踏
会
も
全
く
こ
れ
と
同
じ
事
で
す
。
」

　
　
　
海
軍
将
校
は
か
う
云
ひ
な
が
ら
、
二
人
の
食
卓
を
続
つ
て
ゐ
る
人
波
と
菊
の
花
と
を
見
廻
し
た
が
忽
ち
皮
肉
な
微
笑
の
波
が
瞳
の
底
に

　
　
動
い
た
と
思
ふ
と
、
ア
イ
ス
ク
リ
イ
ム
の
匙
を
止
め
て
、

　
　
　
「
巴
里
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
舞
踏
会
は
何
処
で
も
同
じ
事
で
す
。
」
と
半
ば
独
り
語
の
や
う
に
つ
け
加
へ
た
。

　
人
生
の
入
り
口
に
立
っ
て
、
〈
幻
〉
の
人
生
を
見
て
い
る
明
子
。
〈
虚
構
〉
の
生
に
酔
い
痴
れ
て
い
る
明
子
。
「
不
可
解
な
、
下
等
な
、
退
屈
な

人
生
」
（
『
蜜
柑
』
、
『
新
潮
』
大
8
・
5
）
、
現
実
の
人
生
を
既
に
生
き
た
海
軍
将
校
。
対
比
は
鮮
や
か
で
あ
る
。
海
軍
将
校
の
言
葉
は
、
明
子
を

酔
わ
せ
る
舞
踏
会
を
相
対
化
す
る
の
で
あ
る
。
無
論
、
海
軍
将
校
の
言
葉
の
意
味
は
、
作
中
人
物
の
明
子
に
は
届
か
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い

て
、
海
軍
将
校
の
言
葉
は
、
読
者
向
け
の
言
葉
で
あ
る
。
明
子
を
酔
わ
せ
る
舞
踏
会
を
空
し
い
ば
か
騒
ぎ
だ
、
と
海
軍
将
校
は
言
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
明
子
が
夢
を
見
て
い
る
こ
と
を
暴
露
し
た
海
軍
将
校
の
言
葉
以
後
、
語
り
手
は
、
海
軍
将
校
の
内
面
を
代
弁
し
た
語
り
口
を
顕
わ
に
し
、
海

軍
将
校
と
完
全
に
同
化
す
る
の
で
あ
る
。



　
　
　
欄
干
一
つ
隔
て
た
露
台
の
向
う
に
は
、
広
い
庭
園
を
埋
め
た
針
葉
樹
が
、
ひ
つ
そ
り
と
枝
を
交
し
合
つ
て
、
そ
の
梢
に
点
々
と
鬼
灯
提

　
　
燈
の
火
を
透
か
し
て
ゐ
た
。
し
か
も
冷
か
な
空
気
の
底
に
は
、
下
の
庭
園
か
ら
上
つ
て
来
る
苔
の
勾
や
落
葉
の
句
が
、
か
す
か
に
寂
し
い

　
　
秋
の
呼
吸
を
漂
は
せ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
つ
た
。
が
、
す
ぐ
後
の
舞
踏
室
で
は
、
や
は
り
レ
エ
ス
や
花
の
波
が
、
十
六
菊
を
染
め
抜
い
た
紫

　
　
縮
緬
の
幕
の
下
に
、
休
み
な
い
動
揺
を
続
け
て
ゐ
た
。
さ
う
し
て
又
調
子
の
高
い
管
弦
楽
の
つ
む
じ
風
が
、
不
相
変
そ
の
人
間
の
海
の
上

　
　
へ
、
用
捨
も
な
く
鞭
を
加
へ
て
ゐ
た
。

　
語
り
手
は
、
「
巴
里
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
舞
踏
会
は
何
処
で
も
同
じ
事
で
す
。
」
と
い
う
海
軍
将
校
の
言
葉
を
翻
訳
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
自
然
の
件
ま
い
、
舞
踏
室
の
有
り
様
と
対
極
的
な
世
界
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
舞
踏
会
の
〈
虚
構
〉
性
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
「
管
弦
楽
の
音
」
を
「
抑
へ
難
い
幸
福
の
吐
息
」
の
よ
う
に
感
受
し
た
明
子
と
、
そ
れ
を
、
「
人
間
の
海
」
の
上
に
、
「
用
捨
も
な
く

