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An essay on Images of Hojo Tamio 

　　The［A1］image of a writer is made from various forms. Much information, 
including the events surrounding one of the writer’s characters and the events 
occurring in everyday life, is used to create the writer’s image. While not 
much is left to be said about Tamio Hojo, one can say a few lines about him, 
particularly about his characters and his life. This article attempts to create 
an image of Tamio Hojo using a few lines.
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1

　
我
々
は
い
か
に
し
て
作
家
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
た
と
え
ば
平
安
の
頃
の
い
わ
ゆ
る
女
流
文
学
で
あ
れ
ば
、
作
家
達
と
読
者
と
は
ま
ず
日
常
的
な
知
己
で
あ
っ
て
、
手
書
き
の
作
品
を
回

覧
し
た
、
な
ど
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
書
写
さ
れ
て
流
通
し
て
い
く
作
品
は
そ
の
作
者
に
つ
い
て
の
情
報
と
共
に
手
渡
さ
れ
て
い

く
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
作
家
の
死
後
も
し
ば
ら
く
は
そ
の
作
家
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
人
間
の
言
葉
を
共
有
し
作
家
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
り

上
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
は
ず
だ
。
あ
ま
り
に
そ
の
情
報
が
偏
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
知
り
人
に
よ
っ
て
や
ん
わ
り
と
訂
正
さ
れ
も
し

た
だ
ろ
う
。
そ
の
後
、
時
が
下
り
流
通
が
階
層
と
地
域
を
越
え
て
広
が
っ
て
行
け
ば
、
作
家
を
巡
る
情
報
は
伝
聞
記
録
の
ご
と
き
も
の
と

な
り
、
少
し
ず
つ
正
確
さ
を
失
い
、
そ
の
代
わ
り
誰
に
も
受
け
入
れ
や
す
い
虚
像
と
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
、
流
通
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ

た
は
ず
だ
。
無
論
、
多
く
の
情
報
は
デ
ー
タ
バ
ン
ク
に
集
積
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
家
伝
の
よ
う
に
こ
っ
そ
り
と
、
然
し
そ
れ
故
の
重

さ
と
確
か
さ
を
持
っ
て
隠
匿
さ
れ
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
り
も
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
な
進
み
行
き
は
、
平
安
の
頃
に
限
ら
ず
、
つ
ま
り
紫
式
部
の
よ
う
な
作
家
に
限
ら
ず
、
そ
の
後
の
時
代
に
お
い
て
も
大
き
な

違
い
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
作
家
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
が
。

　
そ
れ
に
対
し
て
近
代
と
い
う
時
代
に
は
、
円
本
ブ
ー
ム
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、
出
版
メ
デ
ィ
ア
の
確
立
が
商
業
圏
に
文
学
を

取
り
込
ん
で
い
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
広
告
が
、
あ
る
い
は
そ
の
利
用
が
必
然
的
に
文
学
流
通
の
世
界
に
も
生
ま
れ
て
き
た
。
そ
の
広
告
の
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中
に
作
家
イ
メ
ー
ジ
の
創
出
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
紫
式
部
や
清
少
納
言
の
時
代
に
出
版
メ
デ
ィ
ア
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、

彼
女
た
ち
は
二
人
並
べ
ら
れ
て
引
っ
張
り
だ
こ
の
人
気
者
に
な
り
得
た
だ
ろ
う
、
と
想
像
が
簡
単
に
で
き
る
よ
う
に
、
作
家
の
姿
を
必
要

以
上
に
求
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
昭
和
も
半
ば
を
過
ぎ
た
頃
、
川
端
康
成
が
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
取
っ
て
、
た
と
え
ば
作
家
と
い
う
存
在
に
つ
い
て
の
知
識
が
、
小
説
を
読
ま

な
い
文
学
に
無
縁
な
人
間
達
に
と
っ
て
も
、
学
校
教
育
の
知
識
と
し
て
、
あ
た
か
も
常
識
の
一
部
で
あ
る
か
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
て

い
く
と
、
発
達
流
通
す
る
メ
デ
ィ
ア
は
作
家
や
詩
人
を
映
像
表
現
の
原
作
の
提
供
者
と
言
う
だ
け
で
な
く
、
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
世

間
に
流
通
さ
せ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
三
島
由
紀
夫
が
映
画
に
出
演
し
た
、
そ
の
よ
う
な
形
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
遠
藤
周
作
で
あ
っ
た

か
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
コ
ー
ヒ
ー
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に
作
家
自
身
と
し
て
「
違
い
の
分
か
る
男
」
と
い
う
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
と
共
に
登
場
し
た

こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
あ
た
り
が
最
初
か
と
思
う
が
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
流
通
は
、
例
え
ば
三
十
六
歌
仙
の
絵
画
イ
メ
ー
ジ
の
流
通
な
ど

と
は
比
較
に
な
ら
な
い
。
文
学
に
縁
の
な
い
人
間
達
に
と
っ
て
も
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
、
姿
は
芸
能
人
の
そ
れ
の
よ
う
に
浸
透
し
て
行
く
こ

と
に
な
る
。
単
行
本
の
見
開
き
ペ
ー
ジ
に
写
真
が
載
せ
ら
れ
て
彼
等
の
存
立
基
盤
で
あ
る
小
説
作
品
と
つ
な
が
っ
て
イ
メ
ー
ジ
を
作
る
わ

け
で
は
な
く
、
作
家
そ
の
人
の
イ
メ
ー
ジ
が
作
品
を
離
れ
て
独
り
立
ち
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
書
籍
の
売
り
上
げ

に
影
響
は
あ
っ
た
ろ
う
が
、
必
ず
し
も
そ
の
た
め
、
と
云
う
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。
売
れ
て
い
る
人
だ
か
ら
映
像
イ
メ
ー
ジ
が
そ
れ
な
り

の
効
果
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
も
し
映
像
を
流
せ
ば
売
れ
る
と
い
う
こ
と
な
ら
、
作
家
達
は
こ
ぞ
っ
て
テ
レ
ビ
に
出
演
す
れ

ば
よ
い
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
コ
ー
ヒ
ー
の
Ｃ
Ｍ
に
出
演
す
る
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
当
時
の
遠
藤
の
随
筆
「
弧
理
庵

シ
リ
ー
ズ
」
の
圧
倒
的
人
気
に
Ｃ
Ｍ
ク
リ
エ
ー
タ
ー
は
目
を
つ
け
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
作
り
出
さ
れ
た
遠
藤
の
イ
メ
ー
ジ
は

書
き
損
じ
の
原
稿
用
紙
を
丸
め
て
屑
籠
に
放
り
投
げ
頭
を
抱
え
る
、
な
ど
と
言
っ
た
パ
タ
ン
の
作
家
イ
メ
ー
ジ
と
は
違
う
、
ダ
ン
デ
ィ
で

落
ち
着
い
た
中
年
の
教
養
あ
る
紳
士
と
で
も
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
例
え
ば
週
刊
誌
な
ど
の
雑
誌
媒
体
に
作
家
が
そ
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の
書
斎
で
ポ
ー
ズ
を
と
る
、
い
か
に
も
と
い
う
登
場
の
仕
方
で
は
な
い
露
出
形
態
を
作
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
文
芸
雑
誌
だ
け
で
な
く

様
々
な
メ
デ
イ
ア
に
小
説
、
随
筆
な
ど
を
載
せ
る
の
は
す
で
に
出
版
メ
デ
ィ
ア
の
確
立
以
来
、
作
家
達
の
生
活
を
支
え
る
も
の
と
な
っ
て

い
た
が
、
多
岐
に
わ
た
る
分
野
の
週
刊
誌
を
は
じ
め
と
す
る
メ
デ
ィ
ア
の
氾
濫
は
、
作
品
だ
け
で
は
な
い
作
家
の
形
姿
を
も
含
め
た
イ
メ

ー
ジ
を
作
り
出
し
流
通
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
作
家
と
作
品
と
の
分
離
と
い
う
、
テ
ク
ス
ト
論
に
も
繋
が
っ
て
行
き
う
る
か
も
し
れ
な
い
。

作
家
の
姿
が
、
作
品
と
無
関
係
に
情
報
と
し
て
流
通
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
作
品
の
読
み
に
、
逆
に
そ
の
作
り
出
さ
れ
流
通
し
て
い
る
イ

メ
ー
ジ
が
影
響
を
与
え
て
い
く
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
作
品
の
読
み
が
深
ま
る
こ
と
も
あ
り
得
る
が
、
ミ
ス
リ
ー
ド

さ
れ
る
場
合
も
当
然
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
作
品
は
ひ
と
ま
ず
作
家
と
切
り
離
さ
れ
て
読
ま
れ
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
作
品
内

世
界
を
世
間
に
よ
っ
て
色
づ
け
ら
れ
た
作
家
イ
メ
ー
ジ
で
染
め
て
し
ま
う
こ
と
は
好
ま
し
く
は
な
い
。
テ
ク
ス
ト
は
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の

と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
だ
。

　
と
、
こ
の
よ
う
に
テ
ク
ス
ト
論
が
考
え
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
流
通
の
問
題
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
、
ブ
ロ
グ

な
ど
の
自
身
の
情
報
開
示
が
容
易
に
な
っ
た
現
在
で
は
、
作
家
自
身
に
よ
っ
て
自
ら
が
選
択
し
た
情
報
が
流
通
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま

す
ま
す
大
き
な
問
題
と
な
り
得
る
要
素
を
は
ら
ん
で
い
る
。
作
家
の
イ
メ
ー
ジ
が
作
品
と
関
係
な
く
作
ら
れ
て
流
通
し
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
作
品
に
対
し
て
作
家
が
自
ら
思
う
よ
う
に
ネ
ッ
ト
上
で
情
報
を
操
作
流
通
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
む

ろ
ん
そ
れ
は
現
代
作
家
に
関
し
て
で
あ
り
、
文
学
研
究
の
対
象
に
な
る
古
典
や
近
代
（
昭
和
期
が
そ
の
境
界
で
あ
ろ
う
か
）
の
作
家
達
に
は

関
係
な
い
と
は
言
え
る
。
し
か
し
、
現
代
の
作
家
達
も
将
来
は
、
今
の
よ
う
な
文
学
研
究
が
続
い
て
い
く
な
ら
、
研
究
対
象
に
な
り
得
る
。

ブ
ロ
グ
の
中
に
作
家
の
意
図
を
見
い
だ
す
こ
と
が
出
来
る
と
す
れ
ば
。
そ
れ
が
作
家
の
意
図
に
よ
っ
て
流
通
さ
せ
ら
れ
て
い
た
と
し
た
ら
。

む
ろ
ん
、
同
時
代
の
読
者
に
そ
の
作
品
の
作
り
手
と
し
て
の
意
図
を
説
明
し
、
そ
の
作
品
へ
の
興
味
を
喚
起
し
て
よ
り
多
く
の
読
者
を
獲
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得
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
作
家
と
し
て
当
然
の
行
為
だ
し
、
当
然
の
欲
求
だ
ろ
う
。
日
記
書
簡
以
上
に
、
ブ
ロ
グ
な
ど
ネ
ッ
ト
上
の
情
報

の
操
作
流
出
は
明
確
に
読
者
操
作
の
意
図
を
持
っ
て
い
る
の
だ
と
も
言
え
る
。
そ
し
て
、
読
者
が
そ
こ
に
作
者
自
身
の
作
品
に
対
す
る
意

