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は
じ
め
に

火
野
葦
平
に
は
『
聊
齋
志
異
』
を
元
に
改
変
し
、
再
小
説
化
し
た
作
品

群
が
あ
る
。
筆
者
が
調
査
し
た
限
り
で
は
、
お
よ
そ
、
一
〇
作
は
判
明

し
て
い
る
。『
聊
斎
志
異
』
と
は
、
作
者
は
、
蒲
松
齢
（
一
六
四
〇
年
～

一
七
一
五
年　

没
年
不
詳
）
で
、神
仙
、幽
霊
、狐
狸
の
怪
異
譚
を
筆
記
し
、

ま
と
め
て
書
き
記
し
た
中
国
文
学
で
あ
る
。
中
国
で
も
長
年
に
わ
た
っ
て

親
し
ま
れ
、
日
本
で
は
、
江
戸
後
期
に
伝
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る（

1
（

。

『
聊
齋
志
異
』
は
そ
の
内
容
の
面
白
さ
か
ら
、
近
世
文
学
を
は
じ
め
近

代
文
学
の
数
多
く
の
作
家
た
ち
に
親
し
ま
れ
影
響
を
も
た
ら
し
た
。
例

え
ば
、
日
本
の
近
代
作
家
た
ち
の
例
を
あ
げ
て
み
る
。『
東
洋
画
報
』

（
一
九
〇
三
年
三
月
創
刊
）
の
編
集
責
任
者
で
あ
っ
た
国
木
田
独
歩
は
『
東

洋
画
報
』
に
『
聊
斎
志
異
』
を
翻
訳
し
た
。
そ
し
て
後
に
、
国
木
田
独
歩

と
蒲
原
有
明
の
『
聊
斎
志
異
』
訳
を
収
め
た
『
支
那
奇
談
集
一
～
三
編
』

（
一
九
〇
六
年
四
月
、
近
事
画
報
社
刊
）
を
発
刊
し
た
。
芥
川
龍
之
介
も
、

『
聊
斎
志
異
』
を
も
じ
っ
た
「
椒
図
志
異
」
と
題
す
る
ノ
ー
ト
を
持
っ
て

い
た
し
、『
聊
斎
志
異
』
の
「
酒
虫
」
を
典
拠
と
し
て
「
酒
虫
」（『
新
思
潮
』

一
九
一
六
年
六
月
）
を
著
し
た
。
ま
た
、
佐
藤
春
夫
も
『
玉
簪
花
』（

2
（

の
中

に
収
録
し
た
「
緑
衣
の
少
女
」「
恋
す
る
も
の
の
道
」「
碧
色
の
菊
」
な
ど
、

『
聊
斎
志
異
』
を
典
拠
と
し
た
作
品
を
数
多
く
残
し
て
い
る
。
太
宰
治
「
竹

青
」（『
文
藝
』
一
九
四
五
年
四
月
）
も
『
聊
斎
志
異
』
の
「
竹
青
」
を
典

拠
と
し
て
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
で
あ
る
。そ
の
他
、太
宰
は「
清
貧
譚
」（『
新

潮
』
一
九
四
〇
年
一
月
）
な
ど
『
聊
斎
志
異
』
に
材
を
と
っ
た
作
品
を
残

し
て
い
る
。

こ
れ
ら
『
聊
斎
志
異
』
に
魅
せ
ら
れ
た
芥
川
龍
之
介
、
国
木
田
独
歩
、

佐
藤
春
夫
ら
を
尊
敬
し
愛
読
し
た
火
野
も
『
聊
斎
志
異
』
に
親
し
み
、『
中

火
野
葦
平
「
王
六
郎
」
論

―
『
聊
斎
志
異
』「
王
六
郎
」
と
の
比
較
研
究
―

増
　
田
　
周
　
子
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国
艶
笑
風
流
譚
』
を
は
じ
め
と
す
る
、
数
々
の
『
聊
斎
志
異
』
改
変
作
品

書
を
著
し
た
。

だ
が
、
戦
争
文
学
作
家
と
し
て
世
に
知
ら
れ
た
火
野
の
『
聊
齋
志
異
』

関
連
作
品
は
、
残
念
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
た
だ

火
野
の
『
聊
斎
志
異
』
改
変
物
は
、
決
し
て
軽
く
書
か
れ
た
も
の
で
は
な

い
。
一
見
、
男
女
の
恋
物
語
や
、
妖
怪
談
を
描
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
見

え
な
が
ら
、
作
品
に
は
、
戦
争
の
反
省
や
、
戦
後
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
占
領
へ
の
批

判
、
未
来
に
向
け
て
の
人
間
の
あ
る
べ
き
姿
な
ど
を
暗
喩
と
し
て
描
い
た

貴
重
な
テ
ー
マ
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
火
野
文
学
を
考
え
る

う
え
で
重
要
な
位
置
を
占
め
、
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
火
野
の
『
聊
齋
志
異
』
改
変
物
か
ら
、「
王
六
郎
」

を
と
り
あ
げ
る
。
火
野
の
「
王
六
郎
」
と
そ
の
典
拠
『
聊
斎
志
異
』
の
「
王

六
郎
」
を
比
較
検
討
し
、
ど
の
よ
う
な
改
変
を
火
野
が
施
し
た
の
か
、
そ

し
て
、
作
品
に
込
め
ら
れ
た
テ
ー
マ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
詳
し
く
述
べ

て
い
き
た
い
。

一
「
王
六
郎
」
の
成
立
と
「
創
作
ノ
ー
ト
」

「
王
六
郎
」
は
、『
別
冊
小
説
新
潮
』（
一
九
四
九
年
一
〇
月
一
五
日
）

に
向
井
潤
吉
の
挿
画
で
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
次
の
五
冊
の
作
品
集
に

収
録
さ
れ
て
い
る
。

『
中
国
艶
笑
風
流
譚
』（
一
九
五
一
年
一
月
一
〇
日
、
東
京
文
庫
）

『
東
洋
艶
笑
滑
稽
聚
』（
一
九
五
二
年
五
月
三
〇
日
、
東
京
文
庫
）

『
美
女
と
妖
怪
―
私
版　

聊
齋
志
異
』（
一
九
五
五
年
七
月
一
日
、
学
風

書
院
）

『
中
国
艶
笑
風
流
譚
』（
一
九
五
六
年
二
月
一
〇
日
、
学
風
書
院
）

『
中
国
艶
笑
物
語
―
私
版　

聊
齋
志
異
』（
一
九
五
六
年
三
月
五
日
、
河

出
書
房
）

多
少
、句
読
点
な
ど
が
削
除
さ
れ
た
り
加
わ
っ
た
り
し
て
い
る
が
初
出「
王

六
郎
」
と
五
冊
の
収
録
本
は
、
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
く
、
火
野
は
収
録
に

あ
た
っ
て
大
幅
な
書
き
換
え
な
ど
は
お
こ
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
火
野

の
「
王
六
郎
」
に
は
、
北
九
州
市
立
文
学
館
に
「
創
作
ノ
ー
ト
」
が
残
っ

て
い
る
の
で
、
そ
の
部
分
を
あ
げ
て
翻
刻
し
て
み
る
。
こ
の
「
創
作
ノ
ー

ト
」
は
、
火
野
が
王
六
郎
を
執
筆
す
る
前
に
重
要
点
を
記
し
た
ノ
ー
ト
で

あ
る
。

一
折　

魏
江

二
折　

情
婦



347

三
折　

鄔
の
町　
　
　
　
　
　

四
折
小
段

王
六
郎
（
聊
斎
志
異
よ
り
）

許
孝
鳳　
　
　

淄
川
の
漁
夫
（
一
人
デ
ハ
ノ
メ
ヌ
タ
チ

4

4

）

許
黄
英　
　
　

そ
の
妻

王
六
郎　
　
　

死
霊

陸
鄭　
　
　
　

漁
師

李
花
蓮　

 

溺
死
せ
ん
と
す
る
女
（
許
の
情
婦
）（
か
ら
か
ひ
半
分
に
も
の

に
し
た
情
婦
。
つ
け
ま
と
は
れ
て
閉
口
。）

　
　
　
　

そ
の
赤
ん
坊

瑋
線
三　

鄔
の
町
の
民
長

　
　
　
　

町
民

〇
川
に
ふ
里
ま
い
て
、
王
六
郎
か
ら
謝
を
受
け
る
許
。

〇
情
婦
、
子
を
抱
い
て
き
て
溺
れ
る
を
見
て
よ
ろ
こ
ぶ
。
厄
の
が
れ
。
と

こ
ろ
が
、

〇
王
六
郎
は
気
の
毒
が
つ
て
、
そ
れ
を
助
け
る
。
そ
の
た
め
、
立
身
。
鄔

の
守
護
神
。

〇
鄔
の
町
に
た
づ
ね
て
行
く
許
。

〇
旋
風
に
な
つ
て
吹
送
っ
て
く
る
王
六
郎
―
―
許
、
別
れ
と
い
つ
て
酒
を

ふ
り
ま
く
。（
一
人
デ
ハ
ノ
メ
ヌ
タ．
．チ

）

　

