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芥川龍之介「忠義」論

芥
川
龍
之
介
の
小
説
「
忠
義
」
は
、
封
建
制
度
下
の
人
間
の
生
き
方
を

描
く
。
わ
た
し
は
前
々
か
ら
こ
の
小
説
は
、
芥
川
前
期
の
佳
作
で
あ
る
と

（
１
）

評
し
て
き
た
。
緊
張
し
た
場
面
が
読
者
を
と
ら
え
、
し
か
も
、
人
間
の
生

き
方
を
考
え
さ
せ
る
点
が
評
価
で
き
る
の
で
あ
る
。
芥
川
が
〈
忠
義
〉
の

観
念
を
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
反
す
る
も
の
と
見
た
こ
と
は
、
明
確
な
こ
と

な
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
「
忠
義
」
は
「
羅
生
門
」
「
鼻
」
「
倫
盗
」
な
ど

と
同
様
、
初
期
芥
川
の
自
己
解
放
の
叫
び
が
託
さ
れ
た
小
説
だ
と
考
え
て

い
る
。
「
忠
義
」
を
抜
き
に
は
、
初
期
芥
川
文
学
は
語
れ
な
い
時
代
が
訪

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

折
し
も
ペ
ン
ギ
ン
・
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
・
シ
リ
ー
ズ
に
入
っ
た
新
訳
に
よ

（
２
）

る
芥
川
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
『
「
羅
生
門
」
ほ
か
Ⅳ
編
』
に
は
、
は
じ
め
て
「
忠

義
」
が
英
訳
さ
れ
、
英
語
圏
の
読
者
に
も
本
作
は
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ

は
じ
め
に

芥
川
龍
之
介
「
忠
義
」
論

ｌ
近
代
的
人
間
の
模
索

く
る
し
お

「
忠
義
」
は
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
一
一
一
月
号
の
雑
誌
「
黒
潮
」
（
第
一
一

巻
第
一
二
号
）
に
発
表
さ
れ
た
小
説
で
あ
る
。
前
年
二
月
創
刊
の
第
四
次
『
新

思
潮
」
に
寄
せ
た
「
鼻
」
が
漱
石
の
目
に
と
ま
り
、
激
賞
さ
れ
た
こ
と
が

き
っ
か
け
と
な
り
、
芥
川
は
横
須
賀
の
海
軍
機
関
学
校
の
英
語
教
師
と
い

た
。
翻
訳
に
当
た
っ
た
ジ
ェ
イ
・
ル
ー
ビ
ン
は
、
「
忠
義
」
を
心
理
劇
と

言
い
、
「
十
年
後
に
書
か
れ
る
自
伝
的
作
風
の
「
歯
車
」
と
の
あ
い
だ
に

は
、
驚
く
べ
き
類
似
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
の
は
、
歴
史

的
な
素
材
を
生
か
す
た
め
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
る
と
き
で
さ
え
い
か

（
３
）

に
芥
川
が
現
代
的
な
作
家
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
だ
」
と
い
う
指
摘

を
し
て
い
る
。
ま
さ
に
そ
の
通
り
な
の
だ
。
芥
川
は
歴
史
に
衣
装
を
借
り

て
、
近
代
に
生
き
る
人
間
の
苦
悩
を
描
き
出
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
の
束

縛
の
中
で
、
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

草
稿
「
主
従
」
と
典
拠

関
口
安
義
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う
常
勤
の
仕
事
を
こ
な
し
な
が
ら
も
、
着
実
に
作
品
を
も
の
し
て
い
た
。

「
芋
粥
」
ｓ
新
小
説
」
一
九
一
六
・
九
）
、
「
手
巾
」
（
『
中
央
公
論
』
一
九

一
六
・
一
○
）
に
続
き
、
一
九
一
七
年
の
新
年
号
に
は
、
「
新
潮
』
に
「
尾

形
了
斎
覚
え
書
」
の
よ
う
な
佳
作
も
発
表
し
て
い
た
。

「
忠
義
」
の
載
っ
た
太
陽
通
信
社
刊
行
の
『
黒
潮
』
は
、
前
年
の
十
一

月
に
創
刊
さ
れ
て
お
り
、
編
集
部
に
は
後
年
第
一
書
房
を
創
業
し
、
す
ぐ

れ
た
詩
集
や
不
遇
な
作
家
の
書
物
を
刊
行
し
た
若
き
長
谷
川
巳
之
吉
が
い

て
、
創
刊
以
来
文
芸
欄
を
担
当
し
て
い
た
。
長
谷
川
は
芥
川
の
一
高
以
来

の
友
人
松
岡
譲
の
郷
里
新
潟
の
後
輩
で
、
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
上
京

以
後
松
岡
に
兄
事
し
、
松
岡
の
下
宿
で
は
芥
川
と
も
顔
を
合
わ
せ
て
い
た
。

わ
た
し
が
生
前
の
長
谷
川
已
之
吉
か
ら
直
接
聞
き
書
き
し
た
と
こ
ろ
で
は
、

社
員
十
名
ほ
ど
の
「
黒
潮
』
編
集
部
で
は
、
長
谷
川
が
文
芸
に
精
通
し
て

い
る
と
い
う
の
で
、
文
芸
欄
担
当
を
任
さ
れ
た
と
い
う
。
「
忠
義
」
は
長

谷
川
巳
之
吉
の
依
頼
で
書
か
れ
た
。
芥
川
は
公
務
に
縛
ら
れ
な
が
ら
も
、

典
拠
を
も
と
に
、
こ
こ
に
一
編
の
小
説
「
忠
義
」
を
生
み
出
す
。
つ
い
で

な
が
ら
、
長
谷
川
は
こ
の
頃
、
佐
藤
春
夫
を
生
田
長
江
か
ら
紹
介
さ
れ
、

「
田
園
の
憂
鯵
」
の
第
一
稿
の
前
半
に
あ
た
る
「
病
め
る
薔
薇
」
を
載
せ

る
労
を
と
っ
て
い
る
。
芥
川
の
「
忠
義
」
発
表
三
か
月
後
の
こ
と
で
あ
る
。

「
忠
義
」
は
、
下
書
き
段
階
で
は
「
主
従
」
の
タ
イ
ト
ル
が
与
え
ら
れ

て
い
た
。
つ
ま
り
江
戸
中
期
延
享
四
年
八
月
十
五
日
に
、
江
戸
城
内
に
お

い
て
板
倉
修
理
が
熊
本
城
主
細
川
越
中
守
宗
孝
を
斬
っ
た
事
件
に
取
材
し
、

「
家
」
を
め
ぐ
る
主
（
殿
）
と
従
者
（
家
老
）
の
問
題
に
光
を
当
て
た
小

説
で
あ
る
。
草
稿
「
主
従
」
は
、
芥
川
資
料
岩
森
亀
一
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を

（
４
）

経
て
、
山
梨
県
立
文
学
館
が
所
蔵
し
て
い
る
。
現
全
集
に
活
字
化
さ
れ
た

草
稿
を
見
る
と
「
主
従
」
は
定
稿
の
前
半
部
の
み
で
あ
り
、
枚
数
も
「
忠

義
」
の
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
四
十
枚
に
対
し
、
「
主
従
」
は
わ
ず
か
九
枚

で
あ
る
。
「
忠
義
」
前
半
の
あ
ら
す
じ
の
よ
う
な
草
稿
が
残
っ
て
い
た
こ

と
に
な
る
。

定
稿
「
忠
義
」
は
、
。
前
島
林
右
衛
門
」
「
二
田
中
宇
左
衛
門
」

「
三
刃
傷
」
の
三
章
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
草
稿
は
「
｜
前
島
林
右

