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司
馬
遼
太
郎
「
倉
敷
の
若
旦
那
」
論

―
そ
の
語
り
と
登
場
人
物
の
創
出
―

森　
　
　

瑠　

偉

一
、
は
じ
め
に

　

司
馬
遼
太
郎
に
よ
る
小
説
「
倉
敷
の
若
旦
那）

1
（

」
は
昭
和
四
〇
年
六
月
『
オ

ー
ル
讀
物
』
に
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
小
説
は
、
倉
敷
浅
尾
騒
動
の
中
心
人

物
で
あ
っ
た
大
橋
敬
之
助
（
改
名
後
、
立
石
孫
一
郎
）
を
主
人
公
に
し
た

小
説
で
あ
る
。
倉
敷
浅
尾
騒
動
と
は
、
第
二
次
長
州
征
伐
が
開
始
さ
れ
る

直
前
の
慶
応
二
年
四
月
、
長
州
第
二
奇
兵
隊
の
脱
走
隊
員
に
よ
っ
て
、
倉

敷
代
官
所
と
浅
尾
藩
陣
屋
が
襲
撃
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
そ
の
後
、
岡
山

藩
・
松
山
藩
に
よ
っ
て
陣
屋
は
包
囲
さ
れ
退
散
し
、
幕
府
軍
に
よ
る
攻
撃

に
よ
っ
て
隊
は
四
散
、
立
石
は
逃
走
し
、
舟
で
長
州
藩
領
に
上
陸
す
る
も
、

長
州
藩
の
手
で
殺
害
さ
れ
る）

2
（

。「
倉
敷
の
若
旦
那
」
で
は
、
倉
敷
の
町
人
大

橋
敬
之
助
が
、
下
津
井
屋
の
密
輸
出
事
件
に
憤
怒
し
、
下
津
井
屋
親
子
の

殺
害
を
行
い
、
立
石
孫
一
郎
と
名
を
変
え
第
二
奇
兵
隊
に
入
隊
の
の
ち
、

倉
敷
浅
尾
騒
動
を
引
き
起
こ
し
、
殺
害
さ
れ
る
ま
で
を
描
い
て
い
る
。

　
「
倉
敷
の
若
旦
那
」
は
、『
オ
ー
ル
讀
物
』
に
発
表
さ
れ
た
後
『
昭
和
四

十
年
度　

代
表
作
時
代
小
説
』
に
収
録
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
尾
崎
秀
樹
に

よ
る
「
ま
え
が
き）

3
（

」
が
付
さ
れ
、
尾
崎
は
収
録
作
全
て
に
講
評
を
行
っ
て

い
る
。
そ
の
中
で
尾
崎
は
「
倉
敷
の
若
旦
那
」
に
つ
い
て
、「
作
者
の
人
間

観
は
、
時
代
を
語
つ
て
、
そ
れ
が
文
明
批
判
に
ま
で
つ
き
抜
け
て
い
る
と

こ
ろ
に
独
特
な
味
が
あ
る
。
こ
の
味
は
あ
く
ま
で
も
現
代
人
の
感
覚
だ
」

と
述
べ
て
い
る
。
山
野
博
史
は
「
司
馬
遼
太
郎
短
篇
の
面
白
さ）

4
（

」
の
中
で
、

「
哀
惜
の
念
あ
ふ
れ
る
、
し
か
し
抑
制
の
き
い
た
こ
と
ば
の
花
を
た
む
け

て
、
ね
ん
ご
ろ
に
葬
る
の
で
あ
る
」
と
評
す
る
。
こ
の
よ
う
に
「
倉
敷
の

若
旦
那
」
は
物
語
の
内
容
に
つ
い
て
評
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
司
馬
に
よ

る
作
品
に
対
す
る
言
葉
や
、
そ
の
典
拠
を
踏
ま
え
た
研
究
は
こ
れ
ま
で
な

さ
れ
て
い
な
い
。
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と
こ
ろ
で
、
こ
の
小
説
に
つ
い
て
司
馬
遼
太
郎
は
、『
昭
和
四
十
年
度　

代
表
作
時
代
小
説
』
に
収
録
さ
れ
た
際
の
「
作
者
の
言
葉）

5
（

」
で
以
下
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　

想
を
お
こ
す
と
き
、
で
き
る
だ
け
現
地
に
ゆ
く
こ
と
に
し
て
い
る

が
、
こ
の
と
き
も
そ
う
だ
っ
た
。

　

岡
山
に
ゆ
き
、
倉
敷
に
ゆ
き
、
さ
ら
に
下
津
井
に
ゆ
き
、
下
津
井

で
は
こ
の
事
件
の
研
究
者
の
角
田
直
一
氏
か
ら
さ
ま
ざ
ま
の
話
を
き

い
た
。

　

日
帰
り
だ
っ
た
た
め
、
備
中
の
風
物
の
な
か
で
こ
の
素
材
を
ゆ
っ

く
り
考
え
た
い
と
思
っ
た
こ
と
だ
け
が
、
は
た
せ
な
か
っ
た
。

　

帰
路
、
山
陽
本
線
の
車
中
で
、
こ
の
立
石
孫
一
郎
と
い
う
人
物
を

ゆ
く
ゆ
く
長
編
小
説
と
し
て
考
え
て
み
よ
う
、
な
ど
と
思
っ
た
り
し

た
が
、
こ
れ
ま
た
果
た
せ
る
か
ど
う
か
。

 

（
傍
線
は
論
者
に
よ
る
、
以
下
同
）

発
表
か
ら
三
か
月
後
の
「
作
者
の
言
葉
」
で
は
、
作
品
を
執
筆
す
る
に
あ

た
り
「
こ
の
事
件
の
研
究
者
の
角
田
直
一
氏
か
ら
」
話
を
聞
い
た
こ
と
や
、

こ
の
短
編
執
筆
を
機
に
、「
立
石
孫
一
郎
と
い
う
人
物
を
ゆ
く
ゆ
く
長
編
小

説
と
し
て
考
え
て
み
よ
う
」
と
い
っ
た
構
想
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
る
立
石
孫
一
郎
に
つ
い
て
の
長
編
小
説
は
、
実

際
に
書
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

作
品
発
表
か
ら
一
年
半
後
、
そ
し
て
こ
の
「
作
者
の
言
葉
」
が
発
表
さ

れ
た
後
に
、『
高
知
新
聞
』
に
書
か
れ
た
「
小
説
と
歴
史
に
つ
い
て）

6
（

」
と
い

う
エ
ッ
セ
イ
で
、
司
馬
は
「
倉
敷
の
若
旦
那
」
に
つ
い
て
再
び
言
及
し
て

い
る
。
そ
こ
で
は
、
歴
史
と
小
説
の
関
係
を
示
し
な
が
ら
、「
倉
敷
の
若
旦

那
」
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
倉
敷
の
こ
と
な
ら
、
角
田
直
一
氏
に
会
わ
れ
る
と
い
い
で
す
」

　

と
、
私
が
む
か
し
つ
と
め
て
い
た
大
阪
の
新
聞
社
の
社
会
部
で
き

い
た
の
で
、
そ
の
社
の
岡
山
支
局
か
ら
連
絡
し
て
も
ら
い
、
会
っ
て

い
た
だ
け
る
ゆ
る
し
を
得
た
。
児
島
市
の
角
田
氏
宅
を
た
ず
ね
る
と
、

ち
ょ
う
ど
お
仕
事
中
で
あ
っ
た
。

（
中
略
）

　

帰
路
、
大
阪
へ
の
列
車
の
な
か
で
、
角
田
氏
の
労
著
で
あ
る
『
倉

敷
浅
尾
騒
動
記
』（
瀬
戸
内
海
文
化
連
盟
刊
）
を
読
み
、
読
む
に
つ
れ

て
史
書
と
し
て
き
わ
だ
っ
て
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
き
、
右
の
「
刺

激
」
を
も
と
め
る
よ
り
も
単
に
夢
中
で
頁
を
追
う
読
者
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
想
像
を
し
よ
う
に
も
す
べ
て
の
も
の
が
こ
の
な
か
に
す
で

に
尽
さ
れ
て
お
り
、
立
石
孫
一
郎
の
問
題
と
問
題
性
は
こ
の
研
究
に
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よ
っ
て
完
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

帰
宅
し
て
私
は
、
約
束
の
小
説
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し

か
し
出
来
あ
が
っ
た
「
倉
敷
の
若
旦
那
」
と
い
う
私
の
つ
ま
ら
な
い

小
説
は
、
こ
の
角
田
氏
の
研
究
業
績
か
ら
一
セ
ン
チ
も
出
て
い
な
い
。

た
だ
小
説
で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
ど
う
に
も
な
ら
ぬ

敗
北
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
小
説
と
歴
史
に
つ
い
て
」
も
、「
倉
敷
の
若
旦
那
」
執
筆
前
に
立
石