旋
風
酔
つ
ぱ
ら
つ
て
、
な
に
も
か
も
を
吹
き
散
ら
し
て
し
ま
ふ
。
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〇
あ
と
追
つ
か
け
て
来
た
情
婦
と
赤
ん
坊

以
上
が
「
創
作
ノ
ー
ト
」
で
あ
る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、『
聊
齋
志
異
』

に
は
な
か
っ
た
、
漁
師
許
の
愛
人
李
花
蓮
を
創
作
し
よ
う
と
し
て
い
た
様

子
や
、「
旋
風
酔
つ
ぱ
ら
つ
て
、
な
に
も
か
も
を
吹
き
散
ら
し
て
し
ま
ふ
。」

と
い
う
、
火
野
の
「
王
六
郎
」
の
ラ
ス
ト
の
構
想
が
執
筆
前
か
ら
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

二 

、火
野
葦
平
が「
王
六
郎
」を
書
く
際
に
参
考
に
し
た『
聊
斎
志
異
』

さ
て
、「
王
六
郎
」
を
考
察
す
る
前
に
、
火
野
が
ど
の
よ
う
に
し
て
『
聊

齋
志
異
』
を
知
っ
た
の
か
、
そ
し
て
、
ど
ん
な
『
聊
齋
志
異
』
を
読
ん
だ

の
か
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
火
野
は
、『
美
女
と
妖
怪
―
私
版　

聊
齋

志
異
』
の
「
あ
と
が
き
」
で
、

早
稲
田
文
科
時
代
、
私
は
杜
小
陵
と
李
太
白
と
の
詩
に
惹
か
れ
て
、

自
分
も
漢
詩
を
つ
く
つ
た
り
し
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
私
の
や
う
な
浅

学
な
者
は
た
ち
ま
ち
そ
の
む
つ
か
し
さ
に
辟
易
し
て
や
め
て
し
ま
つ

た
が
、
そ
れ
が
き
つ
か
け
と
な
つ
て
、
両
詩
人
の
唐
本
詩
集
と
な
ら

べ
て
、
商
務
印
書
館
版
の
「
古マ

今マ

奇
観
」
や
「
聊
齋
志
異
」
を
机
上

に
お
く
や
う
に
な
つ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
漢
和
辞
典
を
ひ
き
な
が

ら
熱
心
に
読
み
、
興
趣
の
つ
き
ざ
る
も
の
を
お
ぼ
え
た（

3
（

と
記
し
て
い
る
。
火
野
は
早
稲
田
文
科
時
代
の
一
九
二
〇
年
代
に
、
漢
詩

を
愛
読
し
、
自
ら
も
漢
詩
を
作
っ
た
り
、
中
国
文
学
に
親
し
ん
で
い
た
。

そ
し
て
辞
書
を
引
き
な
が
ら
、
漢
文
の
『
聊
齋
志
異
』
を
読
ん
で
い
た
の

で
あ
っ
た
。
火
野
は
、
さ
ら
に
続
け
て
『
聊
齋
志
異
』
の
「
む
つ
か
し
さ

に
面
倒
く
さ
く
な
つ
て
投
げ
だ
し
て
し
ま
つ
た
。
そ
れ
か
ら
、
後
年
、
柴

田
天
馬
氏
の
名
訳
が
出
る
に
い
た
つ
て
、
さ
ら
に
往
年
の
感
動
を
新
に
し

た
の
で
あ
る
。
柴
田
氏
の
訳
文
は
原
語
を
た
く
み
に
生
か
し
た
実
に
気
の

き
い
た
も
の
で
、
そ
の
親
切
な
註
解
と
と
も
に
、
昔
、
中
途
半
端
に
し
か

読
ん
で
ゐ
な
か
つ
た
私
を
す
こ
ぶ
る
満
足
さ
せ
て
く
れ
た
」（

4
（

と
い
う
。
こ

こ
で
火
野
が
述
べ
る
商
務
印
書
館
版
発
行
の
『
聊
齋
志
異
』
は
、
火
野
の

通
っ
た
早
稲
田
大
学
の
図
書
館
な
ら
び
に
国
立
国
会
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
九
二
五
年
以
前
の
発
行
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る（

5
（

。

つ
ま
り
、
火
野
は
、
こ
の
商
務
印
書
館
版
発
行
の
『
聊
齋
志
異
』
を
読
ん

だ
可
能
性
が
高
い
。
だ
が
火
野
は
、
難
し
さ
に
辟
易
し
、
原
文
で
読
む
こ

と
は
あ
き
ら
め
、柴
田
天
馬
訳
で『
聊
斎
志
異
』に
親
し
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

ち
な
み
に
こ
の
上
海
商
務
印
書
館
版
の
『
聊
齋
志
異
』
に
は
、「
王
六
郎
」

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
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さ
て
、
火
野
が
、『
聊
斎
志
異
』
改
変
物
を
書
く
以
前
に
柴
田
天
馬
訳

の
『
聊
齋
志
異
』
は
、
一
九
一
九
年
一
〇
月
に
玄
文
社
か
ら
、
一
九
二
六

年
三
月
に
は
、
第
一
書
房
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
柴
田
天
馬
訳

は
一
九
三
三
年
に
も
第
一
書
房
か
ら
発
刊
さ
れ
て
い
る
。
火
野
が
何
を
手

元
に
置
い
て
い
た
の
か
、
蔵
書
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
こ
と
と
、
戦
前
に

文
学
廃
業
宣
言
を
火
野
自
身
が
行
い
、
売
却
し
た
こ
と
も
あ
り
不
明
で
あ

る
が
、
火
野
は
こ
れ
ら
の
柴
田
天
馬
訳
を
読
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

柴
田
天
馬
訳
の
『
聊
斎
志
異
』
の
一
九
一
九
年
の
玄
文
社
版
、
一
九
二
六

年
、
一
九
三
三
年
の
第
一
書
房
版
、
い
ず
れ
に
も
「
王
六
郎
」
は
収
載
さ

れ
て
い
な
い
。

さ
ら
に
、
火
野
は
、「
終
戦
後
は
、
北
京
か
ら
か
へ
つ
て
き
た
村
上
知

行
氏
の
訳
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
は
ま
た
原
文
を
思
ひ
き
つ
て
く
だ
い
て

し
ま
つ
た
平
易
な
文
章
で
、
柴
田
氏
と
は
、
別
個
の
味
は
ひ
が
あ
つ
た
」（

6
（

と
記
し
て
い
る
。
火
野
が
「
王
六
郎
」
を
発
表
す
る
ま
で
に
、
村
上
知
行

訳
『
聊
齋
志
異
』
は
、
一
九
四
七
年
一
二
月
に
光
文
社
か
ら
『
聊
齋
志
異

香
艶
抄
』、
一
九
四
九
年
五
月
に
村
上
知
行
訳
『
も
だ
ん
ら
い
ぶ
ら
り
い

　

聊
齋
志
異
上
巻
』（
東
西
出
版
社
）
な
ど
が
発
刊
さ
れ
て
い
る
。『
聊
齋

志
異
香
艶
抄
』
に
は
、「
王
六
郎
」
は
収
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
も
だ
ん

ら
い
ぶ
ら
り
い　

聊
齋
志
異
上
巻
』に
は「
王
六
郎
」が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

ま
と
め
る
と
、
お
そ
ら
く
、
火
野
は
、
漢
和
辞
典
を
引
き
つ
つ
苦
し
み

な
が
ら
一
九
二
〇
年
代
の
上
海
商
務
印
書
館
版
『
聊
斎
志
異
』「
王
六
郎
」

を
読
み
、
後
に
は
村
上
知
行
訳
で
親
し
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
本
稿
で
は
、
火
野
作
品
「
王
六
郎
」
は
、『
中
国
艶
笑
物
語
―
私

版　

聊
齋
志
異
』
を
、
典
拠
『
聊
斎
志
異
』「
王
六
郎
」
は
村
上
知
行
訳

の
『
も
だ
ん
ら
い
ぶ
ら
り
い　

聊
齋
志
異
上
巻
』
を
テ
ク
ス
ト
と
す
る
。

三　

火
野
葦
平
「
王
六
郎
」
と
『
聊
齋
志
異
』「
王
六
郎
」

ａ　

王
六
郎
と
許
孝
鳳
の
出
会
い
と
別
れ
を
打
ち
明
け
る
ま
で

『
聊
齋
志
異
』「
王
六
郎
」
の
王
六
郎
と
許
孝
鳳
の
出
会
い
か
ら
別
れ
を

打
ち
明
け
る
ま
で
の
シ
ー
ン
を
簡
単
に
ま
と
め
て
み
る
。

淄
川
に
許
と
い
う
漁
師
が
い
た
。
許
は
毎
晩
、
河
に
出
掛
け
、
酒
を
飲

み
な
が
ら
漁
を
し
た
。
つ
い
で
に
溺
れ
死
ん
だ
者
に
与
え
る
た
め
に
河
に

酒
を
注
い
だ
。
す
る
と
、
他
の
漁
師
が
全
然
取
れ
な
い
場
所
で
も
、
許
だ

け
は
何
故
か
魚
が
よ
く
獲
れ
た
。
あ
る
晩
の
こ
と
。
許
が
河
の
ほ
と
り
で

酒
を
飲
ん
で
い
る
と
、
若
者
が
や
っ
て
来
た
。
許
は
そ
の
若
者
に
酒
を
す

す
め
一
緒
に
飲
ん
だ
。
網
を
か
け
て
い
た
が
、
そ
の
夜
は
、
一
匹
の
魚
も

釣
れ
な
か
っ
た
。許
が
が
っ
か
り
し
て
い
る
と
、若
者
は
立
ち
上
が
り
、「
下

流
の
方
へ
ま
わ
つ
て
い
つ
て
、魚
を
追
い
あ
げ
て
き
ま
し
よ
う
よ
」と
言
っ

て
く
れ
た
。
す
る
と
魚
が
た
く
さ
ん
と
れ
た
。
喜
ん
で
お
礼
を
言
い
、
許
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は
魚
を
贈
ろ
う
と
し
た
が
、
若
者
は
そ
れ
を
受
け
取
ら
ず
に
、「
い
つ
も

