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一
、
は
じ
め
に―

―

小
説
『
日
日
平
安
』
と
映
画
『
椿
三
十
郎
』 

  

数
あ
る
時
代
劇
映
画
の
な
か
で
も
屈
指
の
名
作
と
し
て
知
ら
れ
る
黒
澤
明
監
督
『
椿
三
十
郎
』（
昭

和
三
十
七
〈
一
九
六
二
〉
年
（

1
）

）
が
、
山
本
周
五
郎
の
小
説
『
日
日
平
安
』
（
昭
和
二
十
九
〈
一

九
五
四
〉
年
（

2
）

）
を
原
作
と
し
て
い
る
こ
と
は
あ
ま
り
言
及
さ
れ
な
い
。
実
は
、
両
作
の
間
に

は
さ
ら
に
複
雑
な
経
緯
が
あ
る
。
当
初
黒
澤
は
、
山
本
の
『
日
日
平
安
』
を
原
作
と
し
た
脚
本
『
日
々

平
安
』
を
執
筆
し
て
い
る
（
昭
和
三
十
三
〈
一
九
五
八
〉
年
に
雑
誌
発
表
（

3
）

）
。
黒
澤
の
元
助

監
督
だ
っ
た
堀
川
弘
通
の
監
督
映
画
用
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
昭
和
三
十
四
〈
一
九
五
九
〉
年

度
作
品
と
し
て
東
宝
が
制
作
予
定
を
発
表
し
た
も
の
の
、
原
作
小
説
と
同
じ
く
智
慧
は
回
る
が
温
和

な
平
和
主
義
者
で
躍
動
感
に
欠
け
る
主
人
公
・
杉
田
平
野
（
す
ぎ
た
・
ひ
ら
の
。
原
作
で
は
菅
田
平

野
〈
す
が
た
・
ひ
ら
の
〉
）
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
、
剣
戟
描
写
が
ほ
と
ん
ど
な
い
地
味
な
展
開
、
杉
田

に
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
が
仮
想
さ
れ
て
い
た
小
林
桂
樹
ま
た
は
フ
ラ
ン
キ
ー
堺
の
集
客
力
、
等
々
を
考

慮
し
、
制
作
開
始
に
ま
で
は
至
ら
ず
に
い
た
企
画
だ
っ
た
。
一
方
で
黒
澤
が
監
督
し
た
『
用
心
棒
』

（
昭
和
三
十
六
〈
一
九
六
一
〉
年
）
の
大
ヒ
ッ
ト
を
受
け
同
じ
主
人
公
（
三
十
郎
）
で
続
編
を
、
と

い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
き
、
自
身
の
脚
本
『
日
々
平
安
』
を
大
幅
に
書
き
直
し
、
黒
澤
自
ら
が
監
督

し
た
作
品
が
映
画
『
椿
三
十
郎
』
で
あ
る
。
ま
ず
、
原
作
と
映
画
の
あ
ら
す
じ
を
見
て
お
こ
う
。 

[

小
説
『
日
日
平
安
』
あ
ら
す
じ] 

と
あ
る
城
下
町
に
や
っ
て
き
た
菅
田
平
野
は
切
腹
の
ふ
り
を

し
て
通
り
か
か
っ
た
侍
・
井
坂
の
同
情
を
買
い
、
金
を
せ
び
ろ
う
と
す
る
。
井
坂
が
同
志
た
ち
と
と

も
に
不
正
を
正
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
取
り
合
わ
な
い
城
代
家
老
・
陸
田
（
く
が
た
／
井
坂
の
伯

父
）
に
業
を
煮
や
し
て
い
る
こ
と
、
井
坂
が
陸
田
の
娘
・
千
鳥
の
婿
に
な
る
約
束
で
あ
る
こ
と
な
ど

を
知
っ
た
菅
田
は
、
あ
わ
よ
く
ば
仕
官
す
る
こ
と
ま
で
計
算
し
井
坂
ら
に
助
力
す
る
（
以
下
、
奥
方

と
千
鳥
の
救
出
、
菅
田
の
助
力
に
関
わ
る
敵
屋
敷
へ
の
潜
入
、
敵
を
欺
く
大
筋
は
下
記
『
椿
三
十
郎
』 

       

 

と
同
じ
。
菅
田
が
屋
敷
へ
の
放
火
を
井
坂
ら
の
突
入
合
図
と
す
る
の
は
『
椿
三
十
郎
』
の
三
十
郎
が

最
初
に
思
い
つ
く
案
と
し
て
作
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
が
、
後
述
の
よ
う
に
椿
の
花
の
合
図
に
変
更

さ
れ
る
。
）
菅
田
は
温
和
な
性
格
で
あ
り
且
つ
事
を
荒
立
て
な
い
こ
と
が
後
々
の
仕
官
に
益
す
る
こ

と
に
な
る
と
も
考
え
、
井
坂
た
ち
に
敵
を
斬
っ
て
は
い
け
な
い
と
忠
告
す
る
。
首
尾
よ
く
井
坂
た
ち

が
勝
利
す
る
と
、
突
如
湧
い
た
虚
栄
心
か
ら
一
度
は
去
ろ
う
と
し
た
菅
田
だ
っ
た
が
、
留
ま
っ
て
く

れ
と
言
う
井
坂
に
呼
び
戻
さ
れ
、
感
謝
を
述
べ
つ
つ
戻
る
こ
と
に
す
る
。 

[

映
画
『
椿
三
十
郎
』
あ
ら
す
じ]  

と
あ
る
城
下
町
で
、
次
席
家
老
・
黒
藤
ら
の
不
正
を
正
そ
う

す
る
若
侍
た
ち
と
出
会
っ
た
三
十
郎
は
、
若
侍
た
ち
が
当
初
当
て
に
し
て
い
た
大
目
付
・
菊
井
が
不

正
の
黒
幕
で
あ
る
こ
と
、
若
侍
た
ち
の
血
判
状
を
受
け
取
っ
た
ま
ま
静
観
を
勧
め
た
城
代
家
老
・
睦

田
（
む
つ
た
／
井
坂
の
伯
父
）
こ
そ
が
正
し
い
と
見
抜
き
、
井
坂
を
は
じ
め
と
す
る
若
侍
た
ち
に
助

力
す
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
と
き
既
に
菊
井
ら
は
睦
田
を
ど
こ
か
へ
拉
致
し
て
お
り
、
ひ
と
ま
ず
三

十
郎
た
ち
は
自
邸
に
監
禁
さ
れ
て
い
た
睦
田
の
奥
方
と
娘
の
千
鳥
を
救
出
す
る
。
何
人
も
人
を
斬
っ

た
三
十
郎
に
睦
田
の
奥
方
は
《
あ
な
た
は
鞘
の
な
い
刀
み
た
い
な
人
》
と
苦
言
す
る
。
三
十
郎
た
ち

は
、
黒
藤
邸
に
た
ま
た
ま
隣
接
す
る
若
侍
・
寺
田
の
自
宅
に
潜
伏
す
る
が
、
両
宅
の
庭
に
跨
っ
て
流

れ
る
小
川
に
若
侍
た
ち
の
血
判
状
の
断
片
が
流
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
睦
田
が
黒
藤
邸
に
捕
ら
わ
れ

て
い
た
こ
と
を
知
る
。
三
十
郎
た
ち
は
敵
を
騙
し
て
手
勢
を
屋
敷
か
ら
遠
ざ
け
そ
の
隙
に
睦
田
を
救

出
す
る
計
略
を
立
て
、
千
鳥
の
提
案
で
黒
藤
邸
の
椿
の
花
を
小
川
に
流
す
こ
と
を
斬
り
込
み
の
合
図

と
す
る
こ
と
に
な
る
（
当
初
は
三
十
郎
が
放
火
案
を
挙
げ
る
が
奥
方
に
却
下
さ
れ
、
千
鳥
が
上
記
代

替
案
を
挙
げ
る
）
。
三
十
郎
が
黒
藤
邸
を
訪
れ
嘘
を
言
い
手
勢
が
町
外
れ
の
寺
に
出
て
い
く
と
、
三

十
郎
は
椿
の
花
（
赤
椿
）
を
流
そ
う
と
す
る
が
、
こ
の
時
は
じ
め
て
三
十
郎
が
敵
で
あ
る
こ
と
に
気

づ
い
た
室
戸
に
止
め
ら
れ
、
縛
ら
れ
て
し
ま
う
。
室
戸
は
手
勢
を
呼
び
戻
す
た
め
出
て
い
き
、
縛
ら

れ
た
三
十
郎
は
黒
藤
ら
に
「
赤
い
椿
＝
斬
り
込
み
の
合
図
／
白
い
椿
＝
中
止
の
合
図
」
で
あ
る
と
咄

『
椿
三
十
郎
』
の
表
現 

 
 
 
 
 
―

そ
の
成
立
と
日
本
刀
表
現
に
つ
い
て―
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嗟
に
嘘
を
言
う
と
、
信
じ
た
黒
藤
ら
は
白
い
椿
を
小
川
に
流
す
。
実
は
椿
の
合
図
に
紅
白
の
別
な
ど

な
か
っ
た
た
め
若
侍
た
ち
が
突
入
し
、
勝
敗
が
決
す
る
。
仕
官
の
準
備
を
無
視
し
て
町
を
出
よ
う
と

す
る
三
十
郎
を
室
戸
が
待
ち
伏
せ
、
三
十
郎
を
追
っ
て
き
た
若
侍
た
ち
の
眼
前
で
決
闘
が
お
こ
な
わ

れ
、
勝
利
し
た
三
十
郎
は
若
侍
た
ち
に
《
大
人
し
く
鞘
に
入
っ
て
い
ろ
》
と
言
い
、
去
っ
て
い
く
。 

こ
の
よ
う
に
、
あ
る
城
下
町
の
不
正
を
正
そ
う
と
す
る
侍
た
ち
に
流
れ
者
の
浪
人
が
助
力
し
て
成

功
す
る
、
と
い
う
大
筋
は
共
通
し
て
い
る
が
、
『
椿
三
十
郎
』
で
は
『
日
日
平
安
』
の
菅
野
平
野
が

『
日
々
平
安
』
の
杉
田
平
野
を
経
由
し
て
『
用
心
棒
』
の
主
人
公
と
同
一
人
物
で
あ
る
三
十
郎
に
置

き
換
え
ら
れ
、
そ
の
活
躍
を
中
心
に
物
語
が
展
開
す
る
（
ち
な
み
に
『
用
心
棒
』
で
は
「
桑
畑
」
三

十
郎
、
『
椿
三
十
郎
』
で
は
「
椿
」
三
十
郎
、
と
名
乗
る
が
い
ず
れ
も
仮
の
姓
。
そ
も
そ
も
「
三
十

郎
」
も
年
齢
が
い
ま
三
十
台
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
名
乗
っ
て
い
る
仮
名
で
あ
り
「
も
う
す
ぐ
四
十

郎
」
と
い
う
楽
し
い
自
嘲
が
決
ま
り
文
句
で
あ
る
。
な
お
、
菅
田
の
温
和
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、
三

十
郎
た
ち
が
捕
虜
と
し
て
捉
え
る
侍
・
木
村―

―
演
者
は
前
述
し
た
『
日
々
平
安
』
の
段
階
で
杉
田

平
野
役
と
し
て
考
え
ら
え
て
い
た
小
林
桂
樹―

―

に
生
か
さ
れ
て
い
る
）
。
演
者
・
三
船
敏
郎
の
個

性
が
十
全
に
生
か
さ
れ
た
三
十
郎
は
才
知
に
富
む
が
少
な
か
ら
ず
粗
暴
な
剣
の
達
人
で
、
激
し
い
剣

戟
表
現
も
作
品
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
特
に
、
好
敵
手
・
室
戸
半
兵
衛
（
演
：
仲
代
達
矢
）
と
の

最
後
の
決
闘
は
数
多
あ
る
時
代
劇
の
剣
戟
（
殺
陣
）
描
写
で
も
特
記
さ
れ
る
出
来
栄
え
で
あ
り
、
一

瞬
で
決
着
す
る
二
人
の
居
合
術
の
迫
力
、
斬
ら
れ
た
室
戸
の
血
が
頭
上
高
く
ま
で
一
気
に
噴
き
出
す

残
酷
さ
な
ど
を
み
て
も
、
原
作
『
日
日
平
安
』
で
は
絶
対
に
登
場
し
え
な
い
場
面
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
『
日
日
平
安
』
の
菅
田
は
（
『
日
々
平
安
』
の
杉
田
も
）
当
初
か
ら
仕
官
の
た
め
に
助
力
し

