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　皆
さ
ん
は
、
悪
女
と
い
う
と
ど
ん
な
人
物
を
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
か
。
我
が
国

に
は
、
日
本
三
大
悪
女
と
し
て
有
名
な
人
物
が
い
る
。
一
人
目
は
、
源
頼
朝
の
正
室

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
北
条
政
子
、
二
人
目
は
室
町
幕
府
八
代
将
軍
の
足
利
義
政
の

正
室
で
知
ら
れ
て
い
る
、
日
野
富
子
で
あ
る
。
そ
し
て
三
人
目
は
、
こ
の
卒
業
論
文

で
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
る
、
天
下
統
一
を
果
た
し
た
豊
臣
秀
吉
の
側
室
で
あ
る

淀
君
で
あ
る
。
現
在
の
淀
君
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
と
、
美
人
で
恋
多
き
女
性
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
や
、
豊
臣
家
を
滅
亡
に
導
い
た
人
物
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
う
。
こ
の

よ
う
に
淀
君
に
対
す
る
、
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
や
、
悪
女
と
し
て
有
名
に
な
る
の

は
い
つ
の
頃
か
ら
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
、
こ
の
卒
業
論
文
で
明
か
し
て

い
き
た
い
。

　ま
ず
、
第
一
章
で
は
淀
君
の
本
来
の
姿
を
、
先
行
研
究
を
ま
と
め
な
が
ら
見
て
い

く
。
そ
し
て
第
二
章
か
ら
は
疑
問
を
紐
解
い
て
い
く
た
め
に
、
様
々
な
時
代
に
出
版

さ
れ
た
物
語
を
挙
げ
て
い
く
。
第
二
章
で
は
、豊
臣
秀
吉
の
一
代
記
と
さ
れ
て
い
る
、

様
々
な
太
閤
記
物
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
、
そ
の
中
で
淀
君
の
イ
メ
ー
ジ
が
ど
の
よ

う
に
変
化
し
て
い
く
か
を
見
て
い
く
。
第
三
章
で
は
、
明
治
時
代
以
降
に
記
さ
れ
た

も
の
を
取
り
上
げ
、
淀
君
の
イ
メ
ー
ジ
の
移
り
変
わ
り
を
見
て
い
く
。

第
一
章

　
淀
君
に
つ
い
て

　こ
の
卒
業
論
文
の
主
題
で
あ
る
淀
君
の
生
涯
を
、
誕
生
か
ら
順
に
追
っ
て
い
く
。

そ
の
際
に
、
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
を
中
心
に
ま
と
め
て
い
く
（
1
）。

　ま
ず
、
彼
女
の
呼
び
名
で
あ
る
が
、
淀
君
の
本
名
は
浅
井
茶
々
で
あ
る
。
そ
し
て

彼
女
が
当
時
住
ん
で
い
た
場
所
に
よ
っ
て
呼
び
名
が
変
わ
っ
て
お
り
、
二
の
丸
殿
や

西
の
丸
殿
と
呼
ば
れ
て
い
た
時
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
淀
君
や
淀
殿
、
淀
様
と
い
う
、

現
在
で
も
聞
き
慣
れ
た
名
前
も
あ
る
。
し
か
し
、
淀
殿
と
い
う
名
前
は
、
彼
女
が
生

存
中
に
呼
ば
れ
た
と
い
う
事
実
は
残
っ
て
い
な
い
。
淀
君
の
「
君
」
は
、
辻
ミ
チ
子

氏
の
『
女
た
ち
の
幕
末
京
都
』
で
は
、「
室
町
時
代
に
売
春
婦
を
「
立
君
」
や
「
辻

君
」と
呼
ん
だ
、卑
し
め
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
茶
々
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が
正
当
に
評
価
さ
れ
る
な
か
で
、
心
し
て
淀
殿
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
大
野
治
長
な
ど
と
不
義
密
通
を
し
て
い
た
と
さ
れ
、
淫
乱
な
女

性
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、
淀
君
と
い
う
名
前
が
定
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

淀
殿
の
「
殿
」
と
淀
様
の
「
様
」
の
場
合
は
、「
様
」
付
け
で
呼
ば
れ
る
人
の
方
が

位
の
高
い
人
で
あ
り
、「
淀
殿
」
と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
人
物
は
、
ご
く
限
ら
れ
た

人
物
に
絞
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
当
時
の
彼
女
の
呼
び
名
は
「
淀
様
」
が

妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
今
回
の
論
文
の
中
で
は
、売
春
婦
云
々
の
話
も
あ
る
が
、

私
が
彼
女
に
つ
い
て
初
め
て
調
べ
た
、『
絵
本
太
閤
記
』
の
中
の
「
淀
君
行
状
」
に

合
わ
せ
て
「
淀
君
」
と
記
述
す
る
こ
と
に
す
る
。

　淀
君
は
、
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
に
近
江
国
小
谷
城
主
浅
井
長
政
と
、
織
田

信
長
の
妹
の
お
市
の
方
の
間
に
生
ま
れ
た
。
そ
し
て
淀
君
に
は
二
人
の
妹
が
い
て
、

翌
年
の
元
亀
元
年
（
一
五
七
〇
）
に
は
初
が
生
ま
れ
、
天
正
元
年
（
一
五
七
三
）
に

は
江
が
生
ま
れ
、
三
姉
妹
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
家
族
と
の
幸
せ
な
時
間
は
長
く
続

か
ず
、
三
女
の
江
が
生
ま
れ
た
年
に
父
長
政
と
叔
父
に
あ
た
る
織
田
信
長
に
よ
る
戦

い
（
姉
川
の
戦
い
）
に
よ
っ
て
父
を
な
く
し
て
し
ま
う
。
小
谷
城
は
落
城
し
、
母
と

三
姉
妹
は
城
を
抜
け
出
し
、
信
長
の
陣
に
引
き
渡
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
淀
君
は
五
歳

の
少
女
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
母
と
三
姉
妹
は
尾
張
の
清
州
城
に
身
を
お
い
た
。

　天
正
十
年
（
一
五
八
二
）、
信
長
が
本
能
寺
に
お
い
て
家
臣
の
明
智
光
秀
に
よ
っ

て
討
た
れ
る
事
件
に
よ
り
（
本
能
寺
の
変
）、
信
長
が
亡
く
な
る
と
信
長
の
後
継
者

争
い
が
勃
発
す
る
。
こ
れ
が
清
州
会
議
で
あ
る
。
こ
の
会
議
で
、
主
導
権
を
握
っ
た

豊
臣
秀
吉
と
対
立
し
て
い
た
柴
田
勝
家
と
母
お
市
の
方
は
再
婚
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
し
て
、
勝
家
の
居
城
で
あ
る
越
前
北
の
庄
城
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ

で
の
暮
ら
し
も
長
く
は
続
か
ず
、
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
に
は
勝
家
と
秀
吉
が

対
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た（
賤
ヶ
岳
の
戦
い
）。秀
吉
軍
が
北
の
庄
城
を
包
囲
す
る
と
、

勝
家
は
覚
悟
を
決
め
て
自
刃
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
小
谷
城
の
時
と
違
い
、
母
お
市

の
方
も
勝
家
と
共
に
自
刃
し
て
し
ま
い
、母
と
の
永
遠
の
別
れ
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

三
姉
妹
は
、
秀
吉
の
陣
所
に
送
ら
れ
た
。
淀
君
は
こ
の
時
、
十
五
歳
で
あ
っ
た
。

　北
の
庄
城
が
落
城
し
て
か
ら
の
淀
君
の
行
動
は
あ
ま
り
分
か
っ
て
お
ら
ず
、
秀
吉

の
側
室
と
な
っ
た
の
は
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
頃
と
さ
れ
て
い
る
。
秀
吉
に

は
た
く
さ
ん
の
側
室
が
い
た
が
、
唯
一
秀
吉
の
子
を
な
し
た
こ
と
で
、
寵
愛
さ
れ

た
。
正
室
の
北
政
所
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
不
仲
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
実

際
と
は
異
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
堀
智
博
氏
は
、「
秀
吉
は
淀
と
ね
ね
を
合
わ
せ

て
「
二
人
の
か
か
さ
ま
」
と
呼
ん
で
お
り
、
子
の
あ
る
・
な
し
で
両
者
の
間
に
亀
裂

が
生
じ
な
い
よ
う
、
い
ず
れ
も
鶴
松
の
母
と
し
て
平
等
に
処
遇
し
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。
こ
の
点
は
次
子
秀
頼
が
誕
生
し
た
際
に
も
順
守
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、

鶴
松
・
あ
る
い
は
次
子
の
秀
頼
の
誕
生
を
め
ぐ
っ
て
、
ね
ね
と
淀
の
間
に
深
刻
な
対

立
は
生
じ
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。」
と
指
摘
し
て
い
る
（
2
）。
ま
た
、

慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
に
秀
吉
が
亡
く
な
り
、
政
治
の
世
界
か
ら
退
い
た
北
政
所

は
、
大
坂
城
に
残
っ
て
い
た
淀
君
に
金
銭
的
な
支
援
も
行
っ
て
い
た
。
慶
長
五
年

（
一
六
〇
〇
）
に
起
こ
っ
た
関
ヶ
原
の
戦
い
で
は
、
敵
方
の
城
に
い
た
松
の
丸
（
京

極
龍
子
）
を
、
淀
君
と
北
政
所
が
協
力
し
て
救
出
し
て
い
る
。
淀
君
と
北
政
所
が
、

日
常
的
に
や
り
取
り
を
し
て
い
た
か
ら
で
き
た
こ
と
で
あ
る
（
2
）。

　天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）
に
、
淀
君
は
秀
吉
と
の
子
ど
も
を
懐
妊
す
る
。
秀
吉

は
淀
君
の
懐
妊
を
祝
い
、
淀
城
を
築
城
し
、
こ
こ
を
産
所
と
し
た
。
こ
の
時
秀
吉
は

五
十
三
歳
、
淀
君
は
二
十
一
歳
で
待
望
の
男
子
を
授
か
り
、
鶴
松
と
名
付
け
ら
れ
た
。

淀
君
は
鶴
松
を
生
む
と
、
す
ぐ
に
大
坂
城
に
移
っ
た
。
鶴
松
が
生
ま
れ
た
頃
か
ら
、

淀
君
の
消
息
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
北
政
所
の
よ
う
に
秀
吉
政
治

に
介
入
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
自
身
の
子
育
て
が
中
心
で
、
表
舞

台
に
出
て
く
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
鶴
松
は
と
て
も
病
弱
だ
っ
た
た
め
、

天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
に
わ
ず
か
三
歳
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
鶴
松
の
葬
儀

は
妙
心
寺
で
行
わ
れ
、
葬
儀
が
終
わ
る
と
秀
吉
は
京
都
阿
弥
陀
嶺
の
麓
に
祥
雲
禅
寺

を
建
立
し
、
鶴
松
の
菩
提
を
弔
っ
た
。

　鶴
松
を
失
っ
た
秀
吉
は
、
そ
の
年
に
関
白
職
を
甥
で
あ
る
秀
次
に
譲
り
、
自
身
は

太
閤
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
朝
鮮
出
兵
の
準
備
を
始
め
、
名
護
屋

へ
の
陣
を
進
め
て
お
り
、
淀
君
も
一
緒
に
名
護
屋
に
赴
い
た
。
そ
ん
な
中
、
淀
君
は

第
二
子
で
あ
る
、
拾
（
後
の
豊
臣
秀
頼
）
を
授
か
っ
た
。
詳
し
い
日
時
は
分
か
っ
て

い
な
い
が
、
懐
妊
し
た
淀
君
は
名
護
屋
か
ら
大
坂
城
に
戻
っ
た
。
そ
し
て
、
文
禄
二

年
（
一
五
九
三
）
八
月
三
日
に
、
無
事
に
大
坂
城
の
二
の
丸
で
拾
を
出
産
し
た
。
そ

の
後
、
拾
の
上
洛
に
伴
っ
て
伏
見
城
へ
行
き
、
伏
見
城
西
の
丸
で
淀
君
と
拾
は
共
に

過
ご
し
、
淀
君
は
西
の
丸
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　時
を
少
し
戻
し
、文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
十
月
、拾
が
生
ま
れ
て
二
ヶ
月
が
経
っ

た
頃
秀
吉
は
、
拾
と
関
白
秀
次
の
娘
を
婚
約
さ
せ
る
こ
と
を
決
め
た
の
で
あ
る
。
し
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物語の中で紡がれる淀君

か
し
、
二
年
後
の
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
七
月
に
、
秀
次
は
謀
反
の
疑
い
が
あ
る

と
さ
れ
、
秀
吉
に
よ
っ
て
高
野
山
に
追
放
さ
れ
切
腹
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
秀

次
の
妻
子
た
ち
も
捕
ら
え
ら
れ
処
刑
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
こ
の
婚
約
は
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
一
連
の
事
件
は
、
秀
次
事
件
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
第
二
章
に
お
い
て
、
物
語
の
中
の
秀
次
事
件
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
が
、
事

実
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
実
際
の
秀
次
事
件
は
、
秀
吉
は
秀
次
に
切
腹
を
さ
せ
る
つ

も
り
は
な
く
、
事
が
収
ま
る
ま
で
高
野
山
住
山
を
目
的
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。
し
か

し
、
謀
反
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
た
秀
次
は
、
自
身
の
潔
白
を
示
す
た
め
に
自
刃
し
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
が
世
間
に
広
が
り
秀
吉
政
権
に
動
揺
を
も
た
ら
す
こ