衛
門
」
「
二
板
倉
修
理
」
の
項
目
が
立
て
ら
れ
る
の
み
で
、
田
中
宇
左

衛
門
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。
要
す
る
に
現
存
す
る
「
主
従
」
は
、
「
忠

義
」
前
半
の
あ
ら
す
じ
に
し
か
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
角
田
忠
蔵

編
「
芥
川
龍
之
介
自
筆
未
定
稿
図
譜
』
（
大
門
出
版
美
術
出
版
部
、
一
九

七
一
・
九
）
に
は
、
「
刃
傷
」
と
題
さ
れ
た
未
定
稿
の
複
製
が
載
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
し
て
、
草
稿
は
割
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
そ
う
し
た
草
稿
の
問
題
は
、
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
、
芥
川

は
以
下
に
述
べ
る
典
拠
に
依
り
な
が
ら
も
、
当
時
の
社
会
や
自
己
の
抱
え

込
ん
で
い
た
生
存
の
問
題
を
、
作
品
に
転
位
さ
せ
る
の
で
あ
っ
た
。

「
忠
義
」
の
典
拠
は
、
早
く
芥
川
研
究
の
先
達
吉
田
精
一
に
よ
っ
て
、

松
崎
堯
臣
の
「
窓
の
す
さ
み
』
「
営
中
記
』
、
そ
れ
に
「
営
中
刃
傷
記
」
「
藩

（
５
）

翰
譜
続
篇
』
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
が
、
近
年
須
田
千
里
に
よ
っ
て
、

本
作
は
「
一
部
『
窓
の
す
さ
み
』
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
主
と
し
て
『
近
代

（
６
）

公
実
厳
秘
録
」
に
拠
る
」
と
い
う
実
証
に
照
ら
し
た
着
実
な
論
が
書
か
れ
、

典
拠
考
は
ま
ず
は
動
か
し
難
い
と
こ
ろ
だ
。
須
田
は
「
忠
義
」
と
「
厳
秘

録
」
と
を
比
較
し
、
「
筋
立
て
・
内
容
は
い
わ
ず
も
が
な
、
文
章
・
字
句

・
比
嶮
の
レ
ベ
ル
に
至
る
迄
、
よ
く
似
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
」
と
し
、

例
を
挙
げ
て
論
証
す
る
。
な
お
、
『
窓
の
す
さ
み
』
の
援
用
が
あ
る
こ
と

も
須
田
は
指
摘
す
る
。

草
稿
の
タ
イ
ト
ル
「
主
従
」
が
、
「
忠
義
」
に
代
わ
っ
た
こ
と
に
関
し
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芥川龍之介「忠義」論

て
は
、
菊
地
弘
に
三
主
従
』
で
は
タ
テ
の
秩
序
が
絶
対
不
動
の
も
の
と

な
っ
て
く
る
か
ら
個
の
自
由
な
発
想
や
意
志
は
不
可
能
と
な
り
、
自
然
と

小
説
の
構
想
は
決
ま
り
、
虚
構
の
美
学
は
成
り
立
ち
に
く
い
。
（
略
）
芥

川
が
「
主
従
』
を
「
忠
義
』
と
変
え
た
こ
と
は
、
テ
ー
マ
の
上
か
ら
見
て

（
７
）

も
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
わ
け
で
あ
る
」
と
い
う
見
解
が
す
で
に
あ
る
。

確
か
に
〈
忠
義
〉
の
概
念
は
、
〈
主
従
〉
よ
り
ず
っ
と
広
い
。
〈
主
従
〉
は

主
人
と
家
来
、
主
君
と
従
者
の
二
人
の
関
係
で
あ
る
が
、
〈
忠
義
〉
と
な

る
と
、
主
君
ば
か
り
か
藩
や
ひ
い
て
は
国
家
が
意
識
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

芥
川
の
「
忠
義
」
は
、
封
建
制
の
倫
理
的
規
範
で
あ
る
、
主
（
殿
）
に
対

す
る
従
（
臣
下
）
の
服
従
と
い
う
も
の
に
、
疑
い
の
眼
を
向
け
、
さ
ら
に

は
封
建
制
度
そ
の
も
の
に
批
判
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

小
説
「
忠
義
」
は
、
次
の
よ
う
な
書
き
出
し
で
は
じ
ま
る
。

い
た
く
ら
し
ゆ
り

や
ｂ

板
倉
修
理
は
、
病
後
の
疲
労
が
梢
恢
復
す
る
と
同
時
に
、
は
げ
し

い
神
経
衰
弱
に
襲
は
れ
た
。
’

し
よ
け
ん

一
眉
が
は
る
。
頭
痛
が
す
る
。
日
頃
好
ん
で
す
る
書
見
に
父
Ｃ
へ
、
身

が
は
い
ら
な
い
。
廊
下
を
通
る
人
の
足
音
と
か
、
家
中
の
者
の
話
声

み
だ

と
か
が
聞
え
た
だ
け
で
、
す
ぐ
注
意
が
擾
弐
こ
れ
て
し
ま
ふ
。
そ
れ
が

こ
い
う

ご
く
さ
じ
い

だ
ん
だ
ん
嵩
じ
て
来
る
と
、
今
度
は
極
此
一
一
細
な
刺
戟
か
ら
ｊ
翁
）
、
絶
え

き
い
な

ず
神
経
を
虐
ま
れ
る
や
う
み
各
姿
に
な
っ
た
。

た
ば
こ
ぼ
ん
ま
き
ゑ

か
ら
く
さ

第
一
、
莨
盆
の
蒔
絵
な
ど
が
、
黒
字
に
金
の
唐
草
を
這
は
せ
て

ゐ
る
と
、
そ
の
細
い
蔓
や
葉
が
、
ど
う
も
気
に
な
っ
て
仕
方
が
な
い
。

一
一
神
経
衰
弱

板
倉
修
理
と
い
う
徳
川
大
名
の
病
め
る
神
経
は
、
芥
川
龍
之
介
と
い
う

大
正
期
知
識
人
の
、
こ
れ
ま
た
病
め
る
神
経
に
重
な
る
。
芥
川
は
神
経
衰

弱
で
悩
む
自
身
の
姿
を
、
板
倉
修
理
に
重
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。
修
理
は

