
「
菊
花
の
約」

昨
年一
月
に
出
た
秋
成
研
究
会
絹
『
上
田
秋
成
研
究
事
典」
（
笠
間
書
院）

．
が
上
田
秋
成
研
究
の
大
き
な
節
目
に
な
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う。

そ
の
中
の
「
雨
月
物
話j
の
「
菊
花
の
約」
に
つ
い
て
の
「
研
究
史」
（
木

越
治
氏
担
当
執
班）
の
項
に
選
ば
れ
た
九
編
の
論
文
の
う
ち
に
は
私
の
旧
秘

「「
菊
花
の
約」
と
祖
彼
学

派ー|
「
信」
と
「
軽
薄」
ー
—'」
（「
文
学」

隔
月
刊
第
10
巻
第
1
号、
平
成
二
十
1

年一
月）
も
ふ
く
ま
れ
て
お
り、
そ

こ
で
は
次
の
よ
う
に
首
わ
れ
て
お
り、
私
は
さ
ら
な
る
展
開
を
う
な
が
さ
れ

て
い
る。「

軽
簿」
の
語
を、
同
時
代
の
祖
棟
学
派
や
そ
の
周
辺
の
漢
学
系
学

者
の
著
作
の
中
か
ら
示
し
て
い
る
の
が
な
に
よ
り
新
鮮
で
あ
る。
「
菊

花
の
約」
へ
の
言
及
は
あ
ま
り
多
く
な
い
が、
今
後、
作
品
を
読
ん
で

い
く
う
え
で
新
し
い
展
開
の
ヒ
ン
ト
と
な
る、
大
切
な
指
摘
で
あ
る。

山
本
に
は、
別
に、
木
越
論
へ
の
反
論
を
中
心
に
し
た
稔
も
あ
る
が、

い
さ
さ
か
開
き
飽
き
た
議
論
を
繰
り
返
す
よ
り、
自
身
の
こ
の
韮
要
な

指
摘
を
さ
ら
に
作
品
論
的
に
進
化
さ
せ
る
道
を
歩
む
ぺ
き
で
あ
ろ
う。

木
越
氏
が
つ
い
で
に
触
れ
ら
れ
た
私
の
別
論「「
雨
月
物
語
j「
菊
花
の
約」

古
意

解
釈
の
諸
問
題

ー
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
行
為
分
析・
テ
ク
ス
ト
解
釈
生
成
学

を
目
指
し
て

ー」
（「
高
知
大
国
文j
第
43
号、
平
成一一
十
四
年
十
二
月）

は
全
二
十
七
ペ
ー
ジ
と
い
さ
さ
か
長
い
が、
最
後
ま
で
読
み
と
ば
さ
ず
読
ん

で
い
た
だ
け
れ
ば、
何
も
木
越
氏
へ
の
反
詮
を
中
心
に
し
た
わ
け
で
は
な
く、

す
べ
て
の
論
を
検
討
し
て、
ほ
か
の
論
文
が
す
べ
て
消
え
て、
参
考
に
す
べ

き
論
文
と
し
て、
最
後
に
木
越
氏
の
論
説
し
か
残
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

が
理
解
い
た
だ
け
る
は
ず
で、
そ
の
意
味、
私
自
身
の
自
党
す
る
と
こ
ろ
で

は、
木
越
氏
論
文
の
本
質
的
重
要
性
を
（
逆
説
的
に
も
せ
よ）
明
ら
か
に
し

た
も
の
で
あ
る。
し
か
し、
そ
の
最
後
部
に
お
い
て
「
菊
花
の
約」
の
末
尾

の
教
訓
の
解
釈
に
関
す
る
木
越
氏
の
論
法
の
う
ち
に
ふ
く
ま
れ
る
問
題
を
指

摘
し、
解
釈
の
百
八
十
度
反
転
を
行
っ
た
の
で、
氏
は
私
の
別
綸
を
最
後
ま

で
読
ま
な
か
っ
た
か、
解
釈
の
反
転
を
無
い
こ
と
に
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

る。と
も
あ
れ、
本
稲
は、
木
越
氏
の
う
な
が
し
に
触
発
さ
れ、
咽
起
し
て
新

た
な
展
開
を
目
指
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が、
結
呆
明
ら
か
に
な
っ
た
こ

と
は、
私
自
身
の
論
点
は、
や
は
り
先
の
二
綸
に
お
い
て
出
尽
く
し
て
い
る

山

本

秀

樹
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と
い
う
こ
と
で
あ
り、
本
稿
は
先
の
二
論
で
述
べ
足
り
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を

・

補
足
的
に
述
べ
る
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
と
な
っ
た。

ま
ず
前
屈
き
的
に
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は、
こ
れ
ま
で
の
日
本
文
学

研
究
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
は
常
に
忘
れ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
「
新

．
し
い
読
み」
「
新
し
い
読
み」
と、
ま
る
で
そ
れ
自
体
が
目
的
化
し
て
い
る

か
の
ご
と
く
に
唱
え
ら
れ
て
き
た
が、
し
か
し、
そ
れ
で
は
な
ぜ
「
新
し
い

読
み」
が
必
要
な
の
か、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
不
間
に
ふ
さ
れ
て
き
た、

と
い
う
こ
と
で
あ
る。
一
度
そ
の
前
提
を
疑
っ
て
み
れ
ば、

戦
後、
価
俎
観

が
激
変
し、
み
な
の
眼
の
前
で
テ
ク
ス
ト
の
統
み
が
更
新
さ
れ
て
き
た
驚
き

に
よ
る
習
い
性
で
そ
う
思
い
込
ま
れ
て
い
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
と
も
思
わ
れ、

格
別
こ
と
さ
ら
な
「
新
た
な
読
み」
の
必
要
性
を
唱
え
る
こ
と
は、
研
究
者

が
自
分
自
身
の
や
っ
て
い
る
こ
と
に
価
値
を
賦
与
す
る
た
め
に
行
っ
て
い
る

ェ
ク
ス
キ
ュ
ー
ス
に
も
見
え
て
く
る。

ま
た、
木
越
氏
た
ち、
全
共
闘
世
代
を
中
心
と
す
る
研
究
者
た
ち
が
開
い

た、

世
問
知
ら
ず
の
小
児
中
坊
的
学
者
左
門
と
す
る
「
解
釈」、
そ
の
よ
う

な
彼
に
対
す
る
不
滴
不
信
説
が、
本
質
的
に
何
だ
っ
た
か
を、
私
の
別
論
の

検
討
を
ふ
ま
え
て
表
現
し
な
お
せ
ば、
そ
れ
は
決
し
て
「
読
み」
で
も
何
で

も
な
か
っ
た
わ
け
で、
そ
れ
は
語
り
手
が
語
り
統
け
た
主
人
公
た
ち
の
行

為・
言
明
に
対
し
て、
全
共
闘
世
代
的
に
は、
わ
れ
わ
れ
現
代
人
は
そ
れ
を

肯
定
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い、
わ
れ
わ
れ
ば
そ
れ
に
付
い
て
い
け
な
い、

と
い
う
倫
理
「
批
評」

ーー
そ
れ
は
「
批
評」
だ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

‘•
o
 あ

た
か
も
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
が、
作
品
に
ふ
く
ま
れ
る
対
女
性
意
識
の

低
さ
を
批
判
す
る
よ
う
に、
主
人
公
た
ち
の
持
つ
倫
理
意
識
に
関
す
る
不
満

不
足
点
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る。

し
か
し、
最
近、
私
が
認
識
す
る
と
こ
ろ
で
は、
真
に
必
要
な
も
の
は
「
テ

ク
ス
ト
理
解
の
成
熟」
で
あ
っ
て、
テ
ク
ス
ト
理
解
が
成
熟
す
る
と
き、
そ

こ
で
は
常
に
同
時
に
「
読
み」
は
更
新
さ
れ
て
い
る
は
ず
な
の
だ。

た
と
え
ば、
（
私
の
先
の
綸
も
ふ
く
め
て）
こ
れ
ま
で
テ
ク
ス
ト
の
論
理

に
即
し
て
解
説
さ
れ
た
こ
と
な
ど
一
度
も
な
か
っ
た
と
言
え
る
場
面
と
し
て、

、
、

「
菊
花
の
約」
一
編
の
き
も、

義
兄
弟
と
な
っ
た
村
の
憐
学
者
左
門
と
旅
の

武
士
赤
穴
宗
右
衛
門
の
再
会
の
日
を
さ
だ
め
る
シ
ー
ン
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
る。
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
皿
で
言
う
と、
「
菊
花
の
約」
全
15
ベ
ー
ジ
の
う