と
を
恐
れ
た
秀
吉
は
、
秀
次
謀
反
に
よ
っ
て
切
腹
命
令
を
出
し
た
と
い
う
「
公
式
見

解
」
を
流
し
た
。
そ
し
て
こ
の
事
が
世
間
に
広
が
り
、
秀
吉
が
流
し
た
「
噂
」
が
、

当
時
の
人
た
ち
の
「
現
実
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
3
）。
そ
の
中
で
、
秀
次
の
悪

評
が
広
が
り
、
物
語
の
中
に
ま
で
影
響
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

　慶
長
元
年
（
一
五
九
六
）
頃
か
ら
、
拾
は
秀
頼
と
名
を
改
め
た
（
こ
れ
か
ら
後
、

秀
頼
と
統
一
す
る
）。
そ
し
て
、
淀
君
と
秀
頼
は
大
坂
城
で
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
三
月
に
、
京
に
あ
る
醍
醐
の
三
宝
院
で
花
見
が
行

わ
れ
た
。
醍
醐
の
花
見
で
あ
る
。
こ
の
花
見
に
淀
君
は
、
自
身
の
子
ど
も
で
あ
る
秀

頼
と
共
に
参
加
し
て
い
る
。
い
く
つ
か
の
太
閤
記
物
に
、
醍
醐
の
花
見
に
お
け
る
輿

の
順
番
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
第
二
章
で
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

そ
し
て
、八
月
に
秀
吉
は
六
十
二
歳
で
亡
く
な
る
。
そ
の
後
は
、秀
吉
の
遺
言
に
従
っ

て
、
徳
川
家
康
は
京
に
残
り
政
権
を
担
当
し
た
。
こ
れ
は
秀
頼
が
成
人
す
る
ま
で
の

間
の
後
見
人
と
し
て
の
役
割
で
あ
っ
た
。
秀
頼
は
、
前
田
利
家
を
守
役
と
し
て
翌
四

年
に
大
坂
城
に
移
っ
た
。
こ
の
時
、
当
然
な
が
ら
母
で
あ
る
淀
君
も
共
に
大
坂
城
へ

移
り
、
大
坂
城
が
落
城
す
る
ま
で
の
十
七
年
間
を
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。
秀
吉
死
後

の
淀
君
は
、
豊
臣
政
権
の
政
策
の
一
つ
で
あ
っ
た
全
国
の
寺
社
修
造
に
力
を
入
れ
て

い
た
。
幼
い
秀
頼
に
代
わ
っ
て
淀
君
が
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
（
2
）。

　し
か
し
、
秀
吉
が
頼
り
に
し
て
い
た
利
家
は
そ
の
後
病
死
し
て
し
ま
い
、
秀
頼
補

佐
計
画
は
崩
れ
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
中
、
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
に
な
る
と
、
石

田
三
成
と
豊
臣
恩
顧
の
者
た
ち
の
間
で
争
い
が
起
こ
っ
た
り
、
正
室
の
北
政
所
が
大

坂
城
を
出
て
大
坂
城
を
家
康
に
明
け
渡
し
た
の
で
あ
る
。
北
政
所
は
京
都
新
城
に
移

り
、
大
坂
城
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
淀
君
に
代
わ
り
、
朝
廷
と
の
関
係
を
築
き

上
げ
た
り
、
秀
吉
の
菩
提
を
供
養
す
る
こ
と
に
専
念
し
て
い
た
。
二
人
は
、
役
割
を

分
担
し
て
連
携
を
取
り
な
が
ら
豊
臣
家
の
た
め
に
尽
力
し
て
い
た
。
北
政
所
と
淀
君

の
連
携
は
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
に
起
き
た
関
ヶ
原
の
戦
い
に
お
い
て
も
発
揮

さ
れ
た
。
戦
場
の
一
つ
で
あ
っ
た
、
近
江
大
津
城
内
に
い
た
京
極
龍
子
を
使
者
を
使

い
、
救
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
戦
い
に
勝
利
し
た
徳
川
家
康
は
、
実
質
的
な
天
下

の
支
配
者
と
な
っ
た
。

　慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
七
月
、
秀
頼
は
以
前
よ
り
婚
約
し
て
い
た
千
姫
と
結
婚

し
た
。
秀
頼
は
数
え
で
十
一
歳
で
あ
っ
た
。
千
姫
は
、
徳
川
秀
忠
と
淀
君
の
妹
で
あ

る
江
の
間
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
で
、
数
え
で
ま
だ
七
歳
で
あ
っ
た
。
二
年
後
の
慶
長

十
年
（
一
六
〇
五
）
に
は
、
家
康
が
子
の
秀
忠
に
将
軍
職
を
譲
り
、
秀
忠
の
将
軍
襲

職
の
た
め
に
、
秀
頼
に
上
洛
を
促
し
た
。
淀
君
は
、
こ
の
上
洛
に
は
反
対
し
た
。
ま

だ
十
三
歳
だ
っ
た
秀
頼
を
一
人
で
上
洛
さ
せ
る
こ
と
に
不
安
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。

　そ
の
後
、
淀
君
と
秀
頼
は
大
坂
城
で
穏
や
か
に
暮
ら
し
て
い
た
が
、
慶
長
十
六
年

（
一
六
一
一
）
頃
か
ら
雲
行
き
が
怪
し
く
な
っ
た
。
こ
の
年
、
後
陽
成
天
皇
の
譲
位

が
あ
り
、
家
康
ら
諸
大
名
も
次
々
と
上
洛
し
て
い
た
。
そ
の
中
で
、
家
康
は
秀
頼
に

上
洛
を
促
し
、
二
条
城
で
対
面
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
秀
頼
は
十
九
歳
の
青
年
に

成
長
し
て
お
り
、
淀
君
が
上
洛
に
反
対
し
た
と
い
う
話
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
淀
君

は
、
秀
頼
が
無
事
に
帰
っ
て
く
る
こ
と
を
大
坂
城
で
祈
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
上
洛

を
果
た
し
た
秀
頼
の
人
気
は
高
く
、
立
派
に
成
長
し
た
秀
頼
を
見
た
家
康
は
、
秀
頼

を
評
価
し
つ
つ
脅
威
を
感
じ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　そ
し
て
慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）、
豊
臣
家
滅
亡
へ
の
歯
車
が
回
り
始
め
た
の

で
あ
る
。
秀
頼
は
秀
吉
の
死
後
、
寺
社
の
再
建
に
力
を
入
れ
て
い
て
、
中
で
も
方
広

寺
再
建
に
は
力
を
入
れ
て
い
た
。
同
年
四
月
頃
に
は
方
広
寺
は
完
成
し
た
が
、
鐘
銘

と
棟
札
に
問
題
が
あ
る
と
家
康
が
指
摘
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
鐘
に
掘
ら
れ
た
「
国

家
安
康
」
と
「
君
臣
豊
楽
」
が
、
家
康
の
名
前
を
分
断
し
て
、
豊
臣
の
栄
華
を
祈
っ

た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
（
方
広
寺
鐘
銘
事
件
）。
豊
臣
方
は
弁
解
の

た
め
に
、
秀
頼
の
家
老
で
あ
る
片
桐
且
元
を
駿
府
へ
送
っ
た
が
、
家
康
に
会
え
な
い

ま
ま
一
ヶ
月
ほ
ど
が
経
っ
た
。
こ
れ
に
し
び
れ
を
き
ら
し
た
淀
君
は
、
大
蔵
卿
局
ら

を
使
者
と
し
て
駿
府
に
向
か
わ
せ
た
。家
康
に
会
う
こ
と
の
で
き
た
大
蔵
卿
局
ら
は
、

秀
頼
と
淀
君
を
咎
め
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
家
康
の
言
葉
を
聞
き
帰
さ
れ
た
。
一

方
の
且
元
は
と
い
う
と
、
大
蔵
卿
局
ら
と
合
流
し
、
秀
頼
や
淀
君
に
伝
え
る
内
容
を
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4

確
認
し
て
い
た
。
且
元
は
全
く
の
私
案
と
し
て
、

一
、
秀
頼
は
大
坂
城
を
出
て
、
伊
勢
か
大
和
の
他
所
へ
移
る
。

一
、
秀
頼
は
諸
大
名
と
同
じ
く
駿
府
と
江
戸
に
参
勤
す
る
。

一
、
か
つ
て
秀
吉
も
母
親
の
大
政
所
を
三
河
の
岡
崎
に
人
質
に
出
し
た
例
も
あ

る
か
ら
、
淀
殿
を
人
質
と
し
て
関
東
へ
出
す
。

と
い
う
提
案
を
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
聞
い
た
淀
君
は
、
且
元
の
裏
切
り
と
考

え
て
切
腹
を
迫
っ
た
。
十
月
に
な
る
と
、
秀
頼
籠
城
の
噂
が
起
こ
り
、
こ
の
噂
が
板

倉
勝
重
に
よ
っ
て
家
康
の
も
と
へ
届
け
ら
れ
て
、
こ
れ
が
大
坂
の
陣
に
つ
な
が
る
こ

と
に
な
る
（
4
）。

　切
腹
を
命
じ
ら
れ
豊
臣
か
ら
離
反
し
た
且
元
だ
っ
た
が
、
も
と
は
淀
君
や
秀
頼
か

ら
の
信
頼
も
厚
い
人
物
だ
っ
た
。
し
か
し
、
両
者
の
間
で
食
い
違
い
が
起
こ
り
離
反

と
い
う
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
次
第
に
淀
君
と
秀
頼
は
孤
立
し
て
、
徳
川
方
と

対
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
ん
な
中
、
福
島
正
則
は
淀
君
と
秀
頼
の
命
を
守
る

た
め
に
、
豊
臣
家
と
徳
川
家
の
和
議
を
進
め
た
。
そ
の
頃
大
坂
城
で
は
、
淀
君
が
決

断
を
渋
っ
て
い
た
。
す
る
と
家
康
は
、
大
坂
城
へ
の
銃
撃
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
さ
す
が
に
驚
い
た
豊
臣
方
は
、
大
坂
城
の
城
割
り
と
い
う
講
和
条
件
を
飲

む
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
、
大
坂
城
の
堀
は
埋
め
ら
れ
、
裸
城
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
、

慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）
十
二
月
に
起
こ
っ
た
、
大
坂
冬
の
陣
で
あ
る
。

　講
和
条
件
を
飲
ん
だ
後
も
、
豊
臣
家
は
徳
川
へ
の
警
戒
を
怠
る
こ
と
は
な
く
不
穏

な
動
き
は
続
い
て
い
た
。
そ
ん
な
中
、
慶
長
二
十
年
（
一
六
一
五
）
二
月
頃
か
ら
、

織
田
有
楽
が
大
坂
城
を
退
去
す
る
と
い
う
話
が
出
て
き
た
。
し
か
し
、
有
楽
の
願
い

は
叶
う
こ
と
な
く
時
は
過
ぎ
、
同
年
四
月
に
有
楽
は
家
康
の
元
に
使
者
を
送
り
、
豊

臣
方
が
戦
支
度
を
し
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
家
康
は
家
臣
た
ち

に
出
陣
を
命
じ
、
大
坂
夏
の
陣
が
幕
を
開
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
五
月
七
日

に
大
坂
城
は
落
城
し
、
翌
八
日
に
淀
君
は
秀
頼
と
共
に
自
害
し
、
豊
臣
家
は
滅
亡
す

る
の
で
あ
る
。
淀
君
四
七
歳
、
秀
頼
二
十
二
歳
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
年
後
の
元
和
二

年
（
一
六
一
六
）
に
、
京
都
の
養
源
院
に
て
仏
事
が
行
わ
れ
た
。
施
主
は
秀
忠
の
妻

で
あ
り
、
淀
君
の
妹
で
あ
る
江
で
あ
っ
た
。
淀
君
、
秀
頼
、
秀
頼
の
息
子
の
国
松
の

供
養
塔
は
京
都
の
三
宝
寺
の
境
内
に
建
て
ら
れ
、
現
在
で
は
縁
結
び
の
塔
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
。

　こ
こ
ま
で
淀
君
の
生
涯
を
巡
っ
て
き
た
が
、
こ
こ
か
ら
は
第
二
章
か
ら
の
キ
ー

ワ
ー
ド
に
な
る
事
柄
を
三
つ
挙
げ
て
、
淀
君
と
の
関
係
性
を
見
て
い
く
。

　ま
ず
一
つ
目
は
秀
吉
の
正
室
で
あ
る
北
政
所
と
の
関
係
で
あ
る
。
北
政
所
と
淀
君

と
い
う
と
対
立
関
係
に
あ
っ
た
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
が
、
実
際
は
そ
う

で
は
な
い
こ
と
が
近
年
分
か
っ
て
い
る
。
淀
君
に
子
ど
も
が
で
き
た
時
、
秀
吉
は
淀

君
と
北
政
所
を
合
わ
せ
て
「
二
人
の
か
か
さ
ま
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
淀
君

と
北
政
所
の
間
に
亀
裂
が
入
ら
な
い
よ
う
に
と
考
え
た
、秀
吉
の
配
慮
が
見
ら
れ
る
。

そ
の
甲
斐
も
あ
っ
て
か
、
秀
吉
が
亡
く
な
っ
た
後
も
二
人
の
関
係
が
く
ず
れ
る
こ
と

な
く
続
い
た
。
出
家
し
た
北
政
所
は
、
豊
臣
家
と
朝
廷
を
結
ぶ
特
別
な
立
場
と
な
っ

た
。
こ
う
し
た
北
政
所
の
活
動
を
、
淀
君
は
承
認
し
て
い
て
、
金
銭
的
支
援
を
行
っ

て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
淀
君
と
北
政
所
は
立
場
は
違
っ
て
い
た
が
、
豊
臣
家
の
た