毎
日
陰
繼
な
顔
を
し
て
、
居
間
に
居
す
く
ま
っ
て
い
る
。
「
出
来
る
事
な

ら
、
こ
の
儘
存
在
の
意
識
も
な
く
し
て
し
ま
ひ
た
い
と
思
ふ
事
が
、
度
々

あ
る
」
と
い
う
の
は
、
二
年
ほ
ど
前
に
生
じ
た
失
恋
事
件
後
の
、
さ
ら
に

は
晩
年
の
芥
川
自
身
の
心
境
に
も
通
じ
る
。
早
く
も
芥
川
は
己
の
宿
命
を

見
抜
い
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

回
り
の
者
は
、
彼
の
心
も
ち
に
は
何
の
理
解
も
な
い
、
た
だ
平
穏
の
み

お
れ

願
う
譜
代
の
臣
ば
か
り
で
あ
る
。
「
己
は
苦
し
ん
で
ゐ
る
。
”
が
、
誰
も
己

の
苦
し
み
を
察
し
て
く
れ
る
も
の
が
な
い
」
と
い
う
周
囲
の
無
理
解
は
、

彼
の
神
経
衰
弱
を
冗
進
さ
せ
る
。
彼
は
事
あ
る
た
び
に
興
奮
し
た
。
わ
め

か
た
な
か
け

き
た
て
る
こ
と
は
無
論
の
こ
と
、
「
刀
架
の
刀
に
手
の
か
か
つ
た
こ
と
も
、

度
々
あ
る
」
と
語
り
手
は
い
う
。
彼
が
逆
上
し
た
時
は
、
「
必
ず
左
右
の

び
ん

髪
の
毛
を
、
ふ
る
へ
る
両
手
で
、
か
き
む
し
り
始
め
る
」
の
‐
で
あ
る
。
そ

う
い
う
時
に
は
、
「
誰
も
彼
の
側
へ
近
づ
」
か
な
い
。
こ
こ
に
は
孤
立
し

た
人
間
が
い
る
。
相
互
理
解
を
欠
き
、
常
に
誤
解
や
中
傷
を
生
み
が
ち
の

人
間
生
活
の
孤
独
は
、
芥
川
が
終
生
そ
の
作
品
の
テ
ー
マ
と
し
て
き
た
と

こ
ろ
で
も
あ
る
。 ざ
う
げ

と
か

そ
の
外
象
牙
の
箸
と
か
、
青
銅
の
火
箸
し
」
か
云
ふ
先
の
尖
っ
た
物
を

見
て
も
、
や
は
り
不
安
に
な
っ
て
来
る
。
し
ま
ひ
に
は
、
畳
の
縁
の

ち
や
う
と

交
叉
し
た
角
や
、
天
井
の
四
隅
手
ま
で
が
、
丁
度
刃
物
を
見
つ
め
て
ゐ

る
時
の
や
う
な
、
切
な
い
神
経
の
緊
張
を
、
感
じ
さ
せ
る
や
う
に
な

っ
た
。
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封
建
制
は
下
積
み
の
民
衆
ば
か
り
か
、
彼
ら
を
支
配
す
る
君
主
を
も
苦

し
め
る
と
は
、
こ
の
一
年
半
後
芥
川
の
同
僚
菊
池
寛
が
「
忠
直
卿
行
状
記
」

含
中
央
公
論
』
一
九
一
八
・
九
）
で
描
く
こ
と
に
な
る
が
、
芥
川
は
菊
池

に
先
ん
じ
て
封
建
制
下
の
君
主
の
苦
し
み
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

芥
川
は
神
経
衰
弱
か
ら
く
る
「
発
狂
」
の
怖
れ
を
必
要
以
上
に
書
き
込

む
．
「
発
狂
ｌ
か
う
云
ふ
怖
れ
は
、
修
理
自
身
に
も
あ
っ
た
．
周
囲
が
、

そ
れ
を
感
じ
て
ゐ
た
の
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
修
理
は
勿
論
、
こ
の
周
囲

の
持
っ
て
ゐ
る
怖
れ
に
は
反
感
を
抱
い
て
ゐ
る
。
し
か
し
彼
自
身
の
感
ず

る
怖
れ
に
は
、
始
め
か
ら
反
抗
の
し
や
う
が
な
い
」
。
芥
川
は
主
人
公
板

倉
修
理
に
託
し
て
己
の
苦
悩
を
語
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
、
英
語
の
新
訳
で
芥
川
ア
ン
ソ

ロ
ジ
ー
編
ん
だ
ジ
ェ
イ
・
ル
ー
ピ
ン
が
、
「
忠
義
」
と
「
十
年
後
に
書
か

れ
る
自
伝
的
作
風
の
「
歯
車
」
と
の
あ
い
だ
に
は
、
驚
く
べ
き
類
似
が
見

ら
れ
る
」
と
喝
破
し
た
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

修
理
の
怖
れ
と
不
安
、
発
狂
へ
の
本
能
的
恐
怖
と
周
囲
の
人
た
ち
へ
の

反
発
は
、
前
島
林
右
衛
門
と
い
う
人
物
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、
よ
り
明

ら
か
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
板
倉
修
理
と
い
う
封
建
領
主
に
対
立
的
存
在
と
し
て
登
場
す
る

の
は
、
「
家
老
と
い
っ
て
も
、
実
は
本
家
の
板
倉
式
部
か
ら
、
附
人
と
し

て
来
て
ゐ
る
」
前
島
林
右
衛
門
で
あ
る
。
彼
は
「
病
苦
と
云
ふ
も
の
の
経

あ
か

験
の
な
い
、
報
ら
顔
の
大
男
で
、
文
武
の
両
道
に
秀
で
て
ゐ
る
点
で
は
、

家
中
の
侍
で
、
彼
の
右
に
出
る
も
の
は
、
幾
人
も
な
い
」
と
さ
れ
る
。
彼

は
こ
れ
ま
で
、
始
終
修
理
に
対
し
て
ご
意
見
番
の
役
を
勤
め
て
い
た
。

芥
川
は
こ
こ
に
封
建
君
主
に
対
立
す
る
人
物
と
し
て
、
前
島
林
右
衛
門

を
配
置
し
た
。
そ
れ
故
、
林
右
衛
門
に
は
、
近
代
人
の
思
考
と
行
為
が
付

与
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
林
右
衛
門
と
て
当
初
は
封
建
社
会

の
倫
理
に
生
き
、
忠
義
の
道
を
歩
も
う
と
努
力
し
て
い
る
人
間
と
し
て
描

か
れ
る
。
林
右
衛
門
を
縛
る
封
建
遺
制
は
、
当
初
彼
を
苦
し
め
る
。
「
林

右
衛
門
は
、
修
理
の
逆
上
が
眼
に
見
え
て
、
進
み
出
し
て
以
来
、
夜
の
目

わ
づ
ら

も
寝
な
い
位
、
主
家
の
為
に
、
心
を
煩
は
し
た
」
と
あ
る
。
修
理
は
し
ば

ら
く
病
の
床
に
あ
っ
た
の
で
、
快
気
祝
い
に
江
戸
城
に
参
上
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
修
理
の
逆
上
は
、
登
城
の
際
に
旗
本
仲
間
そ
の
他

に
ど
ん
な
無
礼
を
働
く
か
知
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
と
、
林
右
衛

門
は
居
て
も
立
っ
て
も
い
ら
れ
な
い
。
万
一
刃
傷
沙
汰
に
で
も
及
べ
ば
、

板
倉
家
七
千
石
は
「
お
取
り
つ
ぶ
し
」
で
あ
る
。

そ
こ
で
林
右
衛
門
は
、
主
君
を
諌
め
る
。
テ
ク
ス
ト
に
は
「
機
会
さ
へ

く
か
ん

あ
れ
ば
修
理
に
苦
諌
を
進
め
た
」
と
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
修
理
の
逆
上
は