孫
一
郎
の
調
査
の
た
め
、
倉
敷
を
訪
れ
た
こ
と
が
書
か
れ
る
。
し
か
し
、

前
掲
の
「
作
者
の
言
葉
」
と
は
内
容
が
異
な
り
、
自
身
の
小
説
と
歴
史
資

料
の
関
係
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
記
述
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
発
表
三
ヶ

月
後
の
段
階
で
は
、「
長
編
小
説
」
の
構
想
を
述
べ
て
い
た
の
に
対
し
て
、

こ
の
記
述
で
は
、『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記）

7
（

』
に
お
い
て
、「
想
像
を
し
よ
う
に

も
す
べ
て
の
も
の
が
こ
の
な
か
に
す
で
に
尽
さ
れ
て
お
り
、
立
石
孫
一
郎

の
問
題
と
問
題
性
は
こ
の
研
究
に
よ
っ
て
完
結
し
て
い
る
」
事
を
述
べ
た

上
で
、「
倉
敷
の
若
旦
那
」
を
「
つ
ま
ら
な
い
小
説
」「
た
だ
小
説
で
あ
る

と
い
う
だ
け
」「
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
敗
北
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た

だ
作
品
発
表
か
ら
一
年
半
ほ
ど
経
過
し
て
い
る
こ
と
や
、
参
考
に
し
た
『
倉

敷
浅
尾
騒
動
記
』
の
著
者
に
対
す
る
敬
意
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
を
考

慮
し
た
上
で
、
こ
の
発
言
を
受
け
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
後
述

す
る
が
、
こ
の
記
述
が
自
身
の
仕
事
を
歴
史
家
の
仕
事
と
区
別
し
て
、
小

説
家
と
し
て
の
正
当
性
を
主
張
し
た
上
で
の
発
言
で
あ
る
こ
と
も
加
味
す

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
角
田
直
一
に
よ
る
『
倉
敷
浅
尾
騒
動

記
』
の
記
述
を
典
拠
に
「
倉
敷
の
若
旦
那
」
が
執
筆
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
倉
敷
の
若
旦
那
」
と
そ
の
典
拠
で
あ
る
『
倉
敷
浅

尾
騒
動
記
』
の
共
通
点
に
つ
い
て
説
明
し
た
上
で
、
典
拠
と
の
相
違
点
、

特
に
語
り
手
に
よ
る
評
価
の
違
い
と
、
新
し
く
作
ら
れ
た
登
場
人
物
藤
吉

と
語
り
手
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
、
本
作
品
に
お
け
る
、
歴
史
小
説
と

し
て
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
、「
倉
敷
の
若
旦
那
」
と
『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
の
共
通
点

　

角
田
直
一
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
は
、
昭
和
三
九

年
九
月
に
瀬
戸
内
海
文
化
連
盟
か
ら
発
行
さ
れ
た
。
先
述
の
通
り
、
司
馬

は
こ
の
『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
を
参
考
に
「
倉
敷
の
若
旦
那
」
を
執
筆
し

た
。
本
章
で
は
、「
倉
敷
の
若
旦
那
」
と
そ
の
典
拠
で
あ
る
『
倉
敷
浅
尾
騒

動
記
』
の
、
共
通
す
る
記
述
を
い
く
つ
か
提
示
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
に
つ

い
て
考
察
を
行
う
。

　

具
体
的
な
共
通
箇
所
の
考
察
を
行
う
前
に
、『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
に
つ
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い
て
簡
単
に
整
理
し
て
お
く
。

　
『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
は
、
全
一
二
章
か
ら
成
り
、
赤
木
元
蔵
と
原
三
正

に
よ
る
「
序
」
と
著
者
角
田
直
一
に
よ
る
「
あ
と
が
き
」
が
付
さ
れ
る
。

赤
木
元
蔵
の
「
序）

8
（

」
に
は
「
い
わ
ゆ
る
備
中
騒
動
を
取
材
し
た
維
新
史
に

つ
な
が
る
郷
土
史
の
一
篇
で
あ
る
」
と
書
か
れ
、「
従
来
地
元
に
残
る
諸
文

献
だ
け
を
も
っ
て
し
て
は
充
分
知
る
を
得
な
か
っ
た
事
変
の
原
因
追
及
に
、

最
も
必
要
な
資
料
の
数
々
を
発
見
提
供
せ
ら
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
は
、
慶
応

二
年
に
起
こ
っ
た
長
州
藩
第
二
奇
兵
隊
に
よ
る
倉
敷
浅
尾
騒
動
に
つ
い
て
、

関
係
す
る
諸
文
献
を
用
い
て
、
そ
の
事
件
の
原
因
追
及
を
行
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
原
三
正
に
よ
る
「
序）

9
（

」
で
は
、「
一
勤
王
家
の
生

涯
、
そ
の
時
代
と
環
境
を
格
調
高
い
筆
致
で
詳
述
し
な
が
ら
、
中
国
地
方

の
『
擾
乱
』
の
母
胎
と
そ
の
発
生
過
程
、
更
に
そ
の
後
始
末
に
至
る
ま
で
、

心
憎
い
ほ
ど
人
間
の
心
理
と
事
件
の
経
緯
を
分
析
し
、
考
察
し
、
交
響
楽

的
な
描
写
に
成
功
し
て
い
る
」
と
書
か
れ
る
。
こ
の
資
料
で
は
、
第
一
章

で
倉
敷
の
商
人
事
情
が
描
出
さ
れ
た
の
ち
、
第
二
章
に
お
い
て
倉
敷
で
起

こ
っ
た
下
津
井
屋
事
件
に
つ
い
て
記
さ
れ
る
。
下
津
井
屋
事
件
と
は
、
倉

敷
浅
尾
騒
動
の
首
謀
者
と
な
る
立
石
孫
一
郎
（
事
件
の
際
は
、
改
名
前
で

あ
り
大
橋
敬
之
助
と
書
か
れ
る
。
下
津
井
屋
事
件
の
後
に
大
橋
敬
之
助
か

ら
立
石
孫
一
郎
に
改
名
す
る
。）
に
よ
る
、
倉
敷
商
人
に
よ
る
密
輸
出
を
糾

弾
し
た
事
件
で
あ
る
。「
下
津
井
屋
事
件
は
、
敬
之
助
と
い
う
一
人
の
人
間

の
内
心
に
燃
え
て
い
た
叛
骨
に
油
を
注
ぎ
か
け
、
数
年
の
ち
に
は
備
前
、

備
中
を
驚
愕
さ
せ
る
大
事
件
に
ま
で
発
展
す
る
き
っ
か
け
と
な
る
の
で
あ

る
」
と
角
田
が
書
く
よ
う
に
、
資
料
の
中
心
で
あ
る
倉
敷
浅
尾
騒
動
と
関

わ
り
の
深
い
事
件
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
終
章
で

あ
る
第
一
二
章
は
「
立
石
孫
一
郎
の
最
期
」
と
題
さ
れ
、
立
石
孫
一
郎
の

死
が
他
の
隊
員
の
末
路
と
は
分
け
て
描
か
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
は
倉
敷
浅
尾
騒
動
に
つ
い
て
記
さ
れ
た

資
料
で
あ
る
と
共
に
、
騒
動
の
首
謀
者
で
あ
る
立
石
孫
一
郎
に
つ
い
て
の

資
料
と
い
う
側
面
も
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
資

料
の
性
格
も
踏
ま
え
つ
つ
、
以
降
で
資
料
と
小
説
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。

　

ま
ず
、「
倉
敷
の
若
旦
那
」
で
は
、
主
人
公
の
大
橋
敬
之
助
の
来
歴
に
つ

い
て
、
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
る
。

「
大
橋
の
若
旦
那
」

　

は
、
根
っ
か
ら
の
こ
の
町
の
ひ
と
で
は
な
い
。
播
州
三
日
月
の
大

庄
屋
の
う
ま
れ
で
、
つ
い
で
母
方
の
作
州
二
宮
村
の
大
庄
屋
立
石
家

に
身
を
寄
せ
、
こ
こ
で
剣
を
神
道
無
念
流
の
井
汲
唯
一
か
ら
学
び
、

学
問
を
森
田
節
斎
か
ら
受
け
、
か
つ
の
ち
に
天
誅
組
の
領
袖
と
な
っ

た
藤
本
鉄
石
な
ど
と
ま
じ
わ
っ
て
革
命
思
想
の
洗
礼
を
う
け
た
。
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縁
あ
っ
て
、
倉
敷
の
大
橋
家
に
養
子
に
き
た
。

こ
の
よ
う
に
作
品
の
冒
頭
部
で
、
大
橋
敬
之
助
が
大
橋
家
に
養
子
に
入
る

ま
で
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
大
橋
敬
之
助
の
来
歴
は
、『
倉
敷
浅
尾
騒

動
記
』
で
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

　