鞭
を
加
へ
」
る
音
と
捉
え
る
語
り
手
と
の
落
差
は
大
き
い
。
明
子
を
酔
わ
せ
る
舞
踏
会
を
、
「
管
弦
楽
の
つ
む
じ
風
」
に
踊
ら
さ
れ
る
空
し
い
集

団
乱
舞
と
見
る
語
り
手
は
、
「
巴
里
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
舞
踏
会
は
何
処
で
も
同
じ
事
で
す
。
」
と
言
う
海
軍
将
校
と
一
体
化
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
　
　
彼
等
は
彼
女
（
明
子
・
筆
者
注
）
を
迎
へ
る
と
、
小
鳥
の
や
う
に
さ
ざ
め
き
立
つ
て
、
口
々
に
今
夜
の
彼
女
の
姿
が
美
し
い
事
を
褒
め

　
　
立
て
た
り
し
た
。

　
　
　
ま
し
て
暗
い
針
葉
樹
の
空
に
美
し
い
花
火
が
揚
る
時
に
は
、
殆
人
ど
よ
め
き
に
も
近
い
音
が
、
一
同
の
口
か
ら
洩
れ
た
事
も
あ
つ
た
。

　
こ
の
二
文
の
類
似
性
は
、
明
子
と
花
火
と
の
重
な
り
を
示
唆
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
人
々
に
見
ら
れ
、
そ
の
〈
姿
〉
の
美
し
さ
を
褒
め
そ
や

さ
れ
た
明
子
。
舞
踏
室
に
咲
い
た
花
で
あ
る
明
子
。
夜
空
に
花
開
い
た
、
〈
人
工
〉
の
花
で
あ
る
花
火
。
花
火
は
明
子
の
象
徴
と
し
て
夜
空
に
輝

　
　
　
　
　
　
ハ
な
　

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
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六
四

　
　
　
其
処
に
は
丁
度
赤
と
青
と
の
花
火
が
、
蜘
蛛
手
に
闇
を
弾
き
な
が
ら
、
将
に
消
え
よ
う
と
す
る
所
で
あ
つ
た
。
明
子
に
は
何
故
か
そ
の

　
　
花
火
が
、
殆
悲
し
い
気
を
起
さ
せ
る
程
そ
れ
程
美
し
く
思
は
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
イ

　
　
　
「
私
は
花
火
の
事
を
考
へ
て
ゐ
た
の
で
す
。
我
々
の
生
の
や
う
な
花
火
の
事
を
。
」

　
　
　
暫
く
し
て
仏
蘭
西
の
海
軍
将
校
は
、
優
し
く
明
子
の
顔
を
見
下
し
な
が
ら
、
教
へ
る
や
う
な
調
子
で
か
う
云
つ
た
。

　
明
子
は
客
体
化
さ
れ
た
自
己
を
見
て
い
る
の
だ
、
と
言
え
よ
う
。
「
何
故
か
～
思
は
れ
た
」
、
明
子
は
認
識
と
は
無
縁
の
と
こ
ろ
で
、
ひ
と
と

き
の
後
に
消
え
去
る
己
の
美
の
輝
き
に
陶
酔
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
夜
空
に
一
時
間
も
輝
き
続
け
て
い
る
花
火
、
そ
ん
な
花
火
は
美
し
い
わ
け

が
な
い
。
一
瞬
間
の
輝
き
だ
か
ら
こ
そ
、
切
な
い
ほ
ど
美
し
い
の
で
あ
る
。
一
瞬
間
の
後
に
消
え
去
る
〈
幻
〉
だ
か
ら
こ
そ
美
し
い
花
火
。
「
十

七
歳
」
の
明
子
は
、
ほ
ん
の
ひ
と
と
き
の
娘
盛
り
の
美
を
輝
か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
短
い
生
命
を
命
の
か
ぎ
り
咲
き
誇
る
美
し
い
花
の
よ
う

に
。
海
軍
将
校
は
鋭
敏
な
の
だ
、
「
我
々
の
生
」
の
輝
き
が
一
瞬
間
の
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
。
明
子
の
美
し
い
輝
き
が
一
瞬
間
の
後

に
無
化
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
敏
感
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
明
子
の
輝
き
を
切
な
い
ほ
ど
美
し
い
、
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
美
に
陶
酔
す
る

者
（
明
子
）
と
美
を
理
性
的
に
把
握
す
る
者
（
海
軍
将
校
）
と
の
落
差
は
大
き
い
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
海
軍
将
校
の
言
葉
の
意
味
は
、

