
大
正
七
年
五
月
、
「
大
阪
毎
日
新
聞
」
に
発
表
さ
れ
た
「
地
獄
変
」
は
、

「
心
熱
が
燃
え
て
ゐ
る
」
と
絶
賛
し
た
正
宗
白
鳥
を
は
じ
め
、
今
日
に
至
る

ま
で
概
ね
高
い
評
価
を
得
て
き
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
娯
楽
的
に
も

楽
し
め
る
作
品
で
あ
る
一
方
、
作
品
解
釈
は
難
し
く
、
研
究
対
象
と
し
て
今

ま
で
数
多
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
お
も
に
娘
を
め
ぐ
っ
て
の
肉
親

愛
と
芸
術
と
の
葛
藤
、
あ
る
い
は
良
秀
の
縊
死
を
め
ぐ
る
倫
理
と
芸
術
と
の

葛
藤
な
ど
、
「
芸
術
至
上
主
義
」
と
の
か
か
わ
り
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
私
は
主
題
の
考
察
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に

譲
り
、
本
稿
に
お
い
て
は
今
ま
で
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
は
思
わ
れ
な

い
、
大
殿
に
つ
い
て
の
考
察
を
す
す
め
て
い
き
、
主
題
論
へ
の
ス
テ
ッ
プ
と

し
た
い
と
思
う
。 芥

川
龍
之
介
「
地
獄
変
」
試
論

は
じ
め
に

芥
川
龍
之
介
「
地
獄
変
」
試
論

Ｉ
大
殿
の
運
命
Ｉ

芥
川
が
小
島
政
二
郎
宛
に
送
っ
た
書
簡
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ

る
。
有
名
な
も
の
で
あ
る
が
引
い
て
み
た
い
。

あ
の
ナ
レ
エ
シ
ョ
ソ
で
は
二
つ
の
説
明
が
互
に
か
ら
み
合
っ
て
ゐ
て

（
マ
マ
）

そ
れ
が
表
と
裏
に
な
つ
ゐ
る
の
で
す
そ
の
一
つ
は
日
向
の
説
明
で

そ
れ
は
あ
な
た
が
例
に
挙
げ
た
中
の
多
く
で
す
も
う
一
つ
は
陰
の
説

明
で
そ
れ
は
大
殿
と
良
秀
の
娘
と
の
関
係
を
恋
愛
で
は
な
い
と
否
定
し

て
行
く
（
そ
の
実
そ
れ
を
肯
定
し
て
ゆ
く
）
説
明
で
す
こ
の
二
つ
の

説
明
は
あ
の
ナ
レ
エ
シ
ョ
ソ
を
組
み
上
げ
る
上
に
於
て
お
互
に
ア
ク
テ

ュ
エ
エ
ト
し
合
ふ
性
質
の
も
の
だ
か
ら
ど
っ
ち
も
差
し
抜
き
が
つ
き
ま

せ
ん
〔
大
正
七
年
六
月
十
八
日
〕

芥
川
に
よ
れ
ば
語
り
手
が
大
殿
と
良
秀
の
娘
と
の
関
係
を
否
定
し
て
い
く

説
明
は
す
な
わ
ち
そ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に

作
品
の
中
か
ら
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。

一
、
大
殿
の
形
象

田

村

修

一



「
大
殿
様
が
良
秀
の
娘
を
御
晶
眉
に
な
っ
た
の
は
、
全
く
こ
の
猿
を
可

愛
が
っ
た
、
．
孝
行
恩
愛
の
情
を
御
賞
美
な
す
っ
た
の
で
、
決
し
て
世
間

で
兎
や
角
申
し
ま
す
や
う
に
、
色
を
御
好
み
に
な
っ
た
訳
で
は
ご
ざ
い

ま
せ
ん
。
（
中
略
）
こ
具
で
は
唯
大
殿
様
が
、
如
何
に
美
し
い
に
し
た

所
で
、
絵
師
風
情
の
娘
な
ど
に
、
想
ひ
を
御
懸
け
に
な
る
方
で
は
な
い

と
云
ふ
事
を
、
申
し
上
げ
て
置
け
ば
、
よ
る
し
う
ご
ざ
い
ま
す
」
（
第

一
一
三
早
）

「
大
殿
様
が
娘
の
美
し
い
の
に
御
心
を
惹
か
さ
れ
て
、
親
の
不
承
知
な

の
も
か
ま
は
ず
に
、
召
し
上
げ
た
な
ど
と
申
す
噂
は
、
大
方
か
や
う
な

容
子
を
見
た
も
の
Ｌ
当
推
量
か
ら
出
た
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
」
（
第
五

一
早
）「

そ
こ
で
大
殿
様
が
良
秀
の
娘
に
懸
想
な
す
っ
た
な
ど
上
申
す
噂
が
、

愈
々
拡
が
る
や
う
に
な
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。
中
に
は
地
獄
変
の

屏
風
の
由
来
も
、
実
は
娘
が
大
殿
様
の
御
意
に
従
は
な
か
っ
た
か
ら
だ

な
ど
と
申
す
も
の
も
居
り
ま
す
が
、
元
よ
り
さ
や
う
な
事
が
あ
る
筈
は

ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
（
第
五
章
）

「
そ
れ
は
元
よ
り
気
立
て
の
優
し
い
あ
の
娘
を
、
御
晶
眉
に
な
っ
た
の

に
は
間
連
ひ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
が
、
色
を
御
好
み
に
な
っ
た
と
申
し
ま

す
の
は
、
恐
ら
く
牽
強
付
会
の
説
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。
い
や
、
跡
方
も

な
い
嘘
と
申
し
た
方
が
、
宜
し
い
位
で
ご
ざ
い
ま
す
」
（
第
五
章
）

「
先
第
一
に
何
故
大
殿
様
が
良
秀
の
娘
を
御
焼
き
殺
し
な
す
っ
た
か
、

ｌ
こ
れ
は
、
か
な
は
い
恋
の
恨
み
か
ら
な
す
っ
た
の
だ
と
云
ふ
噂
が
、

一
番
多
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
が
、
大
殿
様
の
思
召
し
は
、
全
く
車
を
焼