敬
之
助
は
播
州
佐
用
郡
上
月
村
の
大
庄
屋
大
谷
五
左
衛
門
嘉
道
の

長
男
に
生
れ
、
十
七
才
の
と
き
に
は
大
庄
屋
見
習
に
な
っ
て
い
た
。

（
中
略
）

　

播
州
に
い
て
も
お
も
し
ろ
く
な
い
の
で
、
母
方
の
叔
父
に
あ
た
る

作
州
二
宮
村
の
名
家
立
石
正
介
の
家
に
き
た
。

　

立
石
家
は
代
々
大
庄
屋
を
勤
め
正
介
は
当
時
作
州
に
於
け
る
一
流

の
尊
王
家
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
家
に
は
志
士
の
往
来
が
た
え
な
か

っ
た
。
当
時
備
中
倉
敷
に
は
羽
栗
謙
次
、
島
田
方
軒
、
植
田
亮
哉
と

そ
の
弟
井
上
文
郁
、
楠
公
坊
介
城
、
林
源
介
な
ど
の
勤
皇
派
が
あ
り
、

森
田
節
斎
の
よ
う
な
学
者
が
こ
こ
で
塾
を
開
い
て
い
た
。
ま
た
作
州

津
山
藩
に
は
当
時
西
日
本
を
代
表
す
る
剣
客
で
、
勤
王
家
の
井
汲
唯

一
が
い
た
。
備
前
藩
に
は
中
条
権
右
衛
門
、
松
岡
林
治
郎
、
小
松
原

源
治
、
久
岡
喜
源
太
、
野
呂
久
左
衛
門
な
ど
が
い
た
。

　

叔
父
正
介
の
家
に
寄
宿
し
て
い
る
間
に
敬
之
助
は
こ
れ
ら
の
志
士

と
交
わ
る
よ
う
に
な
り
、
勤
皇
意
識
が
急
激
に
成
長
し
て
い
っ
た
。

　

特
に
井
汲
唯
一
に
師
事
し
て
剣
道
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
来

強
い
彼
の
神
経
が
、
い
っ
そ
う
強
靭
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と

と
思
わ
れ
る
。

（
中
略
）

　

学
問
は
本
城
新
兵
衛
、
森
田
節
斎
か
ら
、
そ
し
て
剣
道
は
津
山
か

ら
井
汲
を
む
か
え
或
は
金
光
村
佐
方
に
住
む
荒
木
要
平
か
ら
学
ん
だ
。

（
中
略
）

　

天
誅
組
の
挙
兵
は
敬
之
助
の
心
を
激
し
く
ゆ
さ
ぶ
っ
た
。
彼
は
妻

子
を
捨
て
、
養
家
を
す
て
、
天
誅
組
の
あ
と
に
つ
づ
こ
う
と
し
た
。

藤
本
鉄
石
や
吉
村
寅
太
郎
と
は
か
ね
て
か
ら
知
り
合
い
で
あ
り
、
敬

之
助
は
彼
等
の
ひ
と
が
ら
に
ひ
ど
く
私
淑
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

敬
之
助
の
関
わ
っ
た
志
士
に
つ
い
て
省
略
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
あ
る
が
、

「
剣
を
神
道
無
念
流
の
井
汲
唯
一
か
ら
学
び
、
学
問
を
森
田
節
斎
か
ら
受

け
、
か
つ
の
ち
に
天
誅
組
の
領
袖
と
な
っ
た
藤
本
鉄
石
な
ど
と
ま
じ
わ
っ

て
革
命
思
想
の
洗
礼
を
う
け
た
」
こ
と
な
ど
、
大
枠
は
『
倉
敷
浅
尾
騒
動

記
』
と
共
通
し
た
記
述
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

大
橋
敬
之
助
は
、
倉
敷
の
商
人
下
津
井
屋
の
密
輸
出
を
倉
敷
代
官
に
訴

え
、
一
度
は
下
津
井
屋
の
罪
が
認
め
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
の
後
倉
敷
に
着



316

任
し
た
代
官
桜
井
久
之
助
に
よ
っ
て
、
下
津
井
屋
は
無
罪
放
免
と
な
り
、

そ
の
こ
と
に
憤
怒
し
た
敬
之
助
は
下
津
井
屋
を
襲
撃
す
る
。「
倉
敷
の
若
旦

那
」
で
は
、
そ
の
襲
撃
の
場
面
の
冒
頭
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　

元
治
元
年
十
一
月
の
暮
れ
、
敬
之
助
は
、
養
父
と
妻
子
を
置
い
た

ま
ま
倉
敷
の
街
を
出
奔
し
、
二
十
日
経
っ
た
十
二
月
十
八
日
の
深
夜
、

黒
覆
面
、
黒
装
束
の
浪
士
九
人
を
ひ
き
つ
れ
て
前
神
川
の
ほ
と
り
に

も
ど
っ
て
き
た
。

こ
こ
に
書
か
れ
た
、
敬
之
助
が
倉
敷
を
出
奔
し
た
日
時
や
下
津
井
屋
を
襲

撃
し
た
日
時
は
、『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。

　

元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
十
二
月
十
九
日
の
早
朝
、
師
走
の
い
そ

が
し
い
朝
、
倉
敷
町
民
は
下
津
井
屋
一
家
の
非
業
な
最
期
を
見
て
ふ

る
え
上
っ
た
。

　

敬
之
助
の
倉
敷
出
奔
後
二
十
日
目
に
あ
た
る
一
八
日
の
夜
、
覆
面

浪
士
の
一
群
（
一
説
に
九
人
）
は
下
津
井
屋
に
闖
入
し
、
吉
左
衛
門
、

寿
太
郎
父
子
の
首
を
は
ね
、
家
屋
に
日
を
放
っ
て
風
の
よ
う
に
姿
を

消
し
た
。

『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
で
は
、
下
津
井
屋
襲
撃
事
件
の
一
団
を
率
い
て
い
た

の
が
大
橋
敬
之
助
で
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
、「
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と

は
む
ず
か
し
か
っ
た
」
が
、「
敬
之
助
と
一
緒
に
倉
敷
を
出
奔
し
た
和
栗
吉

次
郎
」
の
証
言
か
ら
「
そ
の
推
察
は
ま
ち
が
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
っ
て

い
る
」
と
書
い
て
お
り
、
犯
人
が
敬
之
助
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
つ
つ
も

断
言
は
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
「
倉
敷
の
若
旦
那
」
で
は
、
犯
人

が
敬
之
助
で
あ
る
と
断
定
し
た
上
で
、
敬
之
助
が
襲
撃
す
る
様
子
を
描
写

す
る
と
い
う
修
正
を
加
え
て
い
る
。
し
か
し
、「
倉
敷
の
街
を
出
奔
し
、
二

十
日
経
っ
た
十
二
月
十
八
日
の
深
夜
」
に
「
浪
士
九
人
」
に
よ
っ
て
下
津

井
屋
が
襲
撃
さ
れ
た
と
い
う
記
述
は
、『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
の
記
述
と
共

通
す
る
。

　

さ
ら
に
、
敬
之
助
が
長
州
に
入
藩
後
、
所
属
す
る
こ
と
に
な
る
第
二
奇

兵
隊
が
「
岩
城
山
」
の
「
神
護
寺
」
に
屯
所
を
置
き
、
そ
こ
は
「
星
ヶ
峰
」

「
鶴
ヶ
峰
」「
月
ヶ
峰
」「
大
峰
」「
高
日
峰
」
に
囲
ま
れ
た
土
地
で
あ
り
、

「
大
洲
鉄
然
」
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
、「
周
防
」
と
「
他
国
」
出
身
者
か
ら

な
る
「
外
人
部
隊
」
で
あ
っ
た
と
い
う
記
述
も
『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
の

記
述
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

　
「
倉
敷
の
若
旦
那
」
は
、
大
橋
敬
之
助
を
中
心
に
倉
敷
浅
尾
騒
動
を
書
い

た
小
説
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
も
、
倉
敷
浅
尾
騒
動
に

つ
い
て
の
資
料
で
あ
る
と
共
に
、
立
石
孫
一
郎
の
役
割
に
つ
い
て
詳
述
さ
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れ
た
資
料
で
あ
り
、「
倉
敷
の
若
旦
那
」
の
大
枠
が
『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』

と
共
通
す
る
事
は
瞭
然
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
記
述
内
容
の
一
部
は
『
倉

敷
浅
尾
騒
動
記
』
の
記
述
を
用
い
て
「
倉
敷
の
若
旦
那
」
は
書
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
倉
敷
の
若
旦
那
」
で
は
、『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』

の
記
述
と
は
異
な
る
箇
所
も
当
然
な
が
ら
存
在
す
る
。
次
章
以
降
で
、『
倉

敷
浅
尾
騒
動
記
』
の
記
述
と
の
相
違
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