明
子
に
届
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
作
品
の
日
で
は
、
人
生
の
扉
を
開
い
て
、
人
生
の
〈
幻
〉
を
見
て
い
る
明
子
と
、
現
実
の
人
生
を
既
に
生
き
て
、
人
生
の
〈
真
実
〉
を
見
て

し
ま
っ
た
海
軍
将
校
と
の
対
比
に
よ
っ
て
、
〈
生
〉
の
認
識
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
舞
踏
会
に
酔
い
痴
れ
る
明
子
と
舞
踏
会
の
空
し
さ
を
見

抜
く
海
軍
将
校
、
〈
幻
〉
の
美
に
わ
け
も
分
か
ら
ず
陶
酔
す
る
明
子
と
〈
幻
〉
で
あ
る
が
ゆ
え
に
美
し
い
と
把
握
す
る
海
軍
将
校
と
の
対
比
に
よ

る
〈
生
〉
の
認
識
で
あ
る
。

＊



　
『
舞
踏
会
』
の
典
拠
で
あ
る
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
チ
の
「
江
戸
の
舞
踏
会
」
に
目
を
転
じ
て
み
よ
う
。

　
ロ
チ
の
視
座
は
、
そ
の
国
の
固
有
性
と
い
う
こ
と
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ロ
チ
が
長
崎
滞
在
中
に
見
聞
し
、
了
解
し
た
日
本
こ
そ
、

固
有
性
を
失
っ
て
い
な
い
伝
統
的
な
日
本
で
あ
る
。
非
西
洋
性
こ
そ
が
日
本
の
固
有
性
の
要
で
あ
る
。
「
煉
瓦
造
り
の
高
楼
」
と
「
瓦
斯
燈
」
が

並
ぶ
新
橋
駅
周
囲
や
鹿
鳴
館
は
、
ロ
チ
の
日
本
で
は
な
い
の
で
あ
る
（
引
用
は
、
村
上
菊
一
郎
・
吉
永
清
訳
『
秋
の
日
本
』
青
磁
社
、
昭
1
7
・

4
に
よ
る
）
。

　
　
　
私
た
ち
の
周
囲
の
眺
め
は
、
も
う
停
車
場
の
広
場
と
は
似
て
ゐ
な
い
。
暗
い
夜
の
中
を
、
こ
れ
ら
の
街
路
や
道
筋
の
両
側
に
、
今
す
ば

　
　
や
く
去
来
す
る
も
の
こ
そ
、
ま
さ
に
真
の
日
本
で
あ
る
。
小
さ
な
紙
の
家
々
、
う
す
暗
い
堂
宇
、
奇
妙
な
屋
台
店
、
闇
の
中
に
ぽ
つ
ん
ぽ

　
　
つ
ん
と
色
の
つ
い
た
小
さ
な
灯
を
投
げ
て
ゐ
る
変
な
提
灯
。

　
ロ
チ
は
、
日
本
固
有
の
こ
の
東
京
の
侍
ま
い
を
、
文
明
の
後
進
性
と
見
倣
し
て
、
見
下
ろ
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
真
の
日
本
」
の
な
か

に
移
入
さ
れ
て
い
る
西
洋
を
違
和
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
真
の
日
本
」
の
固
有
性
を
か
な
ぐ
り
捨
て
て
、
西
洋
の
猿
真
似
を
し
て
い
る
日
本

を
噛
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
猿
真
似
し
た
西
洋
は
、
ロ
チ
の
眼
に
は
、
「
ア
メ
リ
カ
風
の
醜
悪
さ
」
、
「
フ
ラ
ン
ス
の
ど
こ
か
の
温
泉
町
の
娯
楽
場
」

と
し
か
映
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
に
集
っ
て
い
る
日
本
人
を
見
る
眼
も
同
じ
で
あ
る
。
日
本
女
性
そ
の
も
の
は
、
「
こ
の
婦
人
た
ち
こ
そ
、
我
々
の
よ
り
は
る

か
に
古
い
、
極
め
て
洗
練
さ
れ
た
文
明
に
属
し
て
ゐ
る
人
種
」
と
看
倣
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
王
妃
殿
下
方
」
の
伝
統
を
墨
守
し
て
い
る
姿
は
、

「
此
の
上
も
な
く
高
雅
」
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
和
服
姿
の
日
本
女
性
を
「
ほ
ん
た
う
の
ム
ス
メ
」
と
し
、
「
ま
つ
た
く
可
愛
ら
し