い
つ
も
好
い
お
酒
を
ご
ち
そ
う
に
な
り
つ
ぱ
な
し
で
い
る
の
で
す
も
の
、

何
の
、
こ
れ
し
き
、
お
礼
に
は
お
よ
び
ま
せ
ん
」
と
断
っ
た
。
許
は
、
初

め
て
会
っ
た
の
に
若
者
が
い
つ
も
い
つ
も
と
言
う
の
が
不
思
議
だ
っ
た
。

許
が
、
若
者
に
名
を
尋
ね
る
と
王
家
の
六
男
で
王
六
郎
だ
と
述
べ
た
。
そ

の
後
、
王
六
郎
と
許
は
毎
日
の
よ
う
に
酒
を
飲
み
な
が
ら
、
二
人
で
協
力

し
て
漁
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
王
六
郎
が
手
伝
っ
て
く
れ
る
の
で
、
ど

ん
な
時
も
大
漁
だ
っ
た
。
以
上
が
『
聊
斎
志
異
』
の
話
で
あ
る
。

一
方
火
野
葦
平
の「
王
六
郎
」は
、壱
折
か
ら
五
折
に
分
か
れ
て
い
る
が
、

こ
の
部
分
は
、
壱
折
と
二
折
の
部
分
に
あ
た
る
。
内
容
と
し
て
は
、
ほ
ぼ

同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
主
人
公
の
許
孝
鳳
の
性
格
描
写
が
火
野
の
「
王
六

郎
」
の
方
が
詳
し
い
。
例
え
ば
許
孝
鳳
は
、「
創
作
ノ
ー
ト
」
に
あ
る
よ

う
に
、「
一
人
デ
ハ
ノ
メ
ヌ
タ
チ

4

4

」
に
設
定
さ
れ
、「
酒
と
女
と
ば
く
ち
を

好
む
」「
生
来
、
怠
惰
で
、
不
勉
強
で
、
依
頼
心
ば
か
り
つ
よ
い
」「
酒
徒

で
あ
る
。
身
を
持
ち
く
ず
し
た
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
耽
酒
、
大
酒
、
溺
酒
、

乱
酒
、
暴
酒
、
淫
酒
、
落
酒
、
酒
の
害
と
い
う
も
の
す
べ
て
を
経
験
し
て

き
た
」
と
あ
る
。「
嘘
や
ご
ま
か
し
の
い
え
ぬ
好
人
物
」
と
も
書
か
れ
て

い
る
。
ま
た
、火
野
の「
王
六
郎
」で
は
、筆
者
火
野
葦
平
の
語
り
手
が
時
々

登
場
す
る
。
こ
れ
は
当
然
『
聊
斎
志
異
』
に
は
な
い
。
語
り
手
は
、
許
は

酒
好
き
で
は
な
く
、
酒
飲
み
だ
と
述
べ
る
。「
酒
飲
み
は
、
酒
の
肴
に
話

を
す
る
の
で
は
な
く
、
話
の
肴
に
酒
を
す
る
。
こ
れ
は
筆
者
と
同
様
で
あ

る
」
と
し
、
酒
好
き
で
は
な
い
の
で
、「
一
滴
の
酒
も
他
人
に
飲
ま
せ
ま

い
と
い
ふ
賤
し
さ
が
な
い
の
で
、
気
前
は
よ
い
」
と
も
言
う
。

さ
ら
に
、
許
孝
鳳
の
女
房
の
描
写
は
か
な
り
異
な
る
。『
聊
斎
志
異
』

で
は
妻
と
表
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
だ
が
、
火
野
の
「
王
六
郎
」
で
は
、
黄

英
と
名
前
が
あ
り
「
角
が
十
七
本
も
あ
る
よ
う
な
古
女
房
」
で
「
ヒ
ス
テ

リ
ー
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
許
は
、
次
の
よ
う
な
様
子
だ
っ
た
。

胸
の
鬱
を
晴
ら
す
た
め
に
は
、
と
き
に
独
酒
も
や
る
。
許
は
、
漁
撈

に
で
か
け
る
と
き
に
は
、
か
な
ら
ず
若
干
の
酒
を
用
意
し
た
。
そ
れ

は
、
多
分
に
洩
れ
ぬ
憂
さ
ば
ら
し
だ
っ
た
。
志
を
得
ず
、
故
郷
に
襤

褸
を
か
ざ
っ
た
こ
と
、郷
里
に
あ
っ
て
も
仲
間
は
ず
れ
さ
れ
た
こ
と
、

貧
乏
と
、
女
房
の
軽
蔑
と
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
と
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
こ

と
な
ど
で
、
許
の
日
々
は
怏
々
た
る
も
の
だ
っ
た
。（
8
頁
）

許
は
、
嫌
な
妻
を
娶
り
、
郷
里
で
も
仲
間
外
れ
に
さ
れ
、
し
ょ
ん
ぼ
り
し

て
い
た
。
こ
ん
な
、許
の
姿
は
『
聊
斎
志
異
』
に
は
書
か
れ
な
い
。
ま
た
、

火
野
の
「
王
六
郎
」
で
は
、許
の
女
房
は
、許
が
大
量
に
魚
を
持
っ
て
帰
っ

て
も
、「
ふ
ん
、
魏
江
の
魚
ど
も
は
、
と
ん
と
間
抜
け
で
、
お
ひ
と
よ
し

と
見
え
る
。
あ
ん
た
の
よ
う
な
薄
ぼ
ん
や
り
の
網
に
か
か
る
な
ん
て
、
お
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お
か
た
、
盲
目
で
、
聾
で
、
跛
だ
ろ
う
よ
」
と
罵
倒
す
る
。
罵
倒
し
な
が

ら
魚
だ
け
は
そ
っ
く
り
取
り
上
げ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
大
量
の
魚
を

取
っ
て
く
る
の
で
、
妻
も
許
の
功
績
は
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ

た
。
そ
の
う
ち
他
の
漁
師
た
ち
も
秘
訣
を
教
え
て
も
ら
お
う
と
訪
ね
て
き

た
。
が
、「
貪
欲
で
、
狡
猾
で
、
エ
ゴ
イ
ス
ト
」
の
妻
黄
英
は
「
あ
い
つ

ら
に
教
え
て
や
っ
ち
ゃ
、
駄
目
だ
よ
」
と
命
令
す
る
。
そ
の
う
ち
い
つ
の

ま
に
か
、「
女
房
の
六
角
形
の
顔
も
恵
比
須
顔
と
な
り
、
酒
も
多
く
購
え

る
よ
う
に
な
っ
た
」。
す
る
と
黄
英
は
、「
あ
ん
た
、
こ
の
ご
ろ
、
ひ
ど
く

う
れ
し
そ
う
に
し
て
な
さ
る
ね
」
と
「
妙
に
猜
疑
ぶ
か
い
眼
で
、
変
っ
て

き
た
夫
を
見
た
」。
な
ぜ
な
ら
、
許
は
浮
気
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
許

が
浮
気
す
る
な
ど
の
描
写
は
『
聊
斎
志
異
』
に
は
な
い
。
語
り
手
は
次
の

よ
う
に
記
す
。

　
　

貧
乏
人
に
恋
愛
は
で
き
な
い
と
い
え
ば
、
精
神
主
義
者
の
一
喝
が
あ

る
に
き
ま
っ
て
い
る
が
、
実
際
問
題
と
し
て
、
金
が
な
く
て
は
女
は

つ
く
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
天
下
の
掟
で
あ
る
。
こ
と
に
、
最
近

の
よ
う
な
イ
ン
フ
レ
時
代
で
は
、
恋
愛
に
た
い
へ
ん
金
が
か
か
る
。

し
た
が
っ
て
、
恋
愛
が
新
興
階
級
の
専
属
品
化
し
て
、
頽
廃
は
は
て

し
も
な
い
の
で
あ
る
。
第
一
、
女
の
方
が
金
の
な
い
男
に
は
見
む
き

も
し
な
い
し
、
興
味
も
感
じ
な
い
。（
13
頁
）

こ
の
語
り
手
の
言
葉
を
見
る
と
、火
野
の
「
王
六
郎
」
が
イ
ン
フ
レ
時
代
、

す
な
わ
ち
こ
の
作
品
が
執
筆
さ
れ
た
戦
後
ま
も
な
く
の
一
九
四
九
年
頃
を

背
景
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
と
推
定
さ
れ
る
。
許
に
は
愛
人
の
李
花
蓮
が