む
し
ろ
い
ざ

じ

ゃ
ま
な
い
。
「
寧
、
諌
め
れ
ば
諌
め
る
程
、
焦
れ
れ
ば
焦
れ
る
程
」
逆
上

は
進
む
。
林
右
衛
門
に
は
、
耐
え
難
い
苦
し
み
の
日
々
が
続
く
。

修
理
は
林
右
衛
門
の
諌
言
に
対
し
、
「
主
を
主
と
も
思
は
い
奴
ぢ
や
。

ば
ん
け

本
家
の
手
前
さ
へ
な
く
ば
、
切
っ
て
す
て
よ
う
も
の
を
」
と
し
て
、
危
う

く
林
右
衛
門
を
手
討
ち
に
さ
え
し
よ
う
と
し
た
。
林
右
衛
門
は
修
理
の
眼

の
中
に
、
「
怒
り
ば
か
り
で
は
な
い
」
、
「
消
し
難
い
憎
し
み
の
色
」
を
読

む
。
け
れ
ど
も
林
右
衛
門
に
は
、
実
直
さ
と
誠
実
さ
が
あ
り
、
と
に
か
く

主
君
の
板
倉
修
理
に
忠
義
を
尽
く
そ
う
と
努
力
す
る
。
テ
ク
ス
ト
に
見
よ

一
一
一
二
人
の
家
老

1６
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芥川龍之介「忠義」論

林
右
衛
門
は
こ
の
封
建
城
主
に
、
反
感
を
い
だ
く
こ
と
を
避
け
て
い
た
。

そ
し
て
時
代
の
モ
ラ
ル
と
し
て
の
〈
忠
義
〉
に
立
つ
こ
と
を
絶
対
と
し
た
。

己
を
縛
る
律
法
と
し
て
の
〈
忠
義
〉
感
覚
は
、
彼
に
と
っ
て
絶
対
だ
っ
た
。

が
、
〈
忠
義
〉
を
絶
対
と
す
る
に
は
、
彼
の
よ
う
な
「
文
武
の
両
道
に
秀

で
て
ゐ
る
」
賢
い
男
に
は
、
最
終
的
に
は
無
理
が
あ
っ
た
。
彼
は
「
飽
く

し
ん
せ
つ

ま
で
も
、
臣
節
を
尽
き
う
と
し
た
」
が
、
苦
諌
の
意
味
の
な
い
こ
と
を
悟
っ

た
時
、
「
修
理
を
押
込
め
隠
居
に
し
て
、
板
倉
一
族
の
中
か
ら
養
子
を
む

か
へ
よ
う
と
」
す
る
手
段
を
講
じ
る
。
林
右
衛
門
は
「
何
よ
り
も
先
、
「

家
」
で
あ
る
」
と
考
え
る
。
そ
し
て
「
当
主
は
「
家
」
の
前
に
、
犠
牲
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
。
彼
は
本
家
の
板
倉
家
の
子
息
の
一
人

を
跡
目
に
し
て
養
子
縁
組
を
し
、
主
家
を
守
ろ
う
と
し
た
。
「
彼
は
、
こ

こ
ま
で
思
案
を
め
ぐ
ら
し
た
時
に
、
始
め
て
、
明
る
み
へ
出
た
や
う
な
心

も
ち
が
し
た
」
と
い
う
。

け
れ
ど
も
⑩
こ
の
計
画
は
も
ろ
く
も
つ
い
え
る
。
林
右
衛
門
の
計
画
は
、

ま
な
じ
り

内
室
を
通
し
て
も
れ
る
。
修
理
は
「
肌
を
裂
い
て
慣
」
る
。
修
理
の
憤

り
は
、
語
り
手
に
よ
っ
て
、
修
理
の
立
場
か
ら
以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

Ｌ「ノｏ

少
く
と
も
、
最
後
の
一
刻
を
除
い
て
、
修
理
に
対
す
る
彼
の
忠
心

た

は
、
終
始
変
ら
な
い
も
の
と
信
じ
て
ゐ
た
。
「
君
君
為
ら
ざ
れ
ば
、

臣
臣
為
た
ら
ず
」
Ｉ
こ
れ
は
、
孟
子
の
「
道
」
だ
っ
た
ば
か
り
で

う
し
ろ

は
な
い
。
そ
の
後
に
は
、
人
間
の
自
然
の
「
道
」
が
あ
る
。
し
か
し
、

林
右
衛
門
は
、
そ
れ
を
認
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
…
…

両
手
で
髪
の
毛
を
か
き
む
し
り
、
「
林
右
衛
門
を
縛
り
首
に
せ
い
」
、
「
縛

り
首
に
ぢ
や
」
と
修
理
が
命
じ
た
こ
と
は
、
す
ぐ
近
習
か
ら
林
右
衛
門
に

伝
わ
る
。

こ
こ
か
ら
林
右
衛
門
の
変
身
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
「
よ
い
わ
。
こ
の

こ
ま
ぬ

上
は
、
林
右
衛
門
も
意
地
づ
く
ぢ
あ
。
手
を
拱
い
て
、
縛
り
首
も
う
た
れ

ま
い
」
に
は
、
殿
で
あ
る
修
理
へ
の
反
逆
ば
か
り
か
、
〈
忠
義
〉
と
い
う

封
建
倫
理
か
ら
の
解
放
の
叫
び
が
読
み
取
れ
る
。
彼
に
ま
と
わ
り
つ
い
て

い
た
、
そ
れ
ま
で
の
「
得
体
の
知
れ
な
い
不
安
」
は
、
こ
の
沙
汰
を
聞
い

て
「
跡
方
な
く
消
え
」
、
心
が
明
る
く
な
る
の
で
あ
っ
た
。
「
今
の
彼
の
心

に
あ
る
も
の
は
、
修
理
に
対
す
る
あ
か
ら
さ
ま
な
憎
し
み
で
あ
る
。
も
う

修
理
は
、
彼
に
と
っ
て
、
主
人
で
は
な
い
。
そ
の
修
理
を
憎
む
の
に
、
何

の
樟
る
所
が
あ
ら
う
」
と
し
て
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
バ
ネ
に
、
林
右
衛

門
は
家
を
出
る
。

前
島
林
右
衛
門
が
立
ち
退
い
た
後
に
板
倉
家
の
家
老
と
な
る
の
は
、
田

め
の
と

中
宇
左
衛
門
で
あ
っ
た
。
彼
は
修
理
の
乳
人
を
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、

成
程
、
林
右
衛
門
は
、
板
倉
家
を
大
事
と
思
ふ
の
か
も
知
れ
な
い
。

な
い
が
し
ろ

が
、
忠
義
と
云
ふ
も
の
は
現
在
仕
へ
て
ゐ
る
主
人
を
蔑
に
し
て
ま

で
も
「
家
」
の
為
を
計
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
し
か
も
、
林
右
衛
門

き
ゅ
う

の
「
家
」
を
憂
へ
る
の
は
、
杷
憂
と
云
へ
ば
杷
憂
で
あ
る
。
彼
は
そ

あ
る
ひ

の
杷
憂
の
為
に
、
自
分
を
押
込
め
隠
居
に
し
よ
う
と
し
た
。
或
は

う
し
ろ

そ
の
物
々
し
い
忠
義
呼
ば
り
の
後
に
、
あ
は
よ
く
ば
、
家
を
横
領
し

よ
う
と
す
る
野
心
で
も
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
ｌ
き
う
思
ふ
と

こ
っ
け
い

修
理
は
、
ど
ん
な
酷
刑
で
も
、
こ
の
不
臣
の
行
を
罰
す
る
に
は
、
軽

す
ぎ
る
や
う
に
思
は
れ
た
。
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「
修
理
を
見
る
眼
が
、
自
ら
外
の
家
来
と
は
ち
が
っ
て
ゐ
る
。
彼
は
親
の

マ
マ

や
う
な
心
も
ち
で
、
修
理
の
逆
上
を
い
た
わ
っ
た
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
林

右
衛
門
の
近
代
性
に
対
比
す
る
形
で
保
守
的
人
間
、
田
中
宇
左
衛
門
が
描

か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

田
中
宇
左
衛
門
の
応
対
は
修
理
の
心
を
な
ご
ま
せ
、
「
主
従
の
関
係
は
、

林
右
衛
門
の
ゐ
た
時
か
ら
見
る
と
、
遙
に
滑
に
」
な
る
。
宇
左
衛
門
は

〈
家
〉
よ
り
も
〈
主
〉
を
大
事
に
し
た
。
林
右
衛
門
と
宇
左
衛
門
の
違
い
を

テ
ク
ス
ト

や
、
っ
や

本
文
は
、
「
宇
左
衛
門
は
、
修
理
の
発
作
が
、
夏
が
来
る
と
共
に
、
漸
く

怠
り
出
し
た
の
を
喜
ん
だ
。
彼
も
万
一
修
理
が
殿
中
で
無
礼
を
働
き
は
し

お
そ

な
い
か
と
云
ふ
事
を
、
慎
れ
な
い
訳
で
は
な
い
。
が
、
林
右
衛
門
は
、
そ

れ
を
「
家
」
に
関
わ
る
大
事
と
し
て
、
倶
れ
た
。
併
し
、
彼
は
、
そ
れ
を

「
主
」
に
関
る
大
事
と
し
て
、
倶
れ
た
の
で
あ
る
。
／
勿
論
、
「
家
」
と
云

ふ
事
も
、
彼
の
念
頭
に
は
上
っ
て
ゐ
た
。
が
、
変
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ

れ
は
単
に
、
「
家
」
を
亡
す
が
故
に
、
大
事
な
の
で
は
な
い
。
「
主
」
を
し
て
、

「
家
」
を
亡
さ
し
む
る
が
故
に
ｌ
「
主
」
を
し
て
、
不
孝
の
名
を
負
は
し

む
る
が
故
に
、
大
事
な
の
で
あ
る
」
と
描
き
分
け
る
。

林
右
衛
門
は
〈
主
〉
よ
り
も
〈
家
〉
を
上
位
に
置
く
こ
と
で
、
主
を
犠

牲
に
し
て
も
余
儀
な
い
と
考
え
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
〈
忠
義
〉
と
い
う
封

建
倫
理
か
ら
の
解
放
を
手
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
が
、
宇
左
衛
門
は
「
大

し
ん
め
い

事
を
未
然
に
防
ぐ
」
方
途
を
持
ち
得
な
か
っ
た
。
彼
は
「
神
明
の
加
護
と

自
分
の
赤
誠
と
で
、
修
理
の
逆
上
の
鎮
ま
る
や
う
に
祈
る
よ
り
外
は
、
な

か
っ
た
」
の
で
あ
る
。

そ
の
年
の
八
月
一
日
、
八
朔
の
儀
式
に
病
後
は
じ
め
て
出
仕
し
た
板
倉

修
理
は
、
一
族
の
若
年
寄
板
倉
佐
渡
守
を
訪
ね
、
無
礼
の
振
舞
い
に
及
ぶ
。

そ
の
夜
、
宇
左
衛
門
は
佐
渡
守
に
よ
ば
れ
、
委
細
を
知
る
。
修
理
は
林
右

衛
門
の
出
奔
に
関
し
て
一
族
に
相
談
し
な
か
っ
た
こ
と
を
責
め
ら
れ
、
逆

つ
か

上
し
、
刀
の
柄
へ
手
を
か
け
て
、
「
手
前
家
老
の
仕
置
は
、
不
肖
な
が
ら

手
前
一
存
で
取
計
ら
ひ
申
す
。
如
何
に
当
時
出
頭
の
若
年
寄
で
も
、
い
ら

ぬ
世
話
は
お
置
き
な
さ
れ
い
」
と
眼
の
色
を
変
え
て
の
口
上
で
あ
っ
た
と

い
う
。
そ
の
場
で
宇
左
衛
門
は
、
佐
渡
守
か
ら
「
今
後
は
必
と
も
、
他
出

無
用
に
致
す
や
う
に
。
別
し
て
、
出
仕
登
城
の
儀
は
、
そ
の
方
よ
り
、
堅

あ
つ
れ
き

く
さ
し
止
む
る
が
よ
い
」
と
厳
命
さ
れ
る
。
封
建
制
度
の
矛
盾
・
軋
礫
を
、

語
り
手
は
宇
左
衛
門
の
立
場
か
ら
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

あ
や
ふ

「
主
」
の
意
に
従
へ
ぱ
、
「
家
」
が
危
い
。
「
家
」
を
立
て
よ
う
し
こ
す

も
と

れ
ば
、
「
主
」
の
意
に
惇
る
事
に
な
る
。
誉
は
、
林
右
衛
門
ｊ
翁
）
、
こ

の
苦
境
に
陥
っ
て
ゐ
た
。
が
、
彼
に
は
、
「
家
」
の
為
に
「
主
」
を

捨
て
る
勇
気
が
あ
る
。
と
云
ふ
よ
り
は
、
寧
、
始
か
ら
そ
れ
程
「
主
」

た
や
す

を
大
事
に
思
っ
て
ゐ
な
い
。
だ
か
ら
、
彼
は
、
容
易
／
、
、
「
家
」
の

為
に
「
主
」
を
犠
牲
に
し
た
。

し
か
し
、
自
分
に
は
、
そ
れ
が
出
来
な
い
。
自
分
は
、
「
家
」
の

利
害
だ
け
を
計
る
に
は
、
余
り
に
「
主
」
に
親
し
み
す
ぎ
て
ゐ
る
。

「
家
」
の
為
に
、
唯
、
「
家
」
と
云
ふ
名
の
為
め
に
、
ど
う
し
て
、
現

在
の
「
主
」
を
無
理
に
隠
居
な
ど
さ
せ
ら
れ
よ
う
。
自
分
の
眼
か
ら

は
ま
ゆ
み

見
れ
ば
、
今
の
修
理
も
、
破
魔
弓
こ
そ
持
た
な
い
ｊ
Ｄ
の
の
、
幼
少
の

修
理
と
変
り
が
な
い
。
自
分
が
絵
解
き
を
し
た
絵
本
、
自
分
が
手
を

な
に
は
づ

し
」
っ
て
習
は
せ
た
難
波
津
の
歌
、
そ
れ
か
ら
、
自
分
が
尾
を
つ
け
た

い
か
の
ぼ
り

紙
鳶
ｌ
き
う
云
ふ
物
も
、
臺
書
と
、
自
分
の
記
憶
に
は
残

っ
て
ゐ
る
。
…
…

ま
、

さ
う
か
と
云
っ
て
、
「
主
」
を
そ
の
儘
に
し
て
置
け
ば
、
独
ｈ
ソ
「
家
」

1８
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宇
左
衛
門
は
い
ま
、
矛
盾
の
直
中
に
い
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
ら
れ
る
。

語
り
手
は
こ
う
し
た
状
況
下
、
宇
左
衛
門
の
人
間
性
を
明
確
に
し
よ
う
と

す
る
の
で
あ
る
。
矛
盾
の
合
理
的
解
決
に
は
、
〈
忠
義
〉
の
否
定
き
り
な

い
。
宇
左
衛
門
に
は
そ
れ
が
出
来
な
い
。
林
右
衛
門
の
と
っ
た
策
を
「
最

も
賢
明
な
も
の
」
と
認
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
宇
左
衛
門
に
は
「
ど
う
し

て
も
実
行
す
る
事
が
出
来
な
い
」
手
段
で
あ
っ
た
の
だ
。

二
人
の
家
老
の
悩
み
は
、
そ
れ
ぞ
れ
封
建
社
会
の
中
で
の
典
型
的
な
悩

み
で
あ
っ
た
の
だ
。
二
人
の
行
動
を
あ
え
て
分
別
す
る
な
ら
ば
、
林
右
衛

門
に
は
最
終
的
に
封
建
倫
理
の
〈
忠
義
〉
と
い
う
観
念
を
投
げ
捨
て
、
解

放
の
叫
び
を
あ
げ
て
屋
敷
を
立
ち
退
く
勇
気
が
あ
っ
た
。
封
建
時
代
の
倫

理
道
徳
〈
忠
義
〉
を
、
と
も
か
く
否
定
す
る
情
熱
が
林
右
衛
門
に
は
あ
っ

た
。
そ
れ
は
近
代
人
の
と
る
態
度
で
あ
る
。
他
方
、
宇
左
衛
門
は
人
情
の

絆
に
縛
ら
れ
、
判
断
力
を
失
っ
た
修
理
の
願
い
を
安
易
に
受
け
入
れ
る
と

い
う
拳
に
出
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

宇
左
衛
門
は
情
に
も
ろ
い
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
る
。
〈
忠
義
〉
な
る