三
、
語
り
手
に
よ
る
評
価
の
相
違
点

　

こ
こ
ま
で
、「
倉
敷
の
若
旦
那
」
と
『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
の
共
通
点
に

つ
い
て
整
理
し
て
き
た
。
本
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
相
違
点
に
つ
い
て
考
察

を
行
う
。「
倉
敷
の
若
旦
那
」
と
『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
は
、
大
橋
敬
之
助

を
中
心
に
倉
敷
浅
尾
騒
動
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。

し
か
し
、
騒
動
の
中
心
人
物
で
あ
る
大
橋
敬
之
助
の
評
価
に
関
す
る
記
述

は
、「
倉
敷
の
若
旦
那
」
と
『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
で
は
大
き
く
異
な
る
。

　

ま
ず
、
角
田
直
一
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
が
ど
の

よ
う
な
立
場
で
記
述
を
行
な
っ
て
い
る
か
整
理
す
る
。『
倉
敷
浅
尾
騒
動

記
』
の
「
あ
と
が
き
」
に
お
い
て
、
倉
敷
浅
尾
騒
動
に
つ
い
て
著
者
の
角

田
直
一
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

倉
敷
事
変
は
明
ら
か
に
大
和
五
条
、
生
野
事
件
と
続
く
天
誅
組
挙

兵
意
識
の
発
展
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
正
史
の
上
で
殆

ん
ど
問
題
に
さ
れ
な
い
の
は
、
前
二
つ
の
事
変
が
文
久
期
に
起
こ
っ

た
の
に
対
し
、
そ
れ
が
慶
応
二
年
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

僅
か
三
年
の
歳
月
が
天
誅
組
挙
兵
方
式
を
使
い
古
さ
れ
た
旧
弊
な
討

幕
論
に
か
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
に
倉
敷
事
変
の
も
つ
暗
い
宿
命
と
、

立
石
孫
一
郎
の
も
っ
た
人
間
的
不
幸
が
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
角
田
は
、
倉
敷
浅
尾
騒
動
が
、
天
誅
組
の
変
と
比
較
し
「
暗
い

宿
命
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
立
石
孫
一
郎
の
不
幸
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
同
じ
「
あ
と
が
き
」
で
立
石
孫
一
郎
の
こ
と
を
角
田
は

以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

彼
の
生
涯
の
暗
さ
に
反
し
て
彼
の
人
間
性
は
案
外
に
明
る
く
、
朴

訥
、
正
直
で
あ
り
、
何
も
の
に
も
恐
れ
な
い
不
敵
の
気
魄
を
も
っ
て

い
た
。
現
代
の
時
点
に
立
っ
て
彼
を
観
る
と
き
、
彼
ほ
ど
非
合
理
的
、

非
打
算
的
な
人
間
は
い
な
い
。
彼
は
自
己
の
設
定
し
た
価
値
観
に
捕

わ
れ
そ
れ
か
ら
脱
け
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
男
で
あ
っ
た
。
彼
は
人

間
の
タ
イ
プ
と
し
て
は
未
熟
で
あ
り
、
荒
削
り
で
衝
動
的
な
要
素
を

も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
純
粋
で
あ
り
、
そ
の
気
骨
に
は
共
鳴
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を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。「
沈
黙
の
な
か
で
崩
れ
る
よ
り
は
、
行
動
の

な
か
で
傷
つ
い
た
方
が
よ
い
」
と
い
う
理
念
を
彼
は
封
建
社
会
の
中

で
身
を
も
っ
て
実
践
し
た
。

角
田
は
立
石
孫
一
郎
に
つ
い
て
「
非
合
理
的
」「
非
打
算
的
」
で
あ
る
こ
と

や
、「
自
己
の
設
定
し
た
価
値
観
に
捕
わ
れ
」
て
い
る
こ
と
、「
人
間
の
タ

イ
プ
と
し
て
は
未
熟
で
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
す
る
一
方
で
、「
そ
れ
だ
け
に

純
粋
で
あ
り
、
そ
の
気
骨
に
は
共
鳴
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
述
べ
て

お
り
、
立
石
孫
一
郎
を
か
な
り
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
「
こ
の
労
作
を
世
間
に
発
表
す
る
理
由
も
こ
の
事
変
を
幕
末
史
全

体
の
流
の
中
で
捉
え
よ
う
と
す
る
私
の
微
意
に
発
す
る
も
の
で
あ
る
」
と

続
け
て
お
り
、
こ
の
資
料
が
倉
敷
浅
尾
騒
動
と
立
石
孫
一
郎
を
肯
定
的
に

再
評
価
し
よ
う
と
す
る
角
田
の
試
み
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う

な
角
田
に
よ
る
立
石
孫
一
郎
観
は
、『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
の
本
文
に
お
い

て
も
随
所
に
表
れ
る
。
例
え
ば
、
倉
敷
の
町
人
で
あ
っ
た
大
橋
敬
之
助
が
、

下
津
井
屋
の
密
輸
出
事
件
の
訴
え
を
倉
敷
代
官
に
よ
っ
て
斥
け
ら
れ
た
こ

と
に
対
す
る
反
応
を
描
い
た
場
面
で
は
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
る
。

　

収
賄
吏
と
奸
商
た
ち
が
幅
を
き
か
す
倉
敷
に
は
、
道
理
の
通
る
道

は
ど
こ
に
も
な
か
っ
た
。

　

倉
敷
代
官
所
の
黒
々
と
そ
び
え
た
つ
高
い
土
塀
は
彼
に
と
っ
て
は

憎
悪
と
不
信
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
も
下
津
井
屋
の
密
告
に

よ
っ
て
、
幕
府
の
テ
ロ
は
い
つ
お
そ
い
か
か
る
か
も
し
れ
な
い
予
感

が
あ
っ
た
。
友
人
の
羽
栗
謙
次
も
そ
れ
を
指
摘
し
て
彼
の
逃
亡
を
し

き
り
と
勧
告
し
て
い
た
。
倉
敷
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
、
彼
に
と
っ
て

死
を
ま
つ
に
等
し
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
敬
之
助
は
徒
死
を
選
ぶ
気
性

の
男
で
は
な
か
っ
た
。
道
理
を
つ
ら
ぬ
き
そ
の
た
め
に
死
す
る
こ
と

は
い
と
わ
な
い
男
で
あ
っ
た
。
か
れ
に
と
つ
て
討
幕
は
単
に
政
治
的

な
概
念
で
は
な
く
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
回
復
す
る
た
め
に
も
必
要

な
倫
理
価
値
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
敬
之
助
が
下
津
井
屋
の
不
正
を
検
断
す
る
と
い
う
「
道
理
」

を
つ
ら
ぬ
く
た
め
に
、「
死
す
る
こ
と
は
い
と
わ
な
い
男
」
で
あ
る
こ
と
を

記
し
て
お
り
、
大
橋
敬
之
助
の
行
動
に
正
義
感
を
認
め
る
記
述
と
言
え
よ

う
。
そ
し
て
、「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
回
復
す
る
た
め
に
も
必
要
な
倫
理
価

値
」
と
書
か
れ
る
よ
う
に
、
敬
之
助
が
行
う
行
動
に
つ
い
て
、
敬
之
助
側

か
ら
見
た
正
当
性
を
主
張
す
る
記
述
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。
対
し
て
、

「
倉
敷
の
若
旦
那
」
で
は
こ
の
時
の
敬
之
助
の
心
情
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。
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「
こ
の
一
事
だ
け
で
も
幕
府
は
腐
り
き
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
代

官
が
鼻
薬
を
か
が
さ
れ
て
い
る
以
上
、
不
正
に
検
断
を
加
え
る
の
は
、

白
刃
に
よ
る
ほ
か
な
い
」

　

で
き
れ
ば
天
誅
組
が
大
和
五
条
代
官
所
を
襲
撃
し
た
よ
う
に
、
敬

之
助
は
倉
敷
代
官
所
を
お
そ
っ
て
桜
井
久
之
助
の
首
を
は
ね
た
か
っ

た
。

　

が
、
そ
れ
ほ
ど
の
軍
事
力
が
な
い
。
せ
め
て
下
津
井
屋
吉
左
衛
門

を
襲
っ
て
血
祭
り
に
そ
の
首
を
あ
げ
た
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

前
述
の
通
り
、「
倉
敷
の
若
旦
那
」
の
冒
頭
部
で
描
か
れ
る
下
津
井
屋
襲
撃

事
件
に
つ
い
て
、
資
料
と
小
説
で
は
大
橋
敬
之
助
の
関
与
に
つ
い
て
記
載

内
容
が
異
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
違
い
は
あ
る
が
、
大
橋
敬
之
助
と

い
う
人
物
に
対
す
る
評
価
に
変
更
を
加
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「
倉
敷
の
若
旦
那
」
で
は
、
敬
之
助
の
行
動
に
正
義
感
は
認
め
つ
つ
も
、
そ