い
た
。
李
花
蓮
に
は
、
許
と
の
子
供
も
い
た
。
李
花
蓮
は
、「
そ
の
名
に

似
あ
わ
ぬ
醜
女
で
、
暗
愚
、
執
拗
、
猜
疑
、
狂
暴
」
で
「
許
の
懐
を
し
ぼ

ろ
う
と
す
る
」。
そ
の
た
め
、
許
は
「
い
さ
さ
か
的
が
外
れ
た
」。
語
り
手

は
以
下
の
よ
う
に
続
け
る
。

許
の
方
は
当
座
の
出
来
心
で
、
あ
た
か
も
急
行
列
車
が
駅
を
通
過
す

る
よ
う
に
、
花
蓮
を
三
等
駅
の
通
過
駅
と
き
め
て
い
た
の
に
、
駅
の

方
で
は
、
赤
旗
を
ふ
っ
て
、
遮
二
無
二
そ
こ
へ
停
車
さ
せ
、
次
の
駅

に
行
か
せ
ま
い
と
す
る
。
燃
料
が
あ
る
か
ら
動
く
の
だ
か
ら
と
、
そ

の
燃
料
を
取
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
。 （
14
頁
）

こ
の
描
写
で
興
味
深
い
の
は
「
赤
旗
を
ふ
っ
て
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。

赤
旗
、
す
な
わ
ち
当
時
の
共
産
主
義
が
い
か
に
、
自
由
を
奪
う
も
の
か
を

許
と
浮
気
相
手
李
花
蓮
と
の
こ
と
で
暗
喩
し
て
い
る
。
ソ
連
で
は
、
レ
ー

ニ
ン
に
よ
る
建
国
以
来
の
一
九
二
〇
年
代
か
ら
粛
清
を
行
っ
て
き
た
が
、

ス
タ
ー
リ
ン
体
制
の
一
九
三
七
年
と
翌
三
八
年
に
は
、
大
粛
清
を
行
い
、
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ロ
シ
ア
連
邦
国
立
文
書
館
に
あ
る
統
計
資
料
に
よ
れ
ば
、
134
万

4923
人
が
即

決
裁
判
で
有
罪
に
処
さ
れ
、
半
数
強
の
68
万

1692
人
が
死
刑
判
決
を
受
け
た

と
さ
れ
る（

7
（

。
同
時
期
に
山
本
懸
蔵
、
杉
本
良
吉
ら
の
、
日
本
共
産
党
員
で

ソ
連
亡
命
者
も
粛
清
さ
れ
殺
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
思
想
的
自
由
を
奪
う

共
産
党
の
粛
清
の
恐
ろ
し
さ
を
、
李
花
蓮
や
列
車
に
見
立
て
て
批
判
的
に

書
い
て
い
る
。
李
花
蓮
は
「
お
か
み
さ
ん
に
、暴
し
て
や
る
」
と
脅
し
た
。

許
の
本
妻
黄
英
は
「
独
占
欲
が
強
く
、嫉
妬
の
権
化
で
、他
に
女
を
つ
く
っ

た
と
知
れ
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
命
に
か
か
わ
る
こ
と
が
起
る
」
と
許
は
李
花

蓮
の
「
処
置
に
困
り
、
途
方
に
暮
れ
た
」。
こ
の
よ
う
に
、
登
場
人
物
の

心
理
過
程
が
詳
し
く
描
か
れ
る
の
も
典
拠
『
聊
斎
志
異
』「
王
六
郎
」
と

異
な
る
点
で
あ
る
。

ｂ　

王
六
郎
と
許
孝
鳳
と
の
別
れ

　

こ
こ
で
、
続
き
の
『
聊
斎
志
異
』「
王
六
郎
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
追
っ

て
み
る
。

半
年
た
っ
た
あ
る
日
王
六
郎
が
突
然
、
許
に
別
れ
を
告
げ
に
来
る
。
理

由
を
聞
く
と
、
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。
実
は
自
分
は
酒
に
酔
っ
て
溺
れ
死

ん
だ
亡
霊
で
、
酒
を
く
れ
た
お
礼
に
今
ま
で
許
が
魚
を
と
れ
る
よ
う
協
力

し
て
い
た
。
明
日
に
は
自
分
の
罪
業
が
滅
す
る
。
そ
し
て
自
分
の
身
代
わ

り
が
溺
死
す
る
の
で
、
別
の
地
域
で
人
間
と
し
て
う
ま
れ
か
わ
る
。
だ
か

ら
も
う
会
え
な
く
な
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
許
が
酒
を
飲
み
な
が
ら
身
代

わ
り
は
ど
ん
な
人
か
尋
ね
る
と
、
明
日
昼
頃
河
畔
に
や
っ
て
来
る
女
だ
と

言
っ
た
。
翌
日
の
昼
に
、
許
が
河
辺
に
行
く
と
、
子
ど
も
を
抱
い
た
一
人

の
女
が
い
た
。
子
ど
も
は
河
岸
に
投
げ
ら
れ
、
女
は
河
に
落
ち
て
し
ま
っ

た
。
女
は
手
足
を
ば
た
ば
た
さ
せ
て
、
浮
い
た
り
沈
ん
だ
り
し
な
が
ら
わ

ん
わ
ん
泣
い
て
い
た
。
や
が
て
全
身
ず
ぶ
濡
れ
に
な
り
な
が
ら
、
陸
に
倒

れ
込
み
、
子
ど
も
を
抱
き
上
げ
て
去
っ
て
行
っ
た
。
日
が
暮
れ
て
か
ら
、

許
が
相
変
わ
ら
ず
い
つ
も
の
場
所
で
漁
を
し
て
い
る
と
、
王
六
郎
が
や
っ

て
来
て
、
許
に
、「
ま
た
い
つ
も
の
よ
う
に
お
会
い
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
よ
」
と
言
う
。
ど
う
い
う
訳
か
聞
く
と
、
女
の
人
が
代
わ
り
に
死
ぬ
は

ず
だ
っ
た
が
、
子
ど
も
を
残
す
に
忍
び
な
く
、
私
一
人
の
た
め
に
二
人
の

命
を
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
っ
た
の
で
、
結
局
、
女
を
救
っ
た
と
い

う
の
だ
っ
た
。
許
は
そ
れ
を
聞
い
て
感
心
し
「
君
の
心
は
、
す
な
わ
ち
仁

人
の
心
で
す
。
上
帝
の
御
心
に
ま
で
通
じ
る
心
で
す
」
と
述
べ
た
。
そ
う

し
て
、
二
人
は
今
ま
で
と
同
様
に
、
仲
睦
ま
じ
く
一
緒
に
酒
を
飲
み
、
魚

を
捕
っ
て
楽
し
ん
だ
。
数
日
後
王
六
郎
が
来
て
、
ま
た
も
や
別
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
と
告
げ
る
。
そ
の
理
由
は
、
王
六
郎
の
親
切
心
に
天
帝
が
感
動

し
、
招
遠
県
鄔
鎮
の
土
地
神
の
位
を
授
け
て
下
さ
っ
た
の
で
、
明
日
赴
任

す
る
か
ら
だ
っ
た
。
そ
し
て
遠
い
場
所
だ
が
ぜ
ひ
会
い
に
来
て
ほ
し
い
と

述
べ
た
。
以
上
が
『
聊
齋
志
異
』「
王
六
郎
」
の
続
き
で
あ
る
。
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こ
の
部
分
は
火
野
の「
王
六
郎
」の
三
折
に
あ
た
る
。『
聊
斎
志
異
』で
は
、

見
ず
知
ら
ず
の
女
が
王
六
郎
の
身
代
わ
り
と
な
る
予
定
だ
っ
た
。
だ
が
、

火
野
の
「
王
六
郎
」
で
は
、
誰
か
死
ぬ
な
ら
、
王
六
郎
の
神
通
力
で
「
う

る
さ
い
李
花
蓮
を
川
に
溺
れ
さ
せ
て
、か
た
づ
け
て
も
ら
い
た
い
」と
思
っ

た
と
あ
る
。
果
た
し
て
、河
に
や
っ
て
き
た
女
は
李
花
蓮
で
あ
っ
た
。『
聊

斎
志
異
』
と
同
様
、
子
供
は
岸
に
投
げ
ら
れ
た
。
李
花
蓮
は
、「
真
赤
な

濁
流
の
渦
の
な
か
に
巻
き
こ
ま
れ
た
」
が
、
王
六
郎
に
助
け
ら
れ
る
。
許

孝
鳳
は
次
の
よ
う
に
思
っ
た
。

「
王
六
郎
の
嘘
つ
き
奴
」
腹
立
ち
ま
ぎ
れ
に
、
許
は
叫
ん
だ
。
厄
払

い
ど
こ
ろ
か
、
女
が
こ
の
遭
難
で
、
ま
た
新
し
く
な
に
か
を
要
求

し
て
く
る
に
ち
が
い
な
い
と
、
歯
軋
り
す
る
思
い
で
許
は
怨
ん
だ
。

（
17
頁
）

火
野
の
「
王
六
郎
」
も
、
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
は
『
聊
斎
志
異
』
と
ほ
ぼ
一