図
、
思
い
入
れ
を
見
い
だ
し
た
り
、
そ
れ
を
作
品
を
解
読
す
る
助
け
と
し
た
い
と
思
う
の
も
ま
た
、
当
然
だ
と
言
え
も
す
る
。
そ
れ
は
お

そ
ら
く
、
か
つ
て
文
学
研
究
者
が
作
品
に
つ
い
て
の
言
辞
を
日
記
書
簡
の
中
に
捜
し
作
家
の
意
図
を
探
ろ
う
と
し
て
き
た
の
と
変
わ
ら
な

い
。
し
か
し
、
で
あ
れ
ば
そ
の
故
に
、
作
家
と
作
品
を
切
り
離
す
べ
き
だ
と
考
え
た
の
で
も
あ
っ
た
テ
ク
ス
ト
論
的
立
場
は
、
ふ
た
た
び

同
じ
よ
う
な
問
題
に
出
く
わ
す
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
作
品
の
解
釈
が
読
者
の
自
由
な
読
み
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
作
者
に

よ
っ
て
暗
黙
の
意
図
と
し
て
示
さ
れ
た
テ
ー
マ
な
ど
を
説
き
明
か
し
て
い
く
こ
と
に
読
書
の
目
的
が
限
定
さ
れ
て
い
く
、
と
い
っ
た
よ
う

な
。

　
こ
う
考
え
れ
ば
、
や
は
り
作
品
は
作
家
か
ら
完
全
に
解
き
放
た
れ
作
品
そ
の
も
の
と
し
て
手
に
取
ら
れ
読
ま
れ
れ
ば
い
い
の
だ
、
と
言

い
切
っ
て
し
ま
い
た
い
よ
う
に
思
う
。
基
本
的
に
そ
う
思
い
な
が
ら
、
し
か
し
一
方
で
、
作
家
そ
の
人
に
対
す
る
興
味
、
人
間
探
求
と
で

も
言
っ
た
欲
求
が
読
者
を
し
て
作
品
を
そ
の
手
に
取
ら
せ
る
大
き
な
動
機
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
否
定
は
出
来
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
多

く
の
人
間
は
自
ら
が
知
り
得
た
作
家
自
身
に
つ
い
て
、
例
え
ば
本
を
売
る
た
め
と
言
っ
た
商
業
的
な
意
図
と
は
別
に
、
そ
の
作
家
自
身
に

関
す
る
情
報
を
語
り
た
が
る
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
出
版
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
、
文
学
研
究
と
い
う
名
に
求
め
ら
れ
て
、
と
云
う
こ
と
も

多
々
あ
ろ
う
が
、
様
々
な
動
機
に
よ
っ
て
作
家
情
報
は
流
出
し
流
通
し
て
い
く
。
作
品
に
よ
っ
て
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
情
報
に
よ

っ
て
作
家
イ
メ
ー
ジ
は
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
、
と
い
う
面
も
確
か
に
あ
る
。
知
っ
て
い
る
こ
と
を
語
り
た
い
。
お
そ
ら
く
は
そ
の
よ
う

な
純
粋
な
動
機
で
書
か
れ
流
出
し
残
さ
れ
た
、
多
く
の
作
家
を
め
ぐ
る
言
説
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
北
條
民
雄
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。
癩
病
を
罹
患
し
全
生
病
院
と
い
う
隔
離
施
設
に
入
り
、
わ
ず
か
三
年
足
ら
ず
の
文

学
活
動
の
後
、
生
前
に
た
だ
一
冊
の
作
品
集
『
い
の
ち
の
初
夜
』
を
残
し
、「
癩
」
を
病
み
「
癩
」
を
描
き
「
癩
」
に
倒
れ
た
と
い
う
セ
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ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
す
ぎ
る
イ
メ
ー
ジ
に
出
版
メ
デ
ィ
ア
が
便
乗
し
た
と
し
か
思
え
ぬ
素
早
さ
で
、
書
簡
日
記
に
至
る
ま
で
の
断
簡
零
墨

を
集
め
て
も
二
巻
に
し
か
な
ら
な
い
全
集
を
編
ん
で
も
ら
え
た
（
そ
れ
は
死
の
翌
年
の
こ
と
で
あ
り
、
む
ろ
ん
僅
か
二
巻
に
し
か
な
ら
な
い
作
品

量
だ
っ
た
こ
と
も
幸
い
し
た
の
だ
っ
た
が
）
作
家
、
北
條
民
雄
。
そ
の
存
在
が
殆
ど
社
会
か
ら
隔
離
さ
れ
隠
蔽
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
あ
た
か
も

世
捨
て
人
の
よ
う
に
病
院
内
に
生
き
る
し
か
な
か
っ
た
彼
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
は
作
ら
れ
え
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
例
え
ば
、
北
條
の
死
後
、
式
場
隆
三
郎
は
自
身
が
編
集
を
担
当
し
た
山
雅
房
出
版
の
『
癩
文
学
集
　
望
郷
歌
』（
昭
和
一
四
年
一
〇
月
）

に
寄
せ
た
文
章
（「
癩
者
の
医
学
と
文
学
─
─
北
條
民
雄
君
と
語
る
」）
の
中
に
、
弟
の
「
文
学
界
」
編
集
者
式
場
俊
三
を
訪
ね
た
折
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
を
披
露
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
式
場
は
北
條
の
昭
和
十
二
年
一
月
十
七
日
の
日
記
に
そ
の
来
訪
が
記
さ
れ
、「
流
石
に
第
一
流
の

人
な
れ
ば
語
気
温
和
に
し
て
、
自
分
如
き
者
に
対
し
て
も
、
恰
も
友
人
の
如
し
。
心
よ
り
敬
愛
の
念
湧
け
り
。」
と
親
愛
を
示
さ
れ
て
い

る
人
物
で
あ
る
。

　
珍
し
く
手
を
繃
帯
し
て
ゐ
る
。
ど
う
し
た
の
か
と
訊
く
と
、
北
條
民
雄
が
逢
ひ
に
き
た
が
雪
で
病
院
へ
戻
れ
ず
泊
め
て
や
つ
た
。
そ

の
あ
と
で
部
屋
に
ア
ル
コ
ー
ル
を
ま
い
て
消
毒
し
、
火
を
つ
け
た
ら
火
傷
し
た
の
だ
と
い
ふ
。
北
條
君
は
文
学
界
賞
を
貰
ひ
そ
の
礼
に

全
生
病
院
か
ら
出
か
け
て
き
た
の
だ
つ
た
。

　
北
條
が
式
場
俊
三
の
部
屋
に
泊
ま
る
に
い
た
っ
た
夜
の
様
子
は
、
河
上
徹
太
郎
の
「
北
條
民
雄
の
こ
と
」（
筑
摩
書
房
版
現
代
日
本
文
学

全
集
月
報
五
十
二
号
）
に
書
か
れ
て
い
る
。
北
條
を
紹
介
さ
れ
て
「
瞬
間
ハ
ッ
と
し
た
が
、
式
場
と
い
う
人
は
何
で
も
吞
み
込
ん
で
い
る
人

だ
か
ら
、
そ
の
当
た
り
前
の
顔
色
を
見
て
、
こ
ち
ら
も
何
で
も
な
い
ん
だ
な
と
思
い
、
普
通
の
文
学
者
同
士
の
初
対
面
の
つ
き
合
い
に
返

っ
た
。」
と
い
う
の
が
河
上
の
記
憶
で
、
北
條
の
印
象
は
「
不
屈
と
謙
遜
が
ほ
ど
よ
く
入
り
混
じ
り
、
自
分
の
立
場
を
割
り
切
っ
た
も
の
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が
あ
る
」
様
だ
っ
た
と
、
作
品
か
ら
く
る
印
象
を
つ
き
混
ぜ
た
後
天
的
な
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
と
断
り
な
が
ら
、
好
意
的
な
印
象
を
語
っ

て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
印
象
を
河
上
に
残
し
た
時
間
を
と
も
に
過
ご
し
た
後
で
、
北
條
を
世
に
出
し
た
「
文
学
界
」
の
編
集
者
で
当
然
癩
と
い
う

病
気
に
関
す
る
知
識
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
式
場
俊
三
が
、
北
條
を
泊
め
た
後
の
部
屋
に
ア
ル
コ
ー
ル
を
ま
い
て
消
毒
す
る
。
そ
う
年
も

違
わ
な
い
、
年
少
の
作
家
の
来
訪
の
応
対
を
し
他
の
作
家
に
紹
介
す
る
な
ど
し
て
共
に
時
間
を
過
ご
し
た
。
武
蔵
野
の
外
れ
近
い
多
摩
全

生
病
院
の
住
人
で
あ
る
北
條
が
利
用
す
る
は
ず
の
鉄
道
の
時
間
は
過
ぎ
、
折
か
ら
の
雪
で
送
り
届
け
る
手
立
て
も
難
し
い
。
宿
を
と
る
に

も
も
う
遅
く
、
そ
れ
な
ら
あ
た
か
も
友
人
に
な
っ
た
気
の
勢
い
で
北
條
に
部
屋
に
泊
ま
れ
と
申
し
出
た
。
編
集
者
の
義
務
感
も
あ
っ
た
ろ

う
か
。
北
條
の
思
い
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
言
葉
に
甘
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
対
応
に
、
自
分
の
病
気
に
対
す
る
式

場
の
ス
タ
ン
ス
を
見
よ
う
と
す
る
気
が
全
く
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
か
も
知
れ
ぬ
。「
文
学
界
」
の
編
集
者
に
対
し
て
作
家
で
あ
る
と

い
う
自
分
の
位
置
を
確
認
し
た
か
っ
た
と
い
う
思
い
も
あ
り
う
る
。
そ
れ
に
対
す
る
式
場
の
行
為
は
、
火
を
つ
け
た
ら
火
傷
し
た
と
い
う

の
は
い
か
に
も
迂
闊
だ
と
し
て
、
北
条
に
気
の
毒
に
は
思
う
が
、
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
ひ
ど
い
対
応
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
責
め
ら
れ
る
程

の
こ
と
で
は
な
い
し
、
隆
三
郎
に
も
、
俊
三
の
対
応
を
非
難
す
る
言
葉
は
な
い
。
俊
三
は
こ
の
こ
と
が
北
條
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
る
と
は

思
っ
て
も
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
内
容
は
、
実
際
こ
の
出
来
事
が
起
き
た
一
、
二
ヶ
月
後
で
式
場
に
よ
っ
て
新
聞
か
雑
誌
か
に
発
表
さ

れ
た
文
章
に
も
書
か
れ
て
お
り
、
北
條
が
そ
の
文
章
を
読
ん
で
「
極
度
の
自
己
疎
外
と
自
己
嫌
悪
に
突
き
落
と
さ
れ
た
」
と
、
式
場
の
文

章
は
嫌
な
と
こ
ろ
の
な
い
さ
っ
ぱ
り
し
た
も
の
だ
っ
た
と
こ
と
わ
り
つ
つ
、
光
岡
良
二
は
『
い
の
ち
の
火
影
』（
一
九
七
〇
年
七
月
・
新
潮

社
）
に
書
い
て
い
る
。「
こ
の
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
彼
が
立
ち
直
る
の
に
、
し
ば
ら
く
か
か
っ
た
と
思
う
」
と
も
。
う
か
つ
に
書
い
た
隆
三
郎