ち
の
6
ペ
ー
ジ
め

ー
仮
に
分
最
だ
け
を
目
安
に
前・
中・
後
段
に
三
分
割

し
て
も
全
15
ペ
ー
ジ
の
5
ペ
ー
ジ
過
ぎ
で
中
段
に
当
た
る
が、
な
お
か
つ
内

容
的
に
も
ち
ょ
う
ど
主
要
登
場
人
物
が
出
会
う
状
況
設
定
が
終
わ
っ
て、
ス

ト
ー
リ
ー
が
動
き
を
見
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る。
こ
こ
を
取
り
上
げ

る
の
は、
決
し
て
登
場
人
物
に
対
し
て
批
判
的
で
は
な
い
年
110

り
手
が、
こ
こ

を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
か
説
明
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
困
難
な
場

面
だ
か
ら
で
あ
る。

左
門・
宗
右
衛
門
へ
の
不
信
を
述
ぺ
る
口
火
を
切
っ
た
う
ち
の一
人、

松

田
修
氏
（「「
菊
花
の
約」
の
論

1
雨
月
物
語
の
再
評
価
(
2)」
「
松
田
修
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署
作
集」
八、
右
文
也
院、
平
成
十
五
年）
な
ど
は、
こ
の
会
話
を
解
説
し

て、
二
人
の
恋
愛
関
係
を
読
み
取
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う、
別
の
立
場
か
ら

も
鍵
と
な
る、
き
わ
め
て
諏
い
意
味
を
も
つ
セ
リ
フ
の
や
り
と
り
で
あ
る
が、

ま
ず
語
り
手
は
季
節
の
変
化
に
つ
い
て
語
っ
て
段
落
の
節
目
を
告
げ
る。

咋
日
今
日
咲
き
ぬ
る
と
見
し
尾
上
の
花
も
散
り
は
て
て、
涼
し
き
風
に

“じ

•
よ
る
浪
に、
問
は
で
も
し
る
き
笈
の
初
め
に
な
り
ぬ。

．
と
は、
テ
ク
ス
ト
上
は．「
菊
花
の
約」
の
冒
頭
で、
春
の
柳
を
家
の
庭
に
植

え
る
な、
と、
季
節
を
交
え
た
教
訓
か
ら
始
め
た
こ
と
を
受
け
た
も
の
に
な

っ
て
い
る。

と
言
う
の
は、
冒
頭
の
教
訓
の
あ
と、
本
話
を
語
り
始
め
て
こ
こ
ま
で
一
菊

花
の
約」
は
季
節
の
こ
と
を
言
わ
な
い
わ
け
で、
冒
頭
で、
春
の
柳
は
秋
の

初
風
が
吹
け
ば
菜
の
姿
が
消
え
失
せ
て
し
ま
う、

1
そ
れ
は
心
変
わ
り
の

メ
タ
フ
ァ
ー
|
_'
な
の
で、
儒
学
者
の
み
な
ら
ず、
倫
理
を
心
に
い
た
す
者

は
家
の
庭
に
植
え
る
な、
と
言
っ
た
冒
頭
の
季
節
を
ひ
き
つ
い
で、
春
が
終

わ
り、
次
に
心
変
わ
り
の
起
こ
る
秋
が
ひ
か
え
る
夏
が
訪
れ
た
こ
と
を

1

む
し
ろ
そ
の
ひ
か
え
て
い
る
秋
の
ほ
う
を
読
者
に
意
識
さ
せ
る
た
め
の
季
節

描
写
と
思
わ
れ
る。

「
菊
花
の
約」
で
は
冒
頭
の
教
訓
中
の
春
の
季
節
が
季
節
の
記
述
と
し
て

併
用
さ
れ
て
い
る。
こ
の
辺
り
に
「
菊
花
の
約」
の
語
り
手
の
存
在
の
様
相

が
特
徴
的
に
表
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る。
す
な
わ
ち、
「
菊

花
の
約」
の
場
合、
語
り
手
は、
の
つ
け
か
ら
教
訓
を
発
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
そ
の
存
在
を
わ
れ
わ
れ
の
前
に
あ
ら
わ
に
し、
み
ず
か
ら
の
存
在
を
強
甥

し
て
し
ま
う
わ
け
だ
が、
そ
の
教
訓
中
の
季
節
が
本
話
中
に
迎
院
し
て
い
る

こ
と
に
よ
っ
て、
教
訓
と
本
話
の
語
り
が
切
れ
目
な
く
つ
な
が
っ
て
い
る
こ

と、
同一
位
相
上
の
地
続
き
で
あ
る
こ
と、
を
わ
れ
わ
れ
は
教
え
ら
れ
る。

冒
頭
の
教
訓
か
ら一
貫
し
た
視
座
に
い
て
語
る
こ
の
語
り
手
は、
講
釈
師

と
し
て
餃
者
の
目
の
前
の
高
座
で
高
ら
か
に
教
訓
を
告
げ、
本
話
を
語
っ
て

い
る
体
の
い
わ
ば
近
世
的
語
り
手
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る。
本
話
は、
意
図
を
持
つ
語
り
手
に
統
括
さ
れ
た
お
話
し
で
あ
る。

そ
の
よ
う
な
語
り
手
の
性
格
が、
こ
の、
本
話
の
季
節
が
そ
の
ま
ま
冒
頭
の

教
訓
の
季
節
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
明
瞭
に
表
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る。

さ
て
季
節
は
夏
と
な
っ
た。
物
梧
で
は`

こ
の
夏
の
初
め
に、
秋
に
ま
た

ふ
た
た
ぴ
訪
れ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
約
束
が
結
ば
れ
る。
軽
蒋
の
人
な
ら

ぱ
秋
に
ふ
た
た
ぴ
訪
れ
る
こ
と
は
な
い、
と
い
う
含
み
を
持
つ
季
節
で
あ
る。

●
が

赤
穴、
母
子
に
む
か
ひ
て、
吾
が
近
江
を
巡
れ
来
た
り
し
も、
霙
州
の

ぐ

う

す

（

だ

り

しe
vす
い

動
済
を
見
ん
た
め
な
れ
ば、
一
た
ぴ
下
向
て
や
が
て
帰
り
来
り、
孜
水

っ
ぷ
ね

め

ぐ

み

の
奴
に
御
恩
を
か
へ
し
た
て
ま
つ
る
ぺ
し。
今
の
わ
か
れ
を
給へ、
と

酋
ふ。

「
あ
る
い
は、
こ
れ
が
二
度
と
帰
っ
て
は
来
な
い
軽
博
の
人
な
の
で
は
な

い
か」
と
読
者
は
思
う。
佐
藤
春
夫
に
対
し
て
谷
的
潤一
郎
が
言
っ
た
冒
頭

の
教
訓
語
に
よ
る
効
果
で
あ
る
（
佐
藤
「
あ
さ
ま
し
や
没
策
J
)。

左
門
の
薬
と
看
病
で
治
し
て
も
ら
っ
た
病
が
癒
え、
左
門
と
義
兄
弟
と
な

っ
た
あ
と
の
展
開
と
し
て、
赤
穴
が
帰
り
た
い
と
言
い
出
す
の
は
き
わ
め
て

自
然
な
屁
開
と
思
わ
れ
る。
彼
は
出
雲
国
松
江
の
人、
同
国
宮
田
城
主
に
よ
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っ
て
密
使
と
し
て
近
江
国
の
出
霙
守
護
職
佐
々
木
氏
綱
の
も
と
に
派
遣
さ
れ

た。
だ
が、
彼
の
近
江
滞
在
中
に
出
裳
宮
田
城
は
尼
子
経
久
に
乗
っ
取
ら
れ、

彼
は
故
郷
の
現
状
を
知
ら
な
い。
し
か
し、
彼
は
尼
子
の
富
田
城
の
っ
と
り

の
報
に
接
す
る
や
即
座
に
富
田
城
奪
還
を
佐
々
木
氏
綱
に
進
言
し、
佐
々
木

の
怯
揺
を
確
認
す
る
や
即
ち
母
国
に
向
か
っ
た
旅
の
途
上、
加
古
で
不
慮
の

病
に
伏
し
た
の
で
あ
っ
た。
そ
ん
な
彼
に
は
と
に
か
く
帰
っ
て
母
国
の
惜
勢

．
を
知
り
た
い
気
持
ち
が
あ
っ
た。
の
ち
に
裳
体
と
な
っ
て
の
加
古
帰
遠
の
際、

く
に
び
と

か
た

左
門
に
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と、
出
裳
の
「
国
人
大
方」
尼
子
の
「
勢
ひ