き
人
を
殺
し
て
ま
で
も
、
屏
風
の
画
を
描
か
う
と
す
る
絵
師
根
性
の
曲

な
の
を
懲
ら
す
御
心
算
だ
っ
た
の
に
相
違
ご
ざ
い
ま
せ
ん
・
」
（
第
二

十
章
）

こ
う
し
て
見
る
と
、
か
な
り
執
勘
に
噂
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

が
、
逆
に
そ
の
執
渤
さ
が
か
え
っ
て
噂
を
肯
定
す
る
効
果
を
生
み
出
し
て
い

る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
語
り
手
の
語
り
を
こ
と
ご
と
く
逆
に
読
ん

で
い
け
ば
、
大
殿
は
好
色
で
あ
り
、
良
秀
の
娘
の
美
し
い
の
に
ひ
か
れ
て
召

し
上
げ
、
娘
に
懸
想
し
た
が
思
い
ど
お
り
に
な
ら
な
か
っ
た
た
め
に
焼
き
殺

し
た
と
い
う
本
筋
が
浮
か
び
あ
が
る
の
で
あ
る
。
つ
い
で
に
み
る
と
、
娘
と

の
関
係
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
が
、
世
間
の
噂
を
否
定
す
る
語
り
が
早
く

も
第
一
章
に
出
て
く
る
。

「
早
い
話
が
堀
川
の
お
邸
の
御
規
模
を
拝
見
致
し
ま
し
て
も
、
壮
大
と

申
し
ま
せ
う
か
、
豪
放
と
申
し
ま
せ
う
か
、
到
底
私
ど
も
の
凡
盧
に
は

及
ば
な
い
、
思
い
切
っ
た
所
が
あ
る
や
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
中
に
は
ま

た
、
そ
こ
を
色
々
と
あ
げ
つ
ら
っ
て
大
殿
様
の
御
性
向
を
始
皇
帝
や
蝪

帝
に
比
べ
る
も
の
も
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
諺
に
云
ふ
群
盲
の
象
を

撫
で
る
や
う
な
も
の
で
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
う
か
。
あ
の
方
の
御
思
召
は
、

決
し
て
そ
の
や
う
に
御
自
分
ば
か
り
、
栄
煙
栄
華
を
な
さ
ら
う
と
申
す

の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
よ
り
は
も
つ
と
下
々
の
事
ま
で
御
考
へ

に
な
る
、
云
は
ぱ
天
下
と
共
に
楽
し
む
と
で
も
申
し
さ
う
な
、
大
腹
中

の
御
器
量
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
」

こ
の
語
り
も
結
局
の
と
こ
ろ
、
噂
を
否
定
し
な
が
ら
実
は
噂
の
通
り
、
大

殿
は
始
皇
帝
や
蝪
帝
に
も
た
と
え
ら
れ
る
、
非
情
な
独
裁
者
で
あ
る
と
い
う

四



こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
の
よ
う
に
、
語
り
手
の
賞
賛

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
大
殿
は
実
際
は
残
忍
で
好
色
な
人
物
で
あ
る
こ
と

は
作
品
を
一
通
り
読
め
ば
分
か
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
「
わ
か
り
や

（
１
）

す
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
微
妙
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。

読
者
は
初
め
て
こ
の
作
品
を
読
ん
だ
と
き
、
い
っ
た
い
ど
の
あ
た
り
で
大
殿

の
正
体
を
見
破
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
作
者
は
ど
の
あ
た
り
で
「
ば
れ

る
」
こ
と
を
計
算
し
て
書
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
第
一
章

で
早
く
も
大
殿
の
正
体
を
見
抜
い
て
し
ま
う
よ
う
な
読
者
は
皆
無
と
言
っ
て

い
い
だ
ろ
う
。
「
堀
川
の
御
邸
の
御
規
模
を
拝
見
致
し
て
も
、
壮
大
と
申
し

ま
し
ょ
う
か
」
と
か
、
「
長
良
の
橋
の
橋
柱
に
御
寵
愛
の
童
を
立
て
た
事
も

ご
ざ
い
ま
す
し
」
と
言
っ
た
叙
述
に
早
く
も
大
殿
の
う
さ
ん
臭
さ
を
感
じ
る

読
者
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は
り
こ
の
作
品
が
成
功
す
る
に
は
、
牛

車
に
乗
せ
ら
れ
て
い
る
の
が
良
秀
の
娘
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
た
と
き
、
相

当
の
衝
撃
を
読
者
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
カ
ン
の
い
い

読
者
に
は
「
あ
る
い
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
．
…
．
．
」
と
い
う
気
に
は
さ
せ
た
と

し
て
も
、
完
壁
に
予
想
さ
れ
て
し
ま
っ
て
は
、
こ
の
作
品
の
価
値
は
低
下
し

て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
作
品
は
、
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
で
、

見
事
な
勝
利
を
収
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
．
「
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
」
と
い
う

の
は
、
「
う
さ
ん
臭
さ
」
を
垣
間
見
せ
な
が
ら
も
、
牛
車
に
火
を
か
け
る
と

こ
ろ
ま
で
は
完
全
に
は
正
体
を
暴
露
せ
ず
、
娘
の
乗
る
牛
車
に
非
情
に
も
火

を
掛
け
、
正
体
を
暴
露
し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
ま
で
垣
間
見
せ
た
「
う
さ
ん

臭
さ
」
の
記
述
が
見
事
に
生
き
る
、
絶
妙
の
語
り
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
殿
が
娘
の
乗
っ
た
車
に
火
を
か
け
る
ま
で
に
は
、
大

芥
川
龍
之
介
「
地
獄
変
」
試
論

殿
の
好
色
さ
・
残
忍
は
さ
き
ほ
ど
述
毒
へ
た
理
由
に
よ
り
、
灰
色
の
ヴ
ェ
ー
ル

に
包
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
い
っ
た
ん
火
を
か
け
る
と
、
大

殿
の
正
体
が
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
、
見
事
な
構
成
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
大
殿
に
モ
デ
ル
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
も
少
し
触
れ
て
お

き
た
い
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
す
で
に
長
野
営
一
氏
に
よ
る
指
摘
が
あ

（
２
）

り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
平
安
朝
に
「
堀
川
の
某
」
と
言
わ
れ
た
大
臣
が
、
藤
原