に
責
は
求
め
ら
れ
よ
う
か
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
こ
に
北
條
が
、「
癩
」
と
い
う
病
に
冒
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
身
に
負
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
社
会
の
視
線
の
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表
れ
が
あ
る
。「
癩
文
学
集
」
を
編
む
こ
と
を
任
さ
れ
る
ほ
ど
の
式
場
の
文
章
に
示
さ
れ
た
、
癩
病
に
対
す
る
大
雑
把
な
視
線
。
北
條
民

雄
は
、
で
は
こ
の
よ
う
な
視
線
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
作
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
視
線
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ

ば
か
り
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
本
稿
は
、
北
條
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
作
品
の
読
み
を
ど
う
こ
う
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
只
、
け
し
て
多
く
は
な
い
北
條
に

つ
い
て
の
言
説
の
中
に
い
く
ら
か
な
り
と
、
そ
の
姿
、
イ
メ
ー
ジ
を
見
い
だ
し
た
い
と
思
う
も
の
で
あ
る
。「
北
條
民
雄
」
と
名
付
け
ら

れ
た
一
人
の
作
家
の
言
葉
を
、
文
章
を
通
し
て
見
出
し
て
き
た
「
北
條
民
雄
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
あ
る
部
分
重
な
り
、
あ
る
部
分

食
い
違
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
は
ず
の
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
。

2

　
皓
星
社
「
ハ
ン
セ
ン
病
文
学
全
集
」
第
四
巻
は
記
録
・
随
筆
を
集
め
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
北
條
民
雄
や
明
石
海
人
、
島
比
呂
志
ら
に

混
じ
っ
て
、
津
田
せ
つ
子
と
い
う
名
が
あ
る
。
ハ
ン
セ
ン
病
文
学
（
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
は
考
え
方
だ
が
）
の
全
集
と
は
、
つ

ま
り
ハ
ン
セ
ン
病
を
罹
患
し
療
養
所
に
生
活
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
々
が
、
そ
の
生
の
拠
り
所
と
し
て
文
学
を
見
出
し
表
現
す

る
こ
と
を
選
ん
だ
、
そ
の
結
果
の
集
積
な
の
だ
が
、
実
に
多
く
の
人
々
が
そ
こ
に
は
名
を
連
ね
て
い
る
。
俳
句
や
短
歌
の
巻
も
あ
り
、
俳

句
短
歌
を
日
常
の
生
活
の
中
で
嗜
む
人
々
は
日
本
中
に
星
の
数
ほ
ど
も
い
る
の
だ
か
ら
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
療
養
所
に
あ
る
人
々
が
同
じ
様

に
詩
歌
に
親
し
ん
で
い
る
と
し
て
も
何
の
不
思
議
も
な
い
の
だ
が
、
日
常
の
生
活
を
完
全
な
自
由
の
中
で
送
っ
て
い
る
者
達
と
く
ら
べ
、

か
つ
て
は
社
会
か
ら
隔
離
す
る
た
め
に
療
養
所
に
収
容
さ
れ
、
病
が
癒
え
た
後
も
社
会
的
偏
見
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
を
社
会
に
解
放
す
る

こ
と
適
わ
ず
に
そ
こ
に
留
ま
り
続
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
人
々
が
、
自
分
の
日
常
の
支
え
の
一
つ
と
し
て
言
葉
に
よ
る
、
文
字
に
よ
る
表
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現
を
選
ん
で
い
る
と
い
う
事
実
に
は
、
文
学
と
い
う
表
現
ジ
ャ
ン
ル
に
対
す
る
信
頼
を
確
か
に
繋
ぎ
止
め
て
く
れ
る
力
が
あ
る
。
津
田
せ

つ
子
も
そ
の
よ
う
に
し
て
表
現
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
一
人
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
彼
女
に
は
『
曼
珠
沙
華
』（
私
家
版
・
1 

9 

8 

1
）
と
題
す
る
随
筆
集
が
あ
り
、
そ
の
中
か
ら
少
な
か
ら
ぬ
文
章
が
選
ば
れ
て
い
る
の
だ

が
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
「
北
條
さ
ん
の
思
い
出
」
と
い
う
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
北
条
民
雄
と
時
を
同
じ
く
し
て
全
生
病
院
に

入
院
し
て
い
た
患
者
な
の
で
あ
る
。

　
彼
女
の
文
章
に
は
「
あ
に
さ
ん
」
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
病
を
得
て
全
生
病
院
に
い
た
兄
と
の
思
い
出
を
綴
っ
た
も
の
だ
。

こ
の
中
の
昭
和
八
年
に
入
院
し
た
津
田
が
二
年
ほ
ど
し
て
初
め
て
帰
省
し
た
折
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
療
養
所
に
も
そ
の
よ
う
な
出
入
り
が

あ
っ
た
こ
と
、
津
田
の
病
が
ま
だ
さ
ほ
ど
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
印
象
的
だ
が
、
帰
京
し
て
兄
と
共
に
病
院
に
戻
っ
た
時
、
北
條
が

面
会
所
ま
で
迎
え
に
来
て
い
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
全
生
病
院
は
病
院
と
い
い
な
が
ら
非
常
に
広
い
療
養
所
で
、
集
落
と
も
村
と
も

呼
べ
る
ほ
ど
だ
。
つ
き
っ
き
り
の
看
病
を
必
要
と
す
る
患
者
以
外
は
、
病
室
と
い
う
よ
り
は
ア
パ
ー
ト
の
よ
う
な
集
合
住
宅
に
部
屋
を
持

っ
て
い
た
り
、
寮
に
も
似
た
建
物
を
そ
の
生
活
空
間
に
し
て
い
た
り
す
る
。
そ
し
て
、
病
院
本
部
と
で
も
い
う
建
物
を
通
っ
て
外
出
し
帰

っ
て
く
る
。「
当
時
は
外
出
す
る
場
合
、
着
て
ゆ
く
も
の
を
消
毒
に
出
し
、
帰
園
す
る
と
、
こ
の
面
会
所
で
衣
服
を
替
え
、
消
毒
に
出
す

こ
と
に
な
っ
て
い
た
」
と
津
田
は
説
明
し
て
い
る
が
、
広
い
園
内
を
考
え
る
と
、
迎
え
に
出
る
と
い
う
の
も
何
か
の
つ
い
で
が
あ
れ
ば
、

そ
う
お
か
し
な
事
で
は
な
い
。
北
條
と
の
特
別
な
親
し
さ
が
う
か
が
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
も
あ
る
。

　
北
條
は
、
出
発
の
時
最
寄
り
の
駅
か
ら
逆
方
向
の
電
車
に
乗
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
な
ど
の
話
を
聞
い
て
「
笑
い
出
し
て
、「
傑
作
だ
な
。

第
一
振
り
出
し
が
い
い
よ
。
所
沢
に
行
く
な
ん
て
ふ
る
っ
て
い
る
よ
。」
と
一
人
で
お
か
し
が
っ
て
い
た
。」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
友
人

と
妹
を
わ
ざ
わ
ざ
迎
え
に
出
て
い
る
姿
は
優
し
さ
を
示
す
も
の
だ
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
後
ろ
に
は
「
帰
省
」
と
い
う
特
別
な
事
柄
が
あ
る
。

故
郷
と
の
関
係
を
完
全
に
捨
て
去
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
多
か
っ
た
中
、
帰
省
で
き
る
症
状
の
軽
さ
は
嬉
し
い
こ
と
だ
が
、
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思
い
も
か
け
ぬ
扱
い
を
受
け
た
り
不
愉
快
な
思
い
を
し
な
い
と
も
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。「
父
母
に
会
っ
て
話
を
す
れ
ば
心
残
り
は
な
い

の
で
、
近
所
の
人
に
姿
を
見
ら
れ
な
い
う
ち
に
帰
っ
た
ほ
う
が
よ
い
と
考
え
、
家
に
は
二
晩
泊
ま
っ
た
だ
け
で
す
ぐ
東
京
に
帰
っ
て
き

た
」
と
津
田
も
書
い
て
い
る
。
津
田
だ
け
の
帰
省
で
あ
る
こ
と
を
お
そ
ら
く
北
条
は
知
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
ま
で
を
思
い
や
っ
た

の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　
こ
の
「
あ
に
さ
ん
」
が
北
條
の
文
章
の
中
に
頻
繁
に
出
て
く
る
東
條
耿
一
で
あ
る
。
昭
和
一
二
年
八
月
一
三
日
の
日
記
に
は
「
夜
、
東

條
と
人
生
論
。
今
更
の
如
く
彼
の
苦
悩
に
驚
き
、
し
み
じ
み
深
い
尊
敬
を
覚
え
る
。
私
は
良
い
友
を
持
つ
た
。
幸
福
で
あ
る
。」
と
書
か

れ
て
い
る
、
そ
の
東
條
だ
。
妹
、
津
田
せ
つ
子
に
つ
い
て
は
、
直
接
北
條
の
日
記
に
そ
の
姿
が
登
場
す
る
こ
と
は
殆
ど
な
い
が
、
印
象
的

な
の
は
昭
和
一
〇
年
七
月
五
日
の
、「
六
日
記
」
と
但
し
書
き
が
付
さ
れ
た
か
な
り
長
い
、
互
い
の
日
記
を
読
み
合
う
こ
と
が
習
慣
化
し

て
い
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
、
二
人
の
交
際
の
親
密
さ
が
際
だ
っ
て
示
さ
れ
た
記
録
の
中
に
あ
る
、
以
下
の
部
分
で
あ
る
。

　「
ど
う
し
て
も
草
津
に
家
を
一
軒
建
て
、
東
條
と
二
人
で
暮
ら
そ
う
。
Ｓ
を
彼
の
妻
と
し
て
、
僕
が
彼
の
妹
を
も
ら
っ
た
ら
ど
う
だ

ら
う
。
け
れ
ど
彼
の
シ
ス
は
も
う
婚
約
し
て
ゐ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
れ
な
ら
仕
方
が
な
い
。」

　
文
面
か
ら
北
條
が
「
シ
ス
」
つ
ま
り
妹
の
せ
つ
子
に
さ
ほ
ど
執
着
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
が
、
そ
れ
で
も
、
東
條
の

妹
で
あ
る
こ
と
も
手
伝
い
、
北
條
に
と
っ
て
結
婚
を
考
え
る
こ
と
も
可
能
な
ほ
ど
親
し
い
女
性
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
津
田

の
「
北
条
さ
ん
の
思
い
出
」「
兄
と
北
條
さ
ん
と
」（
共
に
前
出
「
曼
珠
沙
華
」
よ
り
。
引
用
は
「
ハ
ン
セ
ン
病
文
学
全
集   

4
」
に
よ
る
）
か
ら

北
條
の
イ
メ
ー
ジ
を
見
て
み
よ
う
。

　「
北
條
さ
ん
の
思
い
出
」
は
「
不
帰
の
人
と
な
っ
て
二
十
五
年
」
と
あ
る
よ
う
に
、
四
半
世
紀
を
経
て
北
條
の
在
り
し
日
を
振
り
返
っ

た
も
の
だ
。「
山
桜
」
に
北
條
が
載
せ
た
「
井
の
中
の
正
月
の
感
想
」
を
引
用
す
る
な
ど
、
北
條
の
日
常
の
姿
よ
り
は
文
学
に
向
か
う
姿

勢
へ
の
言
及
が
目
立
つ
。
東
條
の
妹
と
し
て
嫁
に
す
る
こ
と
を
夢
想
し
な
い
で
も
な
か
っ
た
北
條
に
対
し
て
、
女
性
と
し
て
の
思
い
出
が
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見
ら
れ
な
い
の
が
残
念
な
気
が
す
る
。