目
的
を
遂
げ
る
が
、
『
椿
三
十
郎
』
の
三
十
郎
は
若
侍
た
ち
の
頼
り
な
さ
を
見
か
ね
て
助
力
し
、
仕

官
の
誘
い
を
蹴
っ
て
去
っ
て
い
く
。 

山
本
の
原
作
か
ら
黒
澤
の
映
画
に
至
る
ま
で
の
複
雑
な
経
緯
を
め
ぐ
っ
て
比
較
考
察
を
お
こ
な
っ

て
い
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
橋
本
淳
（

4
）

、
畑
中
基
紀
（

5
）

の
も
の
な
ど
が
あ
る
。
特
に
福
島

の
論
考
は
、
『
椿
三
十
郎
』
に
み
ら
れ
る
、
原
作
『
日
日
平
安
』
に
は
な
か
っ
た
時
代
劇
の
中
心
的

要
素
＝
剣
戟
描
写
重
視
傾
向
へ
の
シ
フ
ト
を
考
察
す
る
さ
い
、
本
作
が
同
時
代
の
残
酷
時
代
劇
ブ
ー

ム
（
小
林
正
樹
監
督
『
切
腹
』
〈
昭
和
三
十
七[

一
九
六
二]

年
／
『
椿
三
十
郎
』
と
同
年
だ
が
公
開

は
後
〉
や
今
井
正
監
督
『
武
士
道
残
酷
物
語
』
〈
昭
和
三
十
八[

一
九
六
三]

年
〉
な
ど
）
の
嚆
矢
と

さ
れ
、
典
型
的
な
チ
ャ
ン
バ
ラ
時
代
劇
と
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
原
作
の
主
人
公
・

菅
田
平
野
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
前
述
の
よ
う
に
敵
の
捕
虜
と
し
て
生
か
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

演
者
の
小
林
桂
樹
は
同
時
代
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
映
画
の
常
連
俳
優
だ
っ
た
こ
と
、
三
十
郎
が
み
ち
び

く
若
侍
た
ち
の
演
者
で
あ
る
加
山
雄
三
や
田
中
邦
衛
ら
が
同
時
代
の
「
若
大
将
シ
リ
ー
ズ
」
な
ど
の

青
春
映
画
ス
タ
ー
だ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
、
激
し
い
剣
戟
描
写
の
み
の
チ
ャ
ン
バ
ラ
映
画
に
と
ど
ま
ら

な
い
本
作
の
奥
深
さ
を
指
摘
し
て
お
り
、
示
唆
に
富
む
（

6
）

。 

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
論
者
が
発
表
し
て
き
た
二
次
表
現
研
究
（

7
）

で
は
、
一
次
表
現
と
二
次
表
現
の
間
を
行
き
つ
戻
り
つ
し
て
考
察
を
お
こ
な
う
こ
と
を
基
本
姿
勢
と

し
て
い
る
が
、
本
論
で
は
、
映
画
『
椿
三
十
郎
』
の
ほ
う
に
は
っ
き
り
考
察
の
重
点
を
置
く
。
上
記

先
行
研
究
の
成
果
に
付
け
加
え
る
考
察
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
映
画
『
椿
三
十
郎
』
に

は
、
原
作
に
全
く
な
い
要
素
・
工
夫
が
数
多
く
み
ら
れ
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
原
作
と
の
比
較
作

業
と
は
一
定
の
距
離
を
置
か
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
側
面
も
あ
る
。
し
か
し
翻
っ
て
い
え
ば
、
原
作

（
一
次
表
現
）
が
あ
る
以
上
本
作
が
二
次
表
現
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
一
次

表
現
に
戻
り
つ
つ
考
察
を
お
こ
な
う
。
そ
の
意
味
で
本
論
は
、
原
作
の
痕
跡
が
見
出
し
に
く
い
映
画

化
作
品
の
分
析
が
二
次
表
現
研
究
た
り
う
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
る
実
験
的
な
試
み
と
も
い

え
る
。 

  
 

二
、
日
本
刀
表
現
①―

―

日
本
刀
カ
チ
ャ
カ
チ
ャ
表
現 

  

本
作
の
前
作
で
あ
る
『
用
心
棒
』
は
、
時
代
劇
映
画
の
剣
戟
（
殺
陣
）
描
写
に
お
い
て
新
し
い
音

響
表
現
だ
っ
た
斬
撃
音
（
刀
同
士
が
ぶ
つ
か
り
合
う
音
で
は
な
く
、
刀
が
身
体
を
斬
る
音
）
を
加
え

た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
斬
撃
じ
た
い
に
関
し
て
も
、
一
人
の
敵
を
二
度
斬
っ
て
倒
す
な
ど
、
歌
舞
伎

の
様
式
美
の
影
響
が
強
か
っ
た
そ
れ
以
前
の
剣
戟
表
現
か
ら
荒
々
し
さ
を
前
面
に
出
す
方
向
へ
革
新

し
た
と
い
え
、
続
編
で
あ
る
『
椿
三
十
郎
』
で
も
、
斬
ら
れ
た
身
体
か
ら
激
し
く
迸
る
血
し
ぶ
き
表

現
が
さ
ら
に
加
わ
り
（『
用
心
棒
』
に
も
斬
ら
れ
た
人
が
血
だ
ま
り
の
中
に
倒
れ
伏
す
表
現
は
既
に
あ

る
）、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
志
向
を
強
く
印
象
づ
け
て
い
る
（

8
）
。 

『
椿
三
十
郎
』
で
は
、『
用
心
棒
』
に
な
い
重
要
な
日
本
刀
表
現
が
も
う
一
つ
加
わ
っ
て
い
る
。
演

者
が
構
え
た
り
動
い
た
り
す
る
さ
い
、
抜
か
れ
た
状
態
の
刀
（
抜
身
＝
ぬ
き
み
）
が
「
カ
チ
ャ
ッ
」

と
鳴
る
、
現
代
の
時
代
劇
で
は
す
っ
か
り
定
番
と
な
っ
て
い
る
虚
構
表
現
で
あ
る
。
論
者
（
徳
永
）

は
こ
れ
を
「
日
本
刀
カ
チ
ャ
カ
チ
ャ
表
現
」
と
呼
び
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
研
究
の
み
な
ら
ず
武
術
研
究

の
観
点
か
ら
も
考
察
と
調
査
を
続
け
て
い
る
が
、
こ
の
音
響
表
現
の
定
着
は
意
外
に
新
し
く
（
初
出

調
査
に
つ
い
て
は
後
述
）、
同
時
代
の
時
代
劇
映
画
を
概
観
し
て
み
て
も
『
椿
三
十
郎
』
制
作
時
に
お

い
て
は
ま
だ
定
番
表
現
と
い
え
な
い
こ
と
は
確
言
し
う
る
（
監
督
・
主
演
・
主
人
公
を
同
じ
く
す
る
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前
年
の
前
作
『
用
心
棒
』
で
も
こ
の
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
ま
ず
そ
の
傍
証
と
な
る
。

た
だ
し
後
述
す
る
よ
う
に
、『
椿
三
十
郎
』
は
こ
の
表
現
の
初
出
作
品
で
は
な
い
）。 

 

作
中
、
日
本
刀
カ
チ
ャ
カ
チ
ャ
表
現
が
特
に
印
象
づ
よ
く
み
ら
れ
る
の
は
、
三
十
郎
が
斬
り
込
み

合
図
で
あ
る
椿
の
花
を
小
川
に
流
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
を
室
戸
に
見
つ
か
る
瞬
間
で
あ
る
。
ま
ず
脚

本
か
ら
該
当
部
分
を
引
用
す
る
。 

 
 

91 

椿
屋
敷
・
中
庭 

 
 
 
 
 

紅
椿
、
白
椿
。 

 
 
 
 
 

三
十
郎
、
障
子
を
そ
っ
と
開
け
て
出
て
来
る
。 

 
 
 
 
 

庭
へ
飛
び
降
り
て
、
流
れ
の
そ
ば
の
紅
椿
を
も
ぎ
と
り
は
じ
め
る
。 

 
 
 
 
 

そ
の
鼻
先
へ
、
ギ
ラ
っ
と
突
き
出
さ
れ
る
抜
身
。 

 
 

室
戸
「
何
を
し
て
い
る
？
」 

 
 
 
 
 

三
十
郎
、
全
く
不
意
を
つ
か
れ
て
処
置
な
し
。 

 
 
 
 
 

両
手
に
抱
え
た
椿
を
差
し
出
し
、 

 
 

「
俺
は…

…

椿
の
花
が
好
き
で
な
」 

 
 

室
戸
「
ふ
ざ
け
る
な
ッ
」 

 
 
 
 
 

と
、
三
十
郎
の
腰
か
ら
刀
を
ひ
っ
た
く
る
。 

（
菊
島
隆
三 

小
国
英
雄 

黒
澤
明
『
椿
三
十
郎
』
脚
本
（

9
）
） 

 

上
記
引
用
の
脚
本
に
刀
の
細
か
い
動
き
や
音
に
関
す
る
記
述
は
な
い
が
、
完
成
し
た
映
画
を
み
る

と
、
三
十
郎
の
背
後
に
忍
び
寄
っ
て
い
た
室
戸
は
「
何
を
し
て
い
る
？
」
と
言
い
な
が
ら
、
三
十
郎

の
左
首
脇
に
突
き
出
し
て
い
た
右
手
の
抜
身
（
＝
抜
か
れ
た
刀
）
の
刃
の
部
分
を
三
十
郎
の
首
の
ほ

う
へ
急
回
転
（
正
し
く
は
時
計
回
り
に
四
分
の
一
回
転
。
最
初
に
突
き
出
さ
れ
た
刀
身
の
刃
は
真
下

を
向
い
て
い
る
）
さ
せ
る
。
古
流
剣
術
や
居
合
術
に
い
う
「
付
け
る
」
と
い
う
動
作
と
同
じ
く
、
敵

を
傷
つ
け
ず
に
制
圧
す
る
た
め
に
刀
身
を
敵
の
身
体
の
寸
前
で
留
め
置
く
威
嚇
の
動
き
に
あ
た
る―

―

室
戸
が
刀
を
少
し
動
か
せ
ば
致
命
の
急
所
で
あ
る
頸
動
脈
が
斬
ら
れ
て
し
ま
う
状
況
で
あ
る―

―

が
、
こ
の
回
転
の
瞬
間
「
カ
チ
ャ
ッ
」
と
い
う
音
が
鳴
る
の
で
あ
る
。
次
い
で
室
戸
は
「
ふ
ざ
け
る

な
ッ
」
と
言
い
な
が
ら
空
い
て
い
る
左
手
で
三
十
郎
の
刀
を
奪
う
が
、
同
時
に
右
手
の
刀
を
先
ほ
ど

と
は
逆
側
に
半
回
転
さ
せ
、
切
っ
先
（
刀
身
の
先
端
）
を
三
十
郎
の
顔
面
に
向
け
る
。
こ
の
時
も
「
カ

チ
ャ
ッ
」
と
い
う
音
が
鳴
る
（
＊
正
確
を
期
す
な
ら
「
カ
チ
ッ
！
」
と
で
も
表
記
す
べ
き
金
属
音
だ

が
、
こ
こ
で
は
「
カ
チ
ャ
」「
カ
チ
ャ
ッ
」
で
統
一
す
る
）。 

 

な
お
、
こ
の
場
面
の
Ｂ
Ｇ
Ｍ
と
し
て
、
映
画
冒
頭
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
る
「
カ
ン
！
」
と
い
う
、

や
や
金
属
的
な
高
い
打
撃
音
が
連
打
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
音
と
室
戸
の
刀
の
カ
チ
ャ
カ
チ
ャ
音
を

オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
が
混
同
し
て
し
ま
う
よ
う
な
紛
ら
わ
し
さ
が
あ
る
。
日
本
刀
カ
チ
ャ
カ
チ
ャ
表
現

に
馴
染
ん
だ
現
代
人
で
あ
れ
ば
二
種
類
の
音
を
区
別
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
だ
が
、
当
時
の
人
々
が

見
て
い
る
状
況―

―

し
か
も
音
響
設
備
の
貧
弱
な
当
時
の
映
画
館
で
作
品
を
原
則
と
し
て
は
一
度
し

か
見
な
い
と
い
う
状
況―

―

を
加
味
し
て
想
像
す
れ
ば
、
二
種
類
の
音
が
混
同
さ
れ
る
の
は
必
至
と

い
っ
て
も
い
い
。
逆
に
い
え
ば
、
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
混
同
を
当
て
込
ん
だ
Ｂ
Ｇ
Ｍ
併
用
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