め
に
協
力
を
怠
ら
な
か
っ
た
（
2
）。

　二
つ
目
は
、関
白
秀
次
事
件
へ
の
関
与
の
有
無
で
あ
る
。
前
に
も
記
述
し
た
通
り
、

淀
君
が
関
与
し
て
い
た
と
い
う
事
実
は
な
い
。
第
二
章
で
と
り
あ
げ
る
、『
絵
本
太

閤
記
』
や
『
真
書
太
閤
記
』
の
中
の
、
淀
君
が
石
田
三
成
と
共
謀
し
て
秀
次
を
亡
き

者
に
す
る
と
い
う
話
は
、
物
語
の
中
で
作
ら
れ
た
話
に
な
る
。

　最
後
に
、
淀
君
と
三
成
の
関
係
性
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
淀
君
と
三

成
は
深
い
関
係
に
あ
り
、
秀
頼
は
三
成
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
で
あ
る
と
い
う

話
も
聞
く
が
、
こ
の
よ
う
な
事
実
は
な
い
。
淀
君
と
三
成
の
怪
し
い
関
係
性
は
、
物

語
の
中
で
作
ら
れ
た
虚
像
で
あ
り
、
そ
れ
が
現
在
に
も
伝
わ
り
強
い
印
象
を
残
し
て

い
る
。

第
二
章

　
江
戸
時
代
の
淀
君

　第
二
章
で
は
、
江
戸
時
代
に
出
版
さ
れ
た
豊
臣
秀
吉
の
一
代
記
と
さ
れ
る
、
様
々

な
太
閤
記
物
の
中
で
、
淀
君
が
ど
の
よ
う
な
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
見

て
い
く
。
な
か
で
も
、
関
白
秀
次
事
件
と
言
わ
れ
る
一
連
の
事
件
に
お
い
て
の
淀
君

や
、
醍
醐
の
花
見
の
中
の
輿
の
順
番
な
ど
を
中
心
に
、『
太
閤
記
』、『
絵
本
太
閤
記
』、

『
真
書
太
閤
記
』
を
見
て
い
く
。
ま
た
、『
絵
本
太
閤
記
』
の
中
で
は
他
の
太
閤
記
物

に
は
見
ら
れ
な
い
、
淀
君
が
蛇
に
変
化
す
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
の
で
、
蛇
に
な
る

女
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
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物語の中で紡がれる淀君

一
、
悪
女
の
イ
メ
ー
ジ
の
な
い
淀
君
そ
の
一

　『
太
閤
記
』
は
、
豊
臣
秀
吉
の
事
蹟
を
書
き
と
め
た
記
録
で
、
小
瀬
甫
庵
に
よ
っ

て
書
か
れ
た
。
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
に
自
序
、
二
十
二
巻
ま
で
あ
る
。
巻
一

か
ら
十
六
は
秀
吉
出
生
か
ら
晩
年
を
描
い
て
い
て
、
最
後
は
最
も
華
や
か
だ
っ
た

慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
の
、
醍
醐
の
花
見
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
巻
十
七

は
秀
次
事
件
、
巻
十
八
は
織
田
酒
造
丞
ら
の
逸
話
、
巻
十
九
は
中
山
鹿
助
伝
。
巻

二
十
・
二
十
一
は
、
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
の
旧
著
で
あ
る
、『
八
物
語
』
を
収
め
、

甫
庵
の
儒
教
思
想
を
展
開
し
て
い
る
。
巻
二
十
二
は
、
黄
母
衣
衆
な
ど
、
豊
臣
期
の

職
制
に
つ
い
て
略
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
幕
末
期
に
栗
原
柳
庵
に
よ
っ
て
書
か

れ
た『
太
閤
記
』を
は
じ
め
、『
太
閤
記
』を
元
に
し
て
作
ら
れ
た
実
録
は『
太
閤
物
語
』

と
称
さ
れ
、
講
談
師
に
よ
っ
て
広
く
語
り
継
が
れ
た
（
5
）。

　作
者
の
小
瀬
甫
庵
は
、
江
戸
時
代
前
期
の
儒
医
で
、
永
禄
七
年
（
一
五
六
四
）
に

尾
張
春
日
井
郡
で
生
ま
れ
た
。
医
術
を
家
業
と
し
て
、豊
臣
秀
次
に
仕
え
、『
太
閤
記
』

な
ど
の
作
品
を
残
し
、
医
学
の
他
に
儒
学
や
軍
学
、
歴
史
に
も
精
通
し
て
い
た
。
寛

永
十
七
年
（
一
六
四
〇
）
に
、
七
十
七
歳
で
亡
く
な
る
（
6
）。

　『
太
閤
記
』
の
中
で
、
お
そ
ら
く
最
初
に
淀
君
の
記
述
が
出
て
く
る
の
は
次
の
場

所
で
あ
る
。

史
料
1勝

家
切
腹
之
事

（
前
略
）

勝
家
、
小
谷
の
御
か
た
に
被
申
け
る
。
御
身
は
信
長
公
之
御
妹
な
れ
ば
出
さ
せ

給
へ
。
つ
ゝ
が
も
お
は
し
ま
す
ま
じ
き
と
有
し
か
ば
、
小
谷
御
方
な
み
だ
ぐ
ま

せ
給
ふ
て
、
去
秋
の
り
岐
阜
よ
り
ま
い
り
、
斯
み
ゝ
え
ぬ
る
事
も
前
世
之
宿
業
、

今
更
驚
べ
き
に
非
ず
。
こ
ゝ
を
出
去
ん
事
思
ひ
も
よ
ら
ず
候
。
し
か
は
あ
れ
ど
、

三
人
之
息
女
を
ば
出
し
侍
れ
よ
、
父
之
菩
提
を
も
問
せ
、
又
み
づ
か
ら
跡
を
も

弔
れ
ん
た
め
ぞ
か
し
と
の
た
ま
へ
ば
、
い
と
安
き
御
事
な
り
と
て
、
其
よ
し
姫

君
に
申
さ
せ
給
ふ
。
姉
君
、
い
や
よ
と
、
母
上
共
に
、
同
じ
道
に
行
ん
物
を
と

啼
悲
み
給
ふ
を
、
文
荷
斎
そ
の
わ
け
を
も
不
聞
入
、
御
手
を
引
立
三
人
を
出
し

奉
り
ぬ
。（
中
略
）

　こ
れ
は
、
淀
君
の
母
で
あ
る
お
市
の
方
の
二
番
目
の
夫
で
あ
る
柴
田
勝
家
と
、
豊

臣
秀
吉
が
戦
っ
た
賤
ヶ
岳
の
戦
い（
一
五
八
三
）を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。そ
の
中
で
、

勝
家
は
お
市
の
方
に
城
を
出
る
よ
う
に
言
う
が
、
お
市
の
方
は
そ
れ
を
断
り
、
一
緒

に
果
て
る
こ
と
を
決
断
す
る
。
母
と
一
緒
に
い
た
い
と
言
っ
て
い
た
三
人
の
娘
た
ち

は
、
城
か
ら
出
る
よ
う
に
促
し
た
。
こ
の
時
に
出
て
く
る
、「
姉
君
」
と
い
う
人
物

が
淀
君
だ
と
思
わ
れ
る
。

　そ
し
て
、
醍
醐
の
花
見
の
記
述
に
も
淀
君
が
出
て
く
る
。

史
料
2惣

構
之
内
へ
出
入
人
々
奉
行
事

（
前
略
）

御
輿
之
次
第

一
番

　政
所
殿

二
番

　西
之
丸

三
番

　松
之
丸

四
番

　三
之
丸

五
番

　加
賀
殿

　利
家
卿
之
息
女

六
番

　東
御
方

　但
利
家
卿
女
中

（
中
略
）

　こ
れ
は
輿
の
順
番
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
番
目
は
、
秀
吉
の
正
室
で
あ
る
北
政

所
、二
番
目
に
淀
君
が
い
る
。こ
の
時
淀
君
は
、伏
見
城
の
西
の
丸
に
住
ん
で
い
た
の
で
、

西
之
丸
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
三
番
目
の
松
之
丸
は
、
秀
吉
の
側
室
の
一
人
で
あ
る
京
極

龍
子
、
四
番
目
の
三
の
丸
は
、
織
田
信
長
の
五
女
で
名
前
は
不
明
だ
が
、
当
時
伏
見
城

の
三
の
丸
住
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
。
五
番
目
の
加
賀
殿
は
、
前
田
利
家
の
三
女
で
お
摩

阿
と
い
う
。
六
番
目
の
東
御
方
は
、前
田
利
家
の
正
室
で
あ
る（
7
）。
輿
の
順
番
だ
が
、

こ
れ
よ
り
後
に
記
述
す
る
『
絵
本
太
閤
記
』
や
『
太
閤
記
物
語
』
と
異
な
っ
て
い
る
。

　そ
し
て
、『
太
閤
記
』
の
中
の
関
白
秀
次
事
件
に
お
い
て
は
、
淀
君
が
関
係
し
て

い
る
と
い
う
記
述
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。『
太
閤
記
』
の
中
の
関
白
秀
次
事
件
は
次

の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
秀
次
は
関
白
に
な
っ
て
か
ら
、
素
行
が
悪
く
な
り
鹿
狩
り

な
ど
に
も
兵
を
出
し
て
い
た
の
で
、
太
閤
秀
吉
へ
の
謀
反
を
疑
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
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6

た
。誓
紙
を
提
出
し
、一
旦
嫌
疑
は
晴
れ
る
も
の
の
、石
田
三
成
の
讒
言
な
ど
も
あ
り
、

秀
吉
へ
の
対
面
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
高
野
山
へ
の
追
放
が
決
ま
り
、
秀
次

は
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
（
8
）。

　以
上
の
こ
と
か
ら
、
慶
長
期
に
書
か
れ
た
『
太
閤
記
』
に
は
淀
君
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ

イ
ト
を
当
て
た
話
は
出
て
こ
な
い
こ
と
が
分
か
り
、
ま
だ
淀
君
の
悪
女
の
イ
メ
ー
ジ

は
作
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　で
は
、『
太
閤
記
』
よ
り
前
に
書
か
れ
た
も
の
の
中
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
元
和

七
年
（
一
六
二
一
）
か
ら
九
年
（
一
六
二
三
）
に
か
け
て
、
秀
吉
に
仕
え
て
い
た
川

角
右
衛
門
が
著
し
た
と
さ
れ
る
、『
川
角
太
閤
記
』
を
見
て
い
く
。
全
五
巻
か
ら
な

り
、
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
の
明
智
光
秀
の
謀
反
か
ら
筆
を
起
こ
し
、
慶
長
五
年

（
一
六
〇
〇
）
の
関
ヶ
原
の
戦
い
で
筆
を
結
ん
で
い
る
。
秀
吉
生
涯
の
伝
記
を
書
こ

う
と
し
た
意
識
は
見
ら
れ
ず
、
川
角
右
衛
門
が
上
司
の
命
令
な
ど
に
よ
っ
て
書
き
上

げ
た
か
、
誰
か
の
依
頼
に
よ
っ
て
記
述
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
9
）。

史
料
3

一
浅
井
殿
後
御
謀
叛
故
御
成
敗
被
成
候
御
妹
後
家
に
て
御
座
被
成
候
柴
田
殿

江
被
遣
候
秀
頼
様
御
袋
ハ
浅
井
殿
御
息
女
に
て
御
座
候
事

　右
の
文
章
が
淀
君
の
記
述
で
あ
る
。
内
容
と
し
て
は
、
浅
井
殿
と
い
う
の
は
、
淀

君
の
父
親
で
あ
る
浅
井
長
政
の
こ
と
で
、
長
政
が
謀
反
に
よ
っ
て
亡
く
な
る
。
御
妹

は
、
織
田
信
長
の
妹
で
長
政
に
嫁
い
だ
、
淀
君
の
母
親
で
あ
る
お
市
の
方
で
あ
る
。

長
政
が
亡
く
な
っ
た
後
、
お
市
の
方
は
柴
田
勝
家
に
嫁
い
だ
。「
秀
頼
様
御
袋
ハ
浅

井
殿
御
息
女
」
と
い
う
の
が
淀
君
の
こ
と
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
、『
川
角
太
閤
記
』
の
中
で
も
淀
君
の
記
述
は
と
て
も
少
な
く
、
悪

女
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
も
の
は
一
切
な
か
っ
た
。
な
の
で
、
少
な
く
と
も
淀
君
が
生
き

て
い
た
頃
に
は
、淀
君
を
悪
女
と
し
て
描
い
て
い
た
も
の
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

二
、
蛇
と
な
る
淀
君

　『
絵
本
太
閤
記
』
は
、
七
編
八
十
四
冊
か
ら
な
り
、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
か

ら
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
の
間
に
書
か
れ
た
絵
本
で
あ
る
。
武
内
確
斎
が
著
し
、

岡
田
玉
山
が
絵
を
描
い
た
。
豊
臣
秀
吉
の
一
代
記
で
あ
り
な
が
ら
、
禁
令
に
触
れ
て

文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
絶
版
に
な
っ
た
（
10
）。

　著
者
の
武
内
確
斎
は
、
明
和
七
年
（
一
七
七
六
）
に
生
ま
れ
、
儒
学
を
学
び
な
が

ら
長
編
の
絵
入
り
読
み
本
を
執
筆
し
、
文
政
九
年
（
一
八
二
七
）
に
五
十
七
歳
で
亡

く
な
っ
た
。
岡
田
玉
山
は
、
江
戸
時
代
中
期
か
ら
後
期
に
活
躍
し
た
画
家
で
、
近
世

板
刻
密
画
の
開
祖
と
呼
ば
れ
、『
絵
本
太
閤
記
』
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
作
品
を