緒
で
、
王
六
郎
は
、
自
分
の
た
め
に
母
子
二
人
を
犠
牲
に
す
る
の
は
悪
い

と
思
い
、
女
を
助
け
た
の
で
あ
っ
た
。『
聊
斎
志
異
』
と
異
な
る
の
は
、

女
は
特
定
の
人
物
、
す
な
わ
ち
許
の
愛
人
、
李
花
蓮
で
あ
る
こ
と
だ
。
許

は
、
煩
わ
し
く
な
っ
た
愛
人
に
死
ん
で
も
ら
い
た
い
と
身
勝
手
な
気
持
ち

を
抱
く
が
、
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
「
真
赤
な

濁
流
」
に
巻
き
込
ま
れ
と
言
う
部
分
は
、
先
に
指
摘
し
た
共
産
党
の
赤
に

ま
み
れ
た
李
花
蓮
の
様
相
が
感
じ
ら
れ
る
表
現
だ
。
李
花
蓮
が
助
か
っ
た

た
め
、
許
は
、「
幽
霊
の
王
六
郎
の
神
通
力
な
ど
、
た
か
が
知
れ
て
い
る

と
、軽
蔑
の
思
い
す
ら
湧
い
た
」。
こ
の
あ
と
、火
野
作
品
で
も
、天
帝
に
、

王
六
郎
の
優
し
い
性
質
が
評
価
さ
れ
て
、
招
遠
県
鄔
鎮
の
土
地
神
を
命
ぜ

ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
王
六
郎
は
「
神
様
に
昇
格
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
の

恩
誼
は
忘
れ
な
い
」
と
「
疾
風
に
乗
っ
て
」
鄔
鎮
へ
と
旅
立
っ
た
。

Ｃ　

招
遠
県
鄔
鎮
で
の
王
六
郎
と
許
孝
鳳
と
の
出
会
い

本
節
で
も
ま
ず
先
に
『
聊
斎
志
異
』「
王
六
郎
」
の
話
を
ま
と
め
て
い

き
た
い
。

妻
が
、
遠
い
う
え
に
、
姿
の
見
え
な
い
土
地
神
と
付
き
合
う
の
は
無
理

だ
と
止
め
る
の
も
聞
か
ず
に
、
許
は
招
遠
県
鄔
鎮
ま
で
や
っ
て
き
た
。
王

六
郎
は
、
姿
は
見
え
な
い
が
風
の
よ
う
な
感
じ
で
登
場
し
、
許
が
会
い
に

き
て
く
れ
た
こ
と
を
喜
ん
だ
。
許
は
王
六
郎
に
土
産
の
酒
を
か
け
た
。
自

分
の
友
人
な
の
で
手
厚
く
世
話
を
せ
よ
と
村
人
に
お
告
げ
を
し
て
い
た
王

六
郎
の
お
か
げ
で
、
許
は
村
人
に
囲
ま
れ
、
接
待
を
受
け
歓
待
さ
れ
た
。

土
地
の
人
が
引
き
留
め
る
の
で
思
い
の
ほ
か
長
く
滞
在
し
た
が
、
や
が
て

帰
る
こ
と
に
な
っ
た
。
鄔
鎮
の
人
々
は
、
山
ほ
ど
の
餞
別
や
贈
り
物
を
用

意
し
た
。
王
六
郎
も
、
つ
む
じ
風
の
よ
う
な
姿
で
途
中
ま
で
見
送
っ
た
。
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許
が
、
家
に
戻
る
と
以
前
に
比
べ
裕
福
に
な
っ
た
の
で
、
漁
師
は
や
め
た
。

土
地
神
王
六
郎
も
村
人
の
頼
み
に
必
ず
応
じ
て
く
れ
る
の
で
、
霊
験
は
あ

ら
た
か
だ
と
信
頼
さ
れ
て
い
た
。す
な
わ
ち
、許
も
王
六
郎
も
幸
せ
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。『
聊
斎
志
異
』「
王
六
郎
」
は
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
終
わ
る
。

こ
の
部
分
は
、火
野
作
品「
王
六
郎
」の
四
折
と
五
折
の
前
半
に
あ
た
る
。

『
聊
斎
志
異
』「
王
六
郎
」
と
は
異
な
り
、
火
野
の
「
王
六
郎
」
は
次
の
よ

う
に
話
が
す
す
む
。
許
が
、王
六
郎
の
い
る
招
遠
県
鄔
鎮
に
行
っ
た
の
は
、

「
友
誼
よ
り
も
、
実
は
、
一
刻
も
淄
川
の
町
に
い
た
く
な
か
っ
た
」
か
ら

で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
「
ヒ
ス
テ
リ
ー
で
強
欲
の
女
房
と
、
死
に
損
い
の

執
拗
な
李
花
蓮
と
の
両
方
か
ら
逃
れ
た
か
っ
た
」
か
ら
で
あ
る
。
許
の
女

房
は
、
大
反
対
だ
っ
た
た
め
、
許
は
「
女
房
に
脅
迫
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
、

有
金
の
ほ
と
ん
ど
を
奪
わ
れ
、
無
一
文
に
ち
か
い
路
銀
を
持
っ
て
出
発
し

た
」。
許
は
「
王
六
郎
が
、向
う
に
つ
い
た
ら
悪
い
よ
う
に
し
な
い
と
い
っ

た
言
葉
に
、
た
だ
、
希
望
を
つ
な
い
だ
」。
語
り
手
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　

許
が
怠
惰
で
不
勉
強
で
依
存
心
の
つ
よ
い
男
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
魏

江
の
漁
撈
で
す
で
に
証
明
さ
れ
た
が
、
依
存
心
と
て
馬
鹿
に
は
な
ら

な
い
。
依
存
心
は
付
和
雷
同
、
徒
党
の
精
神
と
な
っ
て
、
歴
史
を
も

う
ご
か
す
大
事
業
を
な
し
て
来
た
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ

る
。
事
大
事
業
か
ら
、
や
が
て
オ
ポ
チ
ュ
ニ
ズ
ム
に
な
っ
た
こ
と
の

源
由
の
素
朴
性
は
、
こ
の
と
き
、
怠
け
者
の
漁
夫
許
孝
鳳
を
し
て
、

四
百
十
七
里
の
道
程
を
踏
破
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。（
21
頁
）

火
野
の
「
王
六
郎
」
で
は
、
許
は
オ
ポ
チ
ュ
ニ
ス
ト
、
す
な
わ
ち
日
和

見
主
義
者
と
な
っ
て
い
る
。許
も
四
百
十
七
里
の
道
程
は
苦
し
か
っ
た
が
、

「
彼
を
死
か
ら
遮
断
し
た
も
の
は
、偉
大
な
オ
ボ
チ
ュ
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
た
。」

許
を
支
え
た
の
は
「
王
六
郎
の
庇
護
が
、
か
な
ら
ず
再
生
の
道
を
ひ
ら
く

と
い
う
依
存
心
」
で
あ
る
。
あ
ま
り
の
苦
し
さ
の
中
、
迎
え
に
も
来
て
く

れ
な
い
王
六
郎
を
恨
む
が
、
村
人
に
お
待
ち
し
て
い
ま
し
た
と
歓
待
さ
れ

る
と
「
ひ
と
た
び
は
恨
ん
だ
こ
と
を
悔
い
た
。」 

そ
し
て
「
空
腹
が
お
さ

え
き
れ
ず
、恥
も
外
聞
も
忘
れ
て
、食
べ
物
に
飛
び
つ
い
た
」。
語
り
手
は
、

こ
ん
な
許
を
見
て
「
オ
ポ
チ
ュ
ニ
ス
ト
は
喜
怒
哀
楽
も
簡
明
で
あ
る
」「
忍

耐
こ
そ
は
人
間
の
最
大
の
価
値
で
あ
る
と
、
こ
の
欲
深
漁
師
は
、
鹿
爪
ら

し
く
自
得
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
」
と
述
べ
る
。

火
野
の
「
王
六
郎
」
で
の
描
写
は
、
戦
時
中
の
こ
と
が
暗
喩
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
火
野
は
、
戦
後
一
九
四
八
年
五
月
二
五
日
か
ら
、

一
九
五
〇
年
一
〇
月
一
三
日
ま
で
公
職
追
放
さ
れ
た
。
火
野
は
公
職
追
放

中
の
時
期
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
言
葉
を
残
し
て
い
る
。

終
戦
直
後
、
私
は
追
放
を
う
け
て
、
し
ば
ら
く
ペ
ン
を
し
ば
ら
れ
て
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い
た
時
期
が
あ
つ
た
。
執
筆
禁
止
で
は
な
か
つ
た
が
、
内
容
を
制
約