基
経
（
堀
河
太
政
大
臣
）
・
藤
原
兼
通
（
堀
川
殿
）
・
藤
原
顕
光
．
（
堀
川
左
大

（
３
）
・

臣
）
・
藤
原
頼
宗
（
堀
河
右
大
臣
）
の
四
人
い
る
と
い
う
。
し
か
し
「
地
獄

変
」
本
文
に
よ
る
と
、
時
代
は
「
陸
奥
の
戦
い
」
（
い
わ
ゆ
る
前
九
年
の
役
）

の
後
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
合
致
す
る
の
は
頼
宗
し
か

い
な
く
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
長
野
氏
は
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。
「
頼

宗
は
関
白
道
長
の
子
、
母
は
左
大
臣
高
明
の
女
で
あ
る
が
、
そ
の
没
し
た
の

は
一
○
六
五
年
で
、
齢
は
七
十
三
歳
、
前
九
年
役
終
了
の
三
年
後
で
あ
る
。

だ
か
ら
そ
ん
な
高
齢
で
小
女
房
に
懸
想
す
る
よ
う
な
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
。

（
中
略
）
む
し
ろ
性
格
だ
け
は
藤
原
道
長
の
そ
れ
を
念
頭
に
お
い
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
名
前
や
時
代
は
変
え
て
お
り
、
要
す
る
に
芥
川
の
創

作
に
成
る
人
物
で
、
モ
デ
ル
ら
し
い
モ
デ
ル
は
な
い
と
い
う
の
が
当
っ
て
い

よ
う
」
。
私
と
し
て
は
も
う
付
け
加
え
る
も
の
も
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る

が
、
藤
原
道
長
の
影
響
と
い
う
の
は
、
根
拠
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に

思
え
る
。
と
い
う
の
も
、
道
長
の
日
記
「
御
堂
関
白
記
」
に
、
道
長
が
絵
師

に
「
地
獄
変
屏
風
」
を
描
か
せ
た
記
事
が
出
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は

長
和
四
年
十
二
月
十
九
日
の
記
録
で
、
「
地
獄
変
御
屏
風
画
画
師
等
賜
緑
」

間



と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
芥
川
が
「
御
堂
関
白
記
」
を
読
ん
だ
か
ど
う

か
は
不
明
で
あ
る
が
、
「
御
堂
関
白
記
」
に
触
れ
る
発
言
が
あ
る
。

芥
川
僕
は
、
安
倍
晴
明
な
ん
と
い
ふ
人
は
伝
説
の
人
物
か
と
思
っ
て

ゐ
た
ら
、
近
衛
さ
ん
の
具
注
暦
を
見
る
と
、
道
長
の
日
記
に
安
倍
晴
明

来
る
と
い
ふ
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
ね
。
（
「
柳
田
国
男
・
尾
佐
竹
猛

座
談
会
」
、
『
文
藝
春
秋
』
昭
二
・
七
）

道
長
の
影
響
に
つ
い
て
は
可
能
性
と
し
て
は
充
分
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

お
き
た
い
。

二
、
大
殿
堕
地
獄
の
暗
示

さ
て
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
炎
に
包
ま
れ
た
娘
を
前
に
良
秀
が
晄
惚

と
し
た
法
悦
の
輝
き
を
浮
か
べ
て
い
る
一
方
、
大
殿
の
方
は
「
御
顔
の
色
も

青
ざ
め
て
、
口
元
に
泡
を
御
た
め
に
な
り
な
が
ら
、
紫
の
指
貫
の
膝
を
両
手

に
し
っ
か
り
御
つ
か
み
に
な
っ
て
、
丁
度
喉
の
渇
い
た
獣
の
や
う
に
喘
ぎ
っ
■

け
て
い
ら
っ
し
や
い
ま
し
た
。
．
：
．
：
」
と
描
写
さ
れ
る
。
従
来
こ
こ
は
、
例

え
ば
細
川
正
義
氏
が
「
世
俗
の
権
力
を
絶
対
と
す
る
大
殿
の
敗
北
と
、
芸
術

（
４
）

絶
対
の
良
秀
の
勝
利
が
明
確
に
描
か
れ
る
」
と
論
じ
た
よ
う
に
、
芸
術
家
の

勝
利
に
対
す
る
権
力
者
の
敗
北
と
い
う
図
式
で
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
も
っ
と
別
の
見
方
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
良
秀
が
女
性
を
乗
せ
た
車
を
焼
く
よ
う
に
願

い
出
た
こ
と
が
聞
き
入
れ
ら
れ
た
と
き
の
、
良
秀
の
「
急
に
色
を
失
っ
て
喘

ぐ
や
う
に
唯
、
唇
ば
か
り
動
か
し
て
居
り
ま
し
た
が
」
と
い
う
描
写
で
あ
る

が
、
こ
の
二
つ
は
明
ら
か
に
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
良
秀
の
場
合
は
、

自
ら
の
芸
術
の
完
成
の
為
に
一
人
の
女
性
を
犠
牲
に
し
よ
う
と
し
た
罪
か
ら

く
る
も
の
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
が
、
と
す
る
と
、
大
殿
の
場
合
は
実

際
に
良
秀
の
娘
を
焼
き
殺
し
た
と
い
う
罪
か
ら
く
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
で
は
、
良
秀
の
罪
が
目
の
前
で
娘
が
焼
き
殺
さ
れ
る
と
い
う
「
地
獄
の

責
苦
」
を
体
験
さ
せ
ら
れ
る
結
果
（
罰
）
を
招
来
し
た
と
す
る
と
、
大
殿
は

ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
が
、
地
獄
に
落
ち
る
の

は
実
は
大
殿
で
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
一
つ
気
に
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、