日
本
刀
カ
チ
ャ
カ
チ
ャ
表
現
と
打
撃
音
Ｂ
Ｇ
Ｍ
併
用
は
、
上
記
場
面
の
す
ぐ
後
に
も
あ
る
。
敵
で

あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
三
十
郎
を
縛
り
上
げ
た
後
、
室
戸
が
三
十
郎
の
刀
を
調
べ
る
場
面
で
あ
る
。 

 
 

93 

同
・
中
庭 

 
 
 
 
 

三
十
郎
、
三
太
夫
に
縛
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。 

 
 
 
 
 

そ
の
前
に
抜
身
を
さ
げ
て
立
っ
て
い
る
室
戸
、
自
分
の
刀
を
鞘
に
お
さ
め
る
と
、
三
十 

郎
の
刀
を
抜
い
て
じ
っ
と
見
る
。 

 
 
 

「
誰
か
居
ら
ぬ
か
ッ…

…

誰
か
ッ
」（
引
用
者
注
＝
こ
の
台
詞
の
話
者
は
黒
藤
と
竹
林
） 

 
 
 
 
 

黒
藤
と
竹
林
が
こ
ろ
げ
る
よ
う
に
駆
け
て
来
る
。 

 
 

黒
藤
「（
室
戸
に
）
お
い
、
計
（
マ
マ
）
ら
れ
た
ぞ
ッ
！ 

光
明
寺
の
門
に
二
階
は
な
い
」 

 
 

室
戸
「（
ギ
ュ
ッ
と
三
十
郎
を
睨
む
）
こ
の
刀
、
ひ
ど
い
血
油
だ
、
そ
れ
も
ま
だ
ひ
ど
く
新
し
い
、

昨
夜
も
貴
様
、
俺
に
一
杯
喰
わ
せ
た
な
」 

 
 

竹
林
「
こ
や
つ
の
詮
議
は
後
廻
し
だ
ッ…

…

早
く
ッ…

…

早
く
、
手
勢
を
呼
び
戻
せ
ッ
！ 

こ 

こ
が
危
な
い
！！
」 

 
 
 
 
 

室
戸
、
走
り
去
る
。 （

菊
島
隆
三 

小
国
英
雄 

黒
澤
明
『
椿
三
十
郎
』
脚
本
〈
同
上
〉） 

 

完
成
し
た
映
画
で
は
、《
三
十
郎
の
刀
を
抜
い
て
じ
っ
と
見
る
。》
と
い
う
ト
書
き
の
と
こ
ろ
で
室

戸
が
検
分
の
た
め
刀
を
動
か
し
た
瞬
間
ま
ず
「
カ
チ
ャ
ッ
」
と
鳴
り
（
直
前
に
「
カ
ン
！
」
と
い
う

Ｂ
Ｇ
Ｍ
）、
上
記
竹
林
の
台
詞
の
う
ち
「
手
勢
を
呼
び
戻
せ
ッ
！ 

こ
こ
が
危
な
い
！！
」
が
削
除
さ

れ
、
室
戸
が
八
つ
当
た
り
気
味
に
三
十
郎
の
刀
を
地
面
に
投
げ
つ
け
る
描
写
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。

投
げ
つ
け
ら
れ
た
刀
は
縛
ら
れ
て
い
る
三
十
郎
の
傍
の
地
面
に
突
き
刺
さ
る
が
、
そ
れ
と
ま
っ
た
く

同
時
に
Ｂ
Ｇ
Ｍ
の
「
カ
ン
！
」
と
い
う
音
が
鳴
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
こ
で
は
カ
チ
ャ
カ
チ
ャ

音
が
入
っ
て
お
ら
ず
、
Ｂ
Ｇ
Ｍ
の
「
カ
ン
！
」
だ
け
が
そ
の
ま
ま
刀
の
音
を
示
す
よ
う
な
タ
イ
ミ
ン

グ
で
鳴
る
。
直
後
、
突
き
刺
さ
っ
た
抜
身
の
刀
が
揺
れ
、
い
か
に
も
「
鳴
っ
た
ん
だ
な
」「
あ
の
音
だ
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っ
た
ん
だ
な
」
と
、
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
が
後
追
い
で
認
識
す
る
よ
う
な
演
出
に
な
っ
て
い
る
。 

 

両
場
面
に
お
け
る
、
効
果
音
も
兼
ね
た
よ
う
な
Ｂ
Ｇ
Ｍ
の
使
用
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
だ
ろ

う
か
。
特
に
、
直
前
で
は
使
用
し
て
い
た
「
カ
チ
ャ
」
音
を
使
わ
ず
Ｂ
Ｇ
Ｍ
に
代
替
さ
せ
る
流
れ
か

ら
し
て
、
実
際
の
日
本
刀
の
抜
身
で
あ
れ
ば
滅
多
に
カ
チ
ャ
カ
チ
ャ
鳴
っ
た
り
は
し
な
い
こ
と
を
ふ

ま
え
た
一
種
の
「
照
れ
隠
し
」
が
Ｂ
Ｇ
Ｍ
併
用
に
繋
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
論
者
（
徳
永
）
は

考
え
て
い
る
。
カ
チ
ャ
カ
チ
ャ
音
は
刀
が
本
当
に
鳴
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
作
中
人
物
た
ち
が
緊

迫
し
た
状
況
下
で
浮
か
べ
る
心
象
の
音
な
ん
で
す
よ
、
と
い
う
、
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
に
対
す
る
一
種

の
逃
げ
と
い
っ
て
も
い
い
。 

日
本
刀
の
構
造
か
ら
し
て
、
カ
チ
ャ
カ
チ
ャ
鳴
る
現
象
が
起
こ
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
抜
身
を
構

成
す
る
パ
ー
ツ
の
う
ち
、
刀
身
を
柄
に
固
定
し
て
い
る
目
釘
（
め
く
ぎ
＝
柄
の
側
面
か
ら
突
き
刺
す

竹
の
棒
。
刀
身
と
柄
に
穿
た
れ
た
「
目
釘
穴
」
を
貫
く
こ
と
で
刀
身
が
柄
に
固
定
さ
れ
る
）
が
折
れ

る
か
緩
む
か
し
て
い
る
と
い
う
状
態
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
鍔
な
ら
び
に
鍔
を
挟
む
二
枚
の

切
羽
（
せ
っ
ぱ
＝
「
切
羽
詰
ま
る
」
の
語
源
）、
鎺
（
は
ば
き
＝
刀
身
と
柄
の
間
に
あ
る
銅
色
の
部
分
。

柄
に
刀
身
を
安
定
さ
せ
、
鞘
に
納
め
た
と
き
の
ス
ト
ッ
パ
ー
に
も
な
る
）
な
ど
の
パ
ー
ツ
が
そ
れ
ぞ

れ
緩
ん
で
し
ま
う
の
で
、
動
か
せ
ば
そ
れ
ら
が
ぶ
つ
か
り
合
う
金
属
音
を
立
て
る
よ
う
に
な
っ
て
し

ま
う
。
こ
れ
は
と
て
も
危
険
な
状
態
で
、
振
り
回
せ
ば
目
釘
が
折
れ
る
か
抜
け
る
か
し
て
刀
身
が
柄

か
ら
抜
け
吹
っ
飛
ん
で
し
ま
う
。
日
本
刀
使
用
前
の
心
得
と
し
て
「
目
釘
を
あ
ら
た
め
る
」
と
い
う

作
法
が
あ
る
の
は
、
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。 

『
椿
三
十
郎
』
に
お
け
る
日
本
刀
カ
チ
ャ
カ
チ
ャ
表
現
が
、
虚
構
表
現
と
し
て
優
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
黒
澤
あ
る
い
は
黒
澤
の
ス
タ
ッ
フ
た
ち
は
、
上
記
の
よ
う
な
実
際
の
日
本
刀

と
の
乖
離
を
知
り
つ
つ
も
場
面
を
際
立
た
せ
る
虚
構
表
現
と
し
て
、
ま
だ
時
代
劇
表
現
の
主
流
と
は

い
え
な
か
っ
た
日
本
刀
カ
チ
ャ
カ
チ
ャ
表
現
を
採
用
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
か
ら

も
明
ら
か
な
の
は
、
黒
澤
が
志
向
し
て
い
た
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
は
「
事
実
そ
の
ま
ま
」
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
が
「
リ
ア
ル
だ
」
と
感
じ
る
の
で
あ
れ
ば
「
事
実
に
反
す
る
＝
も

っ
と
も
ら
し
い
嘘
」
を
盛
り
込
む
柔
軟
さ
も
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
10
）
。 

 

な
お
、
上
記
場
面
で
室
戸
が
三
十
郎
に
対
し
て
お
こ
な
っ
た
威
嚇
表
現
は
、
前
作
の
『
用
心
棒
』

を
参
照
す
る
こ
と
で
発
想
の
芽
が
読
み
と
れ
る
。『
用
心
棒
』
の
三
十
郎
の
好
敵
手
と
な
る
・
卯
之
助

（『
椿
三
十
郎
』
の
室
戸
と
同
じ
く
演
者
は
仲
代
達
矢
）
と
の
や
り
と
り
で
、『
椿
三
十
郎
』
と
状
況

が
酷
似
す
る
場
面
が
あ
る
の
だ
が
、
三
十
郎
を
威
嚇
す
る
卯
之
助
が
手
に
す
る
武
器
は
日
本
刀
で
は

な
く
短
銃
で
あ
る
（
卯
之
助
は
剣
客
で
な
く
短
銃
遣
い
と
い
う
設
定
）。 
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居
酒
屋 

（
前
略
） 

 
 

卯
之
助
「
亥
之
、
お
前
、
あ
の
晩
兄
貴
ン
と
こ
へ
知
ら
せ
に
飛
ん
で
来
る
前
、
六
人
が
殺
ら
れ 

て
る
の
を
た
し
か
に
そ
の
眼
で
見
た
の
か
」 

 
 

亥
之
吉
「
う
ん
に
ゃ
、
こ
い
つ
が
そ
う
言
っ
た
か
ら…

…

俺
ア…

…

」 

卯
之
助
「（
短
銃
を
出
し
て
ひ
ね
く
り
廻
し
、
じ
っ
と
三
十
郎
を
見
つ
め
て
）
と
こ
ろ
で…

…

あ 

の
六
人…

…

と
て
も
う
ま
く
料
理
さ
れ
て
た
な…

…

あ
ん
な
い
い
腕
も
っ
た
奴
ア
、
こ
の
近 

く
に
ゃ
お
前
し
き
ゃ
い
ね
え
」 

 
 

三
十
郎
「
そ
れ
で…

…

」 

 
 

卯
之
助
「
も
し
か
す
る
と
、
あ
の
六
人
を
斬
っ
た
の
は
お
前
か
も
知
れ
ね
え
と
思
っ
て
ね
」 

 
 

亥
之
吉
「
そ
、
そ
ん
な…

…

こ
い
つｧ

、
俺
た
ち
の
用
心
棒
だ
ぜ…

…

そ
れ
が
、
ど
う
し
て
そ
ん 

な…
…

」 

 
 

卯
之
助
「
う
む…

…

そ
こ
ん
と
こ
が
よ
う
わ
か
ら
ね
え
ん
だ
が…

…

ど
う
も…

…

」 

 
 
 
 
 

と
、
じ
っ
と
三
十
郎
を
見
つ
め
る
。 

 
 
 
 
 

三
十
郎
も
そ
れ
を
無
表
情
に
見
つ
め
返
す
。 

 
 
 
 
 

そ
の
二
人
の
真
ン
中
に
、
お
さ
む
ら
い
さ
ま
、
と
書
か
れ
た
手
紙
。 

 
 
 
 
 

は
ら
は
ら
し
て
そ
れ
を
見
て
い
た
権
爺
（
引
用
者
注
＝
三
十
郎
の
味
方
で
、
三
十
郎
が 

卯
之
助
ら
を
欺
い
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
）、
た
ま
り
か
ね
て
、
徳
利
を
片
付
け
る 

と
見
せ
て
、
そ
の
手
紙
も
一
緒
に
片
付
け
よ
う
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 

し
か
し
、
そ
の
手
が
あ
ま
り
ふ
る
え
過
ぎ
る
！ 

 
 