い
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ロ
チ
の
こ
の
よ
う
な
物
差
し
を
当
て
れ
ば
、
西
洋
を
装
っ
て
い
る
男
女
が
滑
稽
な
存
在
に
見
え
る
こ
と
は
当

然
で
あ
ろ
う
。
体
形
に
合
わ
な
い
燕
尾
服
を
着
て
い
る
男
性
、
体
形
を
無
視
し
た
舞
踏
服
を
着
て
い
る
女
性
。
「
音
楽
と
音
律
と
の
根
本
的
な
相

六
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違
」
を
無
視
し
た
西
洋
の
舞
踏
、
洋
食
の
並
ん
だ
食
卓
。
ロ
チ
は
、
日
本
の
固
有
性
を
か
な
ぐ
り
捨
て
て
、
西
洋
を
猿
真
似
し
た
舞
踏
会
を
、
「
公

の
ど
え
ら
い
笑
劇
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
明
治
初
期
の
文
明
開
化
が
、
日
本
の
固
有
性
を
捨
て
た
、
低
俗
な
西
洋
模
倣
で
し
か
な
い
こ
と
、
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
が
、
「
皇
室
の
命
に
よ
つ

て
恐
ら
く
心
に
も
な
く
、
速
成
的
に
教
へ
込
ま
れ
た
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
い
た
文
明
批
評
、
こ
れ
が
ロ
チ
の
「
江
戸
の
舞
踏
会
」
の
テ
ー

マ
で
あ
る
。

　
芥
川
龍
之
介
は
、
ロ
チ
の
こ
の
よ
う
な
文
明
批
評
を
全
く
捨
て
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
夙
に
仏
蘭
西
語
と
舞
踏
と
の
教
育
を
受
け
て
」
い
な
が

ら
ヴ
ァ
ト
ー
を
知
ら
な
い
明
子
、
快
活
に
ワ
ル
ツ
を
踊
る
明
子
の
奥
の
、
日
本
固
有
の
生
活
形
態
を
採
る
彼
女
の
日
常
性
を
見
抜
く
海
軍
将
校

の
眼
、
等
々
を
用
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
龍
之
介
は
、
ロ
チ
と
共
有
す
る
文
明
批
評
を
、
作
品
の
テ
ー
マ
と
し
て
、
前
景
化
さ
せ

る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
西
洋
の
猿
真
似
で
あ
る
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
を
「
公
の
ど
え
ら
い
笑
劇
」
と
見
る
ロ
チ
の
文
明
批
評
か
ら
、
鹿
鳴
館

の
舞
踏
会
で
あ
れ
、
パ
リ
の
舞
踏
会
で
あ
れ
、
舞
踏
会
そ
の
も
の
を
「
笑
劇
」
と
見
る
海
軍
将
校
の
〈
生
〉
の
認
識
へ
の
転
移
が
、
そ
の
証
左

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
文
明
批
評
か
ら
〈
生
〉
の
認
識
に
テ
ー
マ
を
転
換
す
る
こ
と
で
、
龍
之
介
は
、
龍
之
介
の
『
舞
踏
会
』
の
円
を
書
い
た
の

で
あ
る
。

＊

　
『
舞
踏
会
』
の
⇔
に
お
け
る
H
老
夫
人
の
提
示
は
、
「
仏
蘭
西
の
海
軍
将
校
」
の
種
明
か
し
（
正
体
明
か
し
）
の
た
め
に
必
ず
し
も
不
可
欠
な

わ
け
で
は
な
い
が
、
意
外
性
の
あ
る
鮮
や
か
な
種
明
か
し
の
た
め
に
は
効
果
的
な
方
法
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
口
に
は
、
大
幅
な
変
改

が
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
海
軍
将
校
の
種
明
か
し
、
と
い
う
⇔
の
機
能
そ
の
も
の
に
変
改
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ジ
ュ
リ
ア
ン
゜
ヴ
ィ



オ
す
な
わ
ち
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
チ
の
等
式
を
、
H
老
夫
人
に
言
わ
せ
る
（
初
出
稿
）
か
、
「
青
年
の
小
説
家
」
に
言
わ
せ
る
（
定
稿
）
か
、
と
い
う

こ
と
は
、
海
軍
将
校
の
種
明
か
し
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
二
次
的
な
こ
と
で
し
か
な
い
。
そ
も
そ
も
、
H
老
夫
人
の
「
思
ひ
が
け
な
い
返