そ
れ
は
地
獄
変
作
成
の
合
間
、
昼
寝
中
に
良
秀
が
口
走
っ
た
と
い
う
寝
言
の

内
容
で
あ
る
。
寝
言
の
部
分
だ
け
抜
き
出
す
と
、
こ
う
な
る
。

「
な
に
、
己
に
来
い
と
云
ふ
の
だ
な
。
ｌ
ど
こ
へ
ｌ
ど
こ
へ
来
い
と
？

奈
落
へ
来
い
。
炎
熱
地
獄
へ
来
い
。
ｌ
誰
だ
。
さ
う
云
ふ
貴
様
は
。
ｌ

貴
様
は
誰
だ
Ｉ
誰
だ
と
思
っ
た
ら
」

「
誰
だ
と
思
っ
た
ら
ｌ
う
ん
、
貴
様
だ
な
。
己
も
貴
様
だ
ら
う
と
思
っ

て
ゐ
た
。
な
に
、
迎
へ
に
来
た
と
？
だ
か
ら
来
い
。
奈
落
へ
来
い
。
奈

落
に
は
ｌ
奈
落
に
は
己
の
娘
が
待
っ
て
ゐ
る
・
」

「
待
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
こ
の
車
へ
乗
っ
て
来
い
Ｉ
こ
の
車
へ
乗
っ
て
、

奈
落
へ
来
い
’
」

こ
れ
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
一
人
の
寝
言
で
あ
る
の
に
内
容
は
二
人

の
会
話
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
は
従
来
た
と
え
ば
三
好
行
雄
氏
が

「
良
秀
の
み
た
獄
卒
は
、
大
殿
の
化
身
に
ま
ぎ
れ
も
な
い
」
と
論
じ
た
よ
う

（
５
）

に
、
定
説
と
な
っ
て
い
る
の
は
大
殿
獄
卒
説
つ
ま
り
大
殿
が
良
秀
を
迎
え
に

来
て
い
る
と
と
る
説
で
あ
る
が
、
私
は
逆
に
良
秀
が
大
殿
を
迎
え
に
来
て
い

一
』
、

一
一
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こ
の
よ
う
に
分
解
す
る
の
が
一
番
自
然
で
あ
る
と
少
な
く
と
も
私
に
は
思

わ
れ
る
し
、
良
秀
の
も
の
と
思
わ
れ
る
「
奈
落
に
は
己
の
娘
が
待
っ
て
ゐ
る
」

（
７
）

と
い
う
言
葉
も
矛
盾
な
く
収
ま
る
。
大
殿
獄
卒
説
を
と
る
な
ら
ば
右
の
会
話

の
大
殿
と
良
秀
を
入
れ
換
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
う
す
る
と
「
奈
落

に
は
ｌ
奈
落
に
は
己
の
娘
が
待
っ
て
ゐ
る
」
が
大
殿
の
言
葉
に
な
っ
て
し
ま

う
た
め
、
こ
れ
は
良
秀
の
言
葉
と
し
て
独
立
さ
せ
、
次
の
「
待
っ
て
ゐ
る
か

ら
、
こ
の
車
へ
乗
っ
て
来
い
Ｉ
こ
の
車
へ
乗
っ
て
、
奈
落
へ
来
い
。
」
は
再

び
大
殿
の
言
葉
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
う
な
る
。

（
６
）

る
も
の
と
と
る
。
つ
ま
り
寝
言
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
分
解
す
る
の
で
あ

ブ
（
包
○

（
会
話
例
１
）

大
殿
「
な
に
、
己
に
来
い
と
云
ふ
の
だ
な
。
ｌ
ど
こ
へ
ｌ
ど
こ
へ
来
い
と
？
」

良
秀
「
奈
落
へ
来
い
。
炎
熱
地
獄
へ
来
い
。
」

大
殿
「
誰
だ
。
さ
う
云
ふ
貴
様
は
。
ｌ
貴
様
は
誰
だ
Ｉ
誰
だ
と
思
っ
た
ら

誰
だ
と
思
っ
た
ら
ｌ
う
ん
、
貴
様
だ
な
。
己
も
貴
様
だ
ら
う
と
思
っ

て
ゐ
た
。
な
に
、
迎
へ
に
来
た
と
？
」

良
秀
「
だ
か
ら
来
い
。
奈
落
へ
来
い
。
奈
落
に
は
ｌ
奈
落
に
は
己
の
娘
が

待
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
こ
の
車
へ
乗
っ
て
来
い
Ｉ
こ
の
車
へ
乗
っ
て
、

奈
落
へ
来
い
。
」

待
っ
て
ゐ
る
。

芥
川
龍
之
介
「
地
獄
変
」
試
論

し
か
し
こ
の
場
合
、
会
話
例
１
に
比
べ
、
明
ら
か
に
不
自
然
で
あ
る
。
ま

ず
、
会
話
例
１
で
は
「
誰
だ
と
思
っ
た
ら
・
誰
だ
と
思
っ
た
ら
」
の
続
き
ぐ

あ
い
と
、
「
待
っ
て
ゐ
る
．
待
っ
て
ゐ
る
か
ら
」
の
続
き
ぐ
あ
い
は
そ
れ
ぞ

れ
同
一
の
人
物
の
発
言
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
が
、
会
話
例
２
で
は
「
誰
だ

と
思
っ
た
ら
・
誰
だ
と
思
っ
た
ら
」
は
同
一
人
物
の
発
言
と
と
る
の
に
、

「
待
っ
て
ゐ
る
」
と
「
待
っ
て
ゐ
る
か
ら
」
は
別
の
人
物
の
発
言
で
あ
る
と

解
釈
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
次
に
会
話
例
２
で
は
良
秀
の
前
二
つ
の

発
言
は
地
獄
か
ら
の
使
い
が
来
て
び
っ
く
り
し
て
い
る
様
子
が
よ
く
現
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
が
急
に
「
奈
落
に
は
己
の
娘
が
待
っ
て
ゐ
る
」
と
、
ま
る
で

覚
悟
を
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
口
調
に
な
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
三
つ
め