　「
ま
だ
小
娘
だ
っ
た
私
な
ど
は
北
條
さ
ん
に
対
し
て
畏
敬
に
近
い
気
持
を
抱
い
て
い
た
の
で
、
そ
の
前
に
出
る
と
、
自
然
と
体
が
固
く

な
っ
て
思
う
よ
う
に
し
ゃ
べ
れ
な
か
っ
た
。
兄
の
親
友
と
し
て
も
っ
と
も
身
近
に
い
た
人
だ
っ
た
け
れ
ど
、
親
し
む
こ
と
も
な
く
遠
く
か

ら
ス
タ
ー
に
対
す
る
憧
れ
の
よ
う
に
見
て
い
た
。」「
兄
と
話
を
し
て
い
る
時
は
「
裸
に
な
れ
る
」
と
言
っ
て
、
く
つ
ろ
い
で
笑
っ
て
い
た

北
條
さ
ん
の
明
る
い
顔
が
、
い
ま
で
も
眼
に
残
っ
て
い
る
。」
と
書
く
一
方
で
、「「
辛
辣
な
毒
舌
を
た
た
き
、
会
う
人
々
を
こ
き
下
ろ
し
、

酷
評
す
る
一
面
、
人
な
つ
っ
こ
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
年
の
若
い
わ
り
に
社
交
的
な
如
才
な
さ
も
備
え
て
い
た
」「
孤
独
な
人
で
あ
っ
た
」

と
評
し
て
み
せ
る
。
だ
が
そ
れ
ら
は
、
個
人
的
に
見
出
さ
れ
た
北
條
の
一
面
、
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
は
な
い
。

　
こ
れ
か
ら
八
年
ば
か
り
後
に
書
か
れ
た
と
お
ぼ
し
い
、
光
岡
良
二
の
『
い
の
ち
の
火
影
』
刊
行
後
の
文
章
「
兄
と
北
條
さ
ん
と
」
で
は

少
し
津
田
の
ト
ー
ン
が
変
わ
る
。「
私
ほ
ど
哀
切
の
思
い
を
持
っ
て
こ
の
本
を
読
ん
だ
も
の
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
思

い
が
私
に
こ
の
ペ
ン
を
と
ら
せ
た
。
北
條
さ
ん
が
い
の
ち
の
友
と
呼
ん
だ
東
條
耿
一
は
私
の
肉
親
の
兄
で
あ
り
、
あ
の
文
中
に
出
て
く
る

一
人
一
人
は
、
若
き
日
の
兄
の
姿
で
あ
り
、
そ
の
交
友
た
ち
で
あ
る
。
そ
の
身
近
に
私
も
生
き
て
い
た
。
青
春
と
呼
ぶ
に
は
あ
ま
り
に
灰

色
で
希
望
も
夢
も
な
か
っ
た
時
代
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
皆
若
い
情
熱
を
持
っ
て
文
学
を
論
じ
、
恋
愛
を
論
じ
て
い
た
。
北
條
さ
ん
は
二
十

三
歳
、
兄
は
三
十
歳
で
逝
っ
た
。
今
に
し
て
思
う
と
な
ん
と
若
か
っ
た
か
」
と
い
う
文
章
は
、
自
分
も
そ
の
身
近
に
い
た
も
の
と
し
て
の

哀
惜
を
示
し
て
お
り
、
こ
と
に
文
名
高
い
北
條
に
対
し
て
よ
り
、
兄
東
條
耿
一
に
対
す
る
思
い
が
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
強
く
感

じ
取
れ
る
の
で
あ
る
が
、
兄
と
繋
げ
て
、
北
條
の
姿
も
見
出
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
東
京
創
元
社
版
の
「
底
本
北
條
民
雄
全
集
」
上
巻
の
付

録
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
、
着
物
姿
で
本
棚
を
背
景
に
座
る
北
條
の
絵
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
。
お
そ
ら
く
北
條
の
外
見
を
伝
え
る
唯
一
の

絵
姿
な
の
だ
が
、
北
條
の
死
後
そ
の
父
親
に
渡
さ
れ
た
が
持
ち
帰
ら
れ
ず
事
務
所
に
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
絵

を
北
條
に
頼
ま
れ
て
東
條
が
書
い
た
時
の
様
子
に
つ
い
て
「「
お
い
、
東
條
、
美
男
子
に
書
い
て
く
れ
よ
」
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
北
條
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さ
ん
は
笑
わ
せ
、
兄
と
二
人
で
楽
し
そ
う
で
あ
っ
た
と
義
姉
は
話
し
て
い
た
。」
と
書
い
て
い
る
。
ま
た
、「
北
條
さ
ん
の
思
い
出
」
と
同

様
こ
こ
で
も
「
身
近
に
は
い
た
け
れ
ど
も
、
口
を
き
く
の
が
怖
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
書
き
、
津
田
の
北
條
に
対
し
て
持
っ
て
い
た
印
象

の
強
さ
を
感
じ
さ
せ
る
の
だ
が
、
死
を
前
に
し
た
北
條
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
津
田
と
北
條
の
一
対
一
の
対
面
が
実
に
印
象
的
だ
。

　
北
條
さ
ん
が
亡
く
な
る
数
日
前
、
義
姉
に
頼
ま
れ
て
わ
た
し
が
病
室
に
洗
濯
物
を
届
け
に
行
っ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
北
條
さ
ん
の

重
態
な
こ
と
を
聞
か
さ
れ
て
い
た
の
で
、
私
は
び
く
び
く
し
な
が
ら
そ
っ
と
洗
濯
物
を
置
い
て
帰
ろ
う
と
す
る
と
、
北
條
さ
ん
は
痩
せ

て
眼
の
く
ぼ
ん
だ
蒼
白
い
顔
を
向
け
、
細
い
手
で
私
の
萎
え
た
手
を
取
っ
た
。

　「
君
の
手
は
冷
た
い
ね
。
可
哀
相
に
…
…
」

と
言
っ
て
撫
で
さ
す
る
の
で
あ
る
。

　「
こ
ん
な
に
冷
え
て
い
る
」、
可
哀
相
に
…
…
」

と
繰
り
返
し
て
言
う
。
こ
ん
な
優
し
い
北
條
さ
ん
に
接
し
た
の
は
初
め
て
な
の
で
、
私
は
ど
ぎ
ま
ぎ
し
、
び
っ
く
り
し
た
。
こ
の
と
き
、

私
は
な
ん
と
な
く
北
條
さ
ん
に
死
期
の
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
た
。
そ
れ
か
ら
数
日
し
て
、
北
條
さ
ん
は
逝
っ
た
。

長
い
引
用
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
い
る
北
條
は
、
確
か
に
優
し
い
が
、
死
を
前
に
し
て
気
弱
な
人
恋
し
さ
に
捕
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
も
あ
っ

た
ろ
う
。
し
か
し
同
時
に
、
死
を
間
近
に
し
た
苦
し
さ
の
中
で
力
を
振
り
絞
っ
た
行
為
だ
と
す
る
と
、
北
條
の
持
つ
強
さ
を
見
て
取
る
こ

と
も
許
さ
れ
よ
う
。
津
田
は
「
な
ぜ
か
北
條
さ
ん
だ
け
は
、
あ
の
ま
ま
火
花
の
よ
う
な
生
を
閉
じ
た
方
が
良
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
な

ら
な
い
。」
と
い
う
文
章
で
こ
の
エ
ッ
セ
イ
を
閉
じ
る
。
北
條
の
激
し
さ
が
印
象
に
残
る
の
で
あ
る
。
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3

　
光
岡
良
二
が
『
い
の
ち
の
火
影
』
の
「
二
年
目
の
夏
」「
こ
の
夏
の
数
ヶ
月
の
北
条
の
日
々
は
、
東
条
耿
一
と
の
熱
っ
ぽ
い
交
友
に
明

け
暮
れ
て
い
る
。
─
略
─
そ
れ
は
同
性
愛
の
持
つ
激
し
い
情
熱
に
さ
え
似
て
い
る
」
と
ま
で
書
い
た
、
津
田
の
兄
で
あ
る
東
條
耿
一
は
殆

ど
北
條
に
つ
い
て
の
文
章
を
残
し
て
い
な
い
。
東
條
は
北
条
の
死
後
五
年
も
た
た
な
い
昭
和
十
七
年
九
月
に
な
く
な
っ
て
い
る
し
、
肖
像

画
を
残
し
て
く
れ
た
だ
け
で
十
分
だ
っ
た
と
も
言
え
る
が
。
東
條
が
創
元
社
版
全
集
下
巻
に
寄
せ
た
「
臨
終
記
」
は
、
北
條
の
死
に
ゆ
く

日
々
の
様
子
を
伺
う
こ
と
が
出
来
る
貴
重
な
も
の
だ
。

　「
私
が
抱
起
し
て
や
る
と
ほ
つ
と
し
た
や
う
に
、
さ
う
し
て
呉
れ
る
と
助
か
る
な
あ
、
と
嬉
し
げ
で
あ
つ
た
。」「
蒲
団
が
重
い
な
あ

…
…
と
苦
し
げ
に
呟
い
た
。」「
君
、
代
筆
し
て
呉
れ
。
と
云
つ
た
り
、
あ
あ
、
小
説
が
書
き
た
い
な
あ
…
…
と
悲
し
げ
に
呟
く
事
も
あ
つ

た
。」
と
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
重
ね
た
あ
と
に
東
條
が
記
す
の
は
、「
死
ぬ
二
、
三
日
前
に
は
、
心
も
ず
つ
と
平
静
に
な
り
、
私
な
ど
の

測
り
知
れ
な
い
高
遠
な
世
界
に
遊
ん
で
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
た
。
お
れ
は
死
な
ど
恐
れ
は
し
な
い
。
も
う
準
備
は
出
来
た
。
只
お
れ
が
書

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
残
す
事
で
心
残
り
だ
。
だ
が
そ
れ
も
愚
痴
か
も
知
れ
ん
、」
と
い
う
北
條
の
、
辿
り
着
い
た
死
を
受
け
入

れ
よ
う
と
す
る
心
境
で
あ
り
、「
底
光
り
の
す
る
眼
を
じ
つ
と
何
者
か
に
集
中
さ
せ
、
げ
つ
そ
り
落
ち
こ
ん
だ
頬
に
小
暗
い
影
を
宿
し
て

静
か
に
仰
臥
し
て
ゐ
る
彼
の
姿
」
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
「
何
か
い
た
ま
し
い
も
の
」
を
感
じ
な
が
ら
も
、
つ
ま
り
は
「
或
る
不
思
議
な
澄

ん
だ
力
を
」
感
じ
る
自
分
と
の
繋
が
り
で
あ
っ
た
。
北
条
の
日
記
の
中
に
た
び
た
び
登
場
す
る
東
條
で
あ
れ
ば
、
津
田
も
そ
の
一
人
で
あ

っ
た
よ
う
な
女
性
問
題
へ
の
言
及
が
繰
り
返
し
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
い
う
面
を
も
描
い
て
欲
し
か
っ
た
と
い
う
思
い
が
残

る
。



語られた北條民雄

87

　
同
じ
く
北
條
の
文
学
仲
間
で
あ
っ
た
光
岡
良
二
は
『
い
の
ち
の
火
影
』
を
著
す
こ
と
に
な
る
が
、
全
集
に
は
「
北
條
民
雄
の
人
と
生