も
の
は
、
人
間
関
係
を
基
本
と
し
て
成
り
立
つ
倫
理
で
も
あ
る
。
字
左
衛

き
ょ
う
じ

が
亡
び
る
だ
け
で
は
な
い
。
「
主
」
自
身
に
も
凶
事
が
起
り
呉
ご
う
で

あ
る
。
利
害
の
打
算
か
ら
云
へ
ば
、
林
右
衛
門
の
と
っ
た
策
は
、
唯

一
の
、
さ
う
し
て
又
、
最
も
賢
明
な
も
の
に
相
違
な
い
。
自
分
も
、

そ
れ
は
認
め
て
ゐ
る
。
そ
の
癖
、
そ
れ
が
、
自
分
に
は
、
ど
う
し
て

も
実
行
す
る
事
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

い
な
づ
ま

遠
く
で
稲
妻
の
す
る
空
の
下
を
、
修
理
の
屋
敷
へ
帰
胸
ソ
な
が
ら
、

せ
う
ぜ
ん

宇
左
衛
門
は
惜
然
と
腕
を
組
ん
で
、
こ
ん
な
事
を
何
度
と
な
／
、
胸
の

中
で
繰
り
返
し
た
。

門
は
「
親
の
や
う
な
心
も
ち
」
で
修
理
に
接
し
て
い
る
。
彼
は
封
建
社
会

の
き
び
し
い
徒
全
体
へ
の
目
配
り
が
甘
く
、
修
理
の
訴
え
に
こ
ろ
り
と

参
っ
て
し
ま
う
。
総
出
仕
が
迫
っ
た
あ
る
夜
、
宇
左
衛
門
は
修
理
に
呼
ば

れ
、
登
城
の
こ
と
を
切
り
出
さ
れ
る
。

修
理
は
隠
居
す
る
前
に
「
今
一
度
出
仕
し
て
、
西
丸
の
大
御
所
様
（
吉

宗
）
へ
、
御
目
通
り
が
し
た
い
」
、
「
そ
れ
も
、
た
っ
た
一
度
ぢ
や
」
と
言

う
。
「
恐
れ
な
が
ら
、
そ
の
儀
ば
か
り
は
」
と
い
う
宇
左
衛
門
に
対
し
、

修
理
は
「
世
の
廟
り
は
う
け
る
。
家
督
は
人
の
手
に
渡
す
。
天
道
の
光
さ

へ
、
修
理
に
は
さ
さ
ぬ
か
と
思
ふ
や
う
な
身
の
上
ぢ
あ
。
そ
の
修
理
が
、

こ
ん
じ
や
う

今
生
の
望
に
唯
一
度
、
出
仕
し
た
い
と
云
ふ
、
そ
れ
を
こ
ば
む
や
う
な

宇
左
衛
門
で
は
あ
る
ま
い
」
と
か
、
「
宇
左
衛
門
な
ら
、
こ
の
修
理
を
、

あ
は
れ
と
こ
そ
思
へ
、
憎
い
と
は
思
は
い
筈
ぢ
や
」
と
ま
で
言
う
。
涙
を

流
し
、
額
を
畳
へ
つ
け
よ
う
と
し
て
ま
で
懇
願
す
る
修
理
を
前
に
、
感
動

し
た
宇
左
衛
門
は
、
登
城
を
許
し
て
し
ま
う
。

宇
左
衛
門
は
人
情
に
弱
い
、
彼
に
は
〈
家
〉
も
大
事
だ
が
、
病
ん
だ
修

理
の
人
間
的
懇
請
も
退
け
難
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
「
万

つ
か
ま
つ

一
の
場
合
に
は
、
宇
左
衛
門
鞁
腹
を
仕
れ
ば
、
す
む
事
で
》
」
ざ
い
ま
す
る
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
が
、
こ
れ
は
く
主
〉
を
無
批
判
に
絶
対
化
す
る
愚

直
な
措
置
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
語
り
手
は
宇
左
衛
門
の

措
置
に
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
人
間
の
弱
さ
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

が
、
感
傷
に
埋
没
す
る
人
間
の
愚
か
さ
や
盲
従
の
怖
さ
へ
の
言
及
は
な
い
。

悲
劇
は
こ
の
時
点
で
す
で
に
予
見
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

宇
左
衛
門
の
返
答
を
聞
く
と
、
「
修
理
の
顔
は
、
急
に
別
人
の
如
く
喜

び
に
か
が
や
い
た
。
そ
の
変
り
方
に
は
、
役
者
の
や
う
な
巧
み
さ
が
あ
る
。

が
又
、
役
者
に
な
い
や
う
な
自
然
さ
も
あ
る
・
ｌ
彼
は
、
突
然
調
子
の
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「
忠
義
」
の
「
三
刃
傷
」
は
、
延
享
四
年
八
月
十
五
日
の
朝
、
五
つ

時
過
ぎ
に
起
こ
っ
た
江
戸
殿
中
刃
傷
事
件
を
語
る
。
板
倉
修
理
は
紋
所
が

似
て
い
た
細
川
越
中
守
を
殺
害
し
、
発
狂
す
る
。
隠
れ
て
い
た
所
を
発
見

さ
れ
た
修
理
は
、
「
血
に
染
ま
っ
た
手
で
、
何
度
と
な
く
、
髪
の
毛
を
か

き
む
し
」
り
、
と
ま
た
ま
た
髪
の
毛
を
か
き
む
し
る
行
為
が
、
逆
上
の
印

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
修
理
は
切
腹
、
田
中
宇
左
衛
門
は
縛
り
首
の

刑
に
処
せ
ら
れ
、
物
語
は
終
わ
る
。
そ
こ
に
は
言
い
よ
う
の
な
い
孤
独
と

寂
蓼
が
漂
う
。

一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
三
月
七
日
の
「
時
事
新
報
』
の
匿
名
批
評
「
蕾

外
れ
た
笑
ひ
声
を
洩
ら
し
た
」
と
は
、
板
倉
佐
渡
へ
の
復
讐
の
計
画
と
そ

れ
を
実
行
に
移
す
機
会
の
訪
れ
を
喜
ぶ
、
す
で
に
狂
っ
た
修
理
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。
原
典
『
近
代
公
実
厳
秘
録
』
と
の
違
い
を
実
証
し
た
須
田

千
里
は
、
二
章
後
半
の
こ
の
箇
所
を
と
り
あ
げ
、
「
原
作
は
、
修
理
の
佐

渡
守
へ
の
憎
悪
を
あ
か
ら
さ
ま
に
描
き
、
出
仕
の
目
的
も
佐
渡
守
殺
害
の

た
め
と
明
確
に
述
べ
る
が
、
芥
川
は
そ
う
せ
ず
、
鴬
の
巣
を
盗
む
時
鳥
に

佐
渡
守
を
擬
え
き
せ
た
り
、
「
い
や
、
い
や
、
隠
居
の
儀
な
ら
、
林
右
衛

門
の
成
敗
と
は
変
っ
て
、
相
談
せ
ず
と
も
、
一
門
中
は
同
意
の
筈
ぢ
や
。
」

と
佐
渡
守
の
陰
謀
を
確
信
し
て
い
る
修
理
の
心
理
を
彼
自
身
の
言
葉
の
中

か
ら
読
み
と
ら
せ
た
り
す
る
手
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
鳥
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
原
作
に
な
く
、
芥
川
が
独
自
に
付
け
加
え
た
部
分
だ
が
、
結
末