に
、
「
う
ん
、
貴
様
だ
な
、
己
も
貴
様
だ
ら
う
と
思
っ
て
ゐ
た
。
な
に
、
迎

へ
に
来
た
と
？
」
と
い
う
言
い
方
は
、
良
秀
の
大
殿
に
対
す
る
言
葉
と
し
て

一
七

（
会
話
例
２
）

良
秀
「
な
に
、
己
に
来
い
と
云
ふ
の
だ
な
。
ど
こ
へ
ｌ
ど
こ
へ
来
い
と
？
」

大
殿
「
奈
落
へ
来
い
、
炎
熱
地
獄
へ
来
い
。
」

良
秀
「
誰
だ
。
さ
う
云
ふ
貴
様
は
。
ｌ
貴
様
は
誰
だ
Ｉ
誰
だ
と
思
っ
た
ら

誰
だ
と
思
っ
た
ら
ｌ
う
ん
、
貴
様
だ
な
、
己
も
貴
様
だ
ら
う
と
思
っ

て
ゐ
た
。
な
に
、
迎
へ
に
来
た
と
？
」

大
殿
「
だ
か
ら
来
い
。
奈
落
へ
来
い
。
」

良
秀
「
奈
落
に
は
ｌ
奈
落
に
は
己
の
娘
が
待
っ
て
ゐ
る
。
」

大
殿
「
待
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
こ
の
車
へ
乗
っ
て
来
い
Ｉ
こ
の
車
へ
乗
っ
て
、

奈
落
へ
来
い
。
」



見
る
よ
り
も
、
大
殿
の
良
秀
に
対
す
る
言
葉
と
見
た
方
が
自
然
で
あ
る
。
以

上
に
よ
り
、
こ
こ
の
寝
言
は
、
良
秀
が
獄
卒
と
な
り
大
殿
を
迎
え
に
来
て
い

る
も
の
と
と
り
た
い
。
ま
た
「
こ
の
車
へ
乗
っ
て
、
奈
落
へ
来
い
」
の
「
こ

の
車
」
と
は
、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
完
成
し
て
い
な
い
地
獄
変
屏
風
の
車
で

（
８
）

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
目
が
覚
め
て
い
る
と
き
の
良
秀
は
全
く
そ
の
こ
と
を
記

（
９
）

憶
し
て
い
な
い
よ
う
で
は
あ
る
が
、
良
秀
は
将
来
の
正
夢
を
見
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
こ
こ
で
実
は
地
獄
に
落
ち
る
の
は
大
殿
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
具
体
的
に
は
作

品
「
邪
宗
門
」
に
明
確
に
描
か
れ
て
い
る
。
「
邪
宗
門
」
は
「
地
獄
変
」
に

遅
れ
る
こ
と
約
半
年
、
大
正
七
年
十
月
二
三
日
か
ら
十
二
月
一
三
日
に
か
け

て
、
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
に
連
載
さ
れ
て
い
る
（
た
だ
し
未
完
の
ま
ま
中
絶
）
。

ま
ず
冒
頭
か
ら
見
て
み
よ
う
。

「
先
頃
大
殿
様
御
一
代
中
で
、
一
番
人
目
を
骸
か
せ
た
、
地
獄
変
の
屏

風
の
由
来
を
申
し
あ
げ
ま
し
た
か
ら
、
今
度
は
若
殿
様
の
御
生
涯
で
、

た
っ
た
一
度
の
不
思
議
な
出
来
事
を
御
話
致
さ
う
か
と
存
じ
て
居
り
ま

す
。
が
、
そ
の
前
に
一
通
り
、
思
ひ
も
よ
ら
な
い
急
な
御
病
気
で
、
大

殿
様
が
御
莞
去
に
な
っ
た
時
の
事
を
、
あ
ら
ま
し
申
し
上
げ
て
置
き
ま

せ
う
ｏ
」

周
知
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
「
邪
宗
門
」

は
「
地
獄
変
」
と
同
じ
語
り
手
に
よ
っ
て
「
地
獄
変
」
の
そ
の
後
が
語
ら
れ

る
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
の

冒
頭
で
大
殿
の
無
残
な
最
期
を
描
写
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
作
品
「
地
獄

変
」
読
解
の
鍵
を
も
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
「
邪
宗

門
」
で
は
先
ほ
ど
の
引
用
の
続
き
に
、
大
殿
が
死
ぬ
前
に
い
ろ
い
ろ
不
吉
な
前

兆
が
あ
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
が
、
特
に
重
要
な
の
は
次
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
中
で
も
殊
に
空
恐
ろ
し
く
思
は
れ
た
の
は
、
或
女
房
の
夢
枕
に
、
良

秀
の
娘
の
乗
っ
た
や
う
な
、
炎
々
と
火
の
燃
え
し
き
る
車
が
一
輌
、
人

面
の
獣
に
曳
か
れ
な
が
ら
、
天
か
ら
下
り
て
来
た
と
思
ひ
ま
す
と
、
そ

の
車
の
中
か
ら
や
さ
し
い
声
が
し
て
、
『
大
殿
様
を
こ
れ
へ
御
迎
へ
申

せ
』
と
、
呼
は
っ
た
さ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
時
、
そ
の
人
面
の
獣

が
怪
し
く
吟
っ
て
、
頭
を
上
げ
た
の
を
眺
め
ま
す
と
、
夢
現
の
暗
の
中

に
も
、
唇
ば
か
り
生
々
し
く
赤
か
っ
た
の
で
、
思
は
ず
金
切
声
を
あ
げ

な
が
ら
、
そ
の
声
で
や
つ
と
我
に
返
り
ま
し
た
が
、
総
身
は
び
っ
し
ょ

り
冷
汗
で
、
胸
さ
へ
ま
る
で
早
鐘
を
つ
く
や
う
に
躍
っ
て
ゐ
た
と
か
申

し
ま
し
た
」

つ
ま
り
、
大
殿
が
死
ぬ
前
に
、
ま
た
も
や
「
夢
」
で
大
殿
の
将
来
が
暗
示

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
う
新
し
い
作
品
で
新
し
い
物
語
が
始
ま
ろ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
前
兆
な
ど
は
そ
こ
そ
こ
に
し
て
大
殿
を
地
獄
に
落
と

せ
ば
よ
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
し
つ
こ
く
「
夢
」
で
大
殿
の
将
来
を
暗
示

さ
せ
て
い
る
の
は
、
こ
の
女
房
が
見
た
夢
と
、
「
地
獄
変
」
で
良
秀
が
見
た

夢
と
の
何
ら
か
の
関
連
性
が
あ
る
こ
と
を
作
者
が
示
唆
し
て
い
る
と
読
み
取

る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
「
地
獄
変
」
の
良
秀

の
夢
を
良
秀
が
大
殿
を
迎
え
に
来
る
も
の
と
解
釈
す
る
と
、
「
邪
宗
門
」
の

冒
頭
で
良
秀
つ
ま
り
「
唇
ば
か
り
生
々
し
く
赤
」
い
「
人
面
の
獣
」
が
大
殿

を
迎
え
に
来
る
女
房
の
夢
と
見
事
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
「
車
の
中
の
や