活
」
を
書
い
て
い
る
。

　「
小
刀
で
で
も
え
ぐ
つ
た
や
う
に
細
く
小
さ
な
、
そ
し
て
ど
こ
か
三
角
な
眼
、
そ
れ
は
笑
ふ
と
殆
ど
無
く
な
つ
て
し
ま
ひ
さ
う
に
な
り

な
が
ら
、
そ
の
奥
に
キ
ラ
と
光
る
何
か
が
あ
る
。
始
め
て
の
人
な
ら
ま
と
も
に
合
せ
て
ゐ
ら
れ
な
い
眼
」
を
し
た
、
し
か
し
「
本
来
の
性

情
は
明
る
い
、
人
な
つ
こ
い
、
或
る
意
味
で
楽
天
的
な
も
の
」
を
持
っ
た
青
年
、
と
描
写
す
る
。「
十
時
頃
に
目
を
覚
ま
す
。
同
室
者
達

は
も
う
そ
れ
ぞ
れ
作
業
に
出
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
。
独
り
で
朝
食
の
汁
を
温
め
た
り
食
卓
を
調
へ
る
の
を
面
倒
臭
が
つ
て
、
そ
の
ま
ま
書
斎

に
入
り
、
粗
末
な
菓
子
と
茶
で
朝
食
に
代
へ
、
そ
れ
か
ら
昼
ま
で
は
書
け
て
も
書
け
な
く
て
も
机
に
向
つ
て
過
ご
す
。
午
後
も
気
が
向
け

ば
書
き
続
け
る
。」
と
い
う
北
條
の
一
日
の
過
ご
し
方
は
、
作
家
と
し
て
世
に
出
て
か
ら
の
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
文
学
だ
け
に
向
き
合

っ
て
い
た
北
條
の
姿
を
強
調
し
て
見
せ
て
い
る
。「
北
条
に
は
友
達
が
少
な
か
つ
た
。
殊
に
文
学
に
専
心
し
出
し
て
か
ら
は
、
も
う
交
友

の
範
囲
は
五
指
に
満
た
な
い
位
だ
つ
た
。
多
く
の
人
は
彼
の
強
い
む
き
出
し
の
我
儘
や
孤
高
だ
け
を
見
て
そ
れ
が
愛
情
へ
の
苦
し
い
ほ
ど

清
潔
な
要
求
か
ら
出
て
ゐ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
つ
た
」
と
、
書
く
時
、
そ
こ
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
北
條
は
、
彼
等
の
人
と
な
り
を
知

り
共
に
文
学
に
向
か
お
う
と
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
自
明
で
あ
る
と
し
て
も
、
多
く
の
北
條
を
見
知
る
程
度
の
人
々
に
は
理
解
さ
れ
る
こ

と
少
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
プ
ラ
イ
ド
高
い
気
む
ず
か
し
い
と
敬
遠
さ
れ
が
ち
な
人
間
で
あ
る
。
津
田
も
書
い
て
い
た
よ
う
に
。
そ
の
よ
う

な
北
條
観
は
一
面
の
真
実
で
は
あ
ろ
う
が
、
他
方
で
彼
等
が
北
條
と
の
繋
が
り
を
強
調
す
る
た
め
に
選
ば
れ
て
い
る
も
の
、
で
も
あ
ろ
う
。

　『
い
の
ち
の
火
影
』
で
光
岡
は
「
そ
れ
を
見
聞
し
た
も
の
の
消
滅
と
と
も
に
消
え
去
っ
て
し
ま
う
そ
の
よ
う
な
一
人
の
人
間
の
具
体
の

姿
を
細
大
漏
ら
さ
ず
残
し
て
お
き
た
い
」
と
書
い
た
。
そ
の
彼
が
残
し
た
北
條
の
生
活
す
る
姿
を
い
く
つ
か
拾
っ
て
み
よ
う
。
な
お

（
　
）
内
の
説
明
は
引
用
者
に
よ
る
。
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　「
野
球
は
入
院
前
、
亀
戸
時
代
に
工
場
の
野
球
部
に
入
っ
て
相
当
や
っ
た
ら
し
く
、
プ
レ
イ
は
洗
練
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
小
柄

な
彼
が
一
塁
手
を
や
ら
さ
れ
て
い
た
。
負
け
ず
ぎ
ら
い
で
、
自
分
た
ち
の
チ
ー
ム
の
旗
色
が
悪
く
な
っ
て
く
る
と
、「
俺
に
や
ら
せ
ろ
、

や
ら
せ
ろ
」
と
言
っ
て
、
捕
手
を
や
っ
た
り
投
手
を
や
っ
た
り
、
自
分
で
買
っ
て
出
て
夢
中
で
あ
っ
た
。」

　「
彼
は
河
上
氏
の
印
象
を
「
材
木
屋
の
若
旦
那
と
い
う
感
じ
だ
っ
た
」
と
評
し
た
り
、
資
生
堂
で
一
足
早
く
帰
っ
て
ゆ
く
横
光
氏
が

「
北
条
君
、
さ
よ
な
ら
」
と
太
い
声
で
言
っ
た
口
調
を
私
た
ち
の
前
で
ま
ね
て
見
せ
た
り
し
て
、
機
嫌
が
良
か
っ
た
。」（
昭
和
十
一
年
二
月
、

式
場
俊
三
の
部
屋
に
泊
ま
っ
て
帰
っ
て
き
た
後
で
）

　「
十
二
畳
半
の
ガ
ラ
ン
と
人
の
出
払
っ
た
部
屋
の
前
も
裏
も
ガ
ラ
ス
障
子
を
開
け
放
し
て
、
裸
電
球
が
ぶ
ら
下
が
っ
た
畳
の
真
ん
中
に
、

北
条
は
猿
股
一
つ
の
裸
に
な
っ
て
、
大
の
字
に
ひ
っ
く
り
返
っ
て
い
た
。
─
略
─
痩
せ
て
肋
骨
の
数
え
ら
れ
る
胸
や
、
貧
弱
な
手
足
の
様

は
、
叩
き
つ
け
ら
れ
た
蛙
そ
の
ま
ま
の
哀
れ
さ
で
、
そ
れ
が
精
一
杯
威
張
り
返
っ
て
い
る
─
略
─
私
た
ち
が
、
あ
ら
た
め
て
彼
の
滑
稽
な

姿
に
笑
い
だ
す
と
、
北
条
も
仕
方
な
し
に
、
顔
中
く
し
ゃ
く
し
ゃ
に
し
た
泣
き
笑
い
の
表
情
に
な
っ
た
。」（
昭
和
十
二
年
六
月
、
密
か
に
自

殺
を
決
意
し
東
京
大
阪
を
二
週
間
放
浪
し
た
後
帰
院
し
た
二
十
三
日
に
）

　「
彼
は
十
二
畳
半
の
共
同
居
室
の
障
子
の
外
側
に
「
病
中
に
つ
き
年
賀
欠
礼
仕
候
　
北
条
民
雄
」
と
半
紙
に
墨
書
し
て
貼
り
付
け
て
い

た
。」（
昭
和
十
二
年
の
正
月
に
）

　「
北
条
は
夕
方
な
ど
風
呂
帰
り
の
濡
れ
手
拭
い
を
ぶ
ら
さ
げ
た
ま
ま
、
ベ
ッ
ド
の
私
を
覗
き
に
来
た
。
彼
は
今
ま
で
大
抵
彼
が
見
舞
わ

れ
る
側
で
あ
っ
た
の
が
逆
に
な
っ
て
、
見
舞
う
立
場
に
な
っ
た
こ
と
が
何
と
な
く
嬉
し
そ
う
で
あ
っ
た
。
痩
せ
て
は
い
た
が
気
魄
に
満
ち
、

毎
日
下
痢
に
悩
ん
で
い
る
病
人
と
は
思
え
な
か
っ
た
。」（
光
岡
が
痔
の
手
術
で
重
症
病
棟
に
入
っ
て
い
た
折
に
）

　「
北
条
は
、
自
分
が
も
し
元
気
に
な
れ
た
ら
、
病
院
内
の
あ
る
娘
と
結
婚
し
て
、
草
津
の
自
由
地
区
へ
行
っ
て
住
み
た
い
。
そ
れ
で
、

私
か
ら
そ
ん
な
求
婚
を
先
方
の
女
に
伝
え
て
、
気
持
を
き
い
て
く
れ
な
い
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
─
略
─
も
し
彼
女
が
受
け
入
れ
て
く
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れ
る
な
ら
、
そ
れ
だ
け
で
俺
は
希
望
を
持
っ
て
闘
病
し
て
ゆ
け
る
と
思
う
。
そ
ん
な
希
望
が
あ
れ
ば
、
き
っ
と
よ
く
な
れ
る
に
ち
が
い
な

い
。」
─
略
─

　「「
な
ん
に
も
知
ら
な
い
私
な
ん
か
、
と
て
も
、
あ
ん
な
人
の
奥
さ
ん
に
な
ん
か
な
れ
ま
せ
ん
」
と
い
う
少
女
の
答
え
は
、
ち
ょ
っ
と
揺

す
ぶ
り
よ
う
が
な
か
っ
た
。
─
略
─
北
条
は
、「
そ
れ
で
い
い
ん
だ
。
い
や
、
そ
の
方
が
よ
か
っ
た
ん
だ
。
ど
う
も
い
ろ
い
ろ
骨
を
折
ら

せ
て
済
ま
な
か
っ
た
。
と
、
心
か
ら
済
ま
な
さ
そ
う
に
素
直
に
答
え
た
の
で
、
私
は
安
心
も
し
、
肩
の
荷
を
下
ろ
し
た
気
持
で
ほ
っ
と
し

た
。（
死
の
一
月
ほ
ど
前
に
）

　『
い
の
ち
の
火
影
』
は
、
北
條
の
日
記
や
書
簡
、
つ
ま
り
は
全
集
の
文
章
を
ベ
ー
ス
に
、
残
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
北
條
を
知
る

も
の
と
し
て
の
立
場
か
ら
評
言
を
加
え
て
い
き
、
そ
れ
を
繋
げ
て
そ
の
入
院
後
の
生
を
追
い
か
け
た
も
の
で
あ
り
、
光
岡
そ
の
人
の
北
條

と
の
関
わ
り
の
中
で
出
会
い
感
得
し
た
北
條
民
雄
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
の
描
写
は
意
外
に
少
な
い
。
北
條
自
身
に
語
ら
せ
る
、
と
い
う

方
法
を
基
本
に
お
い
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
見
た
よ
う
に
い
く
つ
か
、
北
條
の
姿
が
見
え
る
。
例
え
ば
、
自
分
の
病
気

の
重
さ
を
知
り
な
が
ら
闘
病
の
た
め
に
好
ま
し
い
女
性
の
心
を
求
め
る
北
條
の
姿
は
た
だ
プ
ラ
イ
ド
高
く
文
学
に
専
念
す
る
こ
と
で
周
囲

の
患
者
達
を
睥
睨
す
る
か
の
よ
う
な
青
年
の
敬
遠
さ
れ
が
ち
な
姿
と
は
違
っ
て
い
る
。
作
家
と
し
て
扱
わ
れ
た
喜
び
を
仲
間
に
分
け
与
え

る
よ
う
に
は
し
ゃ
い
で
真
似
な
ど
し
て
み
せ
る
姿
は
、
そ
の
後
に
や
は
り
癩
病
患
者
と
し
て
胸
の
内
で
は
距
離
を
感
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と

を
知
り
落
ち
こ
む
姿
と
と
も
に
、
北
條
の
年
齢
相
応
の
若
さ
を
鮮
や
か
に
示
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