卯
之
助
「
お
っ
と
待
ち
な…

…

な
ん
で
え
そ
り
ゃ…

…

」 

 
 
 
 
 

と
、左
手
で
そ
の
手
紙
を
ひ
っ
た
く
り
、三
十
郎
の
胸
板
に
短
銃
を
つ
き
つ
け
た
ま
ま
、 

手
紙
を
見
る
。 

 
 

卯
之
助
「
お
さ
む
ら
い
さ
ま…

…

か…
…

（
手
紙
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
）…

…

小
平
、
ぬ
い…

 

…

ま
い
る
」 

 
 
 
 
 

卯
之
助
、
口
に
く
わ
え
て
み
り
っ
と
封
を
切
る
。 

 
 
 
 
 
 

三
十
郎
、
処
置
な
し
。 

（
菊
島
隆
三 

黒
澤
明
『
用
心
棒
』
脚
本
（

11
）
） 

 

脚
本
に
は
こ
う
あ
る
が
、（
短
銃
を
出
し
て
ひ
ね
く
り
廻
し
、
じ
っ
と
三
十
郎
を
見
つ
め
て
）
と
い

う
卯
之
助
の
挙
動
の
あ
た
り
か
ら
以
後
が
、
完
成
し
た
映
画
で
は
変
更
さ
れ
て
い
る
。
亥
之
吉
が
「
こ
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い
つ
（
三
十
郎
の
こ
と
）
が
そ
う
言
っ
た
か
ら
」
と
い
う
台
詞
（←

三
十
郎
が
実
は
敵
で
あ
る
こ
と

が
露
見
し
か
ね
な
い
内
容
）
を
言
っ
て
い
る
最
中
、
三
十
郎
の
左
手
は
立
て
か
け
て
あ
る
自
分
の
刀

を
引
き
寄
せ
よ
う
と
か
す
か
に
動
い
て
い
る
が
、
そ
れ
に
気
づ
い
た
卯
之
助
が
「
お
っ
（
と
）
！
」

と
言
い
つ
つ
懐
か
ら
右
手
で
短
銃
を
素
早
く
取
り
出
し
構
え
、
左
手
で
短
銃
の
撃
鉄
を
起
こ
す
。
こ

の
時
「
ガ
チ
ャ
ッ
」
と
い
う
音
が
鳴
る
。
さ
ら
に
卯
之
助
は
左
手
で
三
十
郎
の
刀
を
取
り
、
手
元
へ

引
き
寄
せ
る
（
そ
の
後
の
展
開
は
脚
本
と
同
じ
だ
が
、
卯
之
助
の
短
銃
は
ず
っ
と
三
十
郎
に
向
け
ら

れ
た
ま
ま
で
あ
る
）。
三
十
郎
が
敵
を
欺
い
て
お
り
そ
れ
が
好
敵
手
に
露
見
す
る
こ
と
、
好
敵
手
の
武

器
に
よ
る
威
嚇
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
、
三
十
郎
の
刀
が
奪
わ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
好
敵
手
の
武

器
が
音
を
立
て
る
こ
と
、
等
々
の
要
素
に
お
い
て
、『
用
心
棒
』
と
『
椿
三
十
郎
』
は
全
く
共
通
し
て

い
る
（
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
先
に
挙
げ
た
二
作
の
黒
澤
脚
本
に
み
ら
れ
る
、
威
嚇
さ
れ
た
三
十

郎
は
い
ず
れ
も
「
処
置
な
し
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
）。 

 

黒
澤
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
時
代
の
時
代
劇
映
画
は
西
部
劇
映
画
か
ら
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

が
（

12
）
、
上
記
場
面
で
卯
之
助
が
お
こ
な
う
短
銃
（
拳
銃
）
の
撃
鉄
を
起
こ
し
て
（
か
つ
発
砲
は
せ

ず
）
敵
を
威
嚇
す
る
威
嚇
表
現
は
西
部
劇
の
定
番
で
あ
り
（
た
と
え
ば
、
西
部
劇
映
画
の
中
で
も
特

に
知
ら
れ
る
ジ
ョ
ン
・
ス
タ
ー
ジ
ェ
ス
監
督
『
О

Ｋ
牧
場
の
決
闘
』〈
一
九
五
七
年
、
ア
メ
リ
カ
〉

に
も
み
ら
れ
る
（

13
）
）、
そ
れ
を
日
本
刀
に
置
き
換
え
た
の
が
『
椿
三
十
郎
』
に
お
け
る
室
戸
の
威

嚇
場
面
だ
っ
た
と
も
考
え
う
る
（
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
銃
火
器
は
刀
剣
と
異
な
り
機
構
を
持
つ
の

で
、「
ガ
チ
ャ
」
と
い
う
音
を
効
果
音
と
す
る
の
は
リ
ア
リ
ズ
ム
志
向
と
矛
盾
し
な
い
）。
だ
と
す
れ

ば
、『
椿
三
十
郎
』
に
お
け
る
日
本
刀
カ
チ
ャ
カ
チ
ャ
表
現
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
た

そ
れ
に
加
え
、
西
部
劇
の
要
素
を
加
味
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
現
在
ま
で
の
調
査
で
は
、

『
椿
三
十
郎
』
以
前
の
時
代
劇
映
画
に
お
け
る
日
本
刀
カ
チ
ャ
カ
チ
ャ
表
現
で
上
記
の
よ
う
な
威
嚇

表
現
は
確
認
で
き
て
い
な
い
）。 

 

三
、
日
本
刀
表
現
②―

―

「
逆
抜
き
不
意
討
ち
斬
り
」 

 

108 

街
道 

（
前
略
） 

 
 
 
 
 

若
侍
達
、
す
で
に
蒼
褪
め
て
い
る
。 

 
 
 
 
 

三
十
郎
と
室
戸
、
街
道
へ
出
て
対
峙
す
る
。 

 
 
 
 
 

こ
れ
か
ら
の
二
人
の
決
闘
は
、
と
て
も
筆
で
は
書
け
な
い
。 

 
 
 
 
 

長
い
恐
ろ
し
い
間
が
あ
っ
て
、勝
負
は
ギ
ラ
ッ
と
刀
が
一
ぺ
ん
光
っ
た
だ
け
で
き
ま
る
。 

 
 
 
 
 
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
 

 
 
 
 
 

室
戸
半
兵
衛
は
倒
れ
て
い
る
。 

 
 
 
 
 

カ
ッ
と
眼
を
む
い
て
死
ん
で
い
る
。 

（
菊
島
隆
三 

小
国
英
雄 

黒
澤
明
『
椿
三
十
郎
』
脚
本
〈
同
上
〉） 

 

三
十
郎
と
室
戸
最
後
の
対
決
は
脚
本
に
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
お
り
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
し
て

強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
上
記
を
反
映
し
、
二
人
が
抜
刀
し
一
度
だ
け
斬
撃
の
動
き

を
す
る
の
み
で
勝
敗
は
決
し
、
前
述
し
た
血
し
ぶ
き
表
現
に
繋
が
る
。 

 

こ
の
名
場
面
に
も
、
映
画
表
現
と
し
て
の
効
果
を
最
優
先
し
た
「
も
っ
と
も
ら
し
い
嘘
」
を
含
む

剣
戟
表
現
・
日
本
刀
表
現
が
み
ら
れ
る
。
画
面
右
に
室
戸
、
左
に
三
十
郎
が
位
置
し
、
二
人
が
抜
刀

→

斬
撃
、
と
い
う
の
が
大
ま
か
な
流
れ
だ
が
、
最
後
の
血
し
ぶ
き
だ
け
で
な
く
、
二
人
の
剣
技
じ
た

い
に
も
表
現
上
の
工
夫
が
み
ら
れ
る
。
室
戸
は
右
手
で
抜
い
た
刀
を
一
度
上
段
に
構
え
（
こ
こ
で
両

手
握
り
に
な
る
）
垂
直
方
向
に
斬
り
下
ろ
す
。
こ
の
抜
刀
・
斬
撃
法
に
つ
い
て
演
者
の
仲
代
達
矢
は
、

《
居
合
い
の
先
生
に
方
丈
（
約
三
メ
ー
ト
ル
四
方
）
で
も
刀
を
抜
け
る
、
下
段
か
ら
真
っ
直
ぐ
刀
を

抜
い
て
、
ス
ト
ン
と
斬
り
下
ろ
す
、
そ
の
型
し
か
教
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
三
船
さ
ん
は

三
船
さ
ん
で
別
の
と
こ
ろ
で
稽
古
を
さ
れ
て
い
て
。
本
番
ま
で
一
手
も
合
わ
せ
な
い
ま
ま
、
考
え
る

間
も
な
く
撮
影
に
入
り
ま
し
た
ね
》
と
語
っ
て
い
る
（

14
）
。
こ
の
証
言
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
室

戸
が
お
こ
な
う
動
き
は
狭
い
空
間
で
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
抜
刀
法
で
あ
る
。
二
人
の
決
闘
は
野

外
の
広
々
と
し
た
空
間
で
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
、
特
に
こ
の
抜
刀
法
を
用
い
る
必
然
性
（
虚
構
表
現

上
の
必
然
性
で
は
な
く
武
術
的
必
然
性
）
は
な
い
。
ち
な
み
に
、
居
合
術
一
般
で
「
横
一
文
字
抜
き

付
け―

―

「
付
け
」
と
い
う
言
葉
が
入
っ
て
い
る
の
は
斬
撃
寸
前
で
止
め
る
こ
と
が
技
の
前
提
に
な

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）―

―

な
ど
と
呼
ば
れ
る
抜
刀
・
斬
撃
法
は
、
右
手
で
抜
い
た
刀
を
水
平
方

向
に
振
り
ぬ
き
、
敵
の
胴
・
手
首
・
首
な
ど
を
斬
る
（
あ
る
い
は
「
付
け
る
〈
寸
前
で
止
め
て
制
圧

す
る
〉」）
と
い
う
も
の
で
、
動
作
の
少
な
さ
か
ら
し
て
上
記
室
戸
が
お
こ
な
っ
た
方
法
よ
り
素
早
さ

に
お
い
て
優
れ
て
い
る
（
こ
の
と
き
左
手
は
鞘
を
握
っ
た
ま
ま
で
終
始
す
る
。『
椿
三
十
郎
』
ほ
か
多

く
の
時
代
劇
で
描
か
れ
る
江
戸
時
代
の
武
士
は
刃
の
方
向
が
上
向
き
に
な
る
よ
う
刀
を
差
す
の
が
決

ま
り
だ
が
、
抜
刀
し
つ
つ
右
手
の
刀
と
鞘
を
握
る
左
手
双
方
を
身
体
の
外
側
方
向
に
刃
が
向
く
よ
う

四
分
の
一
回
転
さ
せ
る
。
鞘
を
抜
け
出
た
刀
が
周
囲
の
空
間
を
薙
ぐ
よ
う
な
軌
道
を
進
む
の
で
、
狭

い
空
間
で
こ
の
刀
法
は
使
え
な
い
）。 

 

一
方
三
十
郎
は
画
面
左
に
位
置
し
、
宣
伝
用
ポ
ス
タ
ー
な
ど
で
「
逆
抜
き
不
意
討
ち
斬
り
」
と
名
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付
け
ら
れ
て
い
る
抜
刀
・
斬
撃
法
を
用
い
る
。
左
手
で
刀
を
握
っ
て
絞
り
込
み
（
左
手
首
を
極
力
内