（
８
）

と
も
よ
く
照
応
し
、
巧
妙
な
配
合
と
評
さ
れ
よ
う
」
と
述
べ
る
。
参
考
に

な
る
見
解
だ
。

四
孤
独
と
寂
蓼

の
ふ
く
ら
む
頃
」
は
、
「
忠
義
」
を
と
り
あ
げ
、
「
「
俶
謝
」
の
題
目
は
氏

せ
ん
め
い

の
思
索
や
思
想
で
は
な
く
、
｜
の
史
伝
事
実
の
心
理
的
關
明
で
あ
っ
て
、

歴
史
小
説
と
名
付
け
て
差
支
へ
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
主
人
公
の
神
経
衰

弱
を
忠
臣
が
諌
め
る
と
云
ふ
皮
肉
な
境
遇
と
、
大
名
が
真
の
人
間
的
同
情

に
渇
し
て
発
狂
し
て
し
ま
ふ
経
路
と
が
、
氏
一
流
の
繊
細
な
技
巧
で
描
か

れ
て
居
る
。
殊
に
今
迄
の
作
品
と
は
違
っ
て
氏
が
真
正
面
に
打
突
か
つ
て

行
っ
て
居
る
所
が
大
に
評
者
の
心
を
得
た
」
と
評
し
た
。

ま
た
、
「
文
章
世
界
』
’
九
一
七
（
大
正
六
）
年
四
月
号
の
道
村
春
川

評
釈
「
前
月
文
章
史
」
は
、
「
忠
義
」
の
冒
頭
の
箇
所
を
引
い
て
、
「
板
倉

修
理
と
い
ふ
、
逆
上
し
て
殿
中
で
人
を
殺
し
た
殿
様
の
、
そ
の
逆
上
の
初

期
の
状
態
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
ひ
ど
い
神
経
衰
弱
に
か
国
つ
た
人
の

感
覚
、
神
経
が
、
如
実
に
描
か
れ
て
ゐ
る
。
「
細
い
蔓
や
葉
が
、
ど
う
も

と
が
’

気
に
な
っ
て
仕
方
が
な
い
」
と
か
、
「
先
の
尖
っ
た
物
を
見
て
も
、
や
は

り
不
安
に
な
っ
て
来
る
」
と
か
、
こ
れ
は
、
神
経
衰
弱
に
か
固
っ
た
経
験

の
あ
る
人
は
、
必
ず
お
ぼ
え
が
あ
る
可
き
事
実
だ
。
「
蟻
地
獄
に
落
ち
た

蟻
の
や
う
に
」
と
い
ふ
の
も
、
全
体
的
に
、
よ
く
そ
の
い
ら
ノ
ー
と
し
た

心
持
を
云
ひ
得
て
ゐ
る
、
無
理
解
な
、
無
同
情
な
周
囲
の
中
で
、
一
人
で

い
ら
ノ
ー
と
し
て
さ
園
く
れ
立
っ
た
神
経
に
な
や
ま
さ
れ
て
ゐ
る
人
の
顔

ｌ
ｌ
青
い
顔
を
し
て
、
眉
の
根
を
ひ
き
づ
ら
せ
て
ゐ
る
若
い
殿
様
の
顔
が
、

読
ん
で
ゐ
る
中
に
眼
の
前
に
浮
ん
で
来
る
」
と
評
し
た
。
修
理
の
神
経
衰

弱
の
描
写
が
精
彩
な
の
は
、
む
ろ
ん
自
身
の
現
実
、
神
経
の
高
ま
り
を
転

位
さ
せ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

（
９
）

こ
れ
ら
肯
定
的
な
同
時
代
評
に
対
し
、
江
口
漢
の
「
芥
川
君
の
作
ロ
叩
」

に
お
け
る
「
忠
義
」
批
評
は
、
不
思
議
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
低
い
。
江
口
は

初
期
芥
川
文
学
の
最
大
の
理
解
者
で
あ
る
。
「
数
多
い
新
進
作
家
の
中
で

2０
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芥川龍之介「忠義」論

あ
ら

芥
川
龍
之
介
君
位
鮮
か
に
頭
角
を
露
は
し
た
者
は
な
い
」
の
一
文
で
は
肝
」

ま
る
「
芥
川
君
の
作
品
」
は
、
芥
川
を
強
く
支
持
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

が
、
本
作
に
関
し
て
は
、
「
「
羅
生
門
」
十
四
篇
の
中
で
「
忠
義
」
と
「
尾

マ
マ

形
了
斎
覚
書
」
と
が
一
番
見
劣
ｈ
ソ
が
す
う
③
。
「
了
斎
覚
書
」
は
中
心
の
掴

み
方
が
覚
束
な
い
上
に
全
体
が
い
ぢ
け
て
ゐ
る
。
「
忠
義
」
は
概
念
の
具

体
化
が
足
り
な
い
上
に
、
板
倉
修
理
の
狂
乱
が
性
格
的
で
あ
る
か
境
遇
的

で
あ
る
か
必
然
で
あ
る
か
偶
発
で
あ
る
か
が
不
明
な
為
め
、
作
者
の
倫
理

的
批
判
の
立
脚
地
が
稀
薄
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
作
者
は
も
つ
と
修
理
の
描
写

に
力
を
入
れ
て
欲
し
か
っ
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

鴎
外
の
文
体
の
影
響
が
感
じ
ら
れ
る
「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」
に
し
て
も
、

当
の
「
忠
義
」
に
し
て
も
、
今
日
の
批
評
眼
か
ら
す
る
と
創
作
集
「
羅
生

門
』
の
中
で
は
光
る
存
在
で
あ
る
。
「
一
番
見
劣
り
が
す
る
」
と
は
、
と

う
て
い
言
え
な
い
。
け
れ
ど
も
同
時
代
評
は
、
江
口
換
の
も
の
ば
か
り
か
、

総
じ
て
低
い
。
例
え
ば
家
老
二
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
忠
義
〉
は
、
「
結
局
、

（
、
）

破
滅
と
云
ふ
運
命
に
向
か
っ
て
の
歩
み
」
と
か
、
「
ど
ち
ら
ｊ
、
同
じ
や
う

な
も
の
だ
と
云
ふ
思
想
が
暗
示
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
考
へ
方
に
よ
っ
て
は

（
ｕ
）

虚
無
思
想
と
Ｊ
Ｄ
み
ら
れ
よ
う
」
と
い
っ
た
具
〈
ロ
だ
。

研
究
者
と
し
て
「
忠
義
」
に
最
初
に
詳
し
く
言
及
し
た
の
は
、
吉
田
精

一
で
あ
る
。
そ
の
見
解
は
「
「
家
」
を
主
と
し
「
人
」
を
従
と
す
べ
き
封
建

時
代
に
於
て
、
「
人
」
を
主
と
し
「
家
」
を
従
と
し
よ
う
と
し
た
一
種
の

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
、
却
っ
て
「
家
」
の
滅
亡
を
招
い
た
と
い
ふ
解
釈
を