　
光
岡
は
こ
の
よ
う
に
自
ら
の
見
知
っ
て
い
た
北
條
の
姿
を
、
す
で
に
「
青
年
」
と
い
う
、
全
生
病
院
の
院
内
誌
「
山
桜
」
の
懸
賞
小
説

に
入
選
し
た
小
説
の
形
で
、
北
條
の
死
後
ま
も
な
く
描
い
て
見
せ
て
い
る
。
そ
の
中
で
は
、
生
島
が
北
條
で
あ
り
杉
井
が
光
岡
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
生
島
は
「
頬
骨
が
ひ
ど
く
尖
り
、
何
時
も
の
や
う
に
ぱ
さ
り
と
覆
つ
た
髪
」。
こ
れ
が
、
彼
の
唯
一
の
容
貌
の
描
写
だ
。
他
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は
、
癩
病
を
負
っ
た
人
間
と
し
て
い
か
に
病
気
と
、
病
気
を
負
っ
た
生
と
向
か
い
合
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
思
い
が
描
写
さ
れ
て

い
く
。

例
え
ば
。

　「
俺
は
毎
日
死
を
考
へ
な
い
日
は
殆
ど
な
い
」

と
か
れ
は
よ
く
重
苦
し
い
気
持
で
告
白
し
た
が
、
生
島
の
場
合
そ
れ
は
弱
々
し
い
ペ
シ
ミ
ズ
ム
で
な
く
、
自
分
の
置
か
れ
た
屈
辱
の
生
存

へ
の
は
げ
し
い
忿
懣
の
し
わ
ざ
な
の
だ
と
、
杉
井
は
思
つ
た
。

　「
癩
者
の
苦
痛
な
ん
て
、
社
会
に
と
つ
て
何
も
の
を
も
生
み
だ
し
や
し
な
い
ん
だ
。
癩
者
は
結
局
首
を
く
く
つ
て
し
ま
ふ
事
が
一
番
い

い
ん
だ
。」

と
言
ひ
切
る
生
島
に
、
杉
井
は
単
に
若
い
自
棄
者
の
暴
言
と
い
つ
て
済
ま
せ
な
い
、
は
げ
し
い
誠
実
さ
が
籠
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
感
ぜ
ず
に

は
ゐ
ら
れ
な
い
の
だ
つ
た
。

お
い
、
杉
井
、
俺
も
こ
の
頃
聖
書
を
読
み
出
し
た
ぞ
。
ヨ
ブ
記
は
い
い
な
あ
。

癩
者
は
宗
教
以
外
に
は
一
つ
も
生
き
る
道
は
な
い
。
そ
の
事
は
も
う
確
か
だ
。
そ
の
事
を
俺
は
も
う
幾
月
も
考
え
抜
い
て
来
た
ん
だ
。
だ

が
、
だ
が
俺
は
駄
目
だ
。
俺
は
ど
う
し
て
も
神
を
信
じ
ら
れ
な
い
男
だ
。
俺
自
身
の
奥
底
に
は
げ
し
く
そ
れ
に
反
発
す
る
も
の
が
あ
る
ん

だ
。
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杉
井
は
ふ
と
、
或
時
の
生
島
の
言
葉
を
思
ひ
出
し
た
。

　「
あ
あ
、
俺
は
、
今
一
度
、
五
分
間
だ
け
で
い
い
か
ら
元
の
軆
に
な
り
た
い
。
癩
と
い
ふ
意
識
す
ら
も
な
く
、
絶
対
に
自
由
な
個
性
の

喜
び
を
の
び
の
び
と
呼
吸
し
た
い
。
其
の
五
分
間
を
之
か
ら
の
生
涯
に
換
へ
た
つ
て
惜
し
く
は
な
い
。」

（「
青
年
」
引
用
は
前
出
『
癩
文
学
集
　
望
郷
歌
』
に
よ
っ
た
。）

　
お
そ
ら
く
、
光
岡
が
見
た
北
條
の
姿
は
、
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
だ
。
生
島
は
、
つ
ま
り
北
條
は
け
し
て
や
け
に
な
っ
て
粗
暴
に
人
生

を
扱
っ
た
り
は
し
な
い
。
そ
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
か
ね
な
い
言
葉
を
口
に
す
る
こ
と
は
多
々
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
裏
に
は
真
摯

な
姿
勢
が
あ
る
。
そ
の
思
い
が
最
後
の
「
五
分
間
だ
け
で
い
い
か
ら
元
の
軆
に
な
り
た
い
。」
と
い
う
切
実
で
切
な
い
願
い
に
表
れ
て
い

る
。「
絶
対
に
自
由
な
個
性
の
喜
び
を
の
び
の
び
と
呼
吸
し
た
い
」
と
い
う
言
葉
は
そ
の
ま
ま
光
岡
の
願
い
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
癩
を
病

み
苦
悩
の
う
ち
に
呻
吟
す
る
誰
も
の
心
の
内
に
あ
る
願
い
だ
と
言
っ
て
も
い
い
。「
絶
対
に
自
由
」
と
い
う
表
現
は
癩
か
ら
解
放
さ
れ
て

ど
の
よ
う
に
も
、
ど
こ
で
で
も
生
き
ら
れ
る
境
遇
で
あ
る
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
。
北
條
は
、
そ
の
よ
う
な
癩
者
の
思
い
を
他
者
に
向
か
っ

て
表
出
し
て
く
れ
た
存
在
な
の
で
あ
る
。
光
岡
は
自
身
も
文
学
に
心
掴
ま
れ
た
人
間
で
あ
る
が
故
に
、
北
條
を
、
癩
院
の
外
の
世
界
で
作

家
と
な
り
得
た
力
を
、
そ
の
幸
運
も
含
め
て
認
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
基
本
的
に
そ
の
思
い
は
、
三
十
年
を
経
て
纏
め
ら
れ

た
『
い
の
ち
の
火
影
』
で
も
、
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。

4

　『
癩
文
学
集
　
望
郷
歌
』
に
、「
北
条
民
雄
・
明
石
海
人
　
そ
れ
か
ら
癩
の
無
名
作
家
た
ち
」
と
い
う
多
田
貞
久
の
文
章
が
収
め
ら
れ
て

い
る
。
多
田
は
、「
昭
和
十
一
年
の
新
嘗
祭
の
当
日
、
私
は
所
用
が
あ
つ
て
全
生
病
院
を
訪
れ
、「
山
桃
」
の
編
輯
者
の
麓
花
冷
に
逢
ひ
麓
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の
紹
介
で
北
条
を
も
相
知
る
機
会
を
得
た
。」
と
書
い
て
い
る
が
、
北
條
の
日
記
は
そ
の
前
後
を
欠
い
て
い
る
。

　
多
田
が
見
た
北
條
の
外
見
は
、
発
病
後
長
い
麓
の
「
か
な
り
重
い
結
節
癩
の
症
状
が
現
は
れ
て
居
つ
た
。
眉
毛
も
脱
落
し
て
ゐ
た
し
、

眼
も
侵
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
」
で
あ
る
の
に
く
ら
べ
、「
極
く
初
期
の
神
経
癩
と
云
ふ
こ
と
で
、
素
人
眼
に
は
そ
れ
と
わ
か
ら
ぬ
ほ
ど
の
症

状
」
で
し
か
な
か
っ
た
。
北
條
は
多
田
に
「
患
者
た
ち
は
長
く
ゐ
る
と
皆
も
う
こ
の
生
活
に
す
つ
か
り
慣
れ
切
つ
て
刺
激
の
な
い
豚
の
や

う
に
鈍
重
に
な
つ
て
し
ま
ふ
ん
で
す
よ
。
私
は
そ
れ
が
恐
い
の
で
す
。
私
も
そ
こ
ま
で
堕
落
し
て
文
学
を
忘
れ
て
し
ま
ふ
の
が
耐
ら
な
い

の
で
す
」
と
い
う
の
だ
が
、「
十
数
年
を
懸
命
に
癩
文
学
に
精
進
し
続
け
て
き
た
先
輩
の
前
で
の
も
の
と
し
て
は
、
言
ひ
過
ぎ
は
し
な
い

か
」
と
「
麓
の
蒼
ざ
め
た
顔
色
を
不
図
見
や
つ
た
」
と
い
う
多
田
の
心
配
り
は
当
然
に
思
え
る
。

　
麓
は
「
癩
者
の
文
学
に
は
二
通
り
の
行
き
方
が
あ
る
と
僕
は
考
へ
る
ん
だ
よ
。
君
の
文
学
の
態
度
は
そ
の
一
つ
だ
、
然
し
、
癩
者
の
生

活
に
慣
れ
た
者
が
そ
の
生
活
を
徹
し
て
観
た
世
界
も
『
癩
者
の
文
学
』
と
し
て
成
り
立
た
う
ぢ
や
な
い
か
」
と
北
條
に
反
論
す
る
が
、
そ

れ
を
ど
の
よ
う
に
北
条
が
受
け
止
め
た
か
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
同
じ
よ
う
な
表
現
は
日
記
や
書
簡
の
中
で
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

北
條
が
「
癩
」
と
い
う
病
気
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
、
小
説
を
書
こ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
恐
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
と
考
え

て
よ
い
。
そ
れ
は
そ
れ
で
正
し
い
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
麓
と
い
う
、「
十
数
年
を
懸
命
に
癩
文
学
に
精
進
し
続
け
て
き
た
」、
重
い
症

状
が
外
見
に
そ
れ
と
分
か
る
ほ
ど
で
あ
る
先
達
を
傍
ら
に
置
い
た
時
そ
の
文
学
に
志
す
純
粋
さ
の
表
れ
と
い
う
よ
り
、
傲
岸
と
も
と
れ
る
、

思
い
や
り
に
欠
け
た
発
言
と
と
ら
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
文
学
に
関
し
て
は
先
輩
も
後
輩
も
な
い
、
厳
し
い
姿
勢
を
貫
い
た
北
條
の
評
価

さ
れ
る
べ
き
姿
な
の
で
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
る
と
、
そ
う
は
受
け
止
め
に
く
い
だ
ろ
う
。

　『
癩
文
学
集
　
望
郷
歌
』
に
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
編
者
の
式
場
隆
三
郎
の
「
癩
者
の
医
学
と
文
学
─
北
条
民
雄
君
と
語
る
」
と
題

す
る
文
章
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
北
條
の
文
学
へ
の
思
い
の
強
さ
が
散
見
さ
れ
る
。
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　「
私
の
眼
は
、
も
う
何
年
も
つ
で
せ
う
？
」
と
二
十
四
歳
の
北
条
君
は
受
持
の
医
者
に
き
い
て
ゐ
た
。「
さ
あ
、
十
年
は
持
つ
だ
ら
う
」

と
医
者
は
答
へ
る
。「
十
年
か
…
」
と
若
い
作
家
は
感
慨
深
げ
に
肯
く
。

　「
十
年
で
書
き
た
い
こ
と
を
、
書
い
て
終
わ
ね
ば
…
」
と
彼
は
淋
し
げ
に
私
の
顔
を
見
守
つ
た
。

─
略
─
　
医
者
の
方
で
は
患
者
を
慰
め
る
た
め
に
、
最
大
限
と
し
て
十
年
と
い
つ
た
の
か
も
し
れ
ぬ
、
し
か
し
若
い
作
家
に
は
あ
ま
り
短