に
服」
し
て
旧
主
の
「
恩
を
顧
み
る
者
な
し」
と
言
っ
て
い
る
か
ら
お
そ
ら

く
彼
に
は
国
の
併
勢
次
第
で
は
巻
き
返
し
を
は
か
ら
ん
と
す
る
つ
も
り
が
あ

っ
た
（
こ
の
辺
り
「
菊
花
の
約」
で
は
赤
穴
帰
国
の
意
図
が
ま
っ
た
く
明
か

さ
れ
な
い
が、
実
力
で
城
主
領
主
と
な
っ
た
者
に
叛
乱
が
許
さ
れ
る
と
す
れ

ば、
そ
れ
は
江
戸
時
代
の
秩
序
に
ま
で
お
し
お
よ
ぶ
理
屈
と
言
え
る
だ
ろ
う

か
ら、
世
け
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
）。
そ
ん
な
こ
と
で
彼
に
は
ど
う

し
て
も一
度
出
菰
に
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ
っ
た。

こ
こ
で
注
目
す
ぺ
き
は、
命
を
救
わ
れ
た
恩
返
し
の
た
め
に
赤
穴
が
加
古

に
佛っ
て
来
て
左
門
母
子
に
仕
え
る
と
言っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る。
出
雰
が

赤
穴
の
母
国
で、
彼
は
軍
学
者
と
し
て
旧
城
主
に

ま
た、
の
ち
に
新
城

主
と
会
見
し
て
も
評
価
さ
れ
て
い
る。
彼
が
加
古
で
無
用
の
人
と
し
て
い
た

ず
ら
に
骨
を
埋
め
る
意
味
は、
左
門
に
対
す
る
過
剰
な
申
し
出、
と
い
う
こ

と
に
な
る。

「
旧
城
主
の
軍
学
の
師」
で
あ
っ
て
家
来
で
は
な
く、
「
使
い」
に
す
ぎ
な

い、
と
い
う
彼
の
立
揚
は
周
到
に
設
定
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ、
故
郷
の
状

況
に
か
な
ら
ず
し
も
彼
に
と
っ
て
決
定
的
に
不
利
な
要
素
は
な
く、
彼
は
新

城
主
に
も
す
ぐ
れ
た
軍
学
の
師
と
し
て
迎
え
ら
れ
得
る
立
場
と
し
て
設
定
さ

れ
て
い
る。
実
際、
物
語
で
赤
穴
は
不
本
意
な
が
ら
も
従
兄
弟
丹
治
の
す
す

め
に
よ
っ
て
新
城
主
に
会
い、
新
城
主
の
人
柄
を
確
認
し
て
い
る。
そ
し
て、

そ
の
際、
彼
は
新
城
主
に
引
き
留
め
ら
れ
て
い
る。
す
ぐ
れ
た
軍
学
者
と
い

う
の
が
作
中
の
設
定
な
の
だ
か
ら
当
然
の
こ
と
で
あ
る。
赤
穴
が
新
城
主
に

召
し
抱
え
ら
れ
る
と
い
う
の
も、
十
分
起
こ
り
得
る
事
態
の
ひ
と
つ
で
あ
っ

た。二
君
に
仕
え
ず
と
い
う
の
は
赤
穴
自
身
は
堅
持
し
た
が
っ
た
武
士
と
し
て

の
ひ
と
つ
の
倫
理
だ
っ
た
が、
正
確
に
言
え
ば
赤
穴
は
家
臣
で
は
な
く、
ま

た、
現
実
的
に
は、
赤
穴
の
気
持
ち
を
変
え
る
だ
け
の
人
格
的
徳
が
新
城
主

に
備
わ
っ
て
い
れ
ば
新
城
主
に
く
ど
き
お
と
さ
れ
る、
あ
る
い
は、
ほ
だ
さ

れ
て
し
ま
う、
と
い
っ
た
事
態
は、
物
語
の
分
岐
選
択
肢
と
し
て
は
ま
だ
ふ

く
ま
れ
て
い
た。

と
こ
ろ
が、
こ
こ
で
武
士
赤
穴
は、
村
の
憐
学
者

ー
以
後
こ
れ
を
呼
ぶ

に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
ば
と
し
て
「
村
夫
子」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る

|—
左
門

に
命
を
救
わ
れ
た
（
村
人
が
恐
れ
た
熱
病
を一
人
治
し
て
く
れ
た）
恩
を
返

す
た
め
に、

1
し
か
も
武
士
で
あ
る
赤
穴
が
何
と
左
門
母
子
に
仕
え
る
た

め
に

1
何
と
す
ぐ
さ
ま
加
古
駅
に
帰っ
て
来
る
と
言
っ
た。

赤
穴
は
武
士
で
あ
る。
語
り
手
が
地
の
文
で
明
ら
か
に
そ
う
呼
ん
で
い
る

の
だ
か
ら
ま
ち
が
い
は
な
い。
対
し
て
左
門
は
氏
も
索
姓
も
な
い
（
は
言
い
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過
ぎ
で
あ
る
が、）
村
夫
子

ーー
つ
ま
り
は
庶
民
に
す
ぎ
な
い。
そ
れ
が
江

戸
時
代
的
身
分
理
解
で
あ
る
は
ず
だ。
実
際
に
は
身
分
差
が
あ
っ
て、
対
等

の
つ
き
あ
い
に
な
る
は
ず
が
な
い
の
に、
た
が
い
の
人
格
識
見
を
葬
煎
し
合

う
が
た
め
に
ふ
た
り
は
対
等
の
態
度
を
選
択
し
合
っ
て
い
る。

武
士
赤
穴
宗
右
衛
門
が
「
名
脊
も
地
位
も
問
題
に
し
な
い」
人
物
設
定
な

の
で、

作
中
左
門
を
対
等
の
人
物
の
ご
と
く
に
遇
し
て
い
る
の
で
あ
る。
赤

穴
が
こ
う
い
う
態
度
を
取
る
人
間
で
な
け
れ
ば
左
門
の
赤
穴
に
対
す
る
態
度

が
対
等
に
な
る
は
ず
は
な
か
っ
た。
富
lfJ
城
主
の
軍
学
の
師
た
る
武
士
が、

こ
の
よ
う
に
村
夫
子
の
人
格
識
見
を
評
価
し
て
対
等
の
態
度
を
選
ぶ
と
こ
ろ

に、
赤
穴
の
人
開
設
定
が
表
現
さ
れ
て
い
る。

出
槃
の
武
士
が、
命
の
恩
人
の
た
め
に
加
古
で
学
者
親
子
に
仕
え
て
骨
を

埋
め
る
と
言
う。
こ
れ
が
ま
ず
赤
穴
側
が
示
し
た
ま
こ
と
の
情
で
あ
る。
そ

こ
ま
で
は
す
る
必
要
の
な
い
申
し
出
で
あ
り、

武
士
赤
穴
宗
右
衛
門
の
過
分

の
温
情
と
も
言
う
ぺ
き
行
為
で
あ
る。
そ
れ
に
対
し
て
左
門
が
言
っ
た
「
さ

あ
ら
ば
兄
長
い
つ
の
時
に
か
帰
り
給
ふ
べ
き」
と
い
う
問
い。

ーー
こ
こ
に
語
り
手
の
感
情
説
明
は
付
随
し
て
い
な
い。
「
雨
月
物
語」
は

ひ
か
え
め
と
は
言
え、

感
情
表
現
を
補
足
す
べ
き
と
こ
ろ
に
は
補
足
す
る
テ

ク
ス
ト
で
あ
る。
「
菊
花
の
約」
で
も
ご
く
ひ
か
え
め
と
は
言
え、
感
情
説

明
は
出
て
来、
そ
れ
は
多
く
動
詞
を
用
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る。
と
す
れ
ば、