残
し
た
。
そ
し
て
、
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
に
亡
く
な
っ
た
（
11
）。

　こ
れ
よ
り
、『
絵
本
太
閤
記
』
の
中
の
淀
君
の
記
述
を
見
て
い
く
。

史
料
4石

田
三
成
智
陥
関
白

太
閤
の
御
愛
妾
淀
の
御
方
は
拾
君
を
生
み
玉
ひ
し
後
は
其
威
勢
以
前
に
百
倍
し

諸
侯
太
夫
内
外
の
諸
臣
に
至
る
迄
敬
ひ
尊
と
み
奉
事
北
の
政
所
よ
り
も
猶
重
し

淀
君
其
有
様
を
見
玉
ふ
に
付
て
つ
ら
〳
〵
思
惟
し
玉
ふ
は
若
君
の
誕
生
ま
し
ま

す
と
い
へ
ど
も
既
に
秀
次
公
御
遺
跡
に
定
り
玉
ひ
関
白
職
を
さ
へ
譲
り
玉
ふ
上

は
太
閤
百
年
の
後
此
若
君
僅
に
一
国
の
主
と
成
臣
の
禮
を
以
て
秀
次
に
仕
へ
玉

は
ん
こ
そ
恨
め
し
け
れ
其
上
秀
次
公
何
な
る
悪
心
を
起
し
若
君
を
失
は
ん
と
計

れ
ん
も
知
る
べ
か
ら
ず
先
ん
ず
る
時
は
人
を
制
す
太
閤
御
在
世
の
内
に
秀
次
公

を
亡
し
捨
を
ば
御
跡
目
の
こ
と
に
つ
き
誰
か
こ
と
を
否
ふ
べ
き
と
心
を
定
た
ま

ひ
石
田
治
部
少
輔
三
成
を
密
に
召
れ
此
事
を
談
じ
給
ふ
（
中
略
）
内
々
関
白
へ

美
女
を
送
り
（
中
略
）
計
略
を
め
ぐ
ら
し
只
一
挙
に
関
白
を
亡
さ
ん
事
何
の
難

事
が
候
べ
き
と
事
も
な
く
申
し
け
れ
ば
淀
君
大
い
に
歓
び
賜
ひ
此
謀
計
極
て
ま

し
と
て
猶
も
三
成
と
事
を
談
じ
（
中
略
）
秀
次
公
計
と
は
ゆ
め
に
も
知
せ
賜
は

ず
今
は
少
も
憚
り
賜
ふ
気
色
も
な
く
日
々
悪
事
増
長
し
百
姓
町
家
の
妻
女
を
奪

ひ
日
毎
に
城
の
天
守
に
上
り
道
行
人
を
打
殺
し
以
て
其
を
戯
れ
と
し
（
中
略
）

　こ
の
章
で
は
、
石
田
三
成
が
関
白
の
豊
臣
秀
次
を
亡
き
者
に
す
る
た
め
に
策
略
を

企
て
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。そ
の
中
で
、以
前
よ
り
秀
次
の
行
動
に
不
満
を
持
っ

て
い
た
淀
君
が
、
自
身
の
子
ど
も
で
あ
る
拾
君
（
後
の
豊
臣
秀
頼
）
を
跡
目
に
す
る

た
め
に
三
成
と
協
力
し
て
策
略
を
練
っ
た
。
三
成
の
企
て
た
策
略
に
淀
君
は
大
い
に

喜
び
、
秀
次
を
油
断
さ
せ
る
た
め
に
美
女
を
送
り
込
ん
だ
。
こ
れ
が
罠
と
も
知
ら
な

い
秀
次
は
、
以
前
よ
り
も
酷
い
行
い
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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物語の中で紡がれる淀君

史
料
5秀

次
公
悪
行

先
帝
正
親
町
崩
御
ま
し
ま
し
當
今
の
帝
を
は
じ
め
参
ら
せ
月
卿
雲
客
悉
く
悲
み

の
涙
せ
き
敢
さ
せ
玉
は
ず
真
に
一
天
の
主
万
乗
の
君
の
御
斎
な
れ
ば
に
や
日
月

の
光
も
薄
く
神
慮
も
苦
し
み
玉
ふ
ら
ん
王
城
守
護
の
神
社
悉
々
く
門
を
閉
て
人

の
参
詣
を
だ
に
い
と
へ
ば
ま
し
て
人
間
に
お
け
る
貴
き
も
賤
も
と
も
に
愁
を
示

し
け
る
さ
れ
ば
猟
漁
も
禁
ぜ
ら
れ
物
さ
び
し
き
世
の
中
に
も
関
白
秀
次
公
は
更

に
玉
ふ
け
し
き
な
く
明
暮
酒
宴
亂
舞
に
日
を
過
し
（
中
略
）

是
皆
お
ま
ん
の
方
の
悪
事
に
荷
担
し
君
を
誘
ふ
て
滅
亡
に
及
し
む
眞
に
殷
の
妲

己
周
の
褒
似
に
異
な
ら
ず
と
心
有
者
は
つ
ま
弾
し
て
悪
み
け
る
理
な
る
か
な
此

お
ま
ん
の
方
と
い
ふ
は
淀
君
の
侍
女
唱
と
い
ふ
女
な
る
を
植
木
屋
の
娘
と
な
し

秀
次
公
へ
献
せ
し
は
淀
君
三
成
が
計
こ
と
に
て
行
ふ
悪
事
も
皆
淀
君
の
指
図
に

よ
れ
り
（
中
略
）

　こ
の
章
で
も
、
三
成
と
淀
君
が
共
謀
し
て
秀
次
を
陥
れ
る
作
戦
を
企
ん
で
い
る
。

そ
ん
な
中
で
、
石
田
三
成
智
陥
関
白
と
異
な
る
箇
所
は
、
淀
君
の
侍
女
で
あ
る
お
ま

ん
の
方
と
い
う
女
性
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
計
画
を
考
え
た
の
は
、
淀
君

と
三
成
で
あ
り
、計
画
を
実
行
し
た
の
は
お
ま
ん
の
方
と
い
う
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。

　次
に
、
醍
醐
の
花
見
に
つ
い
て
の
記
述
を
見
て
い
く
。
醍
醐
の
花
見
と
は
、
慶
長

三
年
（
一
五
九
八
）
三
月
十
五
日
に
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
京
都
の
醍
醐
寺
に
よ
っ
て

模
様
さ
れ
た
大
規
模
な
花
見
の
こ
と
で
あ
る
（
12
）。

史
料
6醍

醐
之
花
見

定
め
置
れ
し
花
見
の
日
な
れ
ば
辰
の
刻
ゟ
伏
見
城
を
出
さ
せ
給
ふ
御
輿
の
次
第

は
一
番
に
北
の
政
所
二
番
は
三
條
の
君
三
番
は
松
の
丸
君
四
番
は
太
閤
御
若
君

を
具
し
輿
に
め
さ
れ
給
ふ
五
番
は
淀
の
君
六
番
は
加
賀
の
君
（
中
略
）
北
政
所

及
び
淀
君
以
下
の
女
房
達
み
な
麗
し
き
重
の
衣
思
ひ
〳
〵
に
着
飾
（
中
略
）

　醍
醐
之
花
見
で
は
、
ま
ず
輿
の
順
番
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一
番
目
に
秀
吉
の
正
室

で
あ
る
北
政
所
、
二
番
目
に
三
條
の
君
、
三
番
目
に
松
の
丸
君
（
京
極
龍
子
）、
四

番
目
に
は
太
閤
御
若
君
（
秀
頼
）、
五
番
目
に
淀
君
、
六
番
目
に
は
加
賀
の
君
（
前

田
摩
阿
）
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
思
い
思
い
の
衣
装
に
身
を
包
み
、
花
見
を
楽

し
ん
だ
と
さ
れ
、
争
い
事
な
ど
の
記
述
は
な
か
っ
た
。

　『
絵
本
太
閤
記
』
に
は
、
他
の
太
閤
記
物
に
は
見
ら
れ
な
い
淀
君
の
記
述
が
あ
る

の
で
見
て
い
く
。
前
半
の
内
容
は
、
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
の
春
の
頃
よ
り
、
秀

吉
は
容
態
が
優
れ
ず
北
政
所
や
淀
君
ら
は
心
配
し
、有
名
な
薬
師
を
呼
び
寄
せ
た
が
、

容
態
は
よ
く
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
秀
吉
は
三
成
を
呼
び
寄
せ
、
肥
前
の
名
護

屋
に
下
向
す
る
よ
う
に
命
令
を
下
す
。
こ
れ
に
従
っ
た
三
成
は
権
力
を
持
ち
始
め
、

秀
吉
の
病
気
は
治
ら
ず
、
様
々
な
噂
が
飛
び
交
う
よ
う
に
な
る
。
大
名
た
ち
も
集
ま

り
話
す
う
ち
に
、
北
政
所
と
淀
君
の
話
に
な
っ
て
い
く
。

史
料
7淀

君
行
状

（
前
略
）

宮
中
の
女
将
軍
北
政
所
淀
君
兩
方
に
互
角
し
て
若
も
太
閤
忌
べ
あ
ら
ざ
る
の
御
事

有
ば
兎
し
て
角
し
て
な
ん
ど
心
の
刃
を
研
給
へ
ば
諸
国
の
大
名
小
名
或
は
政
所
へ

荷
担
し
淀
君
の
味
方
に
與
し
い
か
な
る
亂
れ
起
る
ら
ん
と
さ
て
こ
そ
騒
ぎ
罵
り
け

る
譯
て
淀
君
は
嫉
妬
深
く
ま
し
ま
し
て
日
頃
政
府
の
御
方
へ
は
加
藤
福
島
浅
野
黒

田
を
は
じ
め
堅
固
の
大
名
あ
ま
た
さ
ん
じ
（
中
略
）
妬
し
く
口
惜
く
思
ひ
暮
し
給

し
に
剰
へ
若
君
の
御
貌
太
閤
に
似
給
わ
ゑ
と
て
政
所
方
の
人
々
兎
角
に
私
言
あ
へ

る
な
ど
深
く
恨
み
思
め
し
あ
は
れ
一
人
に
て
も
方
人
と
頼
む
人
の
多
か
れ
か
し
と

大
名
小
名
陪
臣
に
至
る
迄
艶
言
を
以
て
之
を
懐
け
眸
を
凝
し
て
人
を
釣
給
に
又
茲

に
甘
心
し
命
を
棄
て
参
り
仕
る
者
少
な
か
ら
ず
然
る
に
今
年
五
六
月
に
至
り
て
太

閤
御
心
地
常
な
ら
ず
見
へ
さ
せ
給
ば
淀
君
深
く
心
を
苦
め
給
（
中
略
）
う
る
は
し

き
花
の
顔
ば
せ
も
肉
落
て
色
青
み
は
や
く
も
肌
に
皺
を
生
ひ
た
り
（
中
略
）

　諸
国
の
大
名
小
名
か
ら
人
気
が
あ
っ
た
北
政
所
に
比
べ
て
、
淀
君
に
は
味
方
が
い

な
く
妬
ま
し
く
思
っ
て
い
た
。
ま
た
、
自
身
の
子
ど
も
で
あ
る
秀
頼
の
容
貌
が
秀
吉

と
似
て
い
な
い
と
い
っ
た
噂
も
飛
び
交
っ
て
い
た
。
そ
の
中
で
、
味
方
を
一
人
で
も

増
や
す
た
め
に
様
々
な
人
を
甘
い
言
葉
で
誘
惑
し
た
が
、
誘
い
を
受
け
る
者
は
い
な

か
っ
た
。
そ
し
て
秀
吉
の
容
態
が
回
復
し
な
い
ま
ま
、
さ
ら
に
淀
君
は
心
を
苦
し
め
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美
し
か
っ
た
容
貌
も
変
化
し
始
め
た
。

　こ
の
よ
う
に
、
前
半
で
は
正
室
の
北
政
所
を
善
、
側
室
の
淀
君
を
悪
と
し
て
対
比

さ
せ
て
い
る
。
後
半
に
は
、
容
貌
が
衰
え
た
淀
君
は
、
永
遠
の
美
貌
を
手
に
入
れ
た

い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
日
瞬
と
い
う
僧
侶
を
呼
び
寄
せ
、
怪
し
い
法