さ
れ
た
た
め
、
私
は
窮
し
て
、
救
い
を
「
聊
齋
志
異
」
に
求
め
た
。

そ
し
て
、
柴
田
氏
版
を
参
酌
し
な
が
ら
、
自
分
流
に
勝
手
に
書
き
あ

ら
た
め
た
「
私
版
聊
齋
志
異
」
物
語
を
時
折
も
の
に
し
た（

8
（

。

す
な
わ
ち
、『
聊
齋
志
異
』
改
変
作
品
「
王
六
郎
」
は
、
戦
後
、
ま
も

な
く
の
公
職
追
放
中
に
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。
公
職
追
放
を
火
野
が
受
け

る
の
は
、火
野
の
一
部
の
作
品
が「
日
本
民
族
の
優
越
感
を
強
調
し
、戦
争
、

特
に
太
平
洋
戦
争
を
是
認
し
、
戦
意
の
昂
揚
に
努
め
て
居
り
、
そ
の
影
響

は
広
汎
且
つ
多
大
で
あ
っ
た
。
以
上
の
理
由
に
よ
り
、
同
人
は
軍
国
主
義

に
迎
合
し
て
、
そ
の
宣
伝
に
協
力
し
た
者
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
」（

9
（

と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
公
職
追
放
中
は
、
火
野
が
戦
争
に
つ
い
て

否
応
な
く
振
り
返
り
、
反
省
さ
せ
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
。
そ
の
時
に
『
聊

齋
志
異
』
改
変
作
品
は
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
随
所
に
戦
争
と
関
連
し
た

内
容
が
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
の
だ
。
許
が
飢
え
な
が
ら
も
四
百
十
七
里

も
の
苦
し
い
道
程
を
耐
え
抜
き
、
前
進
す
る
姿
は
、
ま
さ
に
兵
士
の
行
軍

に
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
兵
士
た
ち
は
、
許
の
よ
う
に
、「
忍
耐
こ
そ

は
人
間
の
最
大
の
価
値
で
あ
る
」
と
教
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
を

忠
実
に
守
っ
た
の
で
あ
る
。
兵
士
ら
は
許
の
よ
う
に
自
分
の
運
命
を
呪
う

が
、
軍
や
政
府
の
庇
護
が
必
ず
道
を
開
く
と
い
う
依
存
心
を
抱
い
て
い
た

は
ず
だ
。
こ
の
依
存
心
の
心
は
後
で
辛
い
報
い
を
受
け
る
。

四
、 『
聊
斎
志
異
』「
王
六
郎
」
か
ら
大
幅
に
変
更
さ
れ
た
火
野
葦
平

「
王
六
郎
」

　

さ
て
、火
野
「
王
六
郎
」
の
五
折
後
半
、六
折
は
典
拠
『
聊
斎
志
異
』「
王

六
郎
」
か
ら
の
大
幅
な
加
筆
が
あ
る
。
つ
ま
り
も
と
の
『
聊
斎
志
異
』「
王

六
郎
」
と
は
相
当
異
な
る
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
と
な
る
。
火
野
の
創
作
部
分

に
は
重
要
な
テ
ー
マ
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
注
意
し
て
み
て
い
き
た
い
。

土
地
神
と
な
っ
た
王
六
郎
に
出
会
え
た
許
孝
鳳
は
、「
町
民
の
下
に
も

お
か
ぬ
歓
待
」
で
、「
ま
る
ま
る
と
肥
え
太
り
、
金
銀
は
懐
や
袋
に
ふ
く

れ
あ
が
っ
て
、
俄
か
大
尽
と
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
っ
た
。
朝
か
ら
晩
ま

で
、
招
待
の
宴
会
ず
く
め
、（
中
略
）
有
頂
天
と
な
っ
て
い
た
。」
そ
し
て
、

酒
と
、
女
と
、
ば
く
ち
と
、
そ
う
し
て
、
そ
の
放
埓
の
な
か
で
、
よ

う
や
く
、
町
民
の
信
用
を
う
し
な
い
は
じ
め
た
と
き
、
許
に
狡
猾
な

遁
亡
の
企
み
が
湧
い
た
。（
中
略
） 

ど
こ
か
他
の
町
に
移
ろ
う
と
計

画
し
た
。（
26
頁
） 

神
通
力
の
あ
る
王
六
郎
の
い
る
土
地
で
は
思
う
が
ま
ま
の
勝
手
気
ま
ま
が
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し
に
く
い
の
で
、
別
の
土
地
に
移
り
住
も
う
と
考
え
、
王
六
郎
に
別
れ
を

告
げ
た
。『
聊
斎
志
異
』「
王
六
郎
」
で
は
、
許
は
招
遠
県
鄔
鎮
で
道
楽
放

蕩
な
ど
せ
ず
に
別
れ
を
告
げ
た
後
は
真
っ
す
ぐ
家
に
帰
っ
た
。
妻
も
愛
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
火
野
の
「
王
六
郎
」
で
は
、
放
埓
の
限
り
を

尽
く
し
て
い
た
。
そ
し
て
許
は
、
う
る
さ
く
煩
わ
し
い
妻
と
愛
人
の
い
る

故
郷
へ
な
ど
戻
る
は
ず
は
な
か
っ
た
。こ
の
部
分
は
火
野
の
創
作
で
あ
る
。

町
の
人
々
も
「
土
地
神
の
親
友
で
恩
人
の
下
品
な
漁
師
に
失
望
す
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
」
が
、
そ
れ
で
も
土
地
神
と
縁
故
の
あ
る
方
だ
と
し
て
、

た
く
さ
ん
の
餞
別
の
品
を
送
っ
た
。

許
孝
凰
は
新
興
成
金
の
よ
う
な
凱
旋
ぶ
り
で
あ
る
。
許
は
途
中
ど
こ

か
の
町
で
、
気
に
入
っ
た
女
（
パ
ン
パ
ン
・
ガ
ー
ル
で
も
よ
い
）
の

見
つ
か
っ
た
場
所
に
腰
を
据
え
よ
う
と
、
心
ひ
そ
か
に
、
に
た
つ
い

て
い
た
。 （
26
頁
）

こ
ん
な
不
届
き
も
の
の
許
の
心
は
み
す
か
さ
れ
、
旅
籠
の
主
人
も
「
ど
う

ぞ
、
あ
な
た
さ
ま
も
、
お
元
気
で
」
と
言
っ
た
が
、「
ま
た
お
出
で
く
だ

さ
る
よ
う
に
、
と
、
そ
れ
ま
で
は
ど
ん
な
客
に
も
い
っ
た
別
離
の
お
世
辞

を
い
わ
な
か
っ
た
」。『
聊
斎
志
異
』
と
同
様
に
、
王
六
郎
は
つ
む
じ
風
の

よ
う
な
姿
で
途
中
ま
で
見
送
っ
た
。
火
野
の
「
王
六
郎
」
は
、
そ
の
あ
と

は
大
き
く
『
聊
斎
志
異
』
と
異
な
る
展
開
を
み
せ
る
。
こ
れ
で
許
は
、
王

六
郎
に
会
え
る
最
後
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
酒
を
「
旋
風
に
む
か
っ
て

か
け
た
」。 

さ
ら
に
「
許
は
自
分
も
一
杯
飲
み
、
さ
ら
に
、
旋
風
へ
酒
を

呈
上
し
た
。
五
六
回
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
ま
っ
す
ぐ
に
立
っ
て
い
た

旋
風
が
、
右
に
左
に
ゆ
れ
は
じ
め
」
た
。
旋
風
は
「
酔
っ
ぱ
ら
っ
た
の
で

あ
る
」。許

が
酌
ん
で
あ
び
せ
た
酒
は
強
烈
な
カ
ス
ト
リ
で
、
柄
杓
一
杯
ど
こ

ろ
か
、
半
分
の
ん
で
も
三
日
酔
い
で
頭
の
あ
が
ら
ぬ
代
物
。
そ
れ
を

五
六
杯
も
の
ま
せ
た
の
だ
か
ら
、
旋
風
が
泥
酔
し
た
の
も
無
理
は
な

い
。 （
27
頁
）

こ
う
し
て
「
へ
べ
れ
け
に
な
っ
た
王
六
郎
は
、
も
う
な
ん
の
見
さ
か
い
も

な
い
」。「
そ
こ
ら
中
の
も
の
を
手
あ
た
り
次
第
に
巻
き
あ
げ
吹
き
た
お
す

荒
々
し
さ
で
、
暴
れ
ま
わ
り
は
じ
め
た
。（
中
略
）
林
も
、
家
も
、
人
も
、

車
も
、
絹
も
、
金
も
、
酒
壺
も
、
酔
い
ど
れ
旋
風
に
巻
き
あ
げ
ら
れ
、
叩

き
つ
け
ら
れ
た
」
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
李
花
蓮
が
乞
食
の
よ
う
に
な
っ

て
や
っ
て
き
た
。
李
花
蓮
は
許
を
追
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
李
花
蓮
は