附
与
」
し
た
と
い
う
も
の
だ
。
が
、
そ
の
評
価
は
低
く
、
「
鴎
外
の
歴
史〈
肥
）

小
説
に
は
遠
く
及
ば
ず
」
、
「
単
な
る
物
語
に
終
わ
っ
て
ゐ
う
Ｃ
」
と
の
見
解

で
あ
る
。
一
方
、
進
藤
純
孝
は
「
板
倉
修
理
の
「
発
狂
の
予
告
の
や
う
な
、

不
吉
な
不
安
」
は
、
芥
川
の
内
面
を
そ
の
ま
ま
に
語
っ
て
ゐ
る
」
と
言
い
、

「
己
は
苦
し
ん
で
ゐ
る
。
が
、
誰
も
己
の
苦
し
み
を
察
し
て
く
れ
る
も
の

が
な
い
。
」
と
恩
ふ
こ
と
が
、
す
で
に
一
倍
、
修
理
に
苦
痛
で
あ
っ
た
や

う
に
、
芥
川
も
ま
た
、
た
だ
流
行
児
扱
ひ
す
る
だ
け
の
周
囲
の
無
理
解
の

〈
昭
）

た
め
に
、
一
層
苦
し
ん
だ
の
に
違
ひ
な
い
」
と
す
る
。

勝
倉
壽
一
は
吉
田
精
一
の
論
を
受
け
て
、
「
「
主
」
中
心
主
義
を
貫
い
て

破
滅
す
る
宇
左
衛
門
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
作
者
の
シ
ニ
カ
ル
な
眼
と
、

修
理
発
狂
の
描
写
の
迫
真
性
」
か
ら
「
作
者
の
暗
い
人
生
認
識
と
懐
疑
的（
Ｍ
）

精
神
」
や
「
自
己
の
存
在
基
盤
へ
の
原
初
的
な
不
安
の
影
」
を
読
み
取
る
。

こ
う
し
た
作
品
評
に
あ
っ
て
、
作
品
の
世
界
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
に
は
、

「
ど
ち
ら
も
同
じ
や
う
な
も
の
だ
」
で
は
な
く
、
二
人
の
家
老
を
対
比
し
、

そ
の
評
価
を
鮮
明
に
す
る
必
要
が
こ
こ
に
浮
上
す
る
の
で
あ
る
。

菊
地
弘
は
前
島
林
右
衛
門
に
「
型
か
ら
出
て
ゆ
く
あ
る
種
の
自
由
な
人

（
胆
）

間
」
を
認
め
、
そ
こ
に
作
者
芥
川
の
想
い
を
読
も
う
と
し
た
。
わ
た
し
も

す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
前
島
林
右
衛
門
に
封
建
倫
理
と
の
闘
い
を

読
み
と
る
の
だ
。

人
間
を
否
定
す
る
封
建
社
会
に
あ
っ
て
、
林
右
衛
門
の
「
よ
い
わ
。
こ

の
上
は
、
林
右
衛
門
も
意
地
づ
く
ぢ
や
。
手
を
拱
い
て
縛
り
首
も
う
た
れ

ま
い
」
の
叫
び
に
、
時
代
や
制
度
へ
の
反
逆
、
ｌ
〈
自
己
解
放
の
叫
び
〉

を
認
め
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
人
の
家
老
田
中
宇
左
衛
門
が
〈
主
従
〉
の

モ
ラ
ル
か
ら
つ
い
に
抜
け
で
る
こ
と
が
で
き
ず
、
お
め
お
め
縛
り
首
の
刑

に
服
し
た
の
に
比
べ
る
と
、
林
右
衛
門
の
生
き
方
は
決
然
と
し
て
い
る
。

む
ろ
ん
そ
の
先
に
は
、
留
ま
る
こ
と
と
同
様
の
、
否
、
そ
れ
以
上
の
困
難

が
予
想
さ
れ
る
。
が
、
林
右
衛
門
は
あ
え
て
主
君
の
、
そ
し
て
封
建
の
制

度
か
ら
の
脱
出
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
図
は
、
や
は
り
壮
と
す
べ

き
も
の
な
の
で
あ
る
。
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他
者
に
理
解
し
て
貰
え
な
い
悲
し
み
、
そ
こ
か
ら
来
る
孤
独
と
寂
蓼
は
、

若
き
芥
川
龍
之
介
に
常
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
た
。
彼
は
そ
の
一
端
を
主

人
公
板
倉
修
理
に
託
し
た
。
一
方
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
絆
を
ふ
っ
き
り
、
封

建
の
規
範
を
否
定
し
、
自
己
解
放
の
叫
び
を
あ
げ
て
屋
敷
を
立
ち
退
く
林

右
衛
門
へ
の
共
感
も
ま
た
、
芥
川
の
真
実
で
あ
っ
た
。
芥
川
は
こ
こ
に
革

新
と
保
守
二
人
の
家
老
を
登
場
さ
せ
、
林
右
衛
門
の
〈
意
地
〉
と
〈
論
理
〉

に
熱
い
声
援
を
送
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

注
１
関
口
安
義
『
芥
川
龍
之
介
と
そ
の
時
代
」
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年

三
月
一
一
○
日

２
蚕
の
弓
日
。
：
目
の
の
ぐ
の
貝
の
①
ご
○
９
円
の
５
国
の
の
禺
三
の
ロ
皀
国
○
○
【
の

一
一
○
○
六
年
三
月
１

３
ジ
ェ
イ
・
ル
ー
ビ
ン
・
君
野
隆
久
訳
「
芥
川
は
世
界
文
学
と
な
り
う

る
か
？
」
『
新
潮
」
二
○
○
五
年
四
月
一
日

４
「
忠
義
」
草
稿
は
、
最
新
の
『
芥
川
龍
之
介
全
集
」
第
二
一
巻
に
活

字
化
さ
れ
て
い
る
。

５
吉
田
精
一
『
芥
川
龍
之
介
』
一
一
一
省
堂
、
’
九
四
二
年
一
二
月
二
○
日
、

同
筑
摩
書
房
版
「
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
一
巻
「
解
説
」
、
一
九
五

７
菊
地
弘
「
忠
義
」
『
信
州
白
樺
』
第
〃
・
蝸
号
、
一
九
八
二
年
一
日
、

の
ち
「
芥
川
龍
之
介
ｌ
意
識
と
方
法
ｌ
」
収
録
、
明
治
書
院
、
一
九

６
須
田
千
里
「
芥
川
龍
之
介
『
忠
義
』
論
ｌ
「
近
代
公
実
厳
秘
録
」
を

め
ぐ
っ
て
－
」
『
光
華
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
第
〃
集
、
一
九
八
九

め
ぐ
っ
て
－
」
零

年
一
二
月
一
○
日

の
ち
『
芥
川
龍
之
介
’

’
’

八
二
年
一
○
月
二
五
日

八
年
二
月
二
○
日

（
せ
き
ぐ
ち
や
す
よ
し
．
都
留
文
科
大
学
名
誉
教
授
、
元
文
学
部
講
師
）

1５ 1４ 1３１２ １１ 10 ９８

注
６
に
同
じ

江
口
漠
「
芥
川
君
の
作
品
」
「
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
一
七
年
六
月

二
八
、
二
九
、
七
月
一
日
、
の
ち
、
「
新
芸
術
と
新
人
」
収
録
、
聚

英
閣
、
一
九
二
○
年
四
月
二
○
日

田
中
純
「
芥
川
龍
之
介
氏
を
論
ず
」
「
新
潮
』
一
九
一
九
年
一
月
一

日

マ
マ

石
坂
養
平
「
芥
川
龍
之
助
論
」
『
文
章
世
界
』
一
九
一
九
年
四
月
一

日注
４
に
同
じ

進
藤
純
孝
『
伝
記
芥
川
龍
之
介
」
六
興
出
版
、
一
九
七
八
年
一
月
二

七
日

勝
倉
壽
一
『
芥
川
龍
之
介
の
歴
史
小
説
」
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一

九
八
三
年
六
月
一
○
日

注
６
に
同
じ

2２
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