力
を
使
っ
て
美
貌
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
。

史
料
7
（
続
）

（
中
略
）
御
生
身
の
肉
一
寸
を
切
て
拙
僧
に
賜
ら
ば
其
肉
身
に
経
文
を
讀
入
れ

倶
に
行
法
を
積
で
御
願
を
充
し
奉
ん
と
申
け
れ
ば
淀
君
大
き
に
歓
び
給
ひ
元

来
心
気
勇
壮
の
女
性
な
れ
ば
短
刀
を
抜
て
内
股
の
肉
一
寸
斗
り
切
取
て
賜
け

る
（
中
略
）
大
蛇
顕
は
れ
（
中
略
）
大
蛇
を
近
く
に
招
き
彼
淀
君
の
生
肉
を
あ

た
へ
て
其
を
喰
し
め
又
大
蛇
の
肉
一
寸
を
切
取
て
（
中
略
）
伏
見
の
城
に
歸
り

淀
君
に
謁
し
蛇
肉
を
以
て
内
股
の
疵
口
に
納
め
淀
君
の
御
容
日
毎
に
う
る
わ
し

く
頬
の
膩
の
つ
や
ゝ
か
な
る
こ
と
は
櫻
花
の
露
を
含
め
る
ご
と
く
視
る
も
の
心

を
蕩
か
し
志
を
失
ふ
淀
君
も
又
淫
心
頻
り
に
生
じ
て
制
し
が
た
く
嫉
妬
の
心
い

よ
〳
〵
深
く
な
ら
せ
給
ひ
人
を
恨
み
物
を
妬
む
の
余
り
に
は
顔
色
變
じ
て
朱
の

如
く
心
熱
頭
上
に
突
出
て
焰
と
成
り
後
に
は
口
耳
の
脇
ま
で
廣
が
り
息
あ
へ
ぎ

紅
の
舌
長
く
の
び
恐
ろ
し
き
と
言
ん
方
な
く
御
側
の
侍
女
等
避
け
隠
れ
て
見
る

者
な
く
半
時
斗
に
し
て
夢
の
覚
め
た
る
ご
と
く
妬
心
し
づ
ま
り
御
容
婦
艶
と
常

に
異
給
ふ
こ
と
な
し
さ
れ
ば
近
く
仕
ゆ
る
侍
女
近
士
は
勿
論
家
老
用
人
の
輩
迄

聞
傳
へ
て
不
思
議
の
こ
と
に
私
言
合
け
る

　永
遠
の
美
貌
を
手
に
入
れ
る
た
め
の
怪
し
い
法
力
と
は
、
淀
君
の
内
股
の
肉
を
一

寸
切
り
取
り
、
こ
れ
を
大
蛇
に
食
わ
せ
、
淀
君
の
肉
を
食
べ
た
大
蛇
の
肉
を
一
寸
切

り
取
る
と
い
う
方
法
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
大
蛇
の
肉
を
淀
君
の
内
股
に
入
れ
る

こ
と
で
、
怪
し
い
法
力
は
完
成
す
る
。
淀
君
は
、
た
め
ら
い
も
な
く
自
身
の
内
股
の

肉
を
切
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
淀
君
の
容
貌
は
日
に
日
に
美
し
く
な
り
、
複

数
の
男
性
と
関
係
を
も
っ
た
。
そ
れ
で
も
淀
君
の
嫉
妬
心
は
消
え
る
こ
と
な
く
、
最

後
に
は
顔
が
朱
色
に
変
わ
り
、
心
熱
が
頭
上
か
ら
炎
と
な
っ
て
出
て
き
た
。
ま
た
、

口
が
耳
ま
で
裂
け
舌
が
伸
び
恐
ろ
し
い
姿
と
な
っ
た
。
そ
れ
を
見
た
侍
女
た
ち
は
、

不
思
議
な
こ
と
だ
っ
た
と
言
い
伝
え
た
。

　こ
れ
ま
で
『
絵
本
太
閤
記
』
の
内
容
を
見
て
き
た
が
、
ど
の
記
述
も
淀
君
を
悪
と

し
て
描
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
石
田
三
成
と
共
謀
し
て
豊
臣
秀
次
を
暗
殺
し

よ
う
と
し
た
り
、永
遠
の
美
貌
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
怪
し
い
法
力
を
使
っ
て
い
た
。

正
室
の
北
政
所
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
で
、
淀
君
の
悪
の
イ
メ
ー
ジ
を
よ
り
強
調
し
て

い
る
。
物
語
の
中
で
構
築
さ
れ
た
淀
君
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
変

化
し
て
い
く
。
そ
し
て
、『
絵
本
太
閤
記
』
の
中
の
イ
メ
ー
ジ
が
少
な
か
ら
ず
後
世

の
物
語
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　で
は
、『
絵
本
太
閤
記
』
の
淀
君
の
よ
う
に
、
女
性
が
蛇
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
詳
し
く
考
察
し
て
い
く
。
飯
倉
洋
一
氏
の「『
絵
本
太
閤
記
』「
淀
君
行
状
」と『
唐

土
の
吉
野
』」
と
い
う
論
文
に
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
（
13
）。

　淀
君
の
蛇
体
変
化
の
元
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
話
と
し
て
、
飯
倉
氏
は

『
唐
土
の
吉
野
』巻
三「
桂
の
方
金
龍
の
法
を
修
し
て
肉
親
を
殺
事
」を
挙
げ
て
い
る
。

『
唐
土
の
吉
野
』
は
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
に
、
大
坂
伊
丹
屋
善
兵
衛
が
版
元
と

し
て
刊
行
さ
れ
、
半
紙
本
五
巻
五
冊
の
十
篇
の
短
編
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

中
の
第
六
話
で
あ
る
、「
桂
の
方
金
龍
の
法
を
修
し
て
肉
親
を
殺
事
」（
以
下
「
桂
の

方
」
と
略
す
）
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

史
料
8東

国
の
或
る
大
守
は
四
十
に
な
っ
て
も
子
が
な
い
た
め
、
妻
の
甥
を
養
子
と
し

た
。
し
か
し
、
大
守
六
十
の
時
、
側
室
桂
は
男
子
を
生
む
や
、
大
守
を
籠
絡
し
、

奸
計
を
以
て
養
子
を
追
い
出
さ
ん
と
謀
り
、
ま
た
美
貌
を
保
と
う
と
、
日
栄
と

い
う
法
華
僧
に
金
龍
の
修
法
を
頼
み
、
陰
部
の
生
肉
を
贄
と
し
て
法
力
を
得
た

が
、
大
守
の
死
後
は
家
士
に
見
放
さ
れ
て
、
我
が
子
を
食
い
、
蛇
と
な
っ
て
姿

を
消
す
。

　大
守
と
桂
の
方
は
、
秀
吉
と
淀
君
を
連
想
さ
せ
る
内
容
で
あ
る
。
ま
た
、
桂
の
方

が
美
貌
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
行
っ
た
金
龍
の
法
も
同
じ
で
、
後
に
蛇
に
変
化
す
る

と
こ
ろ
ま
で
同
じ
で
あ
る
。
簡
単
で
は
あ
る
が
、「
淀
君
行
状
」
と
「
桂
の
方
」
の

類
似
点
を
ま
と
め
る
。

・「
淀
君
行
状
」

①
日
蓮
宗
の
日
瞬
と
い
う
僧
侶

188
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②
来
世
成
仏
で
は
な
く
、
今
の
幸
せ
（
美
貌
を
手
に
入
れ
る
こ
と
）。

③
淀
君
の
肉
を
日
瞬
に
渡
し
、
そ
の
肉
を
食
べ
た
大
蛇
の
肉
を
取
り
、
淀
君
の
傷

口
に
入
れ
る
（
金
龍
の
法
）。

④
顔
が
朱
色
に
な
り
、
口
も
耳
ま
で
裂
け
て
恐
ろ
し
い
形
相
に
な
り
、
蛇
に
変
化

す
る
。

⑤
今
ま
で
の
美
し
さ
を
取
り
戻
し
た
が
、
淫
心
を
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
複

数
の
男
性
と
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

・「
桂
の
方
」

①
日
蓮
宗
の
日
栄
と
い
う
僧
侶

②
後
世
の
こ
と
で
は
な
く
、
今
の
自
分
の
美
し
さ
を
保
ち
た
い
。

③
桂
の
方
の
肉
を
日
栄
に
渡
し
、
龍
の
肉
を
桂
の
方
の
傷
口
に
入
れ
る
（
金
龍
の

法
）。

④
顔
色
が
朱
色
に
変
化
し
、
そ
の
姿
を
見
た
者
は
、
目
が
く
ら
み
力
を
奪
わ
れ
動

く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。

⑤
顔
色
や
気
力
も
も
と
に
戻
っ
た
が
、
淫
心
は
増
し
、
美
少
年
た
ち
を
帳
台
に
招

き
入
れ
た
。

（
①
誰
に
頼
ん
だ
か
、
②
願
い
、
③
方
法
、
④
変
化
、
⑤
そ
の
後
）

　以
上
の
こ
と
か
ら
、「
淀
君
行
状
」
の
蛇
体
変
化
と
「
桂
の
方
」
の
話
に
は
関
連

が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
し
か
し
、「
桂
の
方
」
が
「
淀
君
行
状
」
の
典
拠
で
あ

る
と
は
断
定
で
き
な
い
、と
飯
倉
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、「
淀
君
行
状
」

は「
桂
の
方
」を
参
照
に
し
た
可
能
性
は
年
代
的（「
淀
君
行
状
」は
一
八
〇
二
年
、「
桂

の
方
」
は
一
七
八
三
年
）
に
も
あ
り
得
る
こ
と
で
、
そ
の
他
の
太
閤
記
物
な
ど
に
は

淀
君
の
蛇
体
変
化
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
と
飯
倉
氏
は
述
べ

て
い
る
。

　日
本
に
お
い
て
、
女
性
が
蛇
に
変
化
す
る
話
に
は
三
つ
の
目
的
が
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。
一
つ
目
は
、「
古
代
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
神
話
体
系
を
原
郷
と
す
る
水
の
精
霊
の

民
談
」
で
あ
り
、「
そ
れ
ら
は
昔
話
、
伝
説
、
山
川
沼
沢
の
由
来
・
起
源
の
か
た
ち
で
、

自
然
の
神
々
と
人
々
の
か
か
わ
り
を
語
っ
た
説
話
群
」
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、「
中

世
社
会
に
わ
き
お
こ
っ
た
仏
教
唱
導
の
隆
盛
を
背
景
に
、
自
然
神
の
仏
法
へ
の
帰
順

を
語
る
」
も
の
で
、「
土
着
の
水
精
（
竜
女
）
を
救
済
し
た
各
宗
高
僧
の
た
ぐ
い
ま

れ
な
法
力
を
話
の
中
心
と
し
」
た
も
の
で
あ
る
。
三
つ
目
は
、
前
者
の
二
つ
を
ふ
ま

え
た
、「
江
戸
期
の
小
説
、
芝
居
、
浮
世
絵
な
ど
の
表
現
文
化
の
な
か
に
、
恋
の
懊

悩
や
嫉
妬
に
狂
う
執
着
の
こ
こ
ろ
ね
を
因
と
し
て
蛇
身
に
変
化
す
る
女
た
ち
の
怪
異

譚
」
で
あ
る
（
14
）。「
淀
君
行
状
」
に
お
け
る
、
淀
君
の
蛇
体
変
化
は
三
つ
目
に
該

当
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　「
道
成
寺
物
」
と
し
て
能
楽
や
人
形
浄
瑠
璃
、
歌
舞
伎
な
ど
で
有
名
な
話
が
あ
る
。

若
い
修
業
僧
で
あ
る
安
珍
は
、
恋
仲
に
な
っ
た
清
姫
と
の
約
束
を
破
っ
て
清
姫
の
も

と
か
ら
姿
を
消
し
た
。
裏
切
ら
れ
た
と
思
っ
た
清
姫
は
、
安
珍
を
追
い
か
け
、
恨
み

や
怒
り
の
あ
ま
り
に
蛇
の
姿
に
な
っ
た
。
寺
の
鐘
の
中
に
逃
げ
隠
れ
た
安
珍
だ
っ
た

が
、
蛇
と
な
っ
た
清
姫
に
よ
っ
て
鐘
ご
と
焼
き
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
（
15
）。
こ
の

よ
う
に
古
く
か
ら
、嫉
妬
に
狂
っ
た
女
性
が
蛇
に
化
け
る
と
い
う
話
が
あ
っ
た
。「
道

成
寺
物
」
は
、「
蛇
と
女
」
を
連
想
さ

せ
る
物
語
と
し
て
最
も
古
い
も
の
で
あ

る
と
、
高
田
衛
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。

　こ
こ
で
『
絵
本
太
閤
記
』
に
描
か

れ
て
い
る
淀
君
の
姿
に
注
目
し
て
い

く
（
図
1
（
16
））。
淀
君
が
着
て
い
る

着
物
の
模
様
に
、
黒
い
三
角
形
の
模
様

が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
鱗
形
模

様
と
い
う
。
元
禄
期
（
一
六
八
八
～

一
七
〇
四
）
か
ら
宝
永
期
（
一
七
〇
四

～
一
七
一
一
）
に
か
け
て
、
歌
舞
伎
の

世
界
に
お
い
て
嫉
妬
で
狂
っ
た
女
性
の

成
れ
の
果
て
を
蛇
の
姿
で
表
現
す
る
こ

と
が
流
行
し
た
。
そ
の
際
に
、
演
じ
て

い
る
人
間
が
鱗
形
模
様
の
着
物
を
着
て

演
じ
て
い
た
り
、
時
に
は
大
蛇
の
造
り

物
を
使
用
し
て
見
て
い
る
人
を
驚
か
せ

た
（
図
2
（
17
））。
こ
の
よ
う
に
、
元

禄
期
前
後
か
ら
歌
舞
伎
の
演
目
で
女
人

蛇
体
が
多
く
見
ら
れ
て
い
た
。な
の
で
、

『
絵
本
太
閤
記
』
の
中
の
淀
君
が
着
て

図 2（17） 図 1（16）
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い
る
鱗
形
模
様
の
着
物
や
、
嫉
妬
に
狂
っ
た
淀
君
が
蛇
の
姿
に
変
化
す
る
と
い
う
話

も
、
少
な
か
ら
ず
歌
舞
伎
の
演
目
に
影
響
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

三
、
石
田
三
成
と
共
謀
す
る
淀
君

　『
真
書
太
閤
記
』
は
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
か
ら
慶
応
年
間
（
一
八
六
五
～

六
八
）
に
栗
原
柳
庵
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
実
録
風
読
物
で
あ
る
。
一
二
編
三
六
〇