の
正
義
感
に
正
当
性
が
あ
る
も
の
と
し
て
は
書
か
れ
ず
、
短
絡
的
な
発
想

で
あ
る
よ
う
に
描
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
で
は
、
敬

之
助
の
行
動
の
正
当
性
を
語
り
手
が
認
め
る
姿
勢
で
書
か
れ
て
い
る
の
に

対
し
、「
倉
敷
の
若
旦
那
」
で
は
、
語
り
手
が
敬
之
助
の
行
動
の
正
当
性
を

認
め
る
立
場
を
と
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
語
り
手
の
姿
勢
の
違
い
は
、「
倉
敷
の
若
旦
那
」
の
各
所
に

見
ら
れ
る
。
敬
之
助
は
倉
敷
出
奔
後
、
立
石
孫
一
郎
と
名
を
変
え
て
長
州

藩
の
第
二
奇
兵
隊
に
入
隊
す
る
。『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
で
は
、
第
二
奇
兵

隊
で
実
権
を
握
る
に
至
る
過
程
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

こ
の
部
隊
の
な
か
で
立
石
の
胆
力
と
教
養
、
武
術
、
そ
れ
に
年
齢

は
万
金
の
重
み
を
も
ち
彼
は
や
が
て
書
記
兼
銃
隊
々
長
と
な
っ
て
隊

内
に
お
い
て
確
乎
た
る
地
位
を
確
立
し
た
。
彼
の
才
幹
を
も
っ
て
す

れ
ば
、
彼
の
意
図
す
る
方
向
に
隊
の
一
部
を
ひ
っ
ぱ
る
こ
と
は
、
あ

る
い
は
可
能
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
寄
合
い
世
帯
の
も
つ
異
様
な

荒
々
し
さ
、
粗
放
さ
、
そ
れ
に
恐
れ
を
知
ら
な
い
突
進
力
は
何
か
事

を
起
そ
う
と
す
る
も
の
に
は
、
た
し
か
に
利
用
す
べ
き
価
値
が
あ
っ

た
。

『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
で
は
、
立
石
孫
一
郎
を
「
才
幹
」
の
あ
る
人
物
で
あ

っ
た
と
評
価
し
て
お
り
、
隊
の
実
権
を
握
る
こ
と
は
、
必
然
で
あ
る
か
の

よ
う
に
書
か
れ
る
の
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
「
倉
敷
の
若
旦
那
」
で
は
、
以

下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

「
立
石
殿
は
話
せ
る
」

　

と
隊
士
た
ち
は
口
々
に
い
っ
た
。
敬
之
助
も
、
最
初
は
豪
傑
気
ど
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り
で
過
激
な
こ
と
を
口
走
っ
て
は
隊
の
人
気
に
投
じ
て
い
た
の
だ
が
、

気
が
つ
い
て
み
る
と
心
酔
者
が
日
に
日
に
ふ
え
て
、
隊
の
事
実
上
の

軍
監
の
よ
う
に
な
り
お
お
せ
て
い
る
自
分
を
知
っ
た
。
驚
き
は
し
た
。

自
分
を
見
な
お
す
気
に
も
な
っ
た
。
も
と
こ
れ
、
倉
敷
の
一
町
人
の

身
で
は
な
い
か
。

（
お
れ
は
、
こ
れ
ほ
ど
の
男
か
）

　

大
将
に
推
さ
れ
て
い
る
自
分
を
、
無
邪
気
に
よ
ろ
こ
び
、
隊
士
一

同
の
期
待
に
応
え
ね
ば
、
と
お
も
っ
た
。
天
性
、
子
供
の
よ
う
な
英

雄
主
義
が
あ
り
す
ぎ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
は
、
敬
之
助
に
才
幹
が
無
い
と
ま
で
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、

「
無
邪
気
」「
子
供
の
よ
う
な
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
あ
る
種
幼
稚
な
存
在

で
あ
る
こ
と
が
書
か
れ
、『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
で
書
か
れ
る
「
才
幹
」
を

持
っ
た
人
物
像
と
は
評
価
を
異
に
す
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

作
品
全
体
に
お
い
て
、
大
橋
敬
之
助
の
行
動
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
下
津
井
屋
襲
撃
の
場
面
や
倉
敷
代
官
所
襲
撃
の
場
面
で
は
、
襲
撃

方
法
に
考
慮
し
そ
れ
を
成
功
さ
せ
る
様
子
や
、「
み
ご
と
な
指
揮
ぶ
り
で
配

下
を
動
か
し
た
」
と
描
か
れ
る
こ
と
な
ど
、
敬
之
助
の
行
動
に
つ
い
て
好

意
的
な
評
価
も
な
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
肯
定
的
な
評
価
を
中
心
に
記

述
さ
れ
る
『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
の
立
石
孫
一
郎
像
と
は
異
な
り
、「
倉
敷

の
若
旦
那
」
で
は
、
資
料
で
示
さ
れ
る
肯
定
的
な
評
価
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、

批
判
的
な
評
価
を
新
た
に
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
肯

定
的
な
評
価
と
批
判
的
な
評
価
を
混
在
さ
せ
、
大
橋
敬
之
助
像
を
よ
り
客

観
的
に
描
こ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

さ
ら
に
、
大
橋
敬
之
助
の
呼
称
の
問
題
も
こ
の
箇
所
に
は
含
ま
れ
て
い

る
。「
立
石
殿
は
話
せ
る
」
と
隊
士
に
語
ら
せ
る
一
方
で
地
の
文
で
は
「
敬

之
助
」
と
描
か
れ
る
。
前
述
の
通
り
、
倉
敷
の
商
人
で
あ
っ
た
大
橋
敬
之

助
は
、
下
津
井
屋
事
件
の
の
ち
長
州
藩
へ
出
奔
し
、
そ
の
際
に
名
を
立
石

孫
一
郎
に
変
え
て
い
る
。『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
で
は
「
敬
之
助
が
立
石
孫

一
郎
と
改
名
し
て
、
長
州
諸
隊
の
一
つ
で
あ
る
南
奇
兵
隊
（
第
二
奇
兵
隊

と
も
い
う
）
に
入
隊
し
た
慶
応
元
年
の
夏
は
、」
と
い
う
記
述
以
降
、
大
橋

敬
之
助
の
呼
称
は
立
石
孫
一
郎
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。
対
し
て
「
倉
敷
の

若
旦
那
」
で
は
、
こ
の
箇
所
の
記
述
の
よ
う
に
、
立
石
孫
一
郎
に
名
を
変

え
た
後
も
、
地
の
文
に
お
い
て
は
「
敬
之
助
」
も
し
く
は
「
若
旦
那
」
と

呼
称
さ
れ
続
け
る
。
す
な
わ
ち
、
呼
称
の
点
で
は
、
作
品
内
で
大
橋
敬
之

助
は
立
石
孫
一
郎
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
作
品
タ
イ
ト
ル
も
「
倉

敷
の
若
旦
那
」
で
あ
り
、
そ
の
死
の
場
面
で
も
「
若
旦
那
は
、
死
ん
だ
」

と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
の
主
人
公
は
幕
末
の
志
士
立
石
孫

一
郎
で
は
な
く
、
倉
敷
の
若
旦
那
大
橋
敬
之
助
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
倉
敷
の
若
旦
那
」
と
『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
で
は
、
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語
り
手
に
よ
る
評
価
の
違
い
が
見
受
け
ら
れ
る
。
前
章
で
示
し
た
通
り
、

敬
之
助
の
来
歴
や
関
わ
っ
た
人
物
、
出
来
事
が
起
こ
っ
た
日
時
に
つ
い
て

は
『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
の
記
述
を
採
用
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
人
物

の
評
価
に
つ
い
て
は
、
典
拠
と
異
な
る
態
度
で
記
述
し
て
お
り
、
敬
之
助

の
人
物
像
を
批
判
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
記
述
が
存
在
す
る
点
で
、
大
き

く
変
更
が
加
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
そ
の
評
価
は
敬
之
助
の
呼
称
に
も
看
取

さ
れ
、
大
橋
敬
之
助
は
第
二
奇
兵
隊
に
入
隊
し
て
も
な
お
、
倉
敷
の
商
人

の
若
旦
那
で
あ
る
大
橋
敬
之
助
で
あ
り
続
け
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
「
倉
敷
の
若
旦
那
」
に
お
け
る
語
り
手
に
よ
る
評
価
に
つ
い

て
は
、『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
に
は
登
場
し
な
い
藤
吉
と
い
う
人
物
の
創
出