「
菊
花
の
約」
で
話
り
手
の
感
梢
補
足
が
な
い
場
合、
お
た
が
い
が
平
浄
に

ご
く
普
通
の
態
度
で
し
ゃ
ぺ
っ
て
い
る
か
ら
説
明
を
す
る
必
要
が
な
い
の
だ、

と
考
え
る
べ
き
で
あ
る。
感
情
説
明
の
な
い
発
言
に
関
し
て、
わ
れ
わ
れ
は

話
し
手
の
感
情
の
動
き
を
こ
と
さ
ら
に
想
定
す
る
必
要
は
な
い。
「
さ
あ
ら

ば
兄
長
い
つ
の
時
に
か
帰
り
給
ふ
ぺ
き」
と
い
う
古
文
体
が
ま
た
落
ち
培
き

は
ら
っ
た
感
じ
を
醸
し
出
し
て
い
る。

と
す
れ
ば、
こ
れ
は
次
の
「
秋
は
い
つ
の
日
を
定
め
て
待
っ
べ
き
や。
ね

や
（

が
ふ
は
約
し
給
へ
」
と
一
連
の
質
問
と
思
わ
れ
る。
左
門
の
つ
も
り
と
し
て

は
最
初
か
ら
日
を
聞
く
つ
も
り
で
あ
っ
た。

ーー
な
ぜ
か。

「
地
位
も
名
誉
も
問
題
に
し
な
い
」
こ
の
対
等
の
つ
き
あ
い
が
可
能
な、

人
格
的
に
も
立
派
な
武
士
の
焔
遠
を
礼
を
も
っ
て
過
す
る
た
め
だ、
と
い
う

こ

の
か

み

の
が、
こ
れ
に
続
く
「
兄
長
必
ず
此
の
日
を
あ
や
ま
り
給
ふ
な。
一
枝
の
菊

,
t‘
『
h"

花
に
薄
酒
を
備
へ
て
待
ち
た
て
ま
つ
ら
ん」
と
の
意
図
説
明
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。

武
士
で
あ
る
赤
穴
が
村
夫
子
左
門
を
あ
ま
り
に
も
対
等、
あ
る
い
は、
ど

う
か
す
る
と
彼
に
仕
え
る
と
ま
で
言
う
ほ
ど
に
「
地
位
も
名
誉
も
問
題
に
し

な
い」
人
間
な
の
で、
わ
れ
わ
れ
は
二
人
の
間
に
あ
る
身
分
差
に
つ
い
て
忘

れ
が
ち
で
あ
る
が、
左
門
が、
赤
穴
が
武
士
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
は

ず
は
な
い。
武
士
の
来
光
を
出
迎
え
る
の
に、
気
持
ち
を
表
す
た
め
の
形
と

し
て
の
俄
礼
が、

も
て
な
し
が、
な
い
は
ず
が
な
い。
そ
れ
が
江
戸
時
代、

村
の
儀
礼
の
当
然
で
あ
る
は
ず
で
あ
る。

み
ず
か
ら
の
気
持
ち
を
形
と
し
て
あ
ら
わ
し、
礼
を
尽
く
す
た
め
に
は
日

に
ち
を
聞
い
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い。
だ
か
ら
左
門
は
日
の
指
定
を
求
め
た

わ
け
で
あ
る。
彼
に
で
き
る
こ
と
は
心
ば
か
り
の
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
こ
と
に

す
ぎ
な
い
の
だ
が。
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最
初
に
赤
穴
が
日
の
指
定
に
ま
で
及
ば
な
か
っ
た
の
で

＇ー＇
そ
れ
は
そ
れ

．
で
自
然
な
反
応
だ
と
思
わ
れ
る
が

1
左
門
が
丁
重
に
「
秋
は
い
つ
の
日
を

↑v
 

定
め
て
待
っ
べ
き
や。
ね
が
ふ
は
約
し
給
へ」
と
諏
ね
て
問
う
た
わ
け
で
あ

る。こ
の
何
れ
の
問
い
に
対
し
て
も、
赤
穴
は
平
静
に、
あ
る
い
は、
踏
躇
な

く
そ
れ
に
応
じ
た。

ゅ

「
月
日
は
逝
き
や
す
し。
お
そ
く
と
も
此
の
秋
は
過
さ
じ。」

、}、̂
i

「
誼
陽
の
佳
節
を
も
て
帰
り
来
る
日
と
す
ぺ
し。」

夏
の
初
め
の
四
月
に
中
国
山
地
を
越
え
た
向
こ
う
側
の
出
雲
に
行
き、
引

き
返
し
て
帰
っ
て
来
る
の
に、
遅
く
と
も
九
月
は
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
と
言
う。

先
に
「
や
が
て
帰
り
来
た
り」
と
言
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
六
ヶ
月
も
の
期

間
が
取
ら
れ
て
い
る。
赤
穴
に
は
す
ぐ
に
は
帰
っ
て
来
ら
れ
な
い
心．つ
も
り

が
あ
っ
た。
先
に
述
ぺ
た
情
勢
次
第
の
城
の
奪
遠
で
あ
る。
そ
の
た
め
に
必

要
な
期
間
と
し
て
と
も
か
く
六
ヶ
月
を
確
保
し
た
わ
け
で
あ
る。
加
古•
富

田
間
の
移
動
が
十
日
で
可
能
で
あ
る
こ
と
は、
こ
の
あ
と
物
語
内
で、
赤
穴

自
刃
の
笙
体
と
な
っ
て
の
加
古
駅
姫
還
へ
の
恩
返
し
と
し
て
左
門
が
富
田
に

到
達
す
る
ま
で
に
要
す
る
E
数
と
し
て
明
ら
か
で
あ
る。

こ
の
半
年
と
い
う
長
さ
は、
赤
穴
の
意
図
の
読
め
な
い
読
者
に
は
不
思
議

の
感
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い。
何
を
す
る
と
て
半
年
も
の
日

数
を
要
す
る
か、
と。
赤
穴
の
意
図
を
テ
ク
ス
ト
が
明
か
さ
な
い
こ
と
と
言

い、
テ
ク
ス
ト
は
赤
穴
に
不
審
の
限
を
向
け
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
か
も
知

れ
な
い。

い
ず
れ
に
せ
よ、
こ
こ
で
赤
穴
は、
何
の
か
の
と
言
い
つ
く
ろ
っ
て、
再

会
の
日
を一
日
に
さ
だ
め
な
い
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た。
し
か
し、
赤
穴
は

そ
う
せ
ず
に、
躊
躇
な
く
再
会
の
日
を一
日
に
さ
だ
め
た。

た
が
ひ

，．
』
と

「
互
に
情
を
つ
く
し
て」
と
テ
ク
ス
ト
が
言
う
ゆ
え
ん
は、
い
ざ
説
明
し

よ
う
と
す
る
と、
正
直
き
わ
め
て
説
明
の
む
ず
か
し
い一
節
だ
と
以
前
の
私

に
は
思
わ
れ
た
し、
ま
た、
こ
こ
に
関
し
て
納
得
の
行
く
説
明
を
聞
い
た
党

え
も
な
い
が、
先
程
来
述
ぺ
来
た
っ
た
よ
う
に、
赤
穴
は
（
何
と）
加
古
に

帰
っ
て
来
る
と
言
い、
左
門
は
そ
れ
を
気
持
ち
の
限
り
可
能
な
礼
を
尽
く
し

て
迎
え
る
と
酋
う。
そ
の
た
め
の
問
い
に、
つ
ね
に
赤
穴
は
ま
っ
す
ぐ
に
向

き
合
っ
て
応
じ
る。

ーー
こ
の
よ
う
な
寸
分
ゆ
る
み
の
な
い
応
答
の
行
為
が、

こ
こ
で
の
「
た
が
い」
の
気
持
ち
の
尽
く
し
方
に
当
た
る。
「
尽
く
し」
た

と
い
う
の
は、
た
が
い
に、
も
う
こ
れ
以
上
の
応
え
方
は
な
い
の
だ、
と
い

う
意
味
で
あ
る。

い
つ
と
い
う
日
の
指
定
を
求
め
る
の
は、
こ
う
し
て
見
る
と、
少
し
も
彼

の
小
児
的
自
己
の
価
値
観
へ
の
執
箔
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
く、
あ
る
い

は、
二
人
が
恋
仲
な
ど
と
い
う
執
着
連
綿
で
あ
る
必
要
も
な
く、
作
中
の
身

分
差
設
定
を
前
提
と
し
た
江
戸
時
代
的
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
来
る
も
の
で
あ
り、

必
然
の
問
い
な
の
で
あ
っ
た。

つ
い
で
な
が
ら
別
案
に
関
し
て
も
こ
と
わ
っ
て
お
く
と、
鷲
山
樹
心
氏
は、

左
門・
赤
穴
男
色
説
を
唱
え
た
松
田
修
氏へ
の
反
論
と
し
て、
世
は
戦
国
で

あ
り、
明
日
の
こ
と
も
知
れ
な
い
か
ら
謡
る
日
の
指
定
を
求
め
る

ー
と
の

t�’
 