「
あ
あ
、
神
さ
ま
、
お
助
け
く
だ
さ
い
」
と
叫
ん
で
逃
げ
よ
う
と
し
た
が
、

「
母
と
赤
ん
坊
と
は
、
旋
風
の
圏
内
に
巻
き
こ
ま
れ
た
。」 

そ
し
て
物
語
の
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最
後
は
、

狂
暴
無
残
と
な
っ
た
大
旋
風
は
、
車
も
、
人
も
、
荷
も
、
家
も
、
草

も
、
花
も
、
す
べ
て
の
も
の
を
渦
巻
の
な
か
に
ま
き
こ
み
、
ご
う
ご

う
と
音
た
て
て
回
転
し
な
が
ら
、
一
団
と
な
っ
て
、
近
く
に
濁
流
ほ

と
ば
し
る
揚
子
江
の
川
面
へ
落
下
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。（
28
頁
）

　

以
上
が
、
火
野
の
「
王
六
郎
」
の
展
開
で
あ
る
。
先
に
も
記
し
た
が
、

本
作
に
は
戦
後
の
風
俗
が
書
か
れ
て
い
る
。
許
の
道
楽
の
仕
方
を
「
新
興

成
金
の
や
う
な
凱
旋
ぶ
り
」と
戦
後
の
日
本
に
誕
生
し
た
成
金
に
譬
え
る
。

そ
し
て
、
許
は
「
パ
ン
パ
ン
・
ガ
ー
ル
で
も
よ
い
」
と
、
主
に
戦
後
在
日

米
軍
将
校
を
相
手
に
し
た
街
頭
娼
婦
を
追
い
求
め
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

第
二
次
世
界
大
戦
終
戦
直
後
の
日
本
で
出
回
っ
た
、
粗
悪
な
密
造
焼
酎
の

俗
称
、
カ
ス
ト
リ
を
王
六
郎
に
飲
ま
せ
て
悪
酔
い
さ
せ
て
し
ま
う
。
そ
こ

で
、
許
も
、
街
も
、
許
を
追
っ
て
き
た
い
わ
ゆ
る
「
共
産
主
義
」
に
ど
っ

ぷ
り
つ
か
っ
た
愛
人
李
花
蓮
も
、
王
六
郎
の
巻
き
起
こ
し
た
旋
風
で
壊
さ

れ
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
何
も
か
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

五
、
火
野
葦
平
「
王
六
郎
」
に
込
め
ら
れ
た
テ
ー
マ

　

さ
て
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
火
野
「
王
六
郎
」
で
は
、

許
は
戦
後
の
混
乱
の
中
、
う
ま
く
世
渡
り
し
た
新
興
成
金
と
設
定
さ
れ
、

「
酒
と
女
と
ば
く
ち
を
好
む
」
性
質
で
、
粗
悪
な
カ
ス
ト
リ
酒
を
持
ち
、

パ
ン
パ
ン
・
ガ
ー
ル
を
追
い
求
め
、
道
楽
頽
廃
の
限
り
を
尽
く
す
。
な
ん

と
も
情
け
な
い
、
だ
ら
し
な
い
人
間
で
あ
る
。
さ
ら
に
許
は
、「
嘘
や
ご

ま
か
し
の
い
え
ぬ
好
人
物
」
で
は
あ
る
が
、
依
存
的
な
男
で
、「
怠
惰
で
、

不
勉
強
」
で
日
和
見
、御
都
合
主
義
者
の
「
オ
ポ
チ
ュ
ニ
ス
ト
」
と
さ
れ
、

欲
深
く
、
身
勝
手
で
あ
る
。
そ
の
上
許
は
ど
う
も
、
戦
争
を
経
験
し
て
い

て
、
許
の
依
存
心
は
軍
や
政
府
の
庇
護
が
必
ず
自
分
を
守
っ
て
く
れ
る
と

思
い
込
ん
で
い
た
時
か
ら
の
も
の
で
、
戦
争
の
時
の
影
を
、
戦
後
の
今
に

な
っ
て
も
ま
だ
引
き
ず
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
勝
手
に
浮
気
を
し
て
李
花

蓮
と
言
う
愛
人
を
つ
く
り
、
婚
外
子
ま
で
も
う
け
な
が
ら
も
、
平
気
で
李

花
蓮
を
捨
て
よ
う
と
し
、
死
ん
で
ほ
し
い
と
ま
で
切
望
す
る
無
責
任
極
ま

り
な
い
男
で
あ
る
。

一
方
、
許
の
妻
黄
英
も
、
欲
の
塊
で
儲
け
る
こ
と
ば
か
り
考
え
、
嫉
妬

深
く
エ
ゴ
イ
ス
ト
で
あ
る
。
許
の
愛
人
李
花
蓮
も
粛
清
を
繰
り
返
す
、
世

に
も
恐
ろ
し
い
当
時
の
共
産
党
の
「
赤
」
に
ど
っ
ぷ
り
つ
か
っ
た
女
で
あ

り
、
妻
と
同
じ
よ
う
に
強
欲
で
他
人
の
自
由
を
奪
う
。
つ
ま
り
、
許
も
そ
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の
妻
も
愛
人
も
、戦
後
に
は
び
こ
っ
た
ろ
く
で
も
な
い
連
中
な
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
者
た
ち
を
、
正
直
で
徳
の
高
い
土
地
神
の
王
六
郎
が
、
風
で
旋
風

を
巻
き
起
こ
し
て
破
壊
し
、
と
う
と
う
無
に
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
火
野

の
「
王
六
郎
」
は
終
わ
る
。
決
し
て
、
戦
後
に
の
さ
ば
っ
て
い
た
、
非
道

徳
的
な
者
た
ち
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
は
終
わ
ら
せ
な

い
。
そ
こ
に
は
、
痛
烈
な
日
本
の
戦
後
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
な
ぜ
本
作
は
ラ
ス
ト
全
て
、
無
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
作
に
は
、
戦
後
の
風
俗
が
背
景
に
あ
る
こ
と
は
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ

る
。
戦
後
と
は
、
ど
の
よ
う
な
時
代
か
。
戦
後
は
「
戦
時
中
の
抑
圧
さ
れ

た
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
マ
グ
マ
の
よ
う
に
一
気
に
噴
き
出
し
た
の
だ
ろ
う
。
戦

後
の
出
版
自
由
化
の
流
れ
の
中
で
、
雨
後
の
竹
の
子
の
よ
う
に
次
々
と
出

版
さ
れ
た
の
が
『
カ
ス
ト
リ
雑
誌
』
だ
っ
た
」（

（1
（

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

戦
時
色
一
色
で
、
肉
体
、
性
に
禁
欲
的
で
あ
っ
た
人
間
た
ち
の
欲
望
が
、

戦
後
一
挙
に
燃
え
上
が
っ
た
時
期
で
あ
る
。
カ
ス
ト
リ
雑
誌
は
、『
り
べ

ら
る
』（
一
九
四
六
年
一
月
創
刊
）
を
皮
切
り
に
、『
美
貌
』（
一
九
四
六

年
一
〇
月
創
刊
）『
犯
罪
読
物
』（
一
九
四
七
年
三
月
創
刊
）『
実
話
ロ
マ

ン
ス
』（
一
九
四
八
年
二
月
創
刊
）
な
ど
、
戦
後
ま
も
な
く
夥
し
く
発
刊

さ
れ
た
。「
表
紙
に
は
官
能
的
な
女
性
の
絵
。
ペ
ー
ジ
を
開
く
と
、
ポ
ル

ノ
小
説
や
性
的
興
奮
を
あ
お
る
記
事
、
赤
裸
々
な
性
生
活
の
告
白
や
猟
奇

的
な
事
件
の
ル
ポ
な
ど
が
載
っ
て
い
た
」（

（（
（

。戦
後
の
人
々
は
、肉
体
に
憧
れ
、

性
の
解
放
と
共
に
乱
倫
な
状
態
に
陥
っ
て
い
た
。
火
野
は
、
こ
の
よ
う
な

当
時
の
風
潮
を
ふ
ま
え
「
肉
体
を
過
信
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
肉
体

は
思
考
な
ど
し
な
い
。
精
神
の
高
貴
が
追
及
さ
れ
な
く
て
は
肉
体
は
腐
屍

で
あ
る
」「
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
の
み
が
文
学
と
な
り
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（

（1
（

と
警
告
す
る
。
さ
ら
に
火
野
は
、「
自
由
の
意
味
に
も
警
戒
を
す
る
。
人

間
の
自
由
と
は
単
な
る
肉
体
の
自
由
で
は
な
い
。」「
人
間
の
救
ひ
も
単
に

肉
体
の
な
か
に
の
み
は
求
め
ら
れ
な
い
。精
神
の
問
題
の
な
い
と
こ
ろ
に
、

肉
体
の
苦
悩
も
浄
化
も
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
」（

（1
（

と
、
精
神
の
高
貴
さ
に

こ
そ
救
い
が
あ
る
と
続
け
る
。
戦
後
の
頽
廃
的
な
世
の
中
で
、
許
は
肉
体

に
溺
れ
、
利
得
を
追
及
し
て
新
興
成
金
に
な
り
、
自
分
の
本
能
の
ま
ま
に

生
き
た
。
妻
も
、
李
蓮
花
も
同
じ
よ
う
に
道
徳
心
の
か
け
ら
も
な
い
。
戦

後
、
肉
体
は
開
放
さ
れ
た
。
す
る
と
堕
落
し
つ
づ
け
、
本
能
の
ま
ま
に
生

き
る
社
会
や
人
間
が
生
ま
れ
た
。
そ
ん
な
人
間
た
ち
を
一
度
リ
セ
ッ
ト
さ

せ
よ
う
と
考
え
、王
六
郎
の
風
で
無
に
し
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
作
品
の
ラ
ス
ト
は
、
坂
口
安
吾
が
戦
後
ま
も
な
く
著
わ
し
た
「
堕