に
大
き
く
関
わ
る
。
次
章
に
お
い
て
、
語
り
手
と
藤
吉
の
関
係
に
つ
い
て

論
じ
る
。

四
、
語
り
手
と
藤
吉
の
関
係

　
「
倉
敷
の
若
旦
那
」
で
は
、
大
橋
敬
之
助
の
従
者
と
し
て
、
藤
吉
と
い
う

人
物
が
登
場
す
る
。
こ
の
人
物
は
「
藤
吉
は
、
敬
之
助
の
生
家
に
い
た
下

僕
で
、
敬
之
助
が
立
石
家
、
大
橋
家
と
転
々
す
る
あ
い
だ
も
、
離
れ
ず
に

つ
い
て
き
た
男
で
あ
る
」
と
小
説
の
冒
頭
部
で
紹
介
さ
れ
、
敬
之
助
が
死

ぬ
場
面
ま
で
常
に
付
き
添
う
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
。『
倉
敷
浅
尾
騒
動

記
』
で
は
、
敬
之
助
が
死
ぬ
場
面
に
お
い
て
、
兵
助
と
い
う
人
物
と
行
動

を
共
に
し
て
い
る
が
、
こ
の
兵
助
と
藤
吉
に
関
す
る
描
写
に
は
共
通
点
が

あ
る
。

　

敬
之
助
は
、
第
二
奇
兵
隊
が
鎮
圧
さ
れ
た
後
、
長
州
藩
に
舟
で
帰
参
を

試
み
る
。
そ
の
際
、『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
で
は
「
孫
一
郎
は
一
人
の
隊
士

だ
け
の
同
行
を
許
し
た
。
引
頭
兵
助
で
あ
る
。
二
人
は
ひ
そ
か
に
上
陸
し

て
、
浅
江
村
清
鏡
寺
に
入
っ
た
」
と
書
か
れ
る
。「
倉
敷
の
若
旦
那
」
で

は
、「
従
僕
藤
吉
だ
け
が
つ
き
従
っ
た
」
と
書
か
れ
、『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』

に
お
い
て
、
兵
助
が
担
う
役
割
が
、「
倉
敷
の
若
旦
那
」
で
は
、
藤
吉
に
変
更

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
敬
之
助
は
長
州
藩
に
上
陸
後
、
藩
軍
に
通

報
さ
れ
、
島
田
川
に
架
か
る
千
歳
橋
の
上
で
、
藩
兵
に
銃
撃
さ
れ
死
ぬ
が
、

そ
の
際
の
記
述
に
お
い
て
も
共
通
す
る
箇
所
が
存
在
す
る
。『
倉
敷
浅
尾
騒

動
記
』
で
は
、
藩
兵
に
銃
撃
さ
れ
る
場
面
で
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

　

兵
助
に
は
幸
い
に
し
て
弾
丸
が
当
っ
て
い
な
か
っ
た
。
橋
の
東
端

に
近
い
位
置
で
、
孫
一
郎
は
横
に
長
く
う
つ
ぶ
し
た
ま
ま
で
動
か
な

か
っ
た
。
孫
一
郎
は
低
い
声
で
「
橋
か
ら
と
び
こ
め
！
」
と
さ
さ
や

い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
倉
敷
の
若
旦
那
」
で
は
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
る
。
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敬
之
助
は
、
血
ま
み
れ
に
な
っ
て
橋
板
の
上
に
こ
ろ
が
り
、
や
が

て
う
つ
伏
せ
に
伏
せ
た
。
す
で
に
剣
を
ぬ
き
、
右
手
に
も
ち
、
刀
身

を
抱
く
よ
う
に
し
て
伏
せ
て
い
る
。

「
藤
吉
、
橋
か
ら
と
び
こ
め
」

　

小
声
で
い
っ
た
。

兵
助
は
藤
吉
に
名
称
変
更
さ
れ
て
い
る
が
、「
橋
か
ら
と
び
こ
め
」
と
「
小

声
」
で
さ
さ
や
く
と
い
う
記
述
が
共
通
し
て
お
り
、「
倉
敷
の
若
旦
那
」
に

登
場
す
る
藤
吉
と
い
う
人
物
が
、
兵
助
に
関
す
る
記
述
を
も
と
に
書
か
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
に
登
場
す
る
兵
助

は
、
こ
の
場
面
だ
け
に
登
場
す
る
人
物
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
藤
吉
は
「
敬

之
助
の
生
家
に
い
た
下
僕
で
、
敬
之
助
が
立
石
家
、
大
橋
家
と
転
々
す
る

あ
い
だ
も
、
離
れ
ず
に
つ
い
て
き
た
男
で
あ
る
」
と
書
か
れ
る
よ
う
に
、

小
説
全
編
に
渡
っ
て
登
場
す
る
人
物
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
敬
之
助
と
関
わ

る
人
物
と
し
て
、
兵
助
と
藤
吉
で
は
大
き
く
役
割
が
変
更
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
以
下
、
加
え
ら
れ
た
藤
吉
の
役
割
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

　

藤
吉
が
小
説
全
編
に
渡
っ
て
登
場
す
る
こ
と
は
先
ほ
ど
述
べ
た
が
、
主

人
公
で
あ
る
大
橋
敬
之
助
と
対
話
す
る
人
物
と
し
て
作
中
に
書
か
れ
る
。

次
の
引
用
は
、
倉
敷
襲
撃
計
画
に
つ
い
て
敬
之
助
と
藤
吉
が
対
話
す
る
場

面
で
あ
る
。

「
若
旦
那
」

　

と
、
従
者
の
藤
吉
は
あ
る
日
、
敬
之
助
を
人
気
の
な
い
仁
王
門
の

そ
ば
に
よ
び
だ
し
、
た
ま
り
か
ね
て
い
っ
た
。

「
あ
ん
な
法
螺
は
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
ほ
う
が
い
い
か
と
思
い
ま
す
が
」

「
ど
ん
な
法
螺
だ
」

「
倉
敷
を
と
る
な
ど
と
」

「
藤
吉
」

　

敬
之
助
は
顔
色
を
か
え
た
。

「
お
れ
に
、
倉
敷
が
襲
え
ぬ
と
で
も
い
う
の
か
」

「
い
い
え
、
若
旦
那
だ
け
で
な
く
、
ど
ん
な
名
将
で
も
倉
敷
は
と
れ
ま

せ
ぬ
。
ど
だ
い
、
無
理
で
ご
ざ
い
ま
す
。
だ
い
い
ち
、
戦
争
も
な
に

も
、
は
じ
ま
っ
て
い
な
い
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
」

　

そ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
戦
争
の
ど
さ
く
さ
が
は
じ
ま
っ
て
い
る

な
ら
ま
だ
し
も
、
幕
府
と
長
州
の
間
は
ま
だ
外
交
交
渉
の
段
階
で
、

日
本
列
島
の
津
々
浦
々
は
、
平
穏
無
事
の
生
活
を
営
ん
で
い
る
。

「
藤
吉
、
お
れ
を
た
れ
だ
と
思
う
」

　

と
、
敬
之
助
は
い
っ
た
。

「
立
石
孫
一
郎
だ
ぞ
」

「
若
旦
那
、
そ
の
人
は
、
元
亀
天
正
の
頃
の
お
人
じ
ゃ
ご
ざ
い
ま
せ
ん

か
」
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「
お
れ
の
名
だ
」

　

敬
之
助
は
、
に
が
り
き
っ
て
い
っ
た
。
藤
吉
に
た
し
な
め
ら
れ
た

こ
と
が
、
か
え
っ
て
敬
之
助
の
心
を
倉
敷
襲
撃
計
画
に
か
り
た
て
た
。

こ
こ
で
は
、
敬
之
助
が
計
画
す
る
倉
敷
襲
撃
計
画
を
藤
吉
が
た
し
な
め
て

い
る
。『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
は
、
歴
史
資
料
と
し
て
書
か
れ
た
と
い
う
性

格
も
あ
り
、
大
橋
敬
之
助
の
台
詞
と
い
う
も
の
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。

さ
ら
に
、『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
に
登
場
す
る
兵
助
が
、
立
石
孫
一
郎
を
た

し
な
め
る
事
を
し
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
語
り
手
を
含
め
孫
一
郎
の

行
動
を
止
め
る
人
物
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
「
倉
敷
の
若
旦
那
」

は
歴
史
小
説
で
あ
り
、
当
然
な
が
ら
大
橋
敬
之
助
の
台
詞
が
書
か
れ
て
お

り
、
そ
の
際
に
対
話
す
る
相
手
と
し
て
藤
吉
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
の
対
話
で
は
藤
吉
に
よ
っ
て
た
し
な
め
ら
れ
る
事
に
よ
っ
て
、『
倉

敷
浅
尾
騒
動
記
』
に
書
か
れ
る
立
石
孫
一
郎
像
と
は
異
な
る
大
橋
敬
之
助

像
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
役
割
は
、「
倉
敷
の
若
旦
那
」
に
お
け
る
語
り
手
の
記
述
に
影
響
を