ょ
う
な
案
を
示
さ
れ
た
（「「
菊
花
の
約」

ー衆
辺
論
存
疑」
同
氏
『
上
田
秋
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成
の
文
芸
的
境
界」
和
泉
掛
院 、
昭
和
五
十
八
年） 。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き

た
私
の
理
解
に
こ
れ
を
あ
て
は
め
る
と 、
城
攻
め
に
よ
り
赤
穴
の
身
が
ど
う

な
る
か
わ
か
ら
な
い
か
ら 、
待
っ
期
限
と
し
て
帰
る
日
の
指
定
を
求
め
る

ー
と
の
よ
う
に
な
ろ
う 。
し
か
し 、
こ
の
場
合 、
左
門
も
ま
た
「
よ
う
す

を
見
ん」
だ
け
で
は
赤
穴
の
意
図
に
気
付
い
て
は
い
な
い
の
だ
と
思
わ
れ
る 。

そ
れ
は
の
ち
に
赤
穴
に
自
分
の
死
を
打
ち
明
け
ら
れ
た
と
き
の
左
門
の
鷲
き

の
反
応
か
ら
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る 。
左
門
は
赤
穴
の
死
の
可
能
性
を
考
え

て
は
い
な
か
っ
た 。•

し
た

え

ぐ

み

あ
ら
玉
の
月
日
は
や
く
経
ゆ
き
て 、
下
枝
の
架
英
色
づ
き 、
垣
根
の

に
11

な
が
つb

-
N.uq
か

U
ぐ

野
ら
菊
艶
ひ
や
か
に 、
九
月
に
も
な
り
ぬ 。
九
日
は
い
つ
よ
り
も
蚤
＜

し
し
み

ー
』

が
め

起
出
で
て 、
草
の
屋
の
席
を
は
ら
ひ 、
黄
菊
し
ら
菊
二
枝
三
枝
小
瓶
に

挿
し 、
嚢
を
か
た
ぶ
け
て
酒
飯
の
設
を
す 。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
人
格
緻
見
と
も
に
涼
重
す
べ
き
武
士
の
帰
遥
を
も
て

な
す
た
め
の 、
静
か
な 、
心
ば
か
り
の
儀
礼
的
準
備
で
あ
る 。

ひ

る

午
時
も
や
や
か
た
ぶ
き
ぬ
れ
ど 、
待
ち
つ
る
人
は
来
ら
ず 。
西
に
沈
む

0
,＇

 

日
に 、
宿
り
急
ぐ
足
の
せ
は
し
げ
な
る
を
見
る
に
も 、
外
の
方
の
み
ま

ゑ

も
ら
れ
て
心
酔
へ
る
が
如
し 。

先
に
も
述
べ
た
が 、
十
日
で
移
動
で
き
る
出
雲
か
ら 、
半
年
も
経
っ
た
こ

の
日
に
帰
っ
て
来
な
い
と
い
う
こ
と
は 、
宗
右
衛
門
が
口
先
だ
け
の
軽
薄
の

士
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る 。
帰っ
て
き
て
恩
返
し
す
る
と
い
う
こ
と
ぱ

は
リ
ッ
プ
サ
ー
ピ
ス
に
す
ぎ
な
か
っ
た 、
と
い
う
こ
と
で
あ
る 。
左
門
に
批

判
的
な
論
者
は 、
「
心
酷
へ
る
が
ご
と
し」
を
こ
れ
ま
た
小
児
的
な
反
応
だ

と
か 、
恋
愛
感
梢
だ
と
か
首
う
が 、
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
頼
も
し
い
こ
と
ば
を

吐
き 、
信
義
の
士
だ
と
ひ
と
ま
ず
は
信
じ
も
し
た
人
間
が
実
は
軽
悪
の
人
で

あ
っ
た
と
い
う
現
実
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
ぬ 、
義
兄
弟
に
ま
で
な

っ
た
の
に

1
信
頼
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
に
動
揺
は
深
い 。

�
然
と

言
え
ば 、
当
然
で
は
な
い
の
か 。

し
か
し 、
こ
こ
で
赤
穴
が
帰
っ
て
こ
な
い
可
能
性
が
十
分
あ
る
こ
と
は 、

左
門
も
わ
か
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る 。
と
い
う
の
は 、
赤
穴
が
武
士
で

あ
る
以
上 、
い
つ
で
も
左
門
と
の
約
束
を
反
故
に
し
よ
う
と
思
え
ば
反
故
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
身
分
的
上
位
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で 、
赤
穴
が
約
束
を

反
故
に
し
た
と
こ
ろ
で 、
村
夫
子
左
門
に
は
文
句
の
ひ
と
つ
も
言
え
る
筋
合

い
の
話
で
は
な
い 。
上
位
者
で
あ
る
武
士
は 、
下
位
者
で
あ
る
庶
民
に
対
し

て
必
ず
し
も
約
束
を
守
る
と
は
限
ら
な
い
だ
ろ
う 。
そ
れ
が
江
戸
時
代
的
理

解
（
現
実
的
警
戒
心）
と
い、
？も
の
に
ち
が
い
な
い 。

そ
う
い
う
心
変
わ
り
の
可
能
性
が
十
分
に
あ
り
得
る
か
ら
こ
そ 、
冒
頭
の

い
ま
し
め
は
ス
ト
ー
リ
ー

展
開
と
わ
ざ
わ
ざ
か
ら
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ

る 。
赤
穴
宗
右
衛
門
は
ひ
と
た
ぴ
去
っ
て
ふ
た
た
ぴ
帰
っ
て
こ
な
い
か
も
し

れ
な
い 、
と。

赤
穴
は
い
つ
で
も
軽
薄
の
人
に
堕
す
る
こ
と
が
で
き
る 。
そ
し
て 、
彼
が

武
士
で
あ
る
以
上 、
そ
の
迎
約
を
貨
め
る
こ
と
は 、
左
門
に
は
身
分
上
許
さ

れ
な
い 。

こ
の
ス
ト
ー
リ
ー

は 、
言
う
ま
で
も
な
く
赤
穴
が 、
帰
っ
て
こ
な
い 、
ロ

だ
け
の
軽
源
の
士
で
あ
る
可
能
性
を
考
え
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る 。
そ
し
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て、
そ
れ
は
お
そ
ら
く、
こ
こ
ま
で
来
て
も、
義
兄
弟
に
な
っ
た
と
し
て
も、

二
人
の
間
柄
を
読
者
は
ま
だ
信
じ
切
る
わ
け
に
は
い
か
ぬ、
生
活
も
習
慣
も

こ
と
な
る、
身
分
差
を
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る。

ま
た、
左
門
の
反
応
と
い
う
こ
と
の
関
係
で
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば、
左
門

は、
霊
体
と
な
っ
た
赤
穴
に
自
己
の
死
を
告
げ
ら
れ、
赤
穴
の
死
を
信
じ
て

か
ら
は
泣
き
に
泣
く。
出
雲
に
向
か
う
と
な
っ
た
そ
の
最
中
に
は、
夢
に
ま

で
見
て
泣
い
て
い
る。

こ
れ
に
つ
い
て、
左
門・
赤
穴
を
恋
愛
関
係
と
見
る
に
せ
よ、
左
門
を
小

児
的
と
見
る
に
せ
よ、
大
の
男
の
ふ
る
ま
い
で
は
あ
る
ま
い、
と
の
見
方
が

大
勢
を
占
め
て
い
る。
し
か
し、
私
は
か
な
ら
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
思
わ
な

ヽ
ひ
と
り
学
問
を
こ
こ
ろ
ざ
し、
村
で
は
ず
っ
と
孤
独
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る

男
が、
心
に
ひ
と
つ
と
し
て
た
が
う
と
こ
ろ
の
な
い
男
と
出
会
っ
た。
物
語

は
も
は
や
そ
の
時
点
で
リ
ア
リ
ズ
ム
的
設
定
か
ら
離
れ
た
と
言
え
る
わ
け
で、

わ
た
く
し
に
は
こ
の
よ
う
な
関
係
に
お
け
る
人
間
が、
充
分
な
交
わ
り
を
も

持
た
ぬ
ま
え
に、
交
わ
り
は
こ
れ
か
ら
の
楽
し
み
と
し
て
い
た
矢
先
に、
自

分
と
の
約
束
の
せ
い
で
そ
の
相
手
を
失
う
と
い
う
体
験
が、
ど
れ
ほ
ど
の
悲

し
み
を
も
た
ら
す
も
の
な
の
か、
そ
れ
を
想
像
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い。