巻
か
ら
な
る
。講
談
の
題
材
に
な
っ
て
い
た
太
閤
真
顕
記
な
ど
を
ま
と
め
た
も
の
で
、

豊
臣
秀
吉
の
一
代
記
で
あ
る
（
18
）。
編
者
の
栗
原
柳
庵
は
、寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）

か
ら
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
に
生
き
た
人
物
で
、
幕
府
の
家
人
で
あ
る
（
19
）。

　こ
れ
よ
り
、『
真
書
太
閤
記
』
の
中
の
淀
君
に
関
す
る
記
述
を
見
て
い
く
。

史
料
9太

閤
殿
下
洛
中
洛
外
伏
見
御
下
行
の
事
並
淀
殿
秀
次
公
を
讒
言
の
事

（
前
略
）

又
淀
君
は
若
君
を
世
に
立
て
ん
と
謀
り
、
一
向
に
秀
次
公
を
亡
ひ
奉
ら
ん
と
計

議
を
廻
し
、
間
者
を
以
っ
て
帝
都
の
様
子
を
窺
は
せ
ら
る
ゝ
に
、
彼
者
ど
も
密

に
秀
次
公
の
御
身
持
の
次
第
を
淀
殿
へ
申
し
上
げ
し
か
ば
、
淀
殿
大
に
悦
び
三

成
と
密
々
に
計
略
を
約
し
、（
中
略
）

　中
略
の
前
の
内
容
を
説
明
す
る
と
、
太
閤
秀
吉
は
伏
見
に
城
を
築
い
た
後
、
下
賤

の
者
た
ち
か
ら
も
熱
い
信
頼
を
得
て
、
都
は
と
て
も
繁
栄
し
て
い
た
。
一
方
で
、
秀

次
公
は
酒
に
溺
れ
仕
事
を
怠
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
見
た
淀
君
は
、
自
身
の
子
供
で
あ

る
秀
頼
を
後
継
者
に
す
る
た
め
に
秀
次
公
を
暗
殺
す
る
計
画
を
石
田
三
成
と
共
に
立

て
る
。
間
者
を
立
て
て
、
秀
次
公
の
情
報
を
集
め
た
。

史
料
9
（
続
）

（
中
略
）

君
数
年
の
間
千
辛
万
苦
し
て
漸
々
と
一
統
に
治
め
給
ひ
し
世
を
他
人
に
奪
は
れ

ん
事
を
残
念
至
極
に
は
思
し
召
さ
れ
ず
や
と
言
葉
巧
に
秀
次
公
を
讒
せ
し
か
ば

（
中
略
）
何
な
る
賢
者
も
我
子
の
愛
に
迷
ひ
易
く
、
流
石
の
秀
吉
公
も
淀
殿
の

辨
舌
に
御
心
を
動
か
せ
ら
れ
、
秀
次
も
し
異
心
あ
ら
ば
、
若
子
の
身
の
上
危
し

と
思
召
し
、
其
後
五
奉
行
の
輩
を
召
し
出
さ
れ
て
御
尋
ね
有
り
け
る
は
、
秀
次

身
持
放
埒
に
し
て
政
事
を
忘
れ
、其
上
陰
謀
の
企
あ
る
由
、其
實
あ
る
や
。
若
し
、

實
事
な
ら
ば
父
子
の
間
な
り
と
て
用
捨
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。（
中
略
）
野
心
な

き
旨
を
書
記
し
て
使
者
に
渡
さ
れ
け
れ
ば
、
五
人
の
輩
請
取
り
て
伏
見
に
帰
り
、

太
閤
の
御
前
に
披
露
あ
り
け
る
に
然
も
あ
る
べ
き
事
と
宣
ひ
、
先
づ
一
應
は
事

な
く
治
り
し
に
よ
り
、
上
下
押
並
べ
て
悦
び
安
心
せ
り
。
誠
に
一
犬
虚
を
吠
ゆ

れ
ば
、
萬
犬
實
を
傳
ふ
る
の
習
ひ
に
て
、
秀
次
公
陰
謀
の
思
し
召
な
し
と
雖
ど

も
、
諸
人
是
を
有
る
事
と
思
ふ
は
、
秀
次
公
の
御
運
の
末
と
ぞ
見
え
に
け
る
。

　集
め
た
情
報
を
も
と
に
淀
君
は
、
秀
次
が
天
下
を
狙
っ
て
い
る
な
ど
の
嘘
の
情
報

で
秀
吉
を
言
葉
巧
み
に
操
っ
た
。
流
石
の
秀
吉
も
我
が
子
の
こ
と
と
な
る
と
、
不
安

に
思
い
使
者
を
使
わ
し
て
秀
次
の
話
を
聞
く
。
秀
次
は
驚
き
、
自
身
の
潔
白
を
示
す

た
め
に
髪
を
切
り
使
者
に
渡
す
。
秀
次
の
陰
謀
が
嘘
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
犬
虚

に
吠
ゆ
れ
ば
万
犬
実
を
伝
う
よ
う
に
、
一
人
が
い
い
か
げ
ん
な
こ
と
を
言
う
と
そ
れ

が
事
実
と
し
て
広
ま
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。

　『
真
書
太
閤
記
』
に
は
淀
君
が
蛇
に
変
化
す
る
と
い
う
記
述
は
な
か
っ
た
が
、
石

田
三
成
と
共
に
陰
謀
を
企
て
秀
次
公
を
亡
き
者
に
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら

淀
君
＝
悪
女
の
イ
メ
ー
ジ
が
よ
く
分
か
る
。

第
三
章

　
明
治
時
代
以
降
の
淀
君

　前
章
で
は
、
江
戸
時
代
に
出
版
さ
れ
た
太
閤
記
物
を
中
心
に
淀
君
の
記
述
を
見
て

き
た
が
、
第
三
章
で
は
、
明
治
時
代
以
降
に
出
版
さ
れ
た
も
の
を
中
心
に
見
て
い
く
。

明
治
時
代
の
も
の
で
は
、「
浪
華
民
俗
雜
談
」
と
『
日
本
艶
女
伝
』
の
二
作
品
、
大

正
時
代
で
は
『
太
閤
記
物
語
』、昭
和
時
代
で
は
『
お
ん
な
太
閤
記
』
を
取
り
上
げ
て
、

淀
君
の
イ
メ
ー
ジ
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
を
考
察
し
て
い
く
。

一
、
大
阪
城
に
残
る
淀
君

　「
浪
華
民
俗
雜
談
」
と
は
、作
者
の
三
井
武
三
郎
が
少
年
時
代
に
聞
い
た
話
を
綴
っ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
、
自
身
の
母
か
ら
聞
い
た
話
の
中
に
淀
君
の
話
が
出
て

186
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物語の中で紡がれる淀君

く
る
。

　母
親
か
ら
聞
い
た
時
期
だ
が
、「
明
治
十
乃
至
廿
年
頃
の
見
聞
を
綴
つ
て
」
と
あ

る
の
で
、明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
か
ら
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
の
間
と
さ
れ
る
。

史
料
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生
の
母

　の
生
家
は
お
城
の
南
に
當
り
、
其
家
の
あ
つ
た
邊
は
一
帯
兵
部
省
の

敷
地
に
な
つ
た
と
云
ふ
。
お
城
に
關
す
る
傳
説
が
あ
る
、
天
守
臺
の
下
に
以
前
お

屋
敷
が
あ
つ
て
、
夜
中
に
屋
鳴
が
す
る
又
馬
駈
の
廣
場
は
無
い
の
に
馬
を
駆
る
掛

聲
が
傳
は
り
澤
山
な
蹄
の
音
が
一
度
に
響
き
渡
る
。
當
番
の
お
殿
さ
ん
が
お
手
洗

い
へ
立
た
う
と
す
る
と
見
知
ら
ぬ
小
姓
が
チ
ヤ
ン
と
先
き
へ
立
つ
、
用
が
す
む
と

何
處
か
へ
去
つ
て
し
ま
ふ
。
馬
ン
場
は
夜
分
に
は
通
る
も
の
で
無
い
、
若
し
丸
に

二
つ
引
き
の
紋
の
提
燈
が
向
う
か
ら
來
れ
ば
屹
度
悪
い
こ
と
が
起
る
。
淀
君
の
妄

念
が
蛇
に
な
つ
て
お
城
に
残
つ
て
ゐ
る
の
で
石
垣
の
塀
の
上
か
ら
睨
む
こ
と
が
あ

る
。
お
濠
の
中
に
は
主
が
棲
ん
で
ゐ
る
か
ら
側
へ
近
寄
る
と
内
か
ら
呼
び
込
ま
れ

る
。
算
盤
橋
の
あ
つ
た
時
分
其
橋
杭
が
邪
魔
に
な
つ
て
體
を
斜
に
せ
ぬ
と
通
ら
れ

ぬ
程
大
き
な
主
が
ゐ
た
が
正
體
が
わ
か
ら
ぬ
。
以
上
は
母
の
話
で
あ
る
。

　武
三
郎
の
母
の
生
家
は
、
お
城
（
大
阪
城
）
の
南
側
に
あ
っ
た
。
そ
の
お
城
に
関

す
る
伝
説
が
あ
り
、
天
守
台
の
下
に
あ
っ
た
屋
敷
か
ら
、
馬
の
鳴
き
声
や
蹄
の
音
が

し
た
り
不
思
議
な
こ
と
が
た
く
さ
ん
起
こ
っ
て
い
た
。
ま
た
、
淀
君
の
妄
念
が
蛇
と

な
っ
て
現
れ
る
と
い
う
こ
と
を
話
し
て
い
る
。

　大
阪
城
は
、
淀
君
の
終
焉
の
地
で
あ
る
の
で
、
淀
君
の
怨
念
が
残
っ
て
い
る
と
い

う
話
が
出
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
明
治
時
代
に
な
っ
て
も
淀
君
＝
蛇
・
悪
な
ど
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
は
残
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
次
に
見
る
、『
日
本
艶
女
伝
』

の
中
で
も
、
大
阪
城
に
残
る
妖
姫
淀
君
の
話
が
出
て
い
る
。
な
の
で
明
治
時
代
に
な

る
と
、
淀
君
・
蛇
と
い
う
ワ
ー
ド
に
プ
ラ
ス
し
て
大
阪
城
と
い
う
言
葉
も
加
わ
り
、

淀
君
の
イ
メ
ー
ジ
が
広
が
っ
て
い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

二
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
質
な
淀
君

　『
日
本
艶
女
伝
』
は
、
明
治
時
代
か
ら
昭
和
時
代
に
か
け
て
活
躍
し
た
詩
人
の
児

玉
花
外
に
よ
っ
て
明
治
四
五
年
（
一
九
一
二
）
に
著
さ
れ
た
。
花
外
は
、
明
治
七
年

（
一
八
七
四
）
七
月
に
山
口
県
に
生
ま
れ
る
。
社
会
主
義
詩
人
の
グ
ル
ー
プ
の
一
人

と
し
て
活
躍
し
、
同
三
六
年
に
は
『
社
会
主
義
詩
集
』
を
出
版
し
、
発
禁
処
分
を
受

け
る
。
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）
九
月
、
七
十
歳
で
亡
く
な
る
（
20
）。

こ
れ
よ
り
、『
日
本
艶
女
伝
』
の
中
の
淀
君
の
記
述
を
見
て
い
く
。

史
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姫
淀
君

陽
春
の
花
の
ふ
る
頃
、
古
今
の
強
烈
な
艶
女
を
思
ふ
と
き
、
雨
の
煙
る
か
霞
む

が
様
な
空
に
、
宛
ら
光
る
が
如
に
浮
現
は
る
ゝ
女
の
顔
は
、
す
な
は
ち
豊
臣
の

淀
君
で
あ
る
。

日
本
六
十
餘
州
を
掌
に
し
た
大
英
雄
秀
吉
も
、
一
美
人
淀
君
の
手
腕
の
ほ
ど
に

閨
中
の
外
で
も
、
時
に
飴
の
如
く
翻
弄
を
為
れ
た
。

淀
君
の
母
は
織
田
信
長
の
妹
で
、
元
浅
井
長
政
の
室
で
美
貌
海
内
第
一
、
後
勝

家
に
嫁
し
て
運
命
の
悪
炎
に
焼
死
ん
だ
が
、
淀
君
は
其
の
母
の
精
美
と
、
血
と

熱
を
受
け
た
女
性
だ
つ
た
。

天
下
関
白
の
夫
人
と
し
、
秀
頼
の
母
と
し
、
高
慢
な
心
の
中
で
は
、
飽
ま
で
も

信
長
の
姪
た
る
を
忘
れ
ず
、
詮
方
な
く
肌
身
を
許
し
て
も
、
秀
吉
の
を
常
に
下

司
下
郎
と
思
つ
て
ゐ
た
。
況
ん
や
彩
も
勢
も
な
い
貧
崇
爺
、
駿
河
の
家
康
等
み

な
眼
中
に
無
か
つ
た
。

然
し
、
流
石
豊
臣
の
運
も
、
大
阪
城
の
白
壁
へ
落
日
の
影
を
射
し
た
、
此
の
天

下
分
目
の
関
ヶ
原
の
戦
争
に
は
、
一
婦
人
の
淀
君
は
東
西
武
将
豪
傑
の
間
に
、

夭
々
と
し
く
高
く
け
は
し
く
、
紅
花
一
輪
は
匂
つ
て
ゐ
た
。

有
名
な
世
界
の
女
王
と
等
し
く
、
淀
君
に
は
驕
慢
で
、
肉
的
で
、
一
面
非
常
な

ヒ
ス
テ
リ
ー
的
で
あ
つ
た
。
併
し
此
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
質
が
彼
女
を
煩
悶
さ
せ
た