落
論
」（『
新
潮
』
一
九
四
六
年
四
月
）
に
も
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
安

吾
は
「
堕
落
論
」
で
、「
終
戦
後
、我
々
は
あ
ら
ゆ
る
自
由
を
許
さ
れ
た
が
、

人
は
あ
ら
ゆ
る
自
由
を
許
さ
れ
た
と
き
、
自
ら
の
不
可
解
な
限
定
と
そ
の

不
自
由
さ
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。」「
人
間
は
堕
落
す
る
。」「
人
間
は
生
き
、

人
間
は
堕
ち
る
。
そ
の
こ
と
以
外
の
中
に
人
間
を
救
う
便
利
な
近
道
は
な
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い
。」
と
述
べ
る
。
続
け
て
安
吾
は
、

人
は
正
し
く
堕
ち
る
道
を
堕
ち
き
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
。
そ
し
て

人
の
如
く
に
日
本
も
亦
堕
ち
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
堕
ち
る
道

を
堕
ち
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
を
発
見
し
、
救
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

と
記
し
て
い
る
。
安
吾
は
、
あ
ら
ゆ
る
自
由
は
、
不
自
由
で
も
あ
る
と
し
、

堕
ち
き
る
と
こ
ろ
か
ら
、
自
分
で
自
覚
し
、
自
身
を
発
見
し
て
い
く
こ
と

が
救
い
に
つ
な
が
る
と
述
べ
て
い
る
。

火
野
「
王
六
郎
」
で
も
、
許
や
李
花
蓮
の
よ
う
に
欲
望
の
赴
く
ま
ま
の

自
由
を
謳
歌
す
れ
ば
、
か
え
っ
て
不
自
由
に
な
り
、
も
は
や
堕
ち
る
し
か

な
っ
た
。
そ
し
て
、
堕
ち
き
っ
た
許
、
李
花
蓮
な
ど
は
、
王
六
郎
の
神
風

で
一
掃
さ
れ
無
に
な
っ
た
。
戦
争
の
影
を
引
き
ず
り
、
依
存
し
て
い
く
の

を
や
め
て
、
自
分
自
身
で
自
立
し
、
考
え
て
い
く
こ
と
が
、
堕
ち
き
っ
た

許
や
李
花
蓮
ら
の
救
い
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
敗
戦
で
何
も
な

い
と
こ
ろ
か
ら
の
戦
後
の
本
当
の
再
出
発
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ゼ
ロ
か

ら
、
許
や
李
花
蓮
の
よ
う
な
堕
落
し
た
人
々
が
再
出
発
す
る
こ
と
を
暗
示

し
て
、
ラ
ス
ト
は
無
に
し
た
の
だ
ろ
う
。

終
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
火
野
の
お
よ
そ
一
〇
作
の
『
聊
齋
志
異
』
関
連
作
品
の
中

か
ら
、「
王
六
郎
」
を
と
り
あ
げ
、
典
拠
『
聊
齋
志
異
』「
王
六
郎
」
と
比

較
す
る
こ
と
で
、
火
野
の
改
作
の
様
相
や
、
作
品
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
考

察
し
て
き
た
。
火
野
の
「
王
六
郎
」
は
、『
聊
齋
志
異
』「
王
六
郎
」
を
改

変
し
、
語
り
手
を
配
し
、
典
拠
に
は
な
か
っ
た
内
容
を
組
み
込
ん
で
い
る
。

火
野
の
「
王
六
郎
」
に
は
、
戦
後
す
ぐ
の
頽
廃
し
た
風
俗
や
新
興
成
金
、

粛
清
を
繰
り
返
す
共
産
党
へ
の
批
判
が
記
さ
れ
、
人
間
が
、
高
貴
な
精
神

性
を
持
つ
こ
と
の
重
要
性
が
描
か
れ
て
い
た
。「
王
六
郎
」
が
執
筆
さ
れ

た
一
九
四
九
年
に
は
、
戦
前
の
禁
欲
的
な
状
況
か
ら
解
放
さ
れ
、
無
秩
序

な
自
由
を
謳
歌
す
る
人
間
が
数
多
く
い
た
。
火
野
は
、「
精
神
の
高
貴
が

追
及
さ
れ
な
く
て
は
肉
体
は
腐
屍
で
あ
る
」（

（1
（

と
述
べ
る
が
、欲
望
に
溺
れ
、

思
考
し
な
い
人
間
の
末
路
を
、
作
中
に
あ
る
よ
う
に
、
破
壊
し
、
無
に
し

た
の
で
あ
っ
た
。

火
野
の
お
よ
そ
一
〇
作
の
『
聊
齋
志
異
』
改
変
作
品
は
、
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
、
公
職
追
放
中
に
描
か
れ
た
。
火
野
自
身
も
、
公
職
追
放
中
に
「
私

は
窮
し
て
、
救
い
を
『
聊
齋
志
異
』
に
求
め
た
」（

（1
（

と
述
べ
る
。
火
野
は
、

公
職
追
放
中
に
、
戦
争
で
失
敗
し
た
日
本
人
が
、
戦
後
、
再
出
発
す
る
に

は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
と
い
う
問
題
を
突
き
詰
め
、『
聊
齋
志
異
』
か
ら
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救
い
の
ヒ
ン
ト
を
得
た
の
で
あ
る
。『
聊
齋
志
異
』
で
は
、
幸
せ
に
な
る

の
は
、
仁
徳
の
高
い
人
物
で
あ
る
。
精
神
の
高
貴
さ
が
な
け
れ
ば
決
し
て

幸
せ
に
は
な
ら
な
い
。
火
野
の
「
王
六
郎
」
に
は
、
精
神
の
高
貴
さ
へ
の

必
要
性
、
そ
し
て
、
依
存
す
る
こ
と
を
や
め
て
、
自
ら
の
力
で
思
考
し
、

救
い
を
見
つ
け
る
こ
と
の
重
要
性
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
こ

そ
が
、
戦
後
の
救
い
を
も
た
ら
す
の
で
あ
り
、
再
出
発
へ
の
知
恵
な
の
だ
。

〔
注
〕

（
1
）　

大
庭
脩
『
江
戸
時
代
に
お
け
る
唐
船
持
渡
書
の
研
究
』（
一
九
六
七

年
三
月
、
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
）
参
照

（
2
）　

佐
藤
春
夫
『
玉
簪
花
』（
一
九
二
三
年
八
月
、
新
潮
社
）

（
3
）　
『
美
女
と
妖
怪
ー
私
版　

聊
齋
志
異
』（
一
九
五
五
年
七
月
、
学
風

書
院
）

（
4
）　
『
美
女
と
妖
怪
ー
私
版　

聊
齋
志
異
』
同　

（
5
）　

本
書
に
は
民
国
と
し
か
奥
付
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
関
西
大

学
図
書
館
を
通
じ
て
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
協
同
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
問
い
合

わ
せ
て
も
ら
っ
た
。
広
告
に
一
九
二
〇
年
代
の
も
の
が
記
さ
れ
て
い
る

の
で
、
お
そ
ら
く
一
九
二
五
年
以
前
の
も
の
と
み
て
間
違
い
な
い
と
の

回
答
を
得
た
。

（
6
）　
『
美
女
と
妖
怪
―
私
版　

聊
齋
志
異
』
同　

（
7
）　

ア
ー
チ
・
ゲ
ッ
テ
ィ
・
オ
レ
グ
・
V
・
ナ
ウ
ー
モ
フ
編
『
ソ
連
極

秘
資
料
集 

大
粛
清
へ
の
道
』（
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
、
大
月
書
店
）
参

照
（
8
）　

火
野
葦
平
「
三
十
年
愛
読
の
書
」（『
底
本
聊
齋
志
異
月
報
三
』

一
九
五
五
年
八
月
、
修
道
社
）

（
9
）　

火
野
葦
平
展
運
営
委
員
会
編
『
火
野
葦
平
展
』（
平
成
六
年
一
月
、

北
九
州
市
教
育
委
員
会
）

（
10
）　

小
泉
信
一「
小
泉
信
一
の
裏
昭
和
史
探
検
そ
の
10
カ
ス
ト
リ
雑
誌
」

（『
週
刊
朝
日
』
二
〇
一
六
年
一
二
月
二
日
）

（
11
）　

同
右

（
12
）　

火
野
葦
平「
あ
と
が
き
」（『
悲
恋
』昭
和
二
四
年
七
月
、洋
元
書
房
）

（
13
）　

同
右

（
14
）　

同
右

（
15
）　

火
野
葦
平
「
三
十
年
愛
読
の
書
」
同

 

（
ま
す
だ　

ち
か
こ
／
本
学
教
授
）