こ
の
二
人
は
魂
の
双
生
児
と
も
言
う
べ
き
二
人
で、
ふ
つ
う
の
二
人
で
は

な
い
わ
け
だ
か
ら、
失
わ
れ
た
か
け
が
え
の
な
い
も
の
の
た
め
に
泣
き
に
泣

い
て
何
が
わ
る
い、
と
い
う
気
が
す
る゚

ー
と
言
う
よ
り
も
こ
の
ふ
た
り

に
関
し
て、
わ
れ
わ
れ
ふ
つ
う
の
人
間
に
は、
理
解
は
及
ば
な
い
は
ず
な
の

で
あ
る。
わ
れ
わ
れ
ふ
つ
う
の
人
間
の
規
矩
で
二
人
の
関
係
を
は
か
る
わ
け

に
い
か
な
い
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
お
そ
ら
く
は
そ
う
考
え
る

の
が、
自
然
な
理
解
な
の
で
あ
っ
て、
そ
の
た
め
に、
作
者
に
よ
っ
て
こ
と

さ
ら
な、
「
心
に
ひ
と
つ
と
し
て
た
が
う
と
こ
ろ
の
な
い」
間
柄
の
設
定
が

な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る。二

さ
て

ー
「
菊
花
の
約」
の
場
合、
実
現
が
腐
心
さ
れ
る
徳
目
は、
「
ま

こ
と」
に
し
ぽ
ら
れ
て
い
る。

約
束
が
ま
も
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て、
言
葉
は
実
質
化
さ
れ、
言
葉
が
実

現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
ま
こ
と」
の
徳
が
実
現
さ
れ
た
こ
と
に
な
る。

そ
の
よ
う
な、
端
的
に
達
成
表
現
が
可
能
な
徳
と
し
て
「
ま
こ
と」
が
選
ぱ

れ
て
い
る
（
あ
る
い
は、
原
作
中
国
白
話
小
説
と
の
関
係
を
視
野
に
入
れ
る

な
ら
ば、「
菊
花
の
約」
の
作
者
に
よ
っ
て
「
原
作
小
説
の
設
定
が
承
認
さ
れ、

採
用
さ
れ
た」）
と
見
え
る。

現
代
の
論
者
た
ち
は、
主
人
公
た
ち
の
「
信
義」
の
わ
ざ
と
ら
し
さ
を
娘

い、
彼
ら
の
「
信
義」
に
疑
い
を
さ
し
は
さ
む
が、
そ
う
で
は
な
い。

す
で
に
道
徳
が
衰
退
し
た
時
代
に
お
い
て、
道
徳
は
意
図
的
に
な
る
こ
と

で
し
か
実
現
さ
れ
な
い。
「
菊
花
の
約」
が
主
人
公
た
ち
の
言
動
を
通
し
て

表
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は、
そ
の
よ
う
な
思
想
で
あ
る。

「
菊
花
の
約」
の
佃
学
者
左
門
は
備
学
者
な
の
だ
か
ら`

徳
目
の
実
現
に
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す
べ
て
を
か
け
る。
そ
れ
は
当
た
り
前
の
よ
う
で
い
て、
当
時
は
当
た
り
前

で
は
な
く
な
っ
て
い
た。
す
で
に
「
文
学」
論
文
で
述
べ
た
よ
う
に、
祖
彼

学
が
そ
の
よ
う
な
低
学
者
の
道
痣
の
衰
退
現
象
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
た
か
ら

で
あ
る。

し
か
し、
木
越
氏
論
的
に
言
え
ば、
「
菊
花
の
約」
で
そ
の
徳
目
が
ス
ト

ー
リ
ー
的
に
実
現
さ
れ
た
か
ら
と
言
っ
て、
最
後
に
「
軽
薄
の
人
と
交
り
は

．
結
ぶ
べ
か
ら
ず
と
な
ん」
と、
冒
頭
の
教
訓
が
く
り
か
え
さ
れ
た
と
き
読
者

は、
自
分
た
ち
が
梵
異
的
な
道
徳
実
現
力
を
発
抑
し
た
主
人
公
た
ち
の
側
で

は
な
く、
軽
薄
の
人
側
に
し
か
い
な
い
こ
と
を
自
党
す
る
し
か
な
い、
と
い

う
の
だ
が、
こ
れ
も
そ
う
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
こ
と
に、
ま
た
最
近
気
が

付
い
た。

結
局
冒
頭
に
与
え
ら
れ
た
「
交
わ
り
は
軽
薄
の
人
と
結
ぶ
こ
と
な
か
れ」

の
教
訓
は、
最
後
に
も
「
交
わ
り
は
信
義
の
人
と
結
ぶ
べ
し
と
な
ん」
と、

表
現
的
に
反
転
さ
れ
る
ま
で
の
こ
と
は
な
い。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か、

と
言
え
ば、
読
者
は
ま
だ、
交
わ
り
を
軽
薄
の
人
と
結
ば
な
い
こ
と
を
実
現

す
る
こ
と
が
で
き
る、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る。
読
者
は

何
も、
作
中
の
ご
と
き
信
義
の
人
に
な
れ
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い。

ま
た、
人
は
何
も
作
中
の
こ
と
を
実
現
で
き
る
か
ど
う
か
レ
ペ
ル
で
の
み
物

語
を
受
け
取
る
わ
け
で
も
な
い。
ス
ー
パ
ー
マ
ン
に
な
れ
る
か
ど
う
か
を
真

剣
に
検
討
す
る
人
な
ど
い
な
い。
し
か
し、
そ
の
行
動
に
人
は
感
化
さ
れ、

ま
た
昂
揚
を
感
じ、
カ
タ
ル
シ
ス
を
得
る
の
だ
（
こ
こ
で
も
ま
た、
「
菊
花

の
約」
の
本
質
が、
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
的
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る）。

＂
ぃ

最
後
に
行
わ
れ
る、
新
城
主
尼
子
経
久
の
命
に
よ
っ
て
宗
右
衛
門
を
幽
閉

し
た
赤
穴
丹
治
を
学
者
丈
部
左
門
が
殺
す
こ
と、
は、
現
代
人
か
ら
は
も
っ

と
も
非
難
さ
れ
る
ぺ
き
筋
合
い
の
こ
と
だ
が、
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
読
者
に
は

ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
で、
語
り
手
は
ど
う
見
て
も
そ
れ
を
承
認
す
る
よ

う
に
語
っ
て
い
る
（
そ
の
態
度
は
結
び
の
こ
と
ば
で
確
認
で
き
る）。

現
代
人
が
そ
れ
を
承
伏
で
き
な
い
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で、
江
戸
時
代
に
生

ま
れ
た
こ
の
作
品
に
は
そ
れ
は
知
っ
た
こ
と
で
は
な
い。

左
門
は
武
士
で
は
な
い
か
ら、
江
戸
時
代
に
は
必
須
で
あ
っ
た
仇
討
ち
を

は
た
す
べ
き
義
務
は
公
的
に
は
な
い。
し
か
し、
彼
は
武
士
の
義
弟
と
な
っ

た。
そ
う
で
あ
る
か
ら
に
は、
仇
討
ち
は
果
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

も
言
え
る。
し
か
し、
そ
れ
に
つ
い
て
は、
義
弟
で
あ
る
か
ら
に
は
義
に
よ

っ
て
行
う
ぺ
き
だ
と
も
言
え
る
し、
本
当
の
兄
弟
で
は
な
い
の
だ
か
ら
そ
れ

を
行
う
ま
で
の
筋
合
い
は
な
い
と
も
言
え
る。
こ
の
ど
ち
ら
を
選
択
し
て
も

よ
い
関
係
に
し
て
あ
る
の
も
作
品
設
定
の
妙
と
言
え
て、
ど
ち
ら
を
選
択
し

て
も
よ
い
の
に、
左
門
は、
あ
え
て、
儒
学
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、

単身
仇
討
ち
の
こ
と
を
心
に
秘
め
て
出
誤
に
向
か
う
の
で
あ
る。
こ
こ
で
も

「
義
兄
弟」
と
い
う
約
束
の
こ
と
ば
に
実
質
の
賊
を
与
え
よ
う
と
す
る
判
断

が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る。

＂
ぃ

こ
れ
ま
で
の
左
門
不
倍
説
で
は、
仇
討
ち
の
相
手
が
城
主
の
命
を
守
っ
て

宗
右
衛
門
を
幽
閉
し
た
に
す
ぎ
な
い
従
兄
弟
の
赤
穴
丹
治
で
あ
っ
た
こ
と
の

意
味
が
不
審
視
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
状
況
に
あ
る
が、
江
戸
時
代
的