さ
し
い
声
」
の
主
は
、
や
は
り
大
殿
に
焼
き
殺
さ
れ
た
良
秀
の
娘
と
解
釈
す

一
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（
、
）

る
の
が
一
番
穏
当
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
炎
々
と
火
の
燃
え
し
き
る
車
」
は

大
殿
を
炎
熱
地
獄
Ⅱ
奈
落
に
送
り
込
む
火
の
車
の
象
徴
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

良
秀
の
娘
は
そ
の
中
に
、
「
奈
落
に
は
己
の
娘
が
待
っ
て
ゐ
る
」
と
い
う
わ

け
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
よ
う
な
前
兆
が
あ
っ
て
と
う
と
う
大
殿
は
悶
死
す
る
。

「
今
出
川
の
大
納
言
様
の
御
屋
形
か
ら
、
御
帰
り
に
な
る
御
車
の
中
で
、

急
に
大
熱
が
御
発
し
に
な
り
、
御
帰
館
遊
ぱ
し
た
時
分
に
は
、
も
う
唯

『
あ
た
、
あ
た
』
と
仰
有
る
ば
か
り
、
あ
ま
つ
さ
へ
御
身
の
う
ち
は
、

一
面
に
気
味
悪
く
紫
立
っ
て
御
褥
の
白
綾
も
焦
げ
る
か
と
思
ふ
御
気
色

に
な
り
ま
し
た
。
元
よ
り
そ
の
時
も
御
枕
も
と
に
は
、
法
師
、
医
師
、

陰
陽
師
な
ど
が
、
皆
そ
れ
ぞ
れ
に
肝
膿
を
砕
い
て
、
必
死
の
力
を
尽
し

ま
し
た
が
、
御
熱
は
益
烈
し
く
な
っ
て
、
や
が
て
御
床
の
上
ま
で
転
び

出
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
、
忽
ち
別
人
の
や
う
な
項
れ
た
御
声
で
、
『
あ

お
う
、
身
の
う
ち
に
火
が
つ
い
た
わ
。
こ
の
煙
り
は
如
何
致
し
た
。
』

と
狂
ほ
し
く
御
耽
り
に
な
っ
た
侭
、
僅
三
時
ば
か
り
の
間
に
、
何
と
も

（
、
）

申
し
上
げ
る
語
も
な
い
、
無
残
な
御
最
後
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」

今
ま
で
の
文
脈
か
ら
見
る
と
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
、
大
殿
の
魂
は
「
炎
々

と
燃
え
し
き
る
火
の
車
」
に
乗
せ
ら
れ
、
火
だ
る
ま
と
な
っ
て
奈
落
へ
と
堕

ち
て
い
く
描
写
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
邪
宗
門
」
は
「
地

獄
変
」
と
同
じ
語
り
手
に
よ
っ
て
大
殿
の
死
と
若
殿
様
の
時
代
の
出
来
事
が

語
ら
れ
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
え
、
あ
く
ま
で
も
「
地
獄
変
」

の
後
に
か
か
れ
た
別
作
品
で
あ
る
。
と
す
る
と
「
地
獄
変
」
の
作
品
だ
け
で

普
通
に
ス
ト
ー
リ
ー
を
追
っ
て
い
く
と
、
良
秀
親
子
の
言
っ
て
み
れ
ば
無
残

な
最
後
に
比
べ
、
大
殿
は
多
少
の
精
神
的
打
撃
を
与
え
ら
れ
た
に
し
て
も
あ

芥
川
龍
之
介
「
地
獄
変
」
試
論

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
私
は
語
り
手
の
賞
賛
と
は
対
照
的
に
、
作
家
芥
川

の
頭
の
中
に
は
地
獄
へ
落
ち
る
べ
き
人
物
は
大
殿
で
あ
る
と
い
う
問
題
意
識

は
強
力
に
存
在
し
、
作
品
の
中
に
も
そ
の
思
い
は
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え

る
。
と
す
る
と
、
そ
れ
で
は
良
秀
や
そ
の
娘
は
一
体
ど
う
な
っ
た
の
か
と
い

う
疑
問
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
が
、
私
自
身
は
、
自
ら
の
芸
術
の
為
に
人
一
人

犠
牲
に
し
よ
う
と
し
た
良
秀
の
罪
は
、
汚
れ
な
き
娘
の
死
に
よ
り
贈
わ
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
そ
こ
か
ら
私
は
こ
の
作
品
の
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
に
お
け
る
良
秀
の
洸
惚
は
、
従
来
言
わ
れ
て
き
た
「
芸
術
至
上
主

義
」
と
は
別
の
性
質
を
持
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像

し
て
も
い
る
が
、
そ
れ
は
作
品
の
主
題
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
紙
幅
も

尽
き
た
よ
う
で
あ
る
し
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
そ
の
問
題
は
ま
た
別
の

機
会
に
論
じ
た
い
と
思
う
。

一
九

と
は
の
う
の
う
と
暮
ら
し
て
い
け
る
と
と
ら
れ
か
ね
ず
、
そ
れ
で
は
あ
ま
り

に
も
バ
ラ
ン
ス
を
欠
く
結
果
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
作
者
の
頭
の
中

に
は
「
地
獄
変
」
を
書
い
た
時
点
で
本
当
に
地
獄
に
落
ち
る
の
は
大
殿
で
あ

る
と
い
う
認
識
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
作
品
「
地
獄
変
」
の
中
に
も
大

殿
が
地
獄
に
落
ち
る
こ
と
を
暗
示
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
を
書
い
て
い
た
と
し

て
も
、
そ
れ
ほ
ど
不
思
議
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
わ
け
で
私
は
、