及
ぼ
す
。
以
下
で
は
、
藤
吉
の
立
場
と
語
り
手
の
立
場
に
つ
い
て
考
察
を

行
う
。
次
の
引
用
は
、
敬
之
助
が
下
津
井
屋
に
天
誅
を
加
え
る
こ
と
を
述

べ
る
場
面
で
あ
る
。

「
下
津
井
屋
に
天
誅
を
加
え
ね
ば
な
ら
ぬ
」

　

子
供
だ
、
と
藤
吉
は
お
も
っ
た
。
敬
之
助
の
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
知

っ
て
い
る
が
、
度
は
ず
れ
て
正
義
感
が
つ
よ
く
、「
三
国
志
演
義
」
な

ど
を
読
み
、
読
み
す
す
ん
で
蜀
漢
の
悲
劇
的
な
名
臣
諸
葛
孔
明
の
く

だ
り
ま
で
く
る
と
昂
奮
を
お
さ
え
か
ね
、
と
き
に
奥
歯
で
口
の
肉
を

噛
み
切
っ
て
唇
か
ら
血
を
流
し
た
り
し
た
。

（
た
か
が
物
語
で
は
な
い
か
）

　

と
藤
吉
な
ど
は
思
う
の
だ
が
、
敬
之
助
若
旦
那
に
す
れ
ば
そ
ん
な

も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
敬
之
助
が
「
下
津
井
屋
に
天
誅
を
加
え
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
述
べ

た
言
葉
に
対
し
て
、
藤
吉
の
「
子
供
だ
」
と
思
う
感
想
が
地
の
文
で
書
か

れ
る
。
さ
ら
に
、「（
た
か
が
物
語
で
は
な
い
か
）」
と
い
う
藤
吉
の
心
情
を

括
弧
書
き
で
示
し
た
上
で
、
敬
之
助
の
心
情
ま
で
が
描
か
れ
る
。「
倉
敷
の

若
旦
那
」
の
語
り
は
、
こ
の
場
面
で
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
特
定
の
視
点
に

よ
る
語
り
手
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
藤
吉
の
心
情
を
地
の
文
で
書
い
て

い
る
一
方
で
、
敬
之
助
の
心
情
に
つ
い
て
も
地
の
文
で
書
い
て
い
る
。
た

だ
し
、
前
章
で
考
察
し
た
よ
う
に
、「
倉
敷
の
若
旦
那
」
の
語
り
手
は
大
橋

敬
之
助
に
つ
い
て
批
判
的
な
立
場
を
取
る
こ
と
も
あ
り
、
肯
定
と
批
判
を

混
在
さ
せ
、
客
観
的
に
描
こ
う
と
す
る
特
徴
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
敬
之
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助
の
行
動
に
対
し
て
、
藤
吉
の
反
応
を
地
の
文
で
描
く
と
い
う
叙
述
を
用

い
て
、
敬
之
助
に
対
す
る
批
判
的
な
捉
え
方
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、
語
り
手
と
藤
吉
の
共
犯
関
係
と
も
言
え
る
箇
所
は
、
作

品
の
随
所
に
登
場
す
る
。
以
下
の
引
用
は
、
先
の
引
用
に
続
く
、
下
津
井

屋
襲
撃
に
至
る
ま
で
の
場
面
で
あ
る
。

「
下
津
井
屋
を
斬
る
」

　

と
、
敬
之
助
が
平
然
と
い
っ
た
言
葉
は
、
藤
吉
を
仰
天
さ
せ
た
。

町
人
が
町
人
の
家
へ
斬
り
込
み
を
か
け
る
な
ど
、
平
和
な
町
人
の
ま

ち
に
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る
変
事
で
は
な
い
か
。

「
な
、
な
ぜ
、
下
津
井
屋
の
旦
那
を
若
旦
那
が
斬
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
ご
ざ
い
ま
す
」

「
い
ま
も
言
っ
た
。
天
誅
だ
」

　

と
、
こ
の
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
生
真
面
目
す
ぎ
る
倉
敷
の
町
人
志

士
は
い
っ
た
。

敬
之
助
の
「
下
津
井
屋
を
斬
る
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
、
地
の
文
で
「
藤

吉
を
仰
天
さ
せ
た
」
と
の
反
応
が
書
か
れ
、
さ
ら
に
、「
町
人
が
町
人
の
家

へ
斬
り
込
み
を
か
け
る
な
ど
、
平
和
な
町
人
の
ま
ち
に
あ
り
う
べ
か
ら
ざ

る
変
事
で
は
な
い
か
」
と
記
さ
れ
る
。
こ
の
場
面
で
も
、
地
の
文
に
藤
吉

の
心
情
描
写
と
い
え
る
記
述
が
示
さ
れ
、
そ
の
記
述
は
敬
之
助
の
行
動
を

批
判
す
る
よ
う
な
内
容
が
描
か
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
敬
之
助
の
行
動
に
批
判
を
加
え
る
存
在
で
あ
る
藤
吉
は
、

敬
之
助
の
死
の
直
前
に
お
い
て
も
、
そ
の
批
判
性
を
持
っ
て
敬
之
助
に
意

見
す
る
。
以
下
の
引
用
は
、
倉
敷
か
ら
敗
走
し
、
長
州
に
上
陸
後
、
長
州

藩
と
の
仲
介
を
担
う
清
鏡
寺
の
住
職
の
計
略
に
よ
っ
て
、
長
州
藩
軍
の
銃

撃
を
受
け
る
直
前
の
場
面
で
あ
る
。

　

住
職
は
、
寺
紋
入
り
の
提
灯
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
こ
と
さ
ら

に
ぶ
ら
ぶ
ら
振
り
な
が
ら
歩
い
た
。

「
若
旦
那
」

　

と
、
藤
吉
に
疑
念
が
お
こ
り
、
敬
之
助
の
袖
を
何
度
か
ひ
い
た
。

つ
い
に
敬
之
助
は
小
声
で
叱
り
、

「
お
れ
は
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
人
の
不
正
を
憎
む
こ
と
は
な
は
だ
し
く
、

そ
の
た
め
他
人
と
も
無
用
の
争
い
を
重
ね
て
き
た
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で

に
正
義
を
愛
し
ぬ
い
て
き
た
お
れ
を
、
ひ
と
が
邪
心
を
抱
い
て
だ
ま

す
わ
け
が
な
い
」

「
若
旦
那
の
い
い
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
な
」

　

藤
吉
は
、
悲
し
げ
に
い
っ
た
。

「
し
か
し
、
御
苦
労
の
な
い
お
育
ち
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
な
。
人
の
心
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が
お
わ
か
り
に
な
れ
ま
せ
ぬ
」

こ
の
場
面
で
は
、
敬
之
助
と
藤
吉
の
対
話
に
よ
っ
て
、
正
義
を
信
じ
る
敬

之
助
の
育
ち
の
良
さ
が
示
さ
れ
る
一
方
、
藤
吉
は
、
若
旦
那
の
育
ち
の
良

さ
が
故
の
甘
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
地
の
文
に
よ
る
批
判
で

は
な
く
、
藤
吉
の
台
詞
が
直
接
敬
之
助
の
行
動
を
批
判
す
る
内
容
と
な
っ

て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
倉
敷
の
若
旦
那
」
で
は
、
藤
吉
の
発

言
、
藤
吉
の
心
境
を
描
い
た
地
の
文
、
藤
吉
を
介
さ
な
い
通
常
の
語
り
手

の
視
点
の
三
点
で
主
人
公
で
あ
る
大
橋
敬
之
助
の
行
動
を
批
判
す
る
記
述

が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

司
馬
遼
太
郎
は
、
自
身
の
小
説
を
「
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
敗
北
」
で
あ
っ

た
と
評
し
た
「
小
説
と
歴
史
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
小
説
家
と
歴
史
家

の
し
ご
と
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

私
の
立
場
を
、
の
べ
て
み
た
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
創
作
家
に
よ
っ
て

意
見
は
ち
が
う
と
お
も
う
が
、
私
の
場
合
は
、
小
説
家
に
は
歴
史
を

曲
げ
る
権
利
は
な
い
と
お
も
っ
て
い
る
。
歴
史
は
国
民
の
共
有
財
産

で
あ
り
、
い
か
に
小
説
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
勝
手
に
変
形
し
て
い
い

も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
私
の
能
力
の
あ
た
う
か
ぎ
り

に
お
い
て
正
確
に
期
し
た
い
。
そ
の
正
確
を
期
す
る
た
め
に
先
人
の

書
い
た
も
の
を
読
ん
だ
り
、
史
料
に
あ
た
っ
た
り
す
る
の
だ
が
、
こ

の
段
階
の
お
も
し
ろ
さ
と
い
う
の
は
、
私
に
と
っ
て
い
か
な
る
娯
楽

に
も
代
え
が
た
い
も
の
で
あ
る
。

　