側
に
折
り
曲
げ
た
状
態
で
柄
を
握
り
、
外
側
に
半
回
転
さ
せ
る
＝
上
を
向
い
て
い
た
刀
身
の
刃
は
下

向
き
に
な
る
）→
抜
刀
（
い
わ
ゆ
る
逆
手
抜
き
）→

敵
の
右
脇
腹
あ
た
り
を
斬
撃
し
つ
つ
右
拳
の
甲

の
部
分
で
刀
の
棟
（
＝
む
ね
。
峰
＝
み
ね
と
も
呼
ぶ
）
を
押
し
上
げ
る
（
逆
手
で
の
斬
撃
は
手
首
の

可
動
域
が
狭
く
威
力
が
出
し
に
く
い
た
め
、こ
の
右
拳
で
補
う
）。刀
は
左
腰
に
差
さ
れ
て
い
る
の
で
、

対
峙
す
る
敵
の
身
体
で
最
短
距
離
の
位
置
に
あ
る
の
は
右
脇
腹
で
あ
る
。
前
述
し
た
居
合
術
一
般
に

お
い
て
最
速
と
さ
れ
る
抜
刀
・
斬
撃
法
「
横
一
文
字
抜
き
付
け
」
で
敵
の
胴
を
狙
う
な
ら
、
右
脇
腹

か
ら
刃
が
当
た
っ
て
水
平
方
向
に
（
敵
の
左
脇
腹
の
方
に
）
刀
が
振
り
ぬ
か
れ
る
わ
け
だ
が
、
上
記

三
十
郎
の
抜
刀
・
斬
撃
で
は
、
正
中
線
（
身
体
を
垂
直
に
二
分
す
る
仮
想
線
）
付
近
か
ら
右
脇
腹
に

か
け
て
の
部
分
に
当
た
っ
た
刃
が
そ
の
ま
ま
敵
の
右
脇
へ
振
り
抜
か
れ
る
。
敵
へ
の
ダ
メ
ー
ジ
を
度

外
視
し
速
度
の
み
を
考
え
る
な
ら
、
た
し
か
に
前
者
よ
り
後
者
の
ほ
う
が
さ
ら
に
素
早
く
敵
の
身
体

を
斬
撃
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

即
ち
、
術
者
の
技
量
以
前
に
ま
ず
技
法
じ
た
い
に
付
随
す
る
段
階
的
な
違
い
と
し
て
、
以
下
の
よ

う
な
速
度
差
が
三
十
郎
を
勝
た
せ
る
殺
陣
表
現
と
し
て
仕
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

[

速]

三
十
郎
（
逆
抜
き
不
意
討
ち
斬
り
）---→

居
合
術
一
般
（
横
一
文
字
抜
き
付
け
） 

----→

室
戸
（
真
っ
向
斬
り
下
ろ
し
）[

遅] 

 

当
然
の
こ
と
で
も
あ
る
が
、
三
十
郎
の
「
逆
抜
き
不
意
討
ち
斬
り
」
に
は
、
大
き
な
「
嘘
」
が
あ

る
。
江
戸
時
代
の
武
士
が
差
す
刀
（
正
式
に
は
「
打
刀
（
う
ち
が
た
な
）」）
は
基
準
の
長
さ
が
二
尺

三
寸
程
度
（
上
記
寸
法
は
刃
渡
り
の
こ
と
を
指
す
の
で
、
刃
の
部
分
が
七
十
セ
ン
チ
弱
ほ
ど
）
と
定

め
ら
れ
て
い
た
が
、
現
代
人
が
こ
れ
を
見
る
と
「
短
い
」
と
い
う
印
象
を
抱
く
だ
ろ
う
。
作
中
で
み

ら
れ
る
三
十
郎
の
刀
は
、
柄
と
刀
身
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
し
て
明
ら
か
に
こ
れ
よ
り
長
い
（
時
代
劇
映

画
や
ド
ラ
マ
で
は
そ
れ
が
普
通
で
、
現
代
人
は
こ
れ
を
見
慣
れ
て
い
る
の
で
定
寸
の
刀
を
実
見
す
る

と
「
短
い
」
と
感
じ
る
の
で
あ
ろ
う
）。
し
か
し
実
際
に
「
逆
抜
き
不
意
討
ち
斬
り
」
の
動
き
を
試
み

る
と
、
三
十
郎
の
そ
れ
よ
り
短
い
定
寸
の
刀
で
す
ら
抜
刀
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
抜
刀
の

み
を
目
的
と
し
て
身
体
を
動
か
せ
ば
不
可
能
で
は
な
い
が
、
武
術
的
観
点
か
ら
い
え
ば
無
駄
な
挙
動

が
多
く
な
り
、
一
瞬
の
遅
れ
が
生
死
を
分
け
る
実
戦
で
使
用
す
る
よ
う
な
刀
法
と
は
い
え
な
い
。
演

者
で
あ
る
三
船
も
そ
れ
を
痛
感
し
た
ら
し
く
、
刀
身
を
五
寸
ほ
ど
（
十
五
セ
ン
チ
程
度
）
短
く
す
る

こ
と
を
黒
澤
に
提
案
し
た
と
い
う
（

15
）
。
た
し
か
に
、
決
着
直
後
に
映
り
込
む
三
十
郎
の
刀
は
他
の

場
面
に
比
し
て
短
い
（
視
認
で
は
あ
る
が
、
打
刀
と
い
う
よ
り
大
脇
差
＝
長
い
脇
差
＝
二
尺
弱
く
ら

い
の
長
さ
に
見
え
る
）。
こ
こ
に
も
、
黒
澤
ら
の
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
柔
軟
性
が
現
れ
て
い
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。 

 

な
お
、
こ
の
「
逆
抜
き
不
意
討
ち
斬
り
」
の
原
型
は
、
殺
陣
担
当
の
久
世
竜
が
、
戦
前
の
時
代
劇

映
画
（『
菊
池
千
本
槍
』〈
昭
和
十
七[

一
九
四
二]

年
、
大
映
〉）
の
ロ
ケ
で
訪
れ
た
九
州
の
剣
術
道
場

で
教
授
さ
れ
た
「
孤
刀
影
裡
流
（
こ
と
え
り
り
ゅ
う
）」
が
原
型
だ
と
い
う
。『
用
心
棒
』
冒
頭
の
殺

陣
場
面
で
は
、
三
十
郎
が
右
手
で
逆
手
抜
刀
し
頭
上
で
左
手
を
添
え
て
斬
り
下
ろ
す
が
、
原
型
に
近

い
の
は
こ
ち
ら
か
も
し
れ
な
い
（
右
手
を
返
さ
ぬ
ま
ま
柄
を
つ
か
む
の
は
居
合
術
の
セ
オ
リ
ー
と
異

な
る
の
で
敵
に
警
戒
心
を
抱
か
せ
ぬ
ま
ま
不
意
を
つ
く
こ
と
が
で
き
、
武
術
的
見
地
か
ら
も
理
に
か

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
左
手
で
な
く
右
手
で
あ
れ
ば
打
刀
の
長
さ
で
も
抜
刀
は
難
し
く
な
い
）。
久
世

は
こ
の
孤
刀
影
裡
流
に
関
し
、《
こ
の
剣
法
は
西
南
戦
争
（
一
八
七
七
年
）
で
活
躍
し
た
九
州
出
身
の

野
瀬
庄
五
郎
が
、
実
践
か
ら
わ
り
だ
し
た
迫
真
の
剣
法
で
、
日
本
武
道
の
型
に
は
な
い
大
変
貴
重
な

も
の
》
と
語
っ
て
い
る
（
前
掲
注
15
）。「
日
本
武
道
の
型
に
は
な
い
」
と
い
う
の
は
確
か
で
、
武
術

研
究
の
主
要
文
献
群
を
み
て
も
そ
の
名
は
見
当
た
ら
ず
、
現
在
の
伝
承
も
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し

「
西
南
戦
争
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
関
連
し
、
推
測
で
き
る
こ
と
は
あ
る
。 

西
南
戦
争
は
、
日
本
刀
に
よ
る
戦
闘
が
大
規
模
に
お
こ
な
わ
れ
た
最
後
の
国
内
戦
と
い
え
、
賊
軍

（
そ
の
主
戦
力
は
薩
摩
武
士
）
と
官
軍
（
薩
長
勢
力
だ
け
で
な
く
会
津
ほ
か
の
旧
賊
軍
も
参
加
し
た
）

双
方
が
抜
刀
隊
を
組
織
し
て
い
た
が
、
急
速
に
洋
式
化
が
進
む
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
西
洋
の
サ
ー

ベ
ル
の
拵
（
こ
し
ら
え
＝
刀
身
以
外
の
、
柄
ほ
か
の
部
分
の
総
称
）
に
日
本
刀
の
刀
身
を
仕
込
ん
だ

も
の
を
使
用
し
て
い
た
者
も
い
た
と
い
う
。
サ
ー
ベ
ル
拵
に
も
様
々
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
片
手
遣
い

を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
柄
が
短
く
（
手
指
を
保
護
す
る
ガ
ー
ド
が
付
い
て
い
る
も
の
も
あ
る
）、
刀

身
も
脇
差
な
み
に
短
い
も
の
の
ほ
う
が
実
用
的
で
あ
る
（
居
合
術
だ
け
な
ら
と
も
か
く
、
抜
刀
後
に

片
手
で
攻
防
を
含
め
た
取
り
回
し
を
お
こ
な
う
場
合
、
打
刀
は
長
く
重
す
ぎ
る
）。
日
本
刀
を
使
用
し

た
伝
統
的
な
居
合
術
と
い
う
前
提
を
外
し
、「
逆
抜
き
不
意
討
ち
斬
り
」
に
適
し
た
拵
・
刀
身
の
組
み

合
わ
せ
を
仮
想
す
る
と
、
上
記
サ
ー
ベ
ル
拵
＋
日
本
刀
の
刀
身
（
脇
差
く
ら
い
の
長
さ
）
が
最
も
適

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま
た
、
薩
摩
武
士
の
代
名
詞
と
し
て
知
ら
れ
る
薬
丸
自
顕
流―

―

江
戸
初
期
の
剣
豪
・
東
郷
重
位
が
創
始
し
た
示
現
流
の
分
派
で
、
明
治
維
新
を
支
え
た
薩
摩
の
下

級
武
士
の
多
く
は
特
に
こ
の
薬
丸
自
顕
流
を
稽
古
し
て
い
た
と
い
う―

―

に
は
居
合
術
一
般
に
は
見

ら
れ
な
い
「
抜
き
」
と
い
う
抜
刀
・
斬
撃
法
が
伝
わ
っ
て
い
る
（
＝
右
手
で
抜
刀
し
つ
つ
左
手
で
握

っ
た
鞘
ぐ
る
み
で
刀
を
半
回
転
さ
せ
、
刃
が
ほ
ぼ
真
下
を
向
い
た
状
態
で
斬
り
上
げ
る
）。
左
右
の
手

の
違
い
は
あ
れ
ど
、
き
わ
め
て
稀
な
鞘
ぐ
る
み
の
刀
を
百
八
十
度
ま
で
回
転
さ
せ
る
（
前
述
の
よ
う

に
最
も
一
般
的
な
「
横
一
文
字
抜
き
付
け
」
で
の
回
転
は
九
十
度
）
点
が
三
十
郎
の
「
逆
抜
き
不
意
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討
ち
斬
り
」
と
共
通
し
て
お
り
、
何
ら
か
の
関
連
を
思
わ
せ
る
。 

 

城
代
家
老
・
睦
田
の
奥
方
は
、
容
易
に
人
を
斬
っ
て
し
ま
う
三
十
郎
を
《
あ
な
た
は
鞘
の
な
い
刀

み
た
い
な
人
》
と
形
容
し
、
苦
言
を
言
う
。
本
作
に
お
け
る
主
題
は
こ
の
奥
方
の
言
に
集
約
さ
れ
て

い
る
と
い
っ
て
も
い
い
。
全
編
を
通
じ
、
三
十
郎
は
血
気
に
は
や
り
刀
を
抜
き
た
が
る
若
侍
た
ち
を 

 

た
し
な
め
、
斬
る
な
と
言
い
続
け
る
。
一
方
、
室
戸
と
の
決
着
の
後
、《
こ
い
つ
は
俺
に
そ
っ
く
り
だ

…
…

抜
身
だ…

…

こ
い
つ
も
俺
も
鞘
に
入
っ
て
ね
え
刀
だ…

…

で
も
な
、あ
の
奥
方
が
言
っ
た
通
り
、

本
当
に
い
い
刀
は
鞘
に
入
っ
て
る…

…

お
い
、
て
め
え
達
も
大
人
し
く
鞘
に
入
っ
て
ろ
よ
》
と
若
侍

た
ち
に
言
い
、
去
っ
て
い
く
（

16
）
。
い
わ
ば
反
面
教
師
と
し
て
の
三
十
郎
像
が
こ
こ
で
確
定
す
る
わ

け
だ
が
、
日
本
刀
と
い
う
表
象
が
本
作
に
お
い
て
最
も
重
要
な
主
題
と
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
を
物
語