良
秀
の
会
話
風
の
寝
言
や
大
殿
が
口
元
に
泡
を
た
め
て
喉
の
渇
い
た
獣
の
よ

う
に
喘
い
で
い
た
と
い
っ
た
描
写
が
、
大
殿
の
地
獄
落
ち
の
暗
示
を
し
て
い

る
と
読
み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に



〔
注
〕

（
１
）
浅
野
洋
氏
の
「
こ
の
語
り
の
逆
説
的
な
パ
タ
ー
ソ
は
誰
の
目
に
も
わ
か
り
や

す
い
」
（
「
地
獄
変
」
の
限
界
ｌ
自
足
す
る
語
り
ｌ
『
文
学
』
一
九
八
八
・
五
）

と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

（
２
）
長
野
常
一
（
第
九
章
「
地
獄
変
」
『
古
典
と
近
代
作
家
ｌ
芥
川
龍
之
介
』

一
九
六
七
・
四
）

（
３
）
佐
藤
あ
け
み
氏
は
さ
ら
に
源
俊
房
を
加
え
、
五
人
と
し
て
い
る
。
（
『
地
獄
変
』

論
『
国
語
と
教
育
』
〔
大
阪
教
育
大
学
〕
一
九
七
五
・
三
）

（
４
）
細
川
正
義
芥
川
「
地
獄
変
」
の
世
界
『
人
文
論
究
』
（
関
西
学
院
大
学
）

一
九
七
四
・
八

（
５
）
三
好
行
雄
『
地
獄
変
』
に
つ
い
て
ｌ
芥
川
龍
之
介
論
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
Ⅱ

Ｉ
『
國
語
と
國
文
学
』
一
九
六
二
・
八

（
６
）
良
秀
獄
卒
の
可
能
性
は
か
つ
て
渡
辺
正
彦
が
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
（
芥
川

龍
之
介
「
地
獄
変
」
覚
書
ｌ
そ
の
地
獄
へ
と
回
転
す
る
構
造
ｌ
『
日
本
近
代
文

学
』
一
九
八
○
・
一
○
）

（
７
）
笹
淵
友
一
氏
は
「
生
前
何
の
罪
も
犯
し
て
い
な
い
娘
の
無
事
の
死
が
、
地
獄

の
業
火
の
運
命
に
直
結
す
る
い
わ
れ
は
全
く
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
（
芥

川
龍
之
介
「
地
獄
変
」
新
釈
『
文
学
』
一
九
七
九
・
十
三
、
確
か
に
こ
の

部
分
に
お
い
て
無
事
の
娘
が
「
奈
落
」
で
待
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
地
獄
に
落
ち

て
い
る
と
い
う
の
は
不
合
理
で
あ
る
。
た
だ
私
の
場
合
、
良
秀
の
夢
は
将
来
良

秀
が
大
殿
を
迎
え
に
来
る
前
兆
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
は
大
殿
に

焼
き
殺
さ
れ
た
娘
と
同
じ
炎
熱
の
苦
し
み
を
体
験
さ
せ
る
と
い
う
、
復
讐
的
な

ニ
ュ
ア
ソ
ス
で
読
ん
で
お
き
た
い
。
そ
れ
は
作
品
「
邪
宗
門
」
冒
頭
部
分
の
女

房
の
夢
と
関
連
性
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
後
述
し
た
い
。

（
８
）
清
水
康
次
氏
は
「
良
秀
が
夢
に
見
る
火
の
車
は
一
般
に
地
獄
か
ら
の
使
い
を

意
味
す
る
が
、
『
今
昔
物
語
集
』
に
お
い
て
も
火
の
車
が
堕
地
獄
の
し
る
し
と

し
て
夢
に
現
れ
る
こ
と
が
あ
る
」
と
指
摘
し
、
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
五

「
造
悪
業
人
最
後
唱
念
仏
往
生
語
第
四
十
七
」
よ
り
具
体
例
を
あ
げ
て
い
る

（
『
芥
川
文
学
の
方
法
と
世
界
』
一
九
九
四
・
四
和
泉
書
院
所
収
弓
地
獄
変
』

の
構
造
」
）
。
ま
た
信
多
純
一
氏
は
「
芥
川
龍
之
介
『
地
獄
変
』
絵
解
」
（
『
に
せ

物
語
絵
ｌ
絵
と
文
文
と
絵
』
平
凡
社
一
九
九
五
・
四
所
収
）
で
五
趣
生
死
輪

図
と
「
地
獄
変
」
と
の
関
連
性
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
私
に
は
そ
の
本
の
二
七

八
・
九
ぺ
Ｉ
ジ
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
『
往
生
要
集
絵
巻
』
の
、
獄
卒
が
罪
人
を

地
獄
に
送
り
こ
む
火
の
車
の
図
が
興
味
深
か
っ
た
。

（
９
）
笹
淵
友
一
氏
は
作
品
の
中
の
「
又
獄
卒
は
、
夢
現
に
何
度
と
な
く
、
私
の
眼

に
映
り
ま
し
た
。
私
は
牛
頭
、
或
は
馬
頭
、
或
は
三
面
六
臂
の
鬼
の
形
が
、
音

の
せ
ぬ
手
を
拍
き
、
声
の
出
ぬ
口
を
開
い
て
、
私
を
虐
み
に
参
り
ま
す
の
は
、

殆
ど
毎
日
毎
夜
の
こ
と
と
申
し
て
も
よ
る
し
う
ご
ざ
い
ま
せ
う
」
（
傍
線
田
村
）

と
い
う
箇
所
を
根
拠
に
「
作
者
は
明
ら
か
に
、
良
秀
は
獄
卒
の
声
を
聞
い
て
い

な
い
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
さ
き
の
譜
言
（
良
秀
の
寝
言
の
こ
と
ｌ
田
村
注
）

を
覚
え
て
い
な
い
こ
と
を
読
者
に
知
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
論

じ
て
い
る
（
笹
淵
氏
前
掲
論
文
）
。

（
皿
）
勝
倉
壽
一
氏
は
「
娘
の
地
獄
堕
ち
は
根
拠
に
乏
し
い
」
と
し
、
「
大
殿
を
地

獄
か
ら
招
く
者
は
良
秀
と
娘
の
非
業
の
死
を
負
っ
た
画
中
の
女
臘
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
す
る
（
「
地
獄
変
」
ｌ
芸
術
的
法
悦
境
と
自
裁
ｌ
『
芥
川
龍
之

介
の
歴
史
小
説
』
教
育
出
版
セ
ソ
タ
ー
、
一
九
八
三
・
六
）
。
し
か
し
こ
れ
も

娘
が
来
世
で
も
地
獄
で
苦
し
ん
で
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
罪
人
で
あ
る
大