か
と
い
っ
て
歴
史
家
で
な
い
と
い
う
の
は
、
そ
の
段
階
を
科
学
的

精
神
と
方
法
で
や
り
、
そ
れ
を
完
結
さ
せ
る
と
い
う
の
が
そ
の
分
野

の
し
ご
と
で
あ
り
、
小
説
家
の
場
合
は
、
そ
の
段
階
は
単
に
創
作
的

刺
激
を
も
と
め
る
た
め
の
予
備
運
動
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
作
家
に
と
っ
て
資
料
と
い
う
の
は
想
像
の

刺
激
剤
に
す
ぎ
な
い
。
小
説
の
た
ね
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
刺
激

剤
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
歴
史
家
の
記
述
方
法
と
小
説
家
の
記
述
方
法
の
違
い
に
つ
い

て
説
明
を
行
い
、「
作
家
に
と
っ
て
資
料
と
い
う
の
は
想
像
の
刺
激
剤
に
す

ぎ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
が
行
わ
れ
た
後
に
、
自
身

の
小
説
で
あ
る
「
倉
敷
の
若
旦
那
」
に
つ
い
て
「
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
敗
北
」

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
、『
倉
敷
浅
尾
騒
動

記
』
に
つ
い
て
「
立
石
孫
一
郎
の
問
題
と
問
題
性
は
こ
の
研
究
に
よ
っ
て

完
結
し
て
い
る
」
と
評
し
て
い
る
。「
倉
敷
の
若
旦
那
」
の
大
部
分
が
『
倉

敷
浅
尾
騒
動
記
』
に
沿
っ
て
書
か
れ
て
い
る
点
で
は
「
倉
敷
の
若
旦
那
」

は
「
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
敗
北
」
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
身
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の
小
説
家
と
し
て
の
仕
事
と
歴
史
家
の
仕
事
を
区
別
し
て
い
る
点
で
、
こ

の
作
品
の
試
み
は
成
功
し
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
肯
定
的

に
描
い
た
『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
に
沿
っ
て
、
肯
定
的
に
大
橋
敬
之
助
像

を
描
く
一
方
で
、
語
り
手
に
よ
る
評
価
や
、
藤
吉
と
い
う
登
場
人
物
を
創

出
し
、
そ
の
視
点
を
用
い
て
大
橋
敬
之
助
を
批
判
的
に
描
く
こ
と
で
、
歴

史
資
料
と
は
異
な
る
客
観
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
、
お
わ
り
に

　

昭
和
四
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
「
倉
敷
の
若
旦
那
」
は
、『
倉
敷
浅
尾
騒
動

記
』
を
典
拠
に
し
て
書
か
れ
た
。『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
は
、
倉
敷
浅
尾
騒

動
に
つ
い
て
の
資
料
で
あ
る
と
同
時
に
、
立
石
孫
一
郎
に
つ
い
て
の
資
料

で
も
あ
る
。「
倉
敷
の
若
旦
那
」
も
大
橋
敬
之
助
を
中
心
に
、
倉
敷
浅
尾
騒

動
を
描
い
た
小
説
で
あ
り
、
そ
の
記
述
に
共
通
す
る
箇
所
も
存
在
す
る
こ

と
か
ら
、『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
の
影
響
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
小
説
の
語
り
と
登
場
人
物
の
創
出
の
点
で
、「
倉
敷
の
若
旦
那
」

と
『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
の
間
に
は
大
き
な
相
違
点
が
存
在
す
る
。

　
『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
は
、
倉
敷
浅
尾
騒
動
と
立
石
孫
一
郎
を
再
評
価
し

よ
う
と
す
る
試
み
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
立
石
孫
一
郎
に
つ
い
て
の

評
価
は
か
な
り
肯
定
的
な
立
場
で
書
か
れ
る
。
一
方
で
「
倉
敷
の
若
旦
那
」

は
、
そ
の
肯
定
的
な
評
価
を
描
き
つ
つ
も
、
批
判
的
に
描
く
箇
所
も
存
在

し
、
そ
れ
ら
を
混
在
さ
せ
る
こ
と
で
、
客
観
的
な
視
点
か
ら
事
件
と
人
物

を
描
こ
う
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
作
品
で
は
、
地
の
文
で
大
橋
敬
之

助
は
立
石
孫
一
郎
と
な
ら
ず
、
あ
く
ま
で
倉
敷
の
商
人
の
若
旦
那
で
あ
る

大
橋
敬
之
助
が
描
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
で
、『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
と

「
倉
敷
の
若
旦
那
」
で
は
評
価
の
立
場
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
敬
之
助
の
従
者
で
あ
る
藤
吉
と
い
う
人
物
を
加
筆
す
る
こ
と

で
、
敬
之
助
の
行
動
を
批
判
す
る
視
点
を
創
出
し
て
い
る
。『
倉
敷
浅
尾
騒

動
記
』
は
歴
史
資
料
で
あ
る
た
め
、
登
場
人
物
の
台
詞
が
書
か
れ
る
こ
と

は
な
い
。「
倉
敷
の
若
旦
那
」
で
は
、
敬
之
助
に
常
に
付
き
添
う
藤
吉
と
い

う
人
物
の
台
詞
と
そ
の
心
境
が
描
か
れ
る
地
の
文
に
よ
っ
て
、
大
橋
敬
之

助
の
行
動
を
批
判
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
作
品
で
は
藤
吉
の
発
言
、
藤
吉

の
心
境
を
描
い
た
地
の
文
、
藤
吉
を
介
さ
な
い
語
り
手
の
視
点
の
三
点
で

大
橋
敬
之
助
の
行
動
を
批
判
す
る
記
述
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
自
身
の

エ
ッ
セ
イ
「
小
説
と
歴
史
に
つ
い
て
」
で
、
小
説
家
と
歴
史
家
の
仕
事
を

区
別
し
て
い
る
が
、
本
作
品
に
お
け
る
そ
の
区
別
の
方
法
は
、
こ
れ
ら
の

小
説
的
創
意
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。「
倉
敷
の
若
旦
那
」
で
は
、
歴
史
資
料

で
提
示
さ
れ
る
客
観
性
と
異
な
る
方
法
で
、
大
橋
敬
之
助
の
行
動
を
客
観

的
に
描
き
、
敬
之
助
の
見
方
を
複
数
示
す
こ
と
で
、
歴
史
資
料
で
は
言
い

尽
く
せ
な
い
、
小
説
の
多
様
性
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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注
（
1
）　

司
馬
遼
太
郎
「
倉
敷
の
若
旦
那
」『
オ
ー
ル
讀
物
』
第
二
〇
巻
第
六

号
、
昭
和
四
〇
年
六
月
一
日
、
文
藝
春
秋
社

（
2
）　

倉
敷
浅
尾
騒
動
に
つ
い
て
は
、『
国
史
大
辞
典　

第
十
一
巻
』（
平

成
二
年
九
月
三
〇
日
、
吉
川
弘
文
館
）
の
備
中
騒
動
の
項
と
『
日
本
歴

史
大
辞
典　

第
四
巻
』（
昭
和
六
〇
年
、
四
月
三
〇
日
、
河
出
書
房
新

社
）
の
倉
敷
騒
動
の
項
を
参
考
に
し
た
。
こ
の
事
件
の
名
称
に
つ
い
て

は
、
本
稿
で
扱
う
資
料
が
『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

倉
敷
浅
尾
騒
動
に
統
一
し
た
。

（
3
）　

尾
崎
秀
樹
「
ま
え
が
き
」『
昭
和
四
十
年
度　

代
表
作
時
代
小
説
』

昭
和
四
〇
年
九
月
一
五
日
、
東
京
文
藝
社

（
4
）　

山
野
博
史
「
司
馬
遼
太
郎
短
篇
の
面
白
さ
」『
中
央
公
論
』
第
一
一

一
巻
一
一
号
、
平
成
八
年
九
月
一
日
、
中
央
公
論
社

（
5
）　

司
馬
遼
太
郎
「
作
者
の
言
葉
」『
昭
和
四
十
年
度　

代
表
作
時
代
小

説
』
昭
和
四
〇
年
九
月
一
五
日
、
東
京
文
藝
社

（
6
）　

司
馬
遼
太
郎
「
小
説
と
歴
史
に
つ
い
て
」『
高
知
新
聞
』
昭
和
四
二

年
一
月
二
二
日
朝
刊
号

（
7
）　

角
田
直
一
『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
昭
和
三
九
年
九
月
一
五
日
、
瀬

戸
内
海
文
化
連
盟

（
8
）　

赤
木
元
蔵
「
序
」『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
昭
和
三
九
年
九
月
一
五

日
、
瀬
戸
内
海
文
化
連
盟

（
9
）　

原
三
正
「
序
」『
倉
敷
浅
尾
騒
動
記
』
昭
和
三
九
年
九
月
一
五
日
、

瀬
戸
内
海
文
化
連
盟

（
も
り　

る
い
／
本
学
大
学
院
生
）