く
感
じ
ら
れ
た
ら
う
。
そ
の
十
年
後
に
來
る
暗
黒
の
世
界
を
、
彼
は
ど
う
し
て
生
き
抜
か
う
と
す
る
の
か
。

　
式
場
は
北
條
が
書
く
こ
と
に
そ
の
生
の
総
て
を
費
や
す
で
あ
ろ
う
こ
と
を
疑
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
手
法
で
、
病
院

内
で
は
な
く
社
会
に
あ
る
癩
者
を
書
い
た
小
説
を
、
と
い
う
式
場
に
対
し
て
は
「
今
ま
で
は
病
院
の
中
だ
け
見
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら

は
社
会
に
ゐ
る
癩
者
に
も
眼
を
向
け
る
つ
も
り
で
す
」
と
言
う
北
條
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
言
葉
を
重
ね
て
読
め
ば
、
け
し
て
多
田
や
麓
を
前
に
し
て
北
條
が
傲
岸
に
麓
た
ち
の
文
学
を
見
下
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
だ
が
。
多
田
は
北
條
に
つ
い
て
「
彼
は
天
才
で
あ
り
、
情
熱
的
な
若
さ
を
も
つ
て
、
素
晴
ら
し
い
文
学
を
未
開
拓

の
素
材
の
上
に
形
作
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
そ
の
文
学
が
世
間
的
に
高
名
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
島
木
氏
に
対
す
る
抗
弁
と
全
く
同

様
な
抗
弁
が
同
じ
癩
者
の
仲
間
か
ら
北
条
に
向
け
て
放
た
れ
、
そ
し
て
彼
は
療
養
所
と
云
ふ
局
限
さ
れ
た
世
界
に
於
て
さ
へ
も
尚
全
く
孤

独
な
生
活
を
生
き
つ
づ
け
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。」
と
評
し
て
み
せ
る
。
し
か
し
、
北
條
の
文
学
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
、
一
方
で
同
じ

よ
う
に
病
む
人
間
達
に
と
っ
て
は
簡
単
に
評
価
し
き
れ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
を
こ
の
麓
を
交
え

た
時
間
だ
け
に
見
出
す
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ
り
、
他
に
そ
れ
な
り
の
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
示
さ
れ
な
い
。
読
む
も
の

に
と
っ
て
は
、
お
そ
ら
く
式
場
の
文
章
の
誠
実
に
文
学
に
向
か
う
北
條
の
姿
よ
り
も
、
麓
の
存
在
を
無
視
し
た
か
の
よ
う
な
北
條
の
言
葉

の
方
が
印
象
に
残
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
は
、
こ
こ
で
の
北
條
の
印
象
は
け
し
て
い
い
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
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5

　「
文
学
界
」（
昭
和
十
二
年
十
二
月
号
）
に
発
表
さ
れ
た
「
続
重
病
室
日
記
」
の
九
月
二
十
八
日
の
く
だ
り
に
、
日
戸
修
一
が
遊
び
に
訪
れ

た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
日
戸
が
式
場
隆
三
郎
の
病
院
を
訪
れ
た
こ
と
、
そ
こ
が
繁
盛
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
語
り
合
っ
て
い
る
の
だ
が
、

折
か
ら
や
っ
て
き
て
い
た
「
病
友
光
岡
良
二
」
と
「
三
人
で
快
談
」
と
北
條
は
書
い
て
い
る
。「
快
談
」
と
書
く
か
ら
に
は
よ
ほ
ど
話
が

弾
ん
で
楽
し
い
一
時
だ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
式
場
の
教
え
子
で
あ
り
、
北
条
の
日
記
の
中
で
は
「
日
東
」
と
誤
記
さ
れ
た
り
し
な
が
ら

も
、
そ
の
名
を
幾
度
か
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
光
岡
の
『
い
の
ち
の
火
影
』
で
は
、「
二
十
四
で
死
す
」
の
章
、
参
列
者
が
少
な
い
葬
儀

の
場
面
で
「
た
だ
ひ
と
り
若
い
医
官
の
日
戸
修
一
氏
が
白
い
予
防
衣
の
勤
務
衣
の
ま
ま
で
来
て
く
れ
た
」
と
あ
り
、「
日
戸
氏
が
祭
壇
の

前
に
膝
頭
を
そ
ろ
え
て
坐
り
、
両
掌
を
軽
く
畳
に
つ
け
て
頭
を
垂
れ
た
姿
勢
で
「
北
條
君
、
君
は
…
…
」
と
い
う
よ
う
な
呼
び
か
け
で
、

新
劇
俳
優
の
せ
り
ふ
の
よ
う
な
感
傷
的
な
悼
詞
を
語
り
出
し
た
の
で
、
私
は
思
わ
ず
噴
き
だ
し
そ
う
に
な
る
の
を
こ
ら
え
る
の
に
骨
を
折

っ
た
。」
と
、
き
ま
じ
め
そ
う
な
青
年
医
の
姿
が
描
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
日
戸
の
「
青
年
癩
医
の
手
記
」
が
『
癩
文
学
集
　
望
郷
歌
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
癩
治
療
の
現
状
や
癩
医
と
し
て
働
く
自
身
の
感
懐
を
述
べ
た
も
の
だ
が
、「
北
条
民
雄
」
と
題
し
た
く
だ
り
で
北

條
に
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
北
條
と
交
流
の
あ
っ
た
者
と
し
て
北
條
の
人
と
な
り
や
彼
か
ら
受
け
た
印
象
を
綴
っ
て
い
る
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。

　
私
は
文
学
者
で
も
な
い
し
、
詩
人
で
も
な
い
。
だ
か
ら
、
北
条
民
雄
を
文
学
的
に
論
ず
る
な
ど
と
い
ふ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
し
、
敢

て
私
は
恥
に
す
ら
思
ふ
。
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私
は
北
条
民
雄
の
文
学
は
決
し
て
現
代
の
療
養
所
を
語
つ
て
ゐ
る
も
の
で
な
い
こ
と
や
、
一
た
い
北
条
が
偽
装
深
刻
さ
惨
澹
さ
を
反
抗

的
に
訴
へ
た
ん
で
、
依
然
と
し
て
療
養
所
は
癩
の
楽
園
で
あ
り
花
園
で
あ
り
一
人
と
し
て
こ
こ
か
ら
逃
走
し
や
う
と
す
る
も
の
の
な
い
こ

と
を
屡
々
か
い
た
。
こ
れ
で
は
、
随
分
多
く
の
反
撃
を
う
け
非
難
を
う
け
た
。
し
か
し
、
だ
れ
が
ど
う
言
は
う
と
北
条
は
文
学
者
で
は
な

く
、
誇
大
す
る
ヂ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
。

　
結
局
若
い
北
条
が
え
ら
か
つ
た
の
だ
。
癩
の
た
め
で
な
く
自
分
の
位
置
を
賭
博
し
て
療
養
所
を
十
四
世
紀
の
お
伽
話
の
や
う
な
暗
澹
さ

に
も
ど
し
、
か
う
す
れ
ば
浮
気
な
輿
論
は
自
分
の
文
学
に
ど
う
し
て
も
気
を
向
け
て
く
る
だ
ら
う
か
と
か
う
考
へ
た
。
し
か
し
こ
の
た
め

癩
の
事
実
は
い
か
に
障
害
さ
れ
た
か
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
日
戸
修
一
「
青
年
癩
医
の
手
記
」
前
出
『
癩
文
学
集
　
望
郷
歌
』
所
収
）

　「
恥
に
す
ら
思
ふ
」「
偽
装
深
刻
さ
や
惨
澹
さ
を
反
抗
的
に
訴
へ
た
」「
誇
大
な
る
ヂ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
」「
癩
の
事
実
は
い
か
に
障
害
さ
れ

た
か
」
と
い
っ
た
語
句
が
目
を
引
く
。
つ
ま
り
は
北
條
は
文
学
者
で
は
な
く
誇
大
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
過
ぎ
ず
、
癩
病
院
の
現
状
を
歪

め
て
人
々
に
誤
っ
た
癩
病
観
を
与
え
た
、
と
い
う
非
難
で
あ
っ
た
。
光
岡
は
『
い
の
ち
の
火
影
』
の
「
書
き
忘
れ
の
人
々
」
の
中
で
、

「
い
か
に
も
青
年
客
気
の
文
章
で
あ
り
、
北
条
の
文
学
動
機
を
こ
れ
以
上
誤
解
の
し
よ
う
の
な
い
ほ
ど
、
み
ご
と
に
誤
解
し
て
い
る
。
─

略
─
こ
の
文
章
は
日
戸
氏
自
身
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
的
心
性
の
人
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。」
と
断
罪
し
た
。
光
岡
の
語
り
口
は
、

日
戸
の
言
わ
れ
な
き
非
難
に
憤
り
反
駁
す
る
と
い
う
ほ
ど
強
く
は
な
い
。
取
り
上
げ
る
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
程
度
の
も
の
だ
、
と
い
う
ス

タ
ン
ス
の
よ
う
だ
。
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日
戸
の
文
章
に
つ
い
て
は
川
端
康
成
が
、
北
條
の
死
を
描
い
た
「
寒
風
」
の
中
で
触
れ
て
い
る
。

　
川
端
は
「
癩
院
の
或
る
若
い
医
師
」
の
文
章
を
「
人
身
攻
撃
を
す
る
つ
も
り
で
は
な
か
つ
た
ら
う
」「
た
だ
真
実
を
闡
明
し
た
に
過
ぎ

な
か
つ
た
ら
う
」「
文
章
は
堂
々
と
厳
格
で
、
そ
の
医
師
の
義
憤
の
調
子
さ
へ
表
は
れ
て
」
い
た
と
、
日
戸
の
文
章
の
真
偽
は
問
題
に
し

て
い
な
い
。「
死
屍
を
鞭
打
ち
、
人
格
の
真
相
を
発
か
ね
ば
な
ら
な
い
程
、
故
人
は
大
人
物
で
も
大
作
家
で
も
な
か
つ
た
」
の
で
あ
り
、

「
二
十
三
四
と
言
へ
ば
ま
だ
未
熟
な
子
供
」
だ
と
書
い
た
。「
私
は
医
師
の
非
難
を
信
じ
も
し
な
か
つ
た
。
そ
の
文
章
を
読
ん
だ
時
、
故
人

の
為
人
の
意
外
な
一
面
が
発
か
れ
て
ゐ
る
と
は
更
々
思
は
ず
、
そ
の
通
り
で
、
先
刻
承
知
だ
と
肯
ひ
な
が
ら
、
し
か
も
き
わ
め
て
浅
く
聞

き
流
し
て
、
故
人
に
対
す
る
私
の
見
解
は
少
し
も
変
ら
な
か
つ
た
。」
と
も
書
い
た
。「
若
い
癩
医
に
よ
る
と
、
故
人
は
甚
だ
し
い
自
己
主

張
の
卑
俗
な
小
人
で
、
傲
慢
で
、
猜
疑
心
が
深
く
、
嫉
妬
心
が
強
か
つ
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
私
か
ら
見
れ
ば
当
然
さ
う
あ
る
べ
き
だ
つ

た
。
怪
し
む
に
も
、
咎
め
る
に
も
足
り
な
か
つ
た
。
若
い
芸
術
家
に
通
有
の
病
弊
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
驕
慢
に
自
己
を
守
ら
な
け
れ
ば
所

詮
作
家
の
成
長
な
ど
覚
束
な
い
。
ま
し
て
故
人
は
癩
と
云
う
重
荷
を
背
負
つ
て
ゐ
た
。
余
程
肩
肘
張
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
崩
折
れ
て
し
ま