り
、
三
十
郎
や
室
戸
の
剣
技
や
刀
そ
れ
自
体
に
関
わ
る
表
現
が
複
雑
玄
妙
で
あ
る
こ
と
に
も
合
点
が

い
く
。
そ
も
そ
も
居
合
術
（
抜
刀
術
と
も
い
う
）
は
刀
が
鞘
に
納
ま
っ
て
い
る
の
を
前
提
と
し
て
お

り―
―

「
居
合
」
と
反
対
の
意
味
を
持
つ
武
術
用
語
が
「
立
ち
合
い
」
で
あ
る―
―

、
戦
の
な
い
江

戸
時
代
に
適
し
た
武
術
だ
っ
た
（

17
）
。
そ
の
意
味
で
、
作
中
「
抜
身
」
に
た
と
え
ら
れ
る
三
十
郎
や

室
戸
が
と
も
に
居
合
術
を
用
い
る
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
、「
鞘
」
に
入
っ
て
い
る
武
士
の
平
均
像
に
無

理
や
り
で
も
寄
り
添
お
う
と
す
る
二
人
の
悲
哀
の
よ
う
な
も
の
も
読
み
と
れ
る
。 

 

原
作
『
日
日
平
安
』
の
菅
田
平
野
は
前
述
の
と
お
り
温
和
な
平
和
主
義
者
だ
が
、
否
応
な
く
闘
わ

ざ
る
を
得
な
い
局
面
も
描
か
れ
て
は
い
て
、
刀
は
使
わ
ず
不
意
討
ち
に
よ
る
素
手
の
攻
撃
で
敵
を
制

圧
す
る
。
他
に
刀
を
抜
く
描
写
も
あ
る
が
、
や
は
り
実
際
に
斬
る
に
は
至
ら
な
い
。
前
作
『
用
心
棒
』

に
比
し
て
、『
椿
三
十
郎
』
の
三
十
郎
は
粗
暴
で
強
い
だ
け
で
な
い
奥
深
さ
を
感
じ
さ
せ
、
上
記
奥
方

の
言
に
端
を
発
す
る
変
化
が
読
み
と
れ
る
が
、
こ
こ
に
少
し
く
原
作
の
菅
田
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と

も
い
え
、
本
作
が
二
次
表
現
作
品
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。 

 

四
、
赤
い
椿
と
白
い
椿―

―

三
十
郎
の
密
か
な
「
挫
折
」 

  

あ
ら
す
じ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
椿
の
合
図
に
は
紅
白
の
別
が
な
か
っ
た
が
、
結
果
的
に

白
椿
が
合
図
と
な
る
。
当
初
三
十
郎
が
赤
椿
を
小
川
に
流
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
、
咄
嗟
に
敵
を

騙
し
誘
導
す
る
絶
妙
の
嘘
に
繋
が
っ
た
わ
け
だ
が
、
な
ぜ
三
十
郎
は
赤
椿
（
脚
本
で
は
「
紅
椿
」）
の

ほ
う
を
手
に
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
の
脚
本
引
用
中
に
は
《
流
れ
の
そ
ば
の
紅
椿
を
も
ぎ
と
り

は
じ
め
る
。》
と
あ
る
が
、
こ
の
ト
書
き
は
、
た
ん
な
る
位
置
関
係
か
ら
偶
然
三
十
郎
が
赤
い
椿
を
選

ん
だ
こ
と
だ
け
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 
 

74 

椿
屋
敷
・
茶
室 

（
前
略
） 

 
 

千
鳥
「
ね
、
お
母
様…

…

い
っ
そ
、
椿
屋
敷
だ
か
ら
、
椿
を
流
し
た
ら
ど
う
か
し
ら…

…

赤
い

椿
を
合
図
に
、
な
ん
て
綺
麗
で
い
い
わ
」 

 
 

夫
人
「
わ
た
し
は
白
い
椿
の
方
が
好
き
で
す
よ
」 

 
 

三
十
郎
「（
た
ま
り
か
ね
て
）
赤
で
も
白
で
も
い
い
じ
ゃ
ね
え
か…

…

と
に
か
く
椿
が
合
図
だ
」 

（
菊
島
隆
三 

小
国
英
雄 

黒
澤
明
『
椿
三
十
郎
』
脚
本
〈
同
上
〉） 

 

映
画
で
は
脚
本
か
ら
受
け
る
印
象
よ
り
も
椿
の
話
題
で
浮
き
立
つ
母
娘
の
雰
囲
気
が
よ
り
強
く
感

じ
ら
れ
、
い
ら
立
つ
三
十
郎
と
の
対
比
で
笑
い
を
誘
う
。
そ
れ
ゆ
え
印
象
は
薄
い
が
、
母
娘
で
紅
白

の
好
み
が
分
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
後
の
展
開
で
合
図
以
外
の
小
さ
な
意
味
を
併
せ
持
つ
。
三
十
郎

が
紅
白
二
者
択
一
の
う
ち
ま
ず
赤
い
椿
の
木
に
近
づ
き
花
を
摘
み
始
め
る
こ
と
か
ら
、
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
奥
方
（
脚
本
で
は
「
夫
人
」）
で
は
な
く
娘
の
千
鳥
の
ほ
う
を
喜
ば
せ
よ
う
と
す
る
三
十
郎
の

密
か
な
「
色
気
」
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
（
そ
れ
が
三
十
郎
の
、
あ
る
い
は
黒
澤

ら
の
狙
い
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
流
れ
込
ん
で
き
た
の
が
赤
い
椿
で
あ
れ
ば
、
ひ
と
き
わ
喜
ん
だ

の
は
奥
方
よ
り
千
鳥
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
が
下
記
展
開
か
ら
容
易
に
逆
算
で
き
る
）。前
述
の
よ
う
に
、

赤
い
椿
は
室
戸
に
阻
ま
れ
流
さ
れ
ず
、
三
十
郎
の
機
転
に
よ
っ
て
結
局
は
白
椿
が
流
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
流
れ
込
ん
で
く
る
数
多
の
白
椿
を
見
た
若
侍
の
寺
田
が
《
来
た
ぞ
っ
！
》
と
叫
び
、
つ
い
で

奥
方
の
《
ま
あ
綺
麗
だ
こ
と
！
》
と
い
う
台
詞
が
続
く
。
傍
ら
の
千
鳥
も
微
笑
ん
で
は
い
る
も
の
の
、

そ
れ
に
被
さ
る
こ
の
奥
方
の
嬌
声
は
、
三
十
郎
の
密
か
な
挫
折
の
暗
示
と
し
て
も
読
み
と
れ
る
の
で

あ
る
（「
密
か
な
」
と
い
う
の
は
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
に
と
っ
て
も
そ
う
で
、
上
記
奥
方
の
台
詞
と
前
後

し
、
勇
壮
な
Ｂ
Ｇ
Ｍ
と
と
も
に
若
侍
た
ち
が
現
れ
駆
け
出
て
い
く
姿
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
印
象
深
い

（

18
）
）。 

原
作
『
日
日
平
安
』
の
菅
田
は
、
井
坂
と
千
鳥
の
婚
姻
を
城
代
家
老
の
権
力
に
紐
づ
け
て
考
え
助

力
す
る
が―

―

『
椿
三
十
郎
』
で
は
、
井
坂
と
千
鳥
の
親
密
さ
は
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
婚
姻
に
関

わ
る
描
写
は
な
い―

―

、
三
十
郎
か
ら
は
仕
官
の
意
志
な
ど
読
み
と
れ
な
い
。
し
か
し
前
述
の
よ
う

に
、
奥
方
の
「
鞘
と
抜
身
」
の
比
喩
に
よ
っ
て
生
じ
た
、『
用
心
棒
』
の
三
十
郎
と
は
異
な
る
微
妙
な

変
化
を
想
起
す
れ
ば
、
紅
白
の
椿
を
め
ぐ
る
一
連
の
展
開
に
、「
も
う
す
ぐ
四
十
郎
」
と
自
嘲
す
る
流

れ
者
の
浪
人
（

19
）

に
似
つ
か
わ
し
く
な
い
若
さ
の
残
滓
が
消
え
去
る
悲
喜
劇
が
仕
込
ま
れ
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
（
ち
な
み
に
原
作
の
菅
田
も
奥
方
と
千
鳥
の
浮
世
離
れ
し
た
雰
囲
気
に
呆
れ
た
り
感

心
し
た
り
す
る
描
写
が
あ
り
、「
日
日
平
安
」
と
い
う
の
も
、
の
ん
び
り
と
し
た
こ
の
母
娘
や
懐
の
深
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い
城
代
家
老
に
対
し
菅
田
が
思
い
浮
か
べ
る
評
言
で
あ
る
）。
原
作
の
菅
田
は
仕
官
に
、
三
十
郎
は
微

か
な
恋
情
（
と
い
う
よ
り
色
気
程
度
だ
ろ
う
が
）
に
引
き
寄
せ
ら
れ
、
前
者
は
成
功
す
る
が
後
者
は

挫
折
す
る
（
黒
澤
脚
本
の
『
日
々
平
安
』
で
も
結
末
の
仕
官
は
原
作
と
ま
っ
た
く
同
じ
）。
上
記
比
喩

に
沿
え
ば
、
菅
田
は
鞘
に
納
ま
り
、
三
十
郎
は
室
戸
と
抜
身
同
士
の
決
闘
に
向
か
う
。
経
緯
か
ら
結

果
ま
で
両
者
の
間
に
は
大
き
な
懸
隔
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
一
次
表
現
か
ら
二
次
表
現
に
繋
が
る
細

い
線
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 

五
、
付
記―

―

日
本
刀
カ
チ
ャ
カ
チ
ャ
表
現
の
初
出
に
つ
い
て 

 

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
椿
三
十
郎
』
制
作
時
、
時
代
劇
映
画
に
お
い
て
日
本
刀
カ
チ
ャ
カ
チ
ャ
表

現
が
稀
だ
っ
た
こ
と
は
、
同
時
代
の
時
代
劇
映
画
群
を
参
照
し
て
も
明
ら
か
な
の
だ
が
、
そ
の
初
出

作
品
に
つ
い
て
は
論
者
（
徳
永
）
も
ま
だ
確
定
で
き
て
い
な
い
。
こ
の
調
査
を
開
始
し
た
当
初
、
こ

の
表
現
が
、『
用
心
棒
』（
昭
和
三
十
六
〈
一
九
六
一
〉
年
）
に
は
な
い
・
翌
年
制
作
の
『
椿
三
十
郎
』

に
は
あ
る
、
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
『
椿
三
十
郎
』
の
す
ぐ
後
に
同
年
公
開
さ
れ
た
『
切
腹
』（
ち
な

み
に
主
演
は
『
椿
三
十
郎
』
の
室
戸
半
兵
衛
役
・
仲
代
達
矢
）
に
も
あ
り
、
し
か
し
な
が
ら
同
時
代

の
時
代
劇
映
画
に
は
ま
だ
ま
だ
定
着
し
て
い
な
い
こ
と
、
な
ど
か
ら
、『
椿
三
十
郎
』
が
最
初
の
日
本

刀
カ
チ
ャ
カ
チ
ャ
表
現
使
用
映
画
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
た
（

20
）
。 

し
か
し
そ
の
後
の
調
査
を
通
じ
、
さ
ら
に
古
い
事
例
と
し
て
、
池
田
富
保
監
督
『
伊
賀
の
水
月
』

（
昭
和
十
七
〈
一
九
四
二
〉
年
）、
翌
々
年
の
松
田
定
次
監
督
『
高
田
馬
場
前
後
』（
昭
和
十
九
〈
一

九
四
四
〉
年
、
大
映
（

21
）)

が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
だ
が
い
ず
れ
の
作
品
で
も
、
見
せ
場
と
い

う
ほ
ど
印
象
の
残
る
場
面
で
は
な
い
と
こ
ろ
で
出
し
抜
け
に
刀
が
カ
チ
ャ
ッ
と
鳴
る
よ
う
な
、
意
図

が
は
っ
き
り
し
な
い
使
用
法
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
現
在
の
日
本
刀
カ
チ
ャ
カ
チ
ャ
表
現
に
繋
が
る

よ
う
な
も
の
と
し
て
は
、
松
田
の
異
母
兄
・
マ
キ
ノ
雅
弘
監
督
の
『
続
・
丹
下
左
膳
』（
昭
和
二
十
八

〈
一
九
五
三
〉
年
、
大
映
）、
松
田
監
督
の
『
新
吾
十
番
勝
負
』
シ
リ
ー
ズ
（
昭
和
三
十
四
〈
一
九
五

九
〉
～
昭
和
三
十
五
〈
一
九
六
〇
〉
年
、
東
映
）
の
そ
れ
が
確
認
で
き
て
い
る
（

22
）
。『
続
・
丹
下

左
膳
』
で
は
わ
な
な
く
左
膳
が
握
る
刀
が
カ
チ
ャ
カ
チ
ャ
鳴
り
、『
新
吾
十
番
勝
負 

完
結
編
』（
昭

和
三
十
五
〈
一
九
六
〇
〉
年
〉
で
は
闘
い
の
後
主
人
公
で
あ
る
将
軍
徳
川
吉
宗
の
落
胤
・
葵
新
吾
が

「
峰
打
ち
じ
ゃ
」
と
言
い
な
が
ら
刀
を
カ
チ
ャ
ッ
と
翻
し
鞘
に
納
め
た
り
す
る
（
後
の
テ
レ
ビ
時
代

劇
『
暴
れ
ん
坊
将
軍
』
シ
リ
ー
ズ
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
定
番
表
現
の
原
点
の
よ
う
な
描
写
と
い
え
よ