殿
を
炎
熱
地
獄
に
迎
え
に
来
た
の
だ
と
と
れ
ば
、
問
題
は
ク
リ
ア
ー
で
き
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
ｕ
）
こ
の
大
殿
の
最
期
は
ド
ン
・
ジ
ュ
ア
ン
の
最
期
を
思
い
出
さ
せ
る
。
モ
リ
エ
ー

一

一

○



ル
作
戯
曲
「
ド
ン
・
ジ
ュ
ァ
ソ
」
よ
り
引
用
し
て
み
た
い
（
『
心
の
花
』
大
正

二
年
十
二
月
号
所
収
草
野
柴
二
訳
「
団
重
左
」
よ
り
）
。

重
左
。
（
苦
悶
の
態
）
あ
、
ど
、
何
う
し
た
こ
と
だ
。
胸
の
中
で
火
が
燃

え
る
。
あ
上
、
も
う
堪
ら
ん
。
躯
ぢ
う
が
焔
だ
。
あ
上
シ
、
あ
上
ッ
。

（
紫
電
一
閃
。
頓
て
電
光
重
左
の
全
身
を
浴
び
せ
、
電
声
段
々
・
地
面
自

ら
破
れ
開
け
て
、
重
左
を
呑
み
込
む
。
重
左
の
陥
り
し
場
所
よ
り
火
焔
盛

ん
に
噴
出
す
。
）

好
色
な
貴
族
が
平
民
の
娘
を
誘
惑
す
る
の
に
失
敗
す
る
と
い
う
筋
だ
て
に
も

両
者
に
は
共
通
項
が
あ
る
。
ド
ン
・
ジ
ュ
ァ
ソ
の
叙
述
は
芥
川
の
他
の
著
作
に

も
い
く
つ
か
み
ら
れ
、
遺
書
に
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
「
大
導
寺
信
輔
の
半
生
」

（
大
十
四
・
一
『
中
央
公
論
』
）
か
ら
一
つ
引
用
し
て
お
き
た
い
。

「
彼
は
本
の
上
に
何
度
も
笑
っ
た
り
泣
い
た
り
し
た
。
そ
れ
は
言
は
ば
転

身
だ
っ
た
。
本
の
中
の
人
物
に
変
る
こ
と
だ
っ
た
。
彼
は
天
竺
の
仏
の
や

う
に
無
数
の
過
去
生
を
通
り
抜
け
た
。
イ
ヴ
ア
ソ
・
カ
ラ
マ
ゾ
フ
を
、
ハ

ム
レ
ッ
ト
を
、
公
爵
ア
ソ
ド
レ
エ
を
、
ド
ソ
・
ジ
ュ
ア
ソ
を
、
メ
フ
イ
ス

ト
フ
ェ
レ
ス
を
、
ラ
イ
ネ
ッ
ヶ
狐
を
、
ｌ
」

ド
ン
・
フ
ァ
ン
伝
説
を
べ
Ｉ
ス
に
し
た
劇
に
、
ほ
か
に
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
歌

劇
「
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ソ
｜
こ
が
あ
る
が
、
影
響
関
係
は
不
明
で
あ
る
。
し
か

し
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
歌
劇
と
い
え
ば
、
こ
の
「
地
獄
変
」
は
愛
娘
を
権
力
者
に

奪
わ
れ
、
芸
術
の
力
で
奪
還
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
点
で
歌
劇
「
魔
笛
」
と
の

類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
（
「
魔
笛
」
で
は
母
親
が
愛
娘
を
魔
法
の
笛
つ
ま
り
音

楽
の
力
で
奪
還
し
よ
う
と
す
る
。
た
だ
し
「
魔
笛
」
は
変
な
台
本
で
、
途
中
で

母
親
〔
夜
の
女
王
〕
の
方
が
悪
者
に
な
り
、
最
後
に
は
母
親
の
方
が
地
獄
に
落

と
さ
れ
て
し
ま
う
）
。
「
魔
笛
」
は
大
正
二
年
六
月
一
日
か
ら
二
五
日
に
か
け
て

帝
国
劇
場
で
日
本
初
演
さ
れ
て
い
る
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
こ
ろ
は
芥
川
の
一
高

芥
川
龍
之
介
「
地
獄
変
」
試
論

の
卒
業
試
験
前
後
で
あ
り
、
観
劇
し
た
形
跡
は
な
い
。
た
だ
、
晩
年
の
も
の
で

は
あ
る
が
、
芥
川
自
身
の
「
魔
笛
」
お
よ
び
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
つ
い
て
の
コ
メ

ソ
ト
が
あ
る
。

或
雪
曇
り
に
曇
っ
た
午
後
、
彼
は
或
カ
ッ
フ
ェ
の
隅
に
火
の
つ
い
た
葉

巻
を
脚
へ
た
ま
ま
、
向
う
の
蓄
音
機
か
ら
流
れ
て
来
る
音
楽
に
耳
を
傾
け

て
ゐ
た
。
そ
れ
は
彼
の
心
も
ち
に
妙
に
し
み
渡
る
音
楽
だ
っ
た
。
彼
は
そ

の
音
楽
が
了
る
の
を
待
ち
、
蓄
音
機
の
前
へ
歩
み
寄
っ
て
レ
コ
オ
ド
の
貼

り
札
を
検
く
る
こ
と
に
し
た
。

巨
眉
言
国
匡
５
１
巨
自
胃
弄

彼
は
咄
嵯
に
了
解
し
た
。
十
戒
を
破
っ
た
モ
ッ
ッ
ア
ル
ト
は
や
は
り
苦

し
ん
だ
の
に
違
ひ
な
か
っ
た
。
し
か
し
よ
も
や
彼
の
や
う
に
、
…
…
彼
は

頭
を
垂
れ
た
ま
ま
、
静
か
に
彼
の
卓
子
に
帰
っ
て
行
っ
た
。

（
遺
稿
『
或
阿
呆
の
一
生
』
「
四
十
一
病
」
よ
り
）

（
た
む
ら
・
し
ゅ
う
い
ち
本
学
大
学
院
博
士
課
程
）

一
一
一