う
。」
と
い
う
の
が
、
川
端
の
北
條
（
文
中
で
は
谷
澤
）
を
弁
護
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
（「
寒
風
」
昭
和
十
六
年
一
月
「
日
本
評
論
」。
引
用
は
新

潮
社
版
「
川
端
康
成
全
集
第
七
巻
」
に
よ
る
）。

　
光
岡
も
、
川
端
の
文
章
を
こ
の
少
し
後
ま
で
引
き
「
誇
大
妄
想
的
な
自
負
が
故
人
に
は
絶
対
必
要
だ
つ
た
。
反
面
自
虐
的
な
反
省
の
強

い
故
人
だ
つ
た
。
一
癩
作
家
を
離
れ
て
言
つ
て
も
、
こ
の
二
つ
の
心
理
を
人
並
み
よ
り
少
し
く
誇
張
す
る
性
癖
か
ら
、
芸
術
の
美
は
耿
耿

と
発
す
る
の
か
も
知
れ
な
か
つ
た
。」
と
い
う
、
芸
術
家
北
條
へ
の
評
価
を
受
け
て
、「
こ
の
意
を
尽
く
し
た
川
端
氏
の
言
葉
の
あ
と
で
、

私
が
言
う
こ
と
は
何
も
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。「
傲
慢
」
で
は
あ
っ
た
が
、「
甚
だ
し
い
自
己
主
義
の
卑
俗
」
さ
な
ど
は
な
か
っ
た
、

と
。
ま
た
、
院
内
の
人
々
と
は
殆
ど
接
触
が
な
く
、
そ
の
小
説
が
読
ま
れ
る
こ
と
も
、
文
壇
で
有
名
に
な
っ
た
作
家
だ
と
知
ら
れ
る
こ
と

も
殆
ど
な
か
っ
た
と
も
書
い
た
。
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む
ろ
ん
、
日
戸
の
文
章
に
あ
る
北
條
の
姿
が
真
実
な
の
か
ど
う
か
は
こ
こ
で
問
題
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
北
條
が
表
現

さ
れ
、
そ
の
表
現
が
流
通
し
北
條
の
印
象
イ
メ
ー
ジ
を
作
っ
て
行
く
こ
と
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

6

　
川
端
は
、「
寒
風
」
で
北
條
に
つ
い
て
の
日
戸
の
文
章
に
対
し
て
殊
更
に
弁
護
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
作
家
だ
も
の
当

た
り
前
だ
よ
、
と
い
っ
た
言
い
方
で
あ
っ
た
。

　「
故
人
が
重
々
厄
介
な
患
者
に
ち
が
ひ
な
か
つ
た
の
は
、
予
て
私
に
分
か
つ
て
い
た
。
そ
れ
を
増
長
さ
せ
た
の
に
私
の
責
任
も
あ
つ

た
。」

　「
全
く
衰
え
切
つ
て
力
つ
き
て
死
ん
だ
顔
だ
つ
た
。
瞼
は
深
く
窪
み
、
眼
球
の
形
が
突
き
上
つ
て
ゐ
た
。
貧
相
な
顔
が
異
常
に
小
さ
く

な
つ
て
ゐ
た
。
眉
も
髪
も
薄
い
感
じ
だ
。
可
哀
想
に
と
言
つ
て
、
寧
ろ
笑
ひ
た
く
な
る
。
─
略
─
し
か
し
、
癩
の
結
節
や
斑
点
は
現
れ
て

ゐ
な
い
。
こ
の
意
味
で
は
綺
麗
だ
つ
た
。
ま
た
、
大
方
の
死
顔
に
あ
る
、
静
か
な
安
ら
ぎ
は
、
こ
の
顔
に
も
あ
り
、
精
神
の
高
さ
も
微
か

に
匂
ひ
残
つ
て
ゐ
た
。
た
だ
、
い
か
に
も
可
哀
想
な
死
顔
だ
つ
た
。」

　「
人
と
し
て
そ
の
作
家
を
買
い
か
ぶ
つ
た
者
は
、
実
は
世
間
に
一
人
も
な
か
つ
た
の
だ
。」

　「
二
十
二
三
歳
の
若
さ
で
世
に
認
め
ら
れ
た
故
人
が
同
院
の
癩
者
達
を
見
下
し
、
鳥
無
き
里
の
蝙
蝠
で
、
鼻
持
ち
な
ら
ぬ
振
舞
の
あ
つ

た
ら
う
こ
と
は
私
に
も
想
像
が
つ
い
た
。」

　「
故
人
は
早
く
悟
り
澄
ま
し
て
あ
き
ら
め
、
わ
れ
ひ
と
共
に
日
向
に
和
む
と
い
ふ
人
間
で
は
な
か
つ
た
。
強
い
自
我
を
曳
き
ず
り
廻
し
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て
、
い
か
に
生
く
べ
き
か
と
探
り
よ
ろ
め
く
人
間
で
あ
つ
た
。
生
臭
い
醜
さ
が
身
近
の
人
の
鼻
を
突
い
た
で
あ
ら
う
。
か
う
い
ふ
人
間
は

人
を
愛
さ
う
と
し
て
憎
む
。
死
後
の
著
作
権
を
私
に
く
れ
る
と
遺
言
し
た
ほ
ど
故
人
は
肉
親
を
厭
つ
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
も
罪
は
半
ば
故

人
に
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
。」

　「
そ
の
癩
作
家
の
気
負
つ
た
嫌
さ
を
私
も
薄
々
感
じ
て
ゐ
な
い
わ
け
で
は
な
か
つ
た
。
し
か
し
寧
ろ
尚
一
層
気
負
ふ
や
う
に
私
は
け
し

か
け
て
来
た
。」

　「
言
葉
に
よ
つ
て
己
を
飾
ら
う
と
し
、
言
葉
に
よ
つ
て
天
の
真
に
届
か
う
と
し
、
そ
の
矛
盾
に
あ
が
き
な
が
ら
、
し
た
り
げ
な
苦
渋
の

身
振
り
を
し
て
ゐ
た
癩
の
青
年
は
、
力
尽
き
た
今
、
可
笑
し
い
程
可
哀
想
な
死
に
顔
で
、
た
わ
い
な
く
横
た
は
つ
て
ゐ
た
。」

　
川
端
は
こ
の
よ
う
に
北
條
に
つ
い
て
、
そ
の
死
に
つ
い
て
書
い
た
。
し
か
し
、
結
局
川
端
は
北
條
の
生
前
の
姿
を
鮮
や
か
に
活
写
す
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
死
の
床
の
姿
は
実
際
に
見
聞
き
し
て
い
る
か
ら
書
け
る
。
し
か
し
、
日
常
の
姿
は
知
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ

っ
た
ろ
う
か
。「
私
は
故
人
を
遠
く
か
ら
見
て
ゐ
る
人
に
過
ぎ
な
か
つ
た
」
と
い
う
の
が
、
川
端
の
ス
タ
ン
ス
だ
っ
た
。
葬
儀
に
出
て
き

た
母
親
に
つ
い
て
描
い
て
は
い
る
が
、
実
際
は
父
親
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
川
端
は
周
到
に
癩
患
者
を
出
し
た
家
族
へ
の
心
遣
い
を
示
し

て
い
も
す
る
。

　
そ
の
よ
う
な
川
端
の
あ
り
方
を
問
う
て
い
る
の
で
は
な
い
。
川
端
の
こ
の
小
説
が
、
北
條
民
雄
と
い
う
作
家
の
死
を
描
い
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
、
発
表
年
を
考
え
れ
ば
、
読
者
に
は
知
り
や
す
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
中
で
こ
の
よ
う
に
川
端
は
北
條
を
描
い
た
。
そ

こ
に
は
、
癩
を
病
み
そ
の
病
の
中
で
自
身
の
表
現
を
求
め
て
呻
吟
し
、
世
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
な
が
ら
結
局
十
分
な
活
動
の
時
間

も
許
さ
れ
ず
病
に
倒
れ
た
一
人
の
「
可
哀
想
な
死
顔
」
を
し
た
作
家
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
読
者
に
流
通

し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。
病
む
自
身
の
内
面
を
描
き
続
け
た
北
条
民
雄
と
い
う
作
家
に
つ
い
て
は
、
そ
の
作
品
、
日
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記
、
書
簡
を
通
し
て
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
外
側
か
ら
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
肉
付
け
し
て
行
く
に
は
あ
ま
り

に
北
條
を
描
い
た
文
章
は
少
な
い
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
津
田
や
光
岡
の
文
章
は
、
北
條
の
身
近
に
あ
っ
て
そ
の
日
常
の
姿
を
伝
え

う
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
そ
う
は
な
り
き
っ
て
い
な
か
っ
た
。
日
戸
の
北
條
へ
の
非
難
に
し
て
も
、
文
学
に
専
心
す
る
上
で
の
我

が
儘
、
と
流
し
て
し
ま
え
そ
う
な
程
度
で
あ
る
。
見
て
き
た
よ
う
に
、
北
條
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
い
か
に
も
、
癩
に
苦
し
み
つ
つ
そ
の
生
を

文
学
に
刻
み
込
ん
で
い
っ
た
人
物
、
と
い
う
枠
を
出
て
は
い
な
い
。
恰
も
そ
の
よ
う
な
制
限
が
き
め
ら
れ
て
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
。
つ
ま

り
、
生
き
て
い
る
北
条
民
雄
の
姿
は
、
そ
れ
と
し
て
は
殆
ど
語
ら
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
も
い
い
く
ら
い
な
の
だ
。
そ
れ
は
、「
い
の
ち

の
初
夜
」
に
代
表
さ
れ
る
作
品
と
癩
と
云
う
病
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
北
條
の
イ
メ
ー
ジ
が
そ
れ
ほ
ど
に
強
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。

　
見
た
よ
う
に
、
光
岡
は
『
い
の
ち
の
火
影
』
で
、
癩
院
の
人
々
は
北
條
に
つ
い
て
や
そ
の
作
品
の
こ
と
な
ど
殆
ど
知
ら
な
か
っ
た
と
述

べ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
に
、
我
々
は
未
だ
に
、
北
條
民
雄
と
い
う
作
家
と
し
て
の
名
前
を
持
っ
た
人
間
の
姿
を
、
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。

癩
と
闘
っ
て
死
ん
だ
、
癩
者
の
復
活
を
果
た
し
た
夭
逝
の
作
家
、
北
條
民
雄
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
ば
か
り
が
こ
こ
に
は
あ
る
。

附一
、「
癩
」
と
い
う
表
現
は
現
在
で
は
そ
の
歴
史
的
経
緯
を
踏
ま
え
「
ハ
ン
セ
ン
病
」
と
呼
ぶ
の
が
適
当
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
ま
さ
に

そ
の
歴
史
的
経
緯
こ
そ
が
問
題
で
あ
る
た
め
、
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
い
る
。

二
、
北
条
民
雄
の
表
記
は
、
川
津
は
『
い
の
ち
の
初
夜
』
初
版
や
創
元
社
版
全
集
の
表
記
に
従
い
「
北
條
」
と
す
る
が
、
本
稿
中
、
光
岡

良
二
の
『
い
の
ち
の
火
影
』
と
『
癩
文
学
集
』
の
表
記
は
「
北
条
」
で
あ
る
た
め
、
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
。
な
お
、
引
用
は
旧
仮

名
遣
い
は
そ
の
ま
ま
、
字
体
は
適
宜
改
め
た
。