う
）。
い
ず
れ
も
『
椿
三
十
郎
』
よ
り
古
く
、
マ
キ
ノ
と
松
田
の
血
縁
関
係
か
ら
し
て
も
、
こ
の
二
人

が
日
本
刀
カ
チ
ャ
カ
チ
ャ
表
現
の
起
源
や
定
着
の
カ
ギ
を
握
っ
て
い
る
や
も
し
れ
な
い
と
思
え
る
が
、

ま
だ
ま
だ
調
査
が
不
足
し
て
お
り
、
確
証
を
得
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。 

な
お
、
マ
キ
ノ
監
督
の
『
殺
陣
師
段
平
』（
昭
和
二
十
五
〈
一
九
五
〇
〉
年
、
東
映
）
で
は
、
論
者

（
徳
永
）
が
日
本
刀
カ
チ
ャ
カ
チ
ャ
表
現
と
呼
ぶ
も
の
と
は
異
な
る
が
、
舞
台
上
の
役
者
（
臨
終
の

国
定
忠
治
を
演
じ
て
い
る
）
が
刀
を
抜
こ
う
と
す
る
が
果
た
せ
ず
半
分
鞘
に
納
ま
っ
た
ま
ま
カ
チ
カ

チ
鳴
る
、
と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
る
（
実
際
に
こ
の
状
況
に
な
っ
た
場
合
、
真
剣
で
あ
れ
ば
刀
身
＝

鉄
と
鞘
＝
木
が
ぶ
つ
か
る
音
、
ま
た
、
こ
の
映
画
の
設
定
に
沿
え
ば
芝
居
用
の
刀
身
＝
竹
光
と
鞘
＝

木
が
ぶ
つ
か
る
音
に
な
る
は
ず
だ
が
、
作
中
で
は
金
属
的
な
音
に
な
っ
て
い
る
）。
こ
の
『
殺
陣
師
段

平
』
の
脚
本
を
担
当
し
た
の
は
黒
澤
明
な
の
で
、
こ
の
段
階
か
ら
既
に
日
本
刀
が
発
す
る
音
声
に
強

い
印
象
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
舞
台
上
の
偽
物
で
あ
る
と
い

う
作
中
の
設
定
は
、
逆
に
リ
ア
リ
ズ
ム
志
向
の
黒
澤
の
記
憶
に
残
り
、
本
論
で
み
て
き
た
よ
う
な
リ

ア
リ
ズ
ム
一
辺
倒
で
な
い
柔
軟
さ
を
備
え
た
『
椿
三
十
郎
』
を
演
出
す
る
際
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。
再
説
に
な
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
『
椿
三
十
郎
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
日
本
刀
カ
チ

ャ
カ
チ
ャ
表
現
が
当
時
稀
だ
っ
た
こ
と
は
変
わ
り
が
な
い
。
そ
こ
に
前
述
し
た
一
種
の
「
照
れ
隠
し
」

の
よ
う
な
も
の
が
読
み
取
れ
る
の
も
、
こ
の
表
現
の
定
着
途
上
の
時
期
だ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。 

 

〈
注
〉 

 

（
1
）
黒
澤
明
監
督
『
椿
三
十
郎
』（
東
宝
、
昭
和
三
十
七
〈
一
九
六
二
〉
年
） 

（
2
）
山
本
周
五
郎
『
日
日
平
安
』（
初
出
「
サ
ン
デ
ー
毎
日 

昭
和
二
十
九
年
涼
風
特
別
号
」
昭
和
二
十
九
〈
一
九

五
四
〉
年
七
月
）→

『
日
日
平
安
』（
昭
和
四
十
〈
一
九
六
五
〉
年
六
月
、
新
潮
文
庫→

昭
和
六
十
三
〈
一
九
八
八
〉

年
改
版
） 

（
3
）
黒
沢
（
マ
マ
）
明
『
日
々
平
安
』（
映
画
出
版
社
「
映
画
評
論
」
昭
和
三
十
三
〈
一
九
五
八
〉
年
九
月
号
） 

（
4
）
橋
本
淳
「『
椿
三
十
郎
』
と
ジ
ャ
ン
ル
」（
関
西
学
院
大
学
「
人
文
論
究
」
第
五
五
巻
四
号
、
平
成
十
八
〈
二
〇

〇
六
〉
年
二
月
） 

（
5
）
畑
中
基
紀
「
映
画
「
椿
三
十
郎
」
と
そ
の
“
原
作
”」（
明
治
大
学
「
人
文
科
学
論
集
」
第
五
四
号
、
平
成
二
十

〈
二
〇
〇
八
〉
年
三
月
）
／
な
お
畑
中
は
「
「
日
日
平
安
」
か
ら
「
日
々
平
安
」
へ―

―

原
作
小
説
か
ら
シ
ナ
リ
オ

へ
の
改
変
過
程―

―

」
（
明
治
大
学
「
明
治
大
学
教
養
論
集
」
第
四
九
二
号
、
平
成
二
十
五
〈
二
〇
一
三
）
年
三
月
）

で
、
小
説
表
現
が
映
画
表
現
に
変
換
さ
れ
る
さ
い
重
視
さ
れ
る
視
覚
描
写
に
関
す
る
詳
細
な
分
析
を
お
こ
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
も
重
要
か
つ
示
唆
に
富
む
論
考
で
あ
る
。 
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（
6
）
前
掲
橋
本
は
、
剣
戟
表
現
が
時
代
劇
映
画
に
お
け
る
「
中
心
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
比
せ
ら

れ
る
よ
う
な
武
士
の
あ
り
方
は
「
周
縁
」
で
あ
り
、
い
わ
ば
周
縁
的
で
あ
っ
た
原
作
『
日
日
平
安
』
を
中
心
へ
引
き

寄
せ
た
の
が
『
椿
三
十
郎
』
で
あ
る
と
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
（
い
さ
さ
か
脱
線
で
は
あ
る
が
）
、

奥
方
に
食
事
や
衣
服
を
与
え
ら
れ
軟
禁
さ
れ
た
押
入
れ
を
自
由
に
出
入
り
し
徐
々
に
若
侍
た
ち
に
助
力
し
て
い
く
、

と
い
う
喜
劇
的
展
開
で
笑
い
を
誘
う
捕
虜
の
侍
・
木
村
（
演
：
小
林
桂
樹
）
は
、
「
周
縁
」
か
ら
や
っ
て
き
て
「
中

心
」
と
接
点
を
持
つ
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー―

―

作
中
の
意
味
で
も
三
十
郎
た
ち
か
ら
す
れ
ば
局
外
者
／
作
品
外
の
意
味

で
も
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
映
画
か
ら
移
植
さ
れ
た
よ
う
な
存
在―

―

と
し
て
秀
逸
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
だ
が
、
論
者
（
徳
永
） 

は
後
に
藤
子
・
Ｆ
・
不
二
雄
が
発
表
す
る
『
ド
ラ
え
も
ん
』
（
昭
和
四
十
四
〈
一
九
六
九
〉
年
／
押
入
れ
を
出
入
り

し
主
人
公
ら
に
助
力
す
る
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
）
の
原
型
（
の
一
つ
）
が
こ
の
『
椿
三
十
郎
』
の
木
村
で
は
な
か
っ
た

か
と
考
え
て
い
た
の
で
、
橋
本
の
分
析
に
ひ
と
き
わ
感
じ
入
っ
た
。
（
藤
子
不
二
雄
は
Ｆ
も
Ａ
も
時
代
劇
映
画
や

西
部
劇
に
早
く
か
ら
親
し
ん
で
い
た
と
い
う
。
ち
な
み
に
Ａ
は
『
用
心
棒
』
を
漫
画
化
し
て
い
る
。
） 

（
7
）
拙
稿
「
小
説
の
映
像
化
に
関
す
る
研
究―

―

『
春
の
雪
』
『
世
界
の
中
心
で
、
愛
を
さ
け
ぶ
』
を
題
材
と
し
て

―
―

」
（
大
正
大
学
表
現
学
部
「 

表
現
学 

」
第
一
号
、
平
成
二
十
七
〈
二
〇
一
五
〉
年
三
月
）
、
「
『
潮
騒
』
の

矛
盾―

そ
の
解
釈
と
二
次
表
現―

」
（
「
表
現
学
」
第
二
号
、
平
成
二
十
八
〈
二
〇
一
六
〉
年
三
月
）
、
「
〈
菜
穂

子
〉
と
〈
直
子
〉―

―

ジ
ブ
リ
版
『
風
立
ち
ぬ
』
と
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
」
（
平
成
三
〇
〈
二
〇
一
八
〉
年
二
月

「
表
現
学
」
第
四
号
）
な
ど
。 

（
8
）
小
川
順
子
『
「
殺
陣
」
と
い
う
文
化 

チ
ャ
ン
バ
ラ
時
代
劇
映
画
を
探
る
』
（
世
界
思
想
社
、
平
成
十
九
〈
二

〇
〇
七
）
年
）
な
ど
を
参
照
。
時
代
劇
映
画
に
お
け
る
殺
陣
表
現
を
多
角
的
に
分
析
し
た
本
書
は
、
こ
の
分
野
に
お

け
る
必
須
文
献
で
あ
る
。
小
川
は
『
用
心
棒
』
が
斬
撃
音
（
身
体
が
斬
ら
れ
る
音
）
表
現
の
、
『
椿
三
十
郎
』
が
迸

る
血
し
ぶ
き
表
現
の
そ
れ
ぞ
れ
最
初
の
例
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
つ
つ
、
同
様
の
斬
撃
音
を
取
り
入
れ
た
最
初
の
作

品
は
実
は
稲
垣
浩
監
督
『
大
菩
薩
峠
』
（
昭
和
十
〈
一
九
三
五
〉
年
）
だ
っ
た
が
「
検
閲
保
留
」
処
分
を
受
け
て
い

た
こ
と
を
挙
げ
、
リ
ア
リ
ズ
ム
を
意
識
し
た
工
夫
は
他
の
映
像
作
家
た
ち
も
以
前
か
ら
共
有
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、

映
画
で
は
な
く
演
劇
で
あ
る
が
新
国
劇
の
舞
台
で
も
映
画
『
用
心
棒
』
以
前
か
ら
斬
撃
音
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る（「
第
二
章 

殺
陣
の
歴
史
的
展
開
」―

「
五 

殺
陣
の
革
新―

―

一
九
五
八
年―

一
九
六
二
年
」）。 

（
9
）
岩
波
書
店
『
全
集 

黒
澤
明 

第
五
巻
』
（
昭
和
六
十
三
〈
一
九
八
八
）
年
三
月
） 

（
10
）
前
掲
注
（
8
）
『
「
殺
陣
」
と
い
う
文
化 

チ
ャ
ン
バ
ラ
時
代
劇
映
画
を
探
る
』
で
小
川
は
こ
の
よ
う
な
「
リ

ア
リ
ズ
ム
」
の
も
つ
逆
説
に
関
し
詳
細
な
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い
る
（
「
第
三
章 

武
術
の
現
実
と
映
画
の
「
リ
ア

リ
ズ
ム
」
な
ど
）
。
ち
な
み
に
、
こ
の
小
川
ほ
か
、
日
本
刀
カ
チ
ャ
カ
チ
ャ
表
現
が
原
則
的
に
虚
構
表
現
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
論
者
・
著
者
は
数
多
い
。
中
で
も
映
画
・
テ
レ
ビ
・
舞
台
の
時
代
考
証
や
古
武
術
・
砲
術
な
ど

の
指
導
を
お
こ
な
っ
て
い
た
名
和
弓
雄
『
間
違
い
だ
ら
け
の
時
代
劇
』
（
河
出
文
庫
、
平
成
元
年
〈
一
九
八
九
年
六