と
同
時
に
、
そ
の
絶
倫
の
美
を
増
さ
し
め
、
其
の
肉
的
が
恰
も
牡
丹
花
の
如
に
、

猛
烈
な
る
艶
味
を
帯
び
て
ゐ
た
。

げ
に
牡
丹
の
芽
の
や
う
に
、
女
に
生
れ
た
佳
人
淀
君
は
、
最
期
は
火
を
放
つ
て
自

刃
し
た
に
云
つ
て
も
、
亦
紅
ゐ
の
火
焔
の
華
や
か
な
生
涯
で
あ
つ
た
。
強
い
ヒ
ス

テ
リ
ー
は
所
有
天
下
の
男
性
と
、
終
に
烈
々
の
猛
火
と
も
闘
つ
て
果
て
た
の
は
。

淀
君
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
も
亦
豪
い
と
も
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

吁
、
大
阪
城
を
い
ろ
ど
る
墨
絵
の
松
ヶ
枝
、
現
在
も
高
く
取
廻
ら
し
た
白
壁
に
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は
、
妖
姫
淀
君
が
美
し
い
眸
が
印
し
残
る
や
う
で
あ
る
。

淀
君
の
墓
は
、
大
阪
市
北
の
大
融
寺
に
在
る
。
白
蛇
が
澤
山
に
す
ま
つ
て
、
土

地
の
人
は
縁
起
の
神
と
崇
め
て
居
る
さ
う
な
。

唉
土
の
妖
艶
女
王
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
は
蛇
の
毒
に
死
ん
だ
。
わ
が
淀
君
の
墓
と
白

蛇
、
凄
い
魔
魅
を
た
く
は
へ
る
の
が
奇
で
は
な
い
か
。

　艶
女
を
思
い
浮
か
べ
た
時
、
淀
君
が
浮
か
び
上
が
る
。
淀
君
は
浅
井
長
政
と
、
織

田
信
長
の
妹
の
お
市
と
の
間
に
生
ま
れ
、
お
市
の
美
し
さ
を
受
け
継
い
だ
。
秀
吉
と

結
婚
し
て
、
肌
身
を
許
し
て
も
心
の
中
で
は
秀
吉
を
下
に
見
て
い
た
。
最
期
は
大
阪

城
に
火
を
放
っ
て
自
刃
し
た
。
そ
の
大
阪
城
に
は
今
で
も
、
淀
君
の
面
影
が
あ
る
。

淀
君
は
、肉
的
で
ヒ
ス
テ
リ
ー
質
で
か
つ
、妖
姫
と
形
容
さ
れ
て
い
る
女
性
で
あ
っ
た
。

　そ
し
て
、『
日
本
艶
女
伝
』
に
は
蛇
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。『
絵
本
太
閤
記
』
の
よ

う
な
、
淀
君
が
蛇
に
変
化
し
た
と
い
う
記
述
で
は
な
く
、
淀
君
の
お
墓
が
あ
る
大
融

寺
に
住
ん
で
い
る
縁
起
の
神
と
し
て
の
記
述
だ
っ
た
。
百
年
以
上
経
っ
て
も
、
淀
君

と
蛇
に
結
び
つ
き
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
肉
的
や
魔
魅
、
妖
姫
と
い
っ

た
悪
女
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
言
葉
も
使
わ
れ
て
い
た
。

三
、
悪
女
の
イ
メ
ー
ジ
の
な
い
淀
君
そ
の
二

　『
太
閤
記
物
語
』
は
、大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
に
大
町
桂
月
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
。

大
町
桂
月
は
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
高
知
県
に
生
ま
れ
る
。
帝
国
大
学
（
現

在
の
東
京
大
学
）
国
文
科
に
入
学
し
、
文
才
に
秀
で
て
お
り
、
在
学
中
か
ら
文
名
を

知
ら
れ
て
い
た
。
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）
に
五
七
歳
で
亡
く
な
る
（
21
）。

こ
れ
よ
り
、『
太
閤
記
物
語
』
の
中
の
淀
君
に
関
す
る
記
述
を
見
て
い
く
。

史
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明
征
伐
の
師

（
前
略
）

同
年
夏
四
月
、
帳
中
第
一
の
美
人
、
淀
君
男
子
を
生
む
。
淀
君
は
、
浅
井
長
政
の

未
亡
人
に
し
て
、
柴
田
勝
家
の
妻
と
な
り
し
小
谷
の
方
の
、
長
政
と
の
間
に
設
け

し
女
に
し
て
、
秀
吉
の
寵
を
一
身
に
集
め
け
る
婦
人
也
。
秀
吉
五
十
を
越
し
て
未

だ
一
人
の
実
子
を
得
ざ
り
し
に
、
思
ひ
が
け
な
く
男
子
を
擧
げ
て
、
喜
ぶ
事
限
り

無
く
、
名
を
棄
君
と
名
づ
け
て
し
掌
中
の
玉
と
愛
で
け
る
に
、
同
年
九
月
、
棄
君
、

未
だ
結
び
あ
へ
ぬ
白
露
の
、
初
秋
の
風
に
は
か
な
く
散
り
ぬ
。（
中
略
）

　こ
の
章
は
、
秀
吉
が
行
う
朝
鮮
出
兵
の
前
段
階
を
記
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
淀
君

の
記
述
が
あ
る
。
同
年
夏
は
、
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
の
夏
の
こ
と
を
言
い
、

こ
の
年
に
淀
君
は
秀
吉
と
の
間
に
子
供
も
設
け
る
が
九
月
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。

史
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醐
の
花
見

（
前
略
）

文
禄
四
年
春
三
月
、
朝
鮮
の
軍
連
戦
し
て
八
道
殆
ど
風
靡
し
尽
し
ぬ
。
英
雄

胸
中
閑
日
月
あ
り
と
い
ひ
け
む
、
太
閤
、
名
護
屋
の
陣
よ
り
京
都
に
か
へ
り
、

諸
大
名
を
相
催
し
て
醍
醐
の
花
見
を
せ
ば
や
と
思
ひ
立
ち
ぬ
。（
中
略
）
三
月

十
四
日
愈
々
そ
の
当
日
と
な
り
ぬ
れ
ば
、
太
閤
、
辰
の
刻
に
伏
見
の
城
を
出
で
、

輿
の
次
第
、
一
番
に
北
の
政
所
、
二
番
に
三
條
の
君
、
三
番
に
松
の
丸
君
、
四

番
に
太
閤
、
新
た
に
得
た
る
愛
兒
拾
君
と
共
に
、
五
番
は
淀
の
君
、
六
番
は
加

賀
の
君
に
て
、
各
々
、
輿
添
の
守
衛
あ
ま
た
引
具
し
、
行
列
華
や
か
に
醍
醐
の

三
寶
院
に
着
く
。
小
姓
等
引
き
つ
れ
た
る
太
閤
の
し
り
へ
に
従
ひ
て
、
う
る
は

し
き
衣
思
ひ
思
ひ
に
着
か
ざ
り
た
る
北
の
政
所
、
淀
君
以
下
の
女
房
達
、
ゆ
る

や
か
に
歩
を
う
つ
し
て
、
花
の
下
陰
彼
方
此
方
と
見
め
ぐ
れ
ば
、
そ
の
道
の
左

右
に
は
緑
の
竹
も
て
埒
を
結
び
、
錦
の
幔
幕
を
張
り
た
る
に
、
折
り
か
ら
の
花

ふ
ゞ
き
の
、
は
ら
〳
〵
と
散
り
か
ゝ
り
た
る
、
此
の
世
の
も
の
と
も
見
え
ぬ
風

情
な
り
や
。

　こ
の
章
は
、
秀
吉
が
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
に
伏
見
の
醍
醐
寺
で
行
っ
た
、
花

見
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
当
日
の
輿
の
順
番
が
記
さ
れ
て
い
て
、
淀
君
は
自

身
の
子
供
で
あ
る
拾
と
共
に
五
番
目
だ
っ
た
。
淀
君
以
外
の
側
室
や
、
正
室
の
北
政

所
な
ど
の
名
前
も
あ
り
、
花
見
が
華
や
か
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
輿
の

順
番
は
、『
絵
本
太
閤
記
』
と
同
じ
く
五
番
目
だ
が
、『
太
閤
記
』
の
記
述
と
は
異
な
っ

て
い
た
。

　『
太
閤
記
物
語
』
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
も
の
と
は
違
い
、
淀
君
＝
悪
女
、
悪

184
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物語の中で紡がれる淀君

者
な
ど
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
記
述
は
な
か
っ
た
。

四
、
蛇
性
の
肌
の
淀
君

　第
二
章
で
考
察
し
た
、『
絵
本
太
閤
記
』
の
「
淀
君
行
状
」
は
、
嫉
妬
の
あ
ま
り

蛇
に
変
化
し
淫
心
を
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
か
ら
考
察
し
て
い

く
『
お
ん
な
太
閤
記
』
に
も
、
淀
君
と
蛇
を
関
連
づ
け
る
記
述
を
発
見
し
た
。
今
か

ら
考
察
す
る
『
お
ん
な
太
閤
記
』
は
、
昭
和
三
十
一
年
（
一
九
五
六
）
に
沢
寿
次
に

よ
っ
て
著
さ
れ
た
。
昭
和
の
時
代
に
は
、
淀
君
は
ど
の
よ
う
な
女
性
と
し
て
描
か
れ

て
い
た
の
か
を
考
察
し
て
い
く
。

　淀
君
は
、
自
身
の
美
貌
を
保
つ
こ
と
に
熱
心
で
、
常
日
頃
か
ら
美
容
体
操
や
、
南

蛮
渡
来
の
化
粧
品
を
使
っ
た
り
、
牛
乳
風
呂
に
入
り
美
し
さ
を
保
っ
て
い
た
。
鏡
を

見
て
、
自
身
の
美
し
さ
に
見
惚
れ
て
い
た
時
、
顔
に
シ
ワ
が
で
き
て
い
る
こ
と
に
驚

く
、
と
い
う
内
容
か
ら
話
は
始
ま
る
。

史
料
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性
の
肌

（
前
略
）

二
本
の
シ
ワ
に
ヒ
ス

　急
ぎ
三
成
を
呼
び
つ
け
る

「
ア
ラ
ッ
、
ど
う
し
ま
し
ょ
う
」

淀
君
は
、姿
見
の
前
に
立
っ
て
、あ
か
ず
、美
し
い
八
等
身
の
肉
体
を
な
が
め
て
、

未
亡
人
ら
し
く
自
ら
楽
し
ん
で
い
た
と
き
、
鏡
に
う
つ
っ
た
自
分
の
顔
の
中
に
、

目
じ
り
に
二
本
の
シ
ワ
が
あ
る
の
を
発
見
し
て
、
驚
き
の
叫
び
声
を
あ
げ
た
。

「
三
国
一
の
美
し
い
女
と
い
わ
れ
て
、
太
閤
の
ち
ょ
う
愛
を
一
心
に
集
め
た
身

が
、
何
と
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
い
つ
ま
で
も
若
く
、
美
し
く
、
不
老
不
死
と

い
わ
れ
て
い
た
私
な
の
に
、
こ
の
目
じ
り
の
シ
ワ
は
何
と
し
た
こ
と
か
。
私
の

容
貌
に
衰
え
が
来
た
と
し
た
ら
全
国
四
百
余
州
の
諸
大
名
を
何
を
も
っ
て
私
の

膝
下
に
ひ
ざ
ま
ず
か
す
こ
と
が
出
来
よ
う
。
あ
あ
、
私
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の

で
し
ょ
う
・
・
・
」

（
中
略
）

激
怒
し
た
淀
君
、
と
う
と
う
持
病
の
ヒ
ス
を
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
。

「
ク
ヤ
シ
イ
・
・
・
」

（
中
略
）

こ
ん
な
と
き
女
と
い
う
も
の
は
、
心
の
悩
み
を
打
ち
明
け
る
男
性
が
ほ
し
い
も

の
で
あ
る
。
淀
君
の
心
に
浮
か
ん
だ
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
愛
す
る
三
成
で

あ
っ
た
。

「
誰
か
、
早
く
三
成
に
登
城
す
る
よ
う
に
言
っ
て
ち
ょ
う
だ
い
」

淀
君
は
、
あ
わ
た
だ
し
く
三
成
を
呼
び
よ
せ
た
。

　淀
君
が
、
自
身
の
容
貌
に
と
て
も
執
着
し
て
い
る
点
や
、
自
身
の
美
貌
で
諸
大
名

を
統
一
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
な
ど
は
、「
淀
君
行
状
」
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
っ
た
。
ま
た
、
未
亡
人
と
あ
る
の
で
、
夫
で
あ
る
豊
臣
秀
吉
は
亡
く
な
っ
て
お

り
、
石
田
三
成
と
親
し
い
間
柄
で
あ
り
、
悩
み
を
三
成
に
一
番
に
伝
え
よ
う
と
し
て

い
る
。
呼
び
よ
せ
ら
れ
た
三
成
は
、
淀
君
の
話
を
聞
い
て
一
つ
の
提
案
を
し
た
。
そ

の
提
案
と
い
う
の
が
、「
淀
君
行
状
」
で
も
登
場
し
た
、
金
龍
の
法
で
あ
る
。
こ
の

法
を
頼
ん
だ
相
手
も
、
同
様
に
日
蓮
宗
の
日
瞬
と
い
う
僧
で
あ
っ
た
。

史
料
14
（
続
）

金
龍
の
法
で
若
返
り

　痛
さ
も
し
の
び
手
術
台
へ

（
中
略
）

「
判
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
な
ら
若
返
り
の
法
を
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
さ