感
党
で
言
え
ば
（
こ
の
感
党
に
つ
い
て
は
高
田
商
氏
が
『
上
田
秋
成
研
究
序
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・
説」
で
早
く
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が）、
城
主
(
11
領
主・
藩
主）
が
仇
討

ち
の
対
象
に
な
る
わ
け
が
な
い。
こ
の
場
合、
城
主
〈
11
領
主・
藩
主）
は

身
分
差
に
よ
っ
て
免
責
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う。
城
主
の
命
は、
民
主
主
義

日
本
の
価
位
観
と
異
な
っ
て、
た
か
だ
か
軍
学
師
に
す
ぎ
な
い
赤
穴
宗
右
衛

門
の
失
わ
れ
た一
個
の
命
と、
そ
の
価
催
は
同
等
で
は
な
い。
領
地
を
治
め

る
命、
瑞
域
を
治
め
る
命
と、
た
か
が
軍
学
師
の
命
で
は、
身
分
的
に
不
均

衡
な
の
だ。

＂
ぃ

だ
か
ら、
奪
わ
れ
て
釣
り
合
い
の
取
れ
る
命
は、
命
を
受
け
宗
右
衛
門
を

幽
閉
し
た
従
兄
弟
丹
治
の
命
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い。

左
門
は
出
盆
で
宗
右
衛
門
を
幽
閉
し
た
赤
穴
丹
治
を
難
詰
し、
そ
の
詰
問

に
丹
治
が
服
し
た
と
見
る
や一
刀
両
断
に
彼
を
討
ち
果
た
す
が、
そ
の
左
門

の
難
詰
の
理
屈
は、
出
典
「
史
記」
の
前
後
の
文
脈
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い

て、
出
典
の
も
と
も
と
の
つ
な
が
り
か
ら
遊
離
し
て
い
て、
現
実
性
が
な
い

と、
木
越
氏
に
批
判
さ
れ
て
い
る。
し
か
し、
「
断
章
取
義」
と
は
そ
う
い

う
も
の
な
の
で
あ
る。
そ
れ
が
学
問
を
主
体
的
に
現
実
に
関
わ
ら
せ
る
方
法

で
あ
り、
し
か
も、
丹
治
は
語
り
手
が
言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば、
明
ら
か
に

そ
れ
に
服
し
た。

現
代
人
は、
そ
れ
は
余
り
に
も
個
別
的
な
判
断
だ
と

ー—，
み
な
が
み
な
認

め
る
正
し
い、
公
的
な
判
断
と
言
え
る
か
ど
う
か
と
疑
問
を
呈
す
る
で
あ
ろ

う。
し
か
し、
梱
学
的
解
釈
を
こ
こ
に
ほ
ど
こ
す
と
す
れ
ば、
良
知
と
い
う

も
の
が
お
の
れ
に
そ
な
わ
り、
そ
れ
が
知
と
行
為
と
を
直
結
さ
せ、
知
と
行

の
合ー
が
な
さ
れ
た。
そ
し
て、
良
知
が
お
の
れ
に
そ
な
わ
る
と
す
る
限
り、

そ
の
行
動
に
結
ぴ
付
い
た
判
断
は
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る。

中
国
由
来
の
憫
学
の
中
で
も
陽
明
学
は
知
行
合一
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て

言
わ
れ
る
学
派
だ
が、
こ
の
頃
の
反
祖
抹
学
の
動
き
の
中、
隔
明
学
の
中
で

も
極
端
に
行
動
に
結
ぴ
つ
く
陽
明
学
左
派
の
受
容
ま
で
も
が
生
じ
て
い
た
こ

と
を
指
摘
し
た
中
野
三
敏
氏
は、
極
端
に
行
動
に
結
ぴ
つ
く
陽
明
学
左
派
の

受
容
と、
反
祖
徐
学
の
動
き
が
ど
う
関
係
す
る
の
か、
に
つ
い
て
考
察
し
て、

そ
れ
が
実
践
道
徳
を
回
復
さ
せ
る
た
め
の
動
き
で
あっ
た
と
解
釈
で
き
る
趣

旨
の
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
（「
成
酋
論
の
展
開」
同
氏
「
戯
作
研
究」
中
央

公
論
社、
昭
和
五
十
六
年）。

「
菊
花
の
約」
で
寓
話
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
は、
そ
う
い
う
逍
徳
の
主

体
性
回
復
の
動
き
な
の
で
あ
る。

そ
う。
こ
の
昔
話
の
ご
と
き、
ほ
と
ん
ど
語
り
手
の
説
明
と
会
話
と
簡
潔

な
行
為
説
明
と
で
占
め
ら
れ、
ほ
と
ん
ど
動
詞
に
よ
る
簡
潔
な
感
情
表
現
し

か
無
く、
（
先
程
来
確
認
し
て
い
る
ご
と
く
に）
リ
ア
リ
ズ
ム
的
設
定
か
ら

離
れ
た、
こ
の
物
語
は、
ま
さ
し
く
寓
話
的
な
の
で
あ
る。

そ
う
し
て、
「
菊
花
の
約」
の
最
後
の
語
り
で、
城
主
(
11
溜
主）
は
そ

の
道
徳
の
完
遂
の
行
い
を
認
め
た
こ
と
が
語
ら
れ
る。
「
尼
子
経
久、
こ
の

あ
っ

よ
し
を
伝
へ
間
き
て、
兄
弟
信
義
の
篤
き
を
あ
は
れ
み、
左
門
が
跡
を
も
強

ぁ
．

ひ
て
逐
は
せ
ざ
る
と
な
り。
杏
軽
薄
の
人
と
交
は
り
は
結
ぶ
べ
か
ら
ず
と
な

ん。」す
で
に
別
論
で
述
べ
た
が、
霊
体
と
な
っ
て
加
古
に
帰
還
し
た
赤
穴
の
報

告
で、
人
を
信
頼
し
な
い
資
質
と
さ
れ
る
経
久
が
こ
こ
で
兄
弟
の
信
義
を
評
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価
す
る
の
は、
ま
こ
と
に
意
外
な
結
果
な
の
で
あ
っ
て、
だ
か
ら、
語
り
手

ぁ
會

は
「
杏」
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
の
だ、
と
感
嘆
す
る
の
で
あ
る。
こ
の
感
嘆

ぁ・
符
「
杏」
の
意
味
合
い
に
つ
い
て
も
従
来
あ
ま
り
に
も
説
明
が
な
さ
す
ぎ
た。

そ
し
て、
同
じ
く
別
論
に
お
い
て
私
は、
「
軽
薄
の
人
と
交
は
り
は
結
ぶ

べ
か
ら
ず
と
な
ん」
の
「
と
な
む」
の
後
に
省
略
さ
れ
た
こ
と
ば
に
つ
い
て

問
題
と
し、
こ
れ
が
「
は
ぺ
る」
等
の
通
常
の
恨
用
形
の
省
略
で
は
あ
り
得

な
い
こ
と`

こ
の
場
合
は、
冒
頭
で
語
り
手
み
ず
か
ら
が
酋
っ
た
こ
と
を
く

り
か
え
し
て
い
る
の
で、
省
略
さ
れ
た
の
は「
私
は
言
っ
て
お
い
た
だ
ろ
う」

と
い
う
こ
と
ば
だ、
と
い
う
解
釈
を
提
示
し
た
が、
そ
れ
だ
け
で
も
な
い、

と
い
う
教
示
を
濱
田
啓
介
先
生
か
ら
の
お
葉
害
で
得
た。

つ
ま
り
こ
の
「
軽
薄
の
人
と
交
わ
り
は
結
ぶ
べ
か
ら
ず
と
な
ん」
は、
世

界
み
な
ひ
と
の
賛
咲
で
あ
る
と。
す
な
わ
ち、
濱
田
先
生
の
解
で
は
こ
の
語

り
手
は
感
嘆
し
「
と
な
ん」
以
下
を
絶
句。
そ
の
言
業
は
同
時
に、
そ
の
ま

ま
こ
の
作
品
を
読
む
す
べ
て
の
読
者
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ、
世
界
み
な
ひ
と

の
感
嘆、
賛
嘆
と
な
る

ー
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う。
そ
れ
を
強
い
て
明
示

化
す
れ
ば
「

軽
簿
の
人
と
交
わ
り
は
結
ぷ
ぺ
か
ら
ず
と
い
う、
こ
の
こ
と
ば

は
み
な
ひ
と
に
分
け
持
た
れ
る」
と
い
う
こ
と
で、
そ
れ
は
教
え
と
し
て
分

け
持
た
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う。

三

全
共
闘
世
代
を
中
心
と
す
る
人
々
が
開
発
し
た
左
門
不
信
説
は、
そ
れ
が

特
定
の．「
菊
花
の
約」
と
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
自
体
は
「
新
し
い
読
み」