事
」
と
は
、
海
軍
将
校
の
名
前
が
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ヴ
ィ
オ
で
あ
っ
た
と
い
う
台
詞
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
ヴ
ィ
オ
す
な
わ
ち
ロ
チ
の
等
式
を
知
る

「
青
年
の
小
説
家
」
（
お
よ
び
、
読
者
）
に
は
、
そ
の
台
詞
だ
け
で
十
分
に
種
明
か
し
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
初
出
稿
に
お
け
る
龍
之
介
の
脳
裏
に
は
、
〈
生
〉
の
認
識
と
い
う
テ
ー
マ
が
大
写
し
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
、
作
品
の
⇔
は
、
「
仏

蘭
西
の
海
軍
将
校
」
の
種
明
か
し
の
た
め
に
だ
け
用
意
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
種
明
か
し
に
前
の
め
り
に
な
っ
た
龍
之
介
は
、
O
に
潜
在
さ
せ

て
い
た
、
明
治
初
期
の
文
明
開
化
の
皮
相
さ
を
言
う
文
明
批
評
を
置
き
去
り
に
し
て
、
H
老
夫
人
に
ヴ
ィ
オ
す
な
わ
ち
ロ
チ
の
等
式
を
言
わ
せ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
種
明
か
し
の
た
め
に
だ
け
用
意
さ
れ
た
⇔
が
加
わ
っ
て
も
、
初
出
稿
の
『
舞
踏
会
』
の
テ
ー
マ
が
変
わ
る
は
ず
が
な

い
の
で
あ
る
。

　
定
稿
に
お
い
て
、
ヴ
ィ
オ
が
ロ
チ
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
H
老
夫
人
に
変
改
し
た
龍
之
介
の
意
図
は
ど
こ
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
若
き

日
に
、
「
夙
に
仏
蘭
西
語
と
舞
踏
と
の
教
育
を
受
け
て
」
い
な
が
ら
、
ヴ
ァ
ト
ー
を
知
ら
な
か
っ
た
明
子
。
明
子
の
西
洋
受
容
は
、
実
用
面
に
限

定
さ
れ
た
、
「
速
成
的
に
教
へ
込
ま
れ
た
も
の
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
西
洋
を
猿
真
似
し
て
い
た
「
開
化
の
日
本
の
少
女
」
が
、
そ
の
後
の
人

生
に
お
い
て
、
豊
か
な
西
洋
受
容
を
し
て
、
ロ
チ
と
い
う
西
洋
文
化
を
身
に
つ
け
て
い
た
と
い
う
の
で
は
、
H
に
お
い
て
ち
ら
つ
か
せ
て
い
た

文
明
批
評
が
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ロ
チ
さ
え
も
知
ら
な
い
H
老
夫
人
。
こ
の
真
の
教
養
の
な
い
H
老
夫
人
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
こ
そ
、
明
治
初
期
の
文
明
開
化
の
皮
相
さ
を
示
せ
る
の
で
あ
る
。
成
熟
し
た
西
洋
受
容
を
し
て
い
る
「
青
年
の
小
説
家
」
を
傍
ら
に
配
す
る

こ
と
で
、
H
老
夫
人
の
西
洋
理
解
の
皮
相
さ
、
無
教
養
ぶ
り
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ロ
チ
を
知
ら
な
い
H
老
夫
人
に
転
換
す
る

こ
と
で
、
文
明
批
評
に
力
点
を
打
ち
、
文
明
批
評
を
『
舞
踏
会
』
の
テ
ー
マ
に
し
た
の
で
あ
る
。

六
七



六
八

（
注
）

榊
田
由
美
子
「
『
舞
踏
会
』
　
見
果
て
ぬ
〈
人
工
〉
の
夢
」
（
『
国
文
学
』
昭
5
6
．
5
）
に
、
「
〈
ワ
ッ
ト
オ
の
宴
〉
の
中
で
、
〈
現
実
〉
ヴ
倦
忘
却
し
、

〈
生
〉
の
美
し
く
＜
人
工
〉
的
な
燃
焼
に
身
を
委
ね
る
明
子
は
、
『
闇
』
と
い
う
〈
現
実
〉
を
彩
る
『
花
火
』
そ
の
も
の
で
あ
り
、
『
生
の
や
う
な

花
火
』
と
い
う
現
実
認
識
か
ら
は
遠
い
。
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
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一
九
九
二
・
三
・
二
　
　
稿
了
）