て
ど
の
よ
う
な
法
を
い
た
し
ま
す
か
。
私
ど
も
で
い
ま
て
が
け
て
い
る
の
は
い

ろ
い
ろ
の
銘
柄
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ま
ず
最
も
効
目
の
あ
る
の
は
金
竜
の
秘
法

と
申
す
も
の
で
す
。
そ
の
国
一
番
の
霊
山
に
登
っ
て
厳
窟
に
こ
も
り
経
文
を
誦

し
て
天
よ
り
金
竜
を
呼
び
よ
せ
修
行
す
る
方
法
。
こ
の
法
に
よ
れ
ば
老
人
と
い

え
ど
も
た
ち
ど
こ
ろ
に
若
返
っ
て
来
る
」

「
そ
の
金
龍
と
や
ら
い
う
の
を
し
て
も
ら
い
た
い
の
だ
け
ど
、
富
士
山
の
山
頂
に

登
っ
た
り
、
竜
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
は
私
に
は
出
来
そ
う
も
な
い
わ
ね
」

淀
君
ち
ょ
っ
と
首
を
か
し
げ
て
考
え
こ
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、日
瞬
、待
っ

て
い
ま
し
た
と
ば
か
り
に
。

「
ご
心
配
遊
ば
し
ま
す
な
。
地
獄
の
沙
汰
も
金
次
第
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

事
と
相
談
に
よ
っ
て
は
、
委
託
で
法
を
収
め
る
こ
と
も
出
来
る
仕
組
に
な
っ
て

お
り
ま
す
。」

183
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（
中
略
）

「
な
る
ほ
ど
ね
、
そ
れ
で
は
ひ
と
つ
お
願
い
す
る
わ
」

「
毎
度
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
さ
っ
そ
く
淀
君
の
内
股
の
肉
一
寸
四
角
を
切
ら

せ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
・
・
・
」

（
中
略
）

「
ち
ょ
っ
と
恥
ず
か
し
い
の
だ
け
ど
、
え
え
、
い
い
わ
。
若
返
る
の
だ
っ
た
ら

我
慢
す
る
わ
・
・
・
」

淀
君
は
、
白
玉
の
よ
う
な
肌
を
緋
の
布
に
つ
つ
ん
で
、
急
造
の
手
術
台
の
上
に

横
た
わ
っ
た
。

（
中
略
）

日
瞬
は
、
一
瞬
、
大
理
石
の
よ
う
に
美
し
く
な
め
ら
か
な
淀
君
の
全
裸
を
目
の

前
に
し
て
溜
息
を
つ
い
た
が
、
や
が
て
気
を
と
り
直
し
て
、
短
刀
を
ひ
ら
め
か

し
淀
君
の
内
股
か
ら
一
片
の
肉
を
そ
ぎ
と
っ
て
い
た
。

　自
身
の
肉
を
削
ぎ
落
と
す
、
と
い
う
強
烈
な
方
法
に
一
度
は
躊
躇
し
た
淀
君
だ
っ

た
が
、
若
返
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
と
言
い
、
覚
悟
を
決
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、自
身
の
容
貌
や
、美
し
さ
へ
の
異
常
な
こ
だ
わ
り
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　淀
君
の
内
股
の
肉
を
携
え
た
日
瞬
は
、富
士
山
に
登
り
経
文
を
唱
え
た
。
す
る
と
、

晴
天
だ
っ
た
空
が
急
に
曇
り
、雨
風
が
強
く
な
り
雷
と
共
に
一
匹
の
大
蛇
が
現
れ
た
。

日
瞬
は
、
大
蛇
に
食
べ
ら
れ
そ
う
に
な
り
な
が
ら
も
、
淀
君
の
内
股
の
肉
を
大
蛇
の

口
の
中
に
放
り
込
ん
だ
。
す
る
と
、
今
ま
で
暴
れ
て
い
た
大
蛇
が
急
に
大
人
し
く
な

り
、
そ
の
す
き
に
日
瞬
は
大
蛇
の
下
腹
部
の
肉
を
一
寸
剥
ぎ
取
り
、
そ
れ
も
持
っ
て

急
い
で
淀
君
の
元
へ
帰
っ
た
。

史
料
14
（
続
）

淫
心
満
ち
る
若
肌

　淀
君
、
大
蛇
の
肉
を
移
植

（
中
略
）

日
瞬
、
富
士
山
頂
か
ら
持
っ
て
来
た
大
蛇
の
下
腹
部
の
肉
一
寸
四
角
を
、
ピ
ン

セ
ッ
ト
で
つ
ま
ん
で
、
淀
君
を
内
股
に
移
植
す
る
。

（
中
略
）

「
ワ
ア
ー
、私
、若
返
っ
た
わ
。
目
じ
り
の
シ
ワ
が
す
っ
か
り
と
れ
て
し
ま
っ
た
わ
」

淀
君
、
若
返
っ
た
こ
と
お
ど
り
し
て
喜
ん
だ
。

「
私
、
二
十
歳
の
こ
ろ
の
若
さ
に
帰
っ
た
わ
。
な
ん
と
こ
の
二
の
腕
の
白
さ
。

乳
房
の
盛
り
上
り
、こ
の
や
わ
肌
を
こ
ば
む
男
性
が
日
本
中
に
あ
る
だ
ろ
う
か
」

「
い
や
そ
の
若
さ
な
ら
、
日
本
全
国
の
諸
大
名
、
淀
君
の
尻
の
下
に
し
か
れ
る
こ

と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
ま
さ
に
大
願
成
就
。
全
国
に
淀
君
旋
風
が
吹
き
ま
く
っ

て
、太
閤
な
き
あ
と
も
豊
臣
の
天
下
は
安
泰
で
あ
る
こ
と
、疑
い
も
あ
り
ま
せ
ん
」

（
中
略
）

昔
の
よ
う
な
ツ
ル
ツ
ル
と
す
べ
る
餅
肌
を
と
り
も
ど
し
た
が
、
冷
凍
植
皮
術
の

効
果
で
さ
ら
に
肌
に
蛇
性
を
思
わ
せ
る
妖
艶
さ
が
加
わ
っ
た
。

こ
れ
は
蛇
の
肉
を
淀
君
の
体
に
移
植
し
た
た
め
に
、
淀
君
の
肉
体
に
蛇
の
よ
う

な
強
烈
な
精
力
が
わ
き
起
っ
た
。
そ
こ
で
性
質
は
一
変
、
淫
心
起
っ
て
素
行
は

乱
れ
て
来
た
。

（
中
略
）

　淫
心
を
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
淀
君
は
、目
に
止
ま
っ
た
小
姓
を「
そ

こ
に
い
や
る
小
姓
の
な
に
が
し
、
近
う
近
う
」
と
呼
び
寄
せ
、
断
れ
な
い
小
姓
と
盃

を
交
わ
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
美
し
さ
を
取
り
戻
し
た
淀
君
が
、
三
成
を
呼
び

寄
せ
る
回
数
は
増
え
、
三
成
を
困
ら
せ
た
。

　第
三
巻
の
「
淀
君
御
乱
行
」
に
な
る
と
、
関
ヶ
原
の
戦
い
で
最
愛
の
三
成
が
亡
く

な
る
と
、
大
野
修
理
之
介
の
こ
と
を
可
愛
が
っ
た
り
、
当
時
人
気
だ
っ
た
歌
舞
伎
役

者
と
も
関
係
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
、
金
龍
の
法
を
施
し
た
日
瞬
は
、
淀
君
の
こ
と

を
好
き
に
な
り
、
淀
君
が
修
理
之
介
と
い
る
所
に
押
し
入
っ
た
。
日
瞬
の
一
方
的
な

想
い
は
、
淀
君
に
は
理
解
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
押
し
入
っ
た
際
に
淀
君
に
よ
っ
て
カ

ン
ザ
シ
で
刺
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
（
22
）。

　以
上
の
こ
と
か
ら
、江
戸
時
代
に
出
版
さ
れ
た
『
絵
本
太
閤
記
』
の
「
淀
君
行
状
」

の
内
容
は
、百
年
以
上
経
っ
た
、昭
和
の
時
代
に
な
っ
て
も
、『
お
ん
な
太
閤
記
』の「
蛇

性
の
肌
」
の
よ
う
に
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
日
瞬
と
の
一
連
の

事
件
は
、『
お
ん
な
太
閤
記
』の
み
に
記
述
さ
れ
て
い
た
内
容
だ
っ
た
の
で
、エ
ピ
ソ
ー

ド
は
加
わ
っ
て
い
る
が
淀
君
の
性
格
や
イ
メ
ー
ジ
は
、
変
化
す
る
こ
と
な
く
伝
わ
っ

た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
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お
わ
り
に

　こ
の
卒
業
論
文
に
お
い
て
、
各
時
代
の
淀
君
が
ど
の
よ
う
な
女
性
と
し
て
描
か

れ
て
き
た
の
か
を
考
察
し
て
き
た
。
以
下
に
、
改
め
て
ま
と
め
て
み
る
。
ま
ず
、

一
六
二
〇
年
代
前
半
に
書
か
れ
た
『
川
角
太
閤
記
』
と
『
太
閤
記
』
で
は
、
淀
君
の

生
い
立
ち
な
ど
が
中
心
に
描
か
れ
て
い
て
、
悪
女
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
も
の
は
な
か
っ

た
。
次
に
、
寛
政
九
年
（
一
六
七
九
）
か
ら
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
に
出
版
さ
れ

た
『
絵
本
太
閤
記
』
で
は
、
淀
君
へ
の
イ
メ
ー
ジ
が
大
き
く
変
化
し
て
い
た
。
ま
ず

は
、
関
白
秀
次
事
件
へ
の
関
与
で
あ
る
。
石
田
三
成
と
共
に
共
謀
し
て
、
自
身
の
願

望
の
た
め
だ
け
に
関
白
秀
次
を
、
亡
き
者
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
最
大
の
驚
き

は
、「
淀
君
行
状
」
の
中
の
淀
君
で
あ
る
。
嫉
妬
や
、
日
頃
の
悩
み
に
よ
っ
て
容
貌

が
衰
え
た
淀
君
は
、
日
瞬
と
い
う
僧
侶
に
頼
み
、
金
龍
の
法
と
い
う
怪
し
い
法
力
に

よ
っ
て
美
し
さ
を
取
り
戻
し
た
の
で
あ
る
。
美
貌
を
取
り
戻
し
た
淀
君
は
、
複
数
の

男
性
と
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
淫
心
を
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
最

後
に
は
蛇
の
姿
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
寛
永
五
年
（
一
八
五
二
）
か
ら
慶
応

年
間
（
一
八
六
五
～
一
八
六
八
）
に
出
版
さ
れ
た
、『
真
書
太
閤
記
』
に
も
関
白
秀

次
事
件
へ
の
関
与
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
た
。
以
上
が
第
二
章
で
考
察
し

た
も
の
で
、
淀
君
が
亡
く
な
っ
て
間
も
な
い
頃
に
成
立
し
た
も
の
に
は
、
淀
君
の
記

述
は
少
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。『
絵
本
太
閤
記
』
が
出
版
さ
れ
た
頃
か
ら
、
次
第

に
淀
君
へ
の
悪
の
イ
メ
ー
ジ
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　第
三
章
で
は
、ま
ず
明
治
時
代
に
出
版
さ
れ
た
も
の
を
二
作
品
と
り
あ
げ
た
。「
浪

華
民
俗
雜
談
」
で
は
、
大
阪
城
で
起
こ
る
不
可
思
議
な
こ
と
は
、
淀
君
の
妄
念
が
蛇

と
な
っ
た
も
の
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
『
日
本
艶
女
伝
』
で
は
、
艶
女
と
い
え
ば

淀
君
で
あ
り
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
質
な
女
性
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
阪
城
や
蛇
と
の
関

わ
り
も
記
述
さ
れ
て
い
た
。
明
治
時
代
に
な
っ
て
も
、
蛇
と
の
関
係
は
薄
れ
る
こ
と

な
く
受
け
継
が
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
大
阪
城
と
い
う
新
し
い
キ
ー
ワ
ー
ド
が
加
わ
り

語
り
継
が
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
一
方
で
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
に
出
版
さ
れ

た
、『
太
閤
記
物
語
』に
は
淀
君
を
悪
女
と
関
連
付
け
る
記
述
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

昭
和
三
一
年
（
一
九
五
六
）
に
出
版
さ
れ
た
『
お
ん
な
太
閤
記
』
に
は
、『
絵
本
太

閤
記
』と
と
て
も
類
似
し
て
い
る
記
述
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、淀
君
の
イ
メ
ー

ジ
は
江
戸
時
代
に
作
ら
れ
た
も
の
を
中
心
に
、
広
ま
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　今
後
の
課
題
と
し
て
は
、『
太
閤
記
』
と
『
絵
本
太
閤
記
』
の
間
で
出
版
さ
れ
た

も
の
の
中
で
淀
君
の
記
述
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
や
、
醍
醐
の
花

見
の
輿
の
順
番
が
『
太
閤
記
』
で
は
二
番
目
、『
絵
本
太
閤
記
』
と
『
太
閤
記
物
語
』

で
は
五
番
目
と
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
追
究
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二

点
を
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
し
た
い
。
そ
し
て
、
平
成
か
ら
令
和
と
な
っ
た
今
、
淀
君

が
ど
の
よ
う
な
女
性
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
い
く
の
か
も
楽
し
み
で
あ
る
。
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