月
〉
）
、
『
続 

間
違
い
だ
ら
け
の
時
代
劇
』
（
河
出
文
庫
、
平
成
六
〈
一
九
九
四
〉
年
三
月
）
に
は
示
唆
を
受
け

た
。 

（
11
）
前
掲
注
（
9
） 

（
12
）
前
掲
注
（
8
）
小
川
『
「
殺
陣
」
と
い
う
文
化 

チ
ャ
ン
バ
ラ
時
代
劇
映
画
を
探
る
』
（
「
第
三
章 

武
術

の
現
実
と
映
画
の
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
」―

「
二 

黒
澤
時
代
劇
の
影
響
」
）
な
ど
を
参
照
。 

（
13
）
ス
タ
ー
ジ
ェ
ス
監
督
の
『
荒
野
の
七
人
』〈
一
九
六
〇
年
、
ア
メ
リ
カ
〉
が
黒
澤
明
監
督
『
七
人
の
侍
』（
一
九

五
四
年
、
東
宝
）
の
リ
メ
イ
ク
作
品
で
あ
る
こ
と
、
セ
ル
ジ
オ
・
レ
オ
ー
ネ
監
督
『
荒
野
の
用
心
棒
』（
一
九
六
四
年
、

イ
タ
リ
ア
）
が
『
用
心
棒
』
の
リ
メ
イ
ク
（
無
許
可
な
の
で
正
し
く
は
剽
窃
）
作
品
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
広
く
知
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
表
現
の
細
部
に
は
、
各
国
映
画
間
を
跨
い
だ
双
方
向
の
影
響
関
係
も
見
出

せ
る
の
が
興
味
深
い
。 

（
14
）
『
小
学
館
Ｄ

Ｖ

Ｄ

＆

Ｂ

Ｏ

Ｏ

Ｋ 

黒
澤
明
Ｍ

Ｅ

Ｍ

Ｏ

Ｒ

Ｉ

Ａ

Ｌ

10  

第
2
巻 

椿
三
十

郎
』
（
小
学
館
、
平
成
二
十
二
〈
二
〇
一
〇
〉
年
五
月
）
所
収
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
聞
き
手
・
野
上
照
代
）
に
拠
る
。 

（
15
）
『
「
映
画
を
愛
し
た
二
人
」
黒
澤
明 

三
船
敏
郎
』
（
平
成
七
〈
一
九
九
五
〉
年
十
二
月
、
報
知
新
聞
社
）―

「
第
四
章 

時
代
劇
革
命
」 

（
16
）
こ
の
台
詞
は
論
者
（
徳
永
）
が
映
画
版
か
ら
聞
き
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
（
脚
本
で
は
「
こ
い
つ
も
俺
も
鞘
に

入
っ
て
ね
え
刀
さ
」
と
な
っ
て
い
る
）
。 

（
17
）
居
合
術
の
稽
古
は
基
本
的
に
敵
の
存
在
を
想
定
し
つ
つ
一
人
で
お
こ
な
う
も
の
で
、
対
人
稽
古
の
あ
る
武
術
・

武
道
・
格
闘
技
に
比
し
て
「
虚
構
」
に
近
い
と
い
え
る
。
だ
が
そ
も
そ
も
、
後
者
で
い
う
「
試
合
」
も
文
字
通
り
技

を
試
し
合
う
（
＝
仕
合
う
）
「
練
習
」
で
あ
り
、
生
死
に
関
わ
る
真
剣
勝
負
で
は
な
い
、
と
い
う
意
味
で
や
は
り
「
虚

構
」
的
な
側
面
を
内
包
し
て
い
る
。
競
技
に
特
化
し
た
武
道
・
格
闘
技
の
「
試
合
」
が
選
手
の
最
終
目
標
で
あ
る
場

合
、
そ
れ
が
「
真
剣
勝
負
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
た
と
え
ば
竹
刀
・
グ
ロ
ー
ブ
な
ど
の
代
替
具
や
反
則

規
程
な
ど
が
技
の
威
力
や
効
果
を
実
際
の
そ
れ
よ
り
抑
え
る
と
い
う
意
味
で
、
や
は
り
「
虚
構
」
の
要
素
を
持
っ
て

い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
も
そ
も
「
真
剣
」
の
語
義
が
「
本
物
の
刀
剣
」
で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
剣

道
・
剣
術
用
の
竹
刀
と
劇
表
現
用
の
い
わ
ゆ
る
竹
光
と
の
意
外
な
親
近
性
が
浮
か
び
上
が
る―

―

そ
れ
ら
は
と
も
に

「
真
剣
」
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
武
術
・
武
道
・
格
闘
技
い
ず
れ
も
が
虚
構
表
現
に
類
縁
を
も
っ
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
と
を
端
的
に
物
語
る
例
を
挙
げ
れ
ば
、
武
術
・
武
道
の
型
を
披
露
す
る
こ
と
を
「
演

武
」
と
言
っ
た
り
す
る
（
ち
な
み
に
上
記
「
演
武
」
に
相
当
す
る
中
国
武
術
用
語
は
「
表
演
」
だ
が
、
こ
の
中
国
語

は
そ
の
ま
ま
演
技
・
舞
踊
・
歌
な
ど
を
披
露
す
る
意
味
に
も
な
る
）
。 

（
18
）
三
十
郎
の
放
火
案→

奥
方
の
却
下→

千
鳥
の
「
椿
」
案
、
と
い
う
流
れ
は
原
作
に
は
な
い
が
、
黒
澤
の
脚
本
『
日
々

平
安
』
の
段
階
で
は
既
に
あ
り
、
三
十
郎
な
ら
ぬ
杉
田
平
野
（
す
ぎ
た
・
ひ
ら
の
。
原
作
で
は
菅
田
平
野
）
が
ま
ず
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赤
い
椿
を
手
に
す
る→

敵
に
見
つ
か
る→

杉
田
の
咄
嗟
の
計
略
に
騙
さ
れ
た
敵
が
白
い
椿
を
小
川
に
流
す
、
と
い
う

展
開
も
、
奥
方
が
白
い
椿
を
、
千
鳥
が
赤
い
椿
を
好
み
、
流
れ
て
き
た
白
い
椿
を
見
た
奥
方
が
快
哉
を
叫
ぶ
の
も
『
椿

三
十
郎
』
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
『
椿
三
十
郎
』
と
は
違
い
『
日
々
平
安
』
で
は

椿
が
武
士
に
忌
ま
れ
る
花
だ
と
い
う
こ
と
へ
の
言
及
が
あ
る
。
黒
藤
邸
に
椿
屋
敷
の
異
名
が
あ
る
こ
と―

―

そ
こ
ま

で
は
『
椿
三
十
郎
』
も
同
じ―

―

を
訝
っ
た
杉
田
が
《
変
わ
っ
て
ま
す
な
、
武
家
は
昔
か
ら
椿
を
嫌
う
。
バ
サ
ッ
と

首
を
斬
ら
れ
た
よ
う
に
散
り
ま
す
か
ら
ね
》
と
言
う
と
、
若
侍
た
ち
の
一
人
・
保
川
が
《
あ
い
つ
は
侍
じ
ゃ
な
い
。

金
の
た
め
な
ら
何
で
も
す
る
奴
だ
》
と
答
え
て
お
り
、
そ
も
そ
も
椿
の
花
が
原
作
『
日
日
平
安
』
か
ら
映
画
用
脚
本

『
日
々
平
安
』へ
の
改
変
に
お
け
る
ア
イ
デ
ィ
ア
の
中
心
に
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
分
か
る（
前
掲
注
3
）。脚
本『
日
々

平
安
』
か
ら
『
椿
三
十
郎
』
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
る
に
際
し
椿
＝
紅
白
二
色
を
め
ぐ
る
ア
イ
デ
ィ
ア
は
そ
の
ま
ま

生
か
さ
れ
、
武
士
が
忌
む
花
と
い
う
要
素
は
切
り
捨
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
赤
椿
を
抱
え
た
三
十
郎
が

《
俺
は…

…

椿
の
花
が
好
き
で
な
》
と
言
う
と
室
戸
が
《
ふ
ざ
け
る
な
ッ
》
と
い
う
反
応
に
は
、
武
士
が
忌
む
花
を

好
き
だ
と
嘯
く
三
十
郎
の
非
常
識
に
対
す
る
怒
り
を
読
み
と
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
先
立
つ
椿
屋

敷
の
異
名
に
関
す
る
場
面
で
は
不
吉
云
々
の
や
り
取
り
が
な
い
た
め
（
再
説
に
な
る
が
脚
本
『
日
々
平
安
』
に
は
そ

れ
が
あ
る
）
、
こ
の
室
戸
の
怒
り
は
三
十
郎
の
場
違
い
な
言
い
訳
に
対
す
る
単
純
な
も
の
と
解
釈
す
る
の
が
穏
当
だ

ろ
う
（
椿
の
花
を
忌
む
男
た
ち
と
愛
で
る
女
た
ち
、
と
い
う
対
比
を
読
み
と
る
の
も
魅
力
的
な
解
釈
で
は
あ
る
の
だ

が
）
。
ち
な
み
に
桐
野
秋
豊
『
色
分
け
花
図
鑑 

椿
』
（
平
成
十
七
〈
二
〇
〇
五
〉
年
一
月
、
学
研
）
に
よ
れ
ば
、

椿
＝
不
吉
と
い
う
風
評
は
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
流
布
し
た
も
の
ら
し
く
、
武
家
社
会
の
爛
熟
期
で
は
あ
っ
て
も

せ
い
ぜ
い
江
戸
後
期
（
少
な
く
と
も
幕
末
の
混
乱
期
が
舞
台
と
は
思
え
な
い
）
『
用
心
棒
』
『
椿
三
十
郎
』
の
時
代

に
は
あ
り
え
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
黒
澤
ら
が
『
日
々
平
安
』
か
ら
『
椿
三
十
郎
』
へ
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
際
し

て
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
の
か
否
か
は
不
明
だ
が
、
結
果
と
し
て
、
時
代
考
証
の
観
点
か
ら
し
て
も
『
日
々
平
安
』

よ
り
問
題
の
な
い
出
来
栄
え
に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。 

（
19
）
三
十
郎
の
人
物
造
形
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
福
島
ひ
ろ
子
「
黒
澤
明
映
画
に
お
け
る
〈
サ
ム
ラ
イ
〉
の

表
象 ―

『
用
心
棒
』
と
『
椿
三
十
郎
』
に
お
け
る
「
三
十
郎
」
と
い
う
「
無
法
者
」
を
め
ぐ
っ
て―

」
（
「
郡
山
女

子
大
学
紀
要
」
第
五
三
号
、
平
成
二
十
九
〈
二
〇
一
七
〉
年
三
月
）
な
ど
が
あ
る
。 

（
20
）
そ
の
時
点
で
の
中
間
報
告
は 

拙
稿
「
抜
き
身
の
カ
チ
ャ
カ
チ
ャ
音―

―

『
椿
三
十
郎
』
を
中
心
に
」
（
一

般
社
団
法
人
日
本
デ
ザ
イ
ン
保
護
協
会
「DESIGN PROTECT No.102

」
、
平
成
二
十
六
〈
二
〇
一
四
〉
年
六
月
）
で

お
こ
な
っ
て
い
る
。 

（
21
）
た
だ
し
論
者
（
徳
永
）
が
参
照
し
た
の
は
昭
和
二
十
八
（
一
九
五
三
）
年
に
再
編
集
さ
れ
『
初
祝
二
刀
流
』
と

し
て
公
開
さ
れ
た
も
の
の
Ｄ

Ｖ

Ｄ
版
（YK PICTURES

「
大
映
・
時
代
劇
】
傑
作
選
」
）
な
の
で
、
昭
和
十
九
年

の
段
階
で
は
カ
チ
ャ
カ
チ
ャ
音
が
入
っ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
再
編
集
版
が
公
開
さ
れ
た
昭
和
二
十
八
年

は
、
本
文
中
で
言
及
す
る
マ
キ
ノ
雅
弘
監
督
の
『
続
・
丹
下
左
膳
』
の
公
開
年
で
も
あ
る
。 

（
22
）『
新
吾
十
番
勝
負
』
シ
リ
ー
ズ
の
も
の
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
映
画
を
見
る
、
映
画
を
読
む―

―

二
次
表
現
と
し

て
の
映
画
作
品
分
析
を
中
心
に
」（「
日
本
映
画
学
会
会
報
」
第
四
八
号
、
平
成
二
十
八
〈
二
〇
一
六
〉
年
九
月
）
で

中
間
報
告
し
て
い
る
。 

                          