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が、
結
ぴ
付
け
ら
れ
た、
害
物
か
ぶ
れ
の
優
等
生

の
小
僧
っ
子
の
理
想
を
ふ
り
ま
わ
し
て
の
暴
挙、
と
い
っ
た
把
握
内
容
自
体

は、
前
世
代
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
後

続
の
世
代
に
と
っ
て
少
し
も
耳
新
し
い
こ
と
で
は
な
く、
す
で
に
別
に
聞
い

た
こ
と
の
あ
る
ス
キ
ー
マ
の
テ
ク
ス
ト
ヘ
の
当
て
嵌
め
に
す
ぎ
な
か
っ
た

（
別
論）。
今
思
え
ば、
そ
ん
な
こ
と
を
「
菊
花
の
約]
か
ら
も
聞
か
な
い

と
い
け
な
い
の
か、
と
の
思
い
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
の
意
見
で
あ
る。

し
か
し、
こ
う
い
っ
た
こ
と
は、
今
日
何
も
「
菊
花
の
約」
研
究
や
「
雨

月
物
語」
研
究
な
ど、
個
別
作
品
解
釈
特
有
の
事
情
な
ど
で
は
ま
っ
た
く
な

く、
た
と
え
ば
西
田
谷
洋
「
学
ぴ
の
エ
ク
サ
サ
イ
ズ

文
学
理
論」
（
ひ
つ

じ
書
房、
平
成
二
十
六
年）
の、
そ
の
序
章
に
あ
た
る
「
文
学
理
論
へ
の
招

待」
の
3
節
「
作
家
論
と
作
品
論」、
4
節
「
理
論
へ
の
招
待」
を
続
め
ば、

本
質
的
に
文
学
研
究
領
域
で
行
わ
れ
る
「
解
釈」
と
い
う
作
業
が、
そ
の
よ

う
な、
物
語
テ
ク
ス
ト
を
他
の
も
の
に
言
い
か
え
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
こ
と

で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
気
付
か
れ
は
じ
め
て
い
る。

だ
か
ら
こ
そ、
テ
ク
ス
ト
を
何
に
槌
き
か
え
る
の
か、
と
言
え
ば、
江
戸

の
も
の
は
江
戸
で
説
明
し
よ
う、
と
い
う
の
が、
中
野
三
敏
氏
主
唱
の
「
後

ろ」
に
「
向」
く
こ
と
（「
戯
作
研
究」
あ
と
が
き）
だ
と
思
わ
れ
る
し、

そ
れ
こ
そ
が、
わ
れ
わ
れ
現
代
人
に
と
っ
て
の
真
の
他
者、
真
の
異
物、
其

に
「
新
し
い」
も
の
で
あ
る
は
ず
だ。

私
に
言
わ
せ
れ
ば
其
に
「
新
し
い
読
み」
と
は、
私
た
ち
に
と
っ
て
他
者、

異
物、
異
文
化
の
産
物
で
あ
る
よ
う
な
統
み
で
あ
る
は
ず
な
の
で
あ
っ
て、
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私
が
目
指
す
説
み
は、
真
に
「
古
い
読
み」
で
あ
り、
「
復
古」
で
あ
る。

も
ち
ろ
ん、
こ
れ
は
き
わ
め
て
知
的
な
操
作
に
よ
っ
て
し
か
実
現
さ
れ
な

い
こ
と
は
明
白
で、
し
か
も、
わ
れ
わ
れ
が
現
代
人
で
あ
る
以
上、
わ
れ
わ

れ
は
そ
の
作
業
に
成
功
し
た
か
失
敗
し
た
か
の
判
断
も
容
易
に
は
付
か
な
い

は
ず
の
至
難
の
業
な
の
だ
が、
不
断
に、
わ
れ
わ
れ
の
近
現
代
主
義
が
解
釈

に
結
ぴ
つ
く
こ
と
を
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る。

も
っ
と
も、
私
が
「
菊
花
の
約」
を
解
説
し
て
み
て
見
い
だ
し
た
道
徳
主

体
性
の
回
復
な
ど、
少
し
も
新
し
く
な
い
と
い
う
不
満
も
出
る
か
も
し
れ
な

い。
し
か
し、
江
戸
に
も
そ
ん
な
思
想
的
小
説
が
あ
り
得
た
と
い
う
こ
と
自

こ
ん
に
り

体
は
新
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
し、
今
日
今
現
在
も
そ
う
い
う
課
題
を
現
社
会

は
い
だ
い
て
い
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
時
点
に
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
際
会

し
て
い
る。

し
か
し、
そ
ん
な
こ
と
よ
り
も、
木
越
氏
が
「

性
格
の
悲
削」
と
い
う
こ

と
ば
を
用
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
暗
示
的
に
見
い
だ
さ
れ
た
と
も
言
え
る
「
菊

花
の
約」
と
太
宰
治
の
潜
在
的
つ
な
が
り、
よ
り
も
も
っ
と
明
確
に、
ス
ト

ー
リ
ー
構
造
的
に
「
菊
花
の
約」
と
「

走
れ
メ
ロ
ス」
と
の
間
に
見
い
だ
さ

れ
る
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
ほ
う
が、
文
学
史
知
的
に
は
興
味

深
い
こ
と
で
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
し、
武
士
と
庶
民
学
者
と
の
間
に
結
ぱ

れ
る
身
分
差
を
超
え
た
連
帯
が
も
た
ら
さ
れ
る
要
因
が
学
問、
と
い
う
モ
テ

ィ
ー
フ
の
ほ
う
が、
あ
る
意
味、
江
戸
の
パ
デ
ィ
も
の
形
態
と
し
て
江
戸
時

代
ら
し
い
要
素
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る。
学
問
こ
そ
が
人
の
格
差
を
乗
り
超
え

て
ゆ
く
要
因
た
り
え
る
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
（
そ
れ
は、
実
際
に
武

士
の
先
生
を
持
っ
た
町
人
学
者
秋
成
の
実
人
生
と
も
二
重
映
し
に
な
る）。

そ
れ
に
し
て
も、
本
稿
に
ふ
く
ま
れ
る
読
み
の
部
分
の
ほ
と
ん
ど
は、
本

稿
執
節
の
最
中
に
見
出
さ
れ
整
え
ら
れ
た。
さ
ま
ざ
ま
に
論
が
試
み
ら
れ
て

み
れ
ば
思
い
の
ほ
か
解
釈
が
定
ま
ら
な
い
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
り、
し
か

し、
問
題
が
自
覚
さ
れ
さ
ま
ざ
ま
に
考
え
が
練
ら
れ
て
み
れ
ば、
ま
た、
鵞

く
ほ
ど、
よ
り
よ
い
説
明
を
テ
ク
ス
ト
が
生
み
出
し
て
く
れ
る。
こ
の
よ
う

に、
テ
ク
ス
ト
に
た
た
え
ら
れ
て
い
る
周
到
な
意
味

1
そ
れ
は
作
者
の
意

図
な
の
か、
本
能
的
直
感
的
選
択
判
断
の
結
果
な
の
か
わ
か
ら
な
い
が、
何

十
年
も
の
長
期
に
わ
た
る
研
究
者
の
様々
な
ア
イ
デ
ィ
ア
に
よ
る
検
討
へ
の

こ
の
テ
ク
ス
ト
の
応
え
ぶ
り
と
い
う
も
の
は、
お
そ
ら
く
「
名
作」
の
資
格

と
し
て
数
え
得
る
も
の
で
あ
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る。

〈
付
記〉
本
稿
は、
平
成
二
十
八
年
七
月ーニ
十一
日
（
日）、
平
成
二
十
八
年
度

岡
山
大
学
言
語
国
語
国
文
学
会
（
於
岡
山
大
学
文
学
部
会
議
室）
に
お
い
て

「
三，ピ
説，
菊
花
之
約」
と
題
し
て
行っ
た
口
頭
発
表
用
の
原
稿
を
文
書
体

に
柑
き
換
え
た
も
の
で
あ
る。
そ
の
際、
字
句
表
現
に
若
干
の
添
削
を
加
え

•Pof
 

（
や
ま
も
と

ひ
で
き

岡
山
大
学
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科
教
授）
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