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滝

藤

満

義

一

森
�
外
の
「
高
瀬
舟
」
は
、「
語
り
手
」
が
し
ば
し
ば
話
題
に
な
る
短
篇
で
あ
る
。
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
、

三
人
称
客
観
小
説
の
形
式
を
一
応
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
短
篇
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
三
人
称
の
語
り
は
決
し
て
安
定
は

し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
作
品
の
「
語
り
手
」
が
話
題
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
所
以
で
あ
る
。

比
較
的
早
い
時
期
に
、
三
好
行
雄
氏
が
こ
れ
を
問
題
に
し
、「
高
瀬
舟
」
本
文
に
「
三
つ
の
レ
ベ
ル
の
言
語
表
現
」
が
あ
る
と
指

摘
し
た
の
は
よ
く
知
ら
れ
て

（
１
）

い
る
。
三
つ
と
は
、
氏
に
よ
れ
ば
先
ず
は
「
作
者
に
属
す
る
言
述
」（
Ａ
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば

作
品
全
体
の
、
三
人
称
の
語
り
を
担
う
「
語
り
手
」
の
言
述
で
あ
る
。
二
つ
目
は
「
庄
兵
衛
に
属
す
る
言
述
」（
Ｂ
）
で
あ
る
。
三

好
氏
は
第
一
の
言
述
に
次
い
で
「
庄
兵
衛
を
視
点
人
物
と
し
て
つ
づ
け
ら
れ
て
ゆ
く
」
叙
述
が
現
わ
れ
る
と
し
て
こ
の
よ
う
に
名
づ

け
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
広
義
に
は
Ａ
に
属
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
客
観
小
説
の
語
り
手
は
、
い
わ
ば
全
知
の
語
り
手
で
あ

り
、
作
中
人
物
の
内
面
に
入
る
の
は
自
由
自
在
で
、
時
に
庄
兵
衛
を
視
点
人
物
に
選
ぶ
の
も
そ
の
権
能
の
う
ち
で
あ
る
。
三
好
氏
が

「
た
だ
し
庄
兵
衛
に
属
す
る
言
述
Ｂ
に
は
作
者＝

語
り
手
の
認
識
と
見
做
さ
れ
る
言
述
Ａ
が
時
に
混
在
し
て
い
る
」
と
、
あ
え
て
断

（４７）



ら
ざ
る
を
得
な
い
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
た
だ
、「
高
瀬
舟
」
の
語
り
手
（
Ａ
）
が
自
在
に
入
り
込
む
の
は
庄
兵
衛
だ
け
で
あ
り
、

こ
の
作
品
で
は
い
わ
ば
庄
兵
衛
の
内
面
が
特
権
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
も
事
実
で
、
三
好
氏
が
Ｂ
を
あ
え
て
立
て
る
の
も
故
の

な
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
し
て
三
好
氏
の
言
う
三
つ
目
は
「
喜
助
が
み
ず
か
ら
の
行
動
と
心
理
を
明
か
す
た
め
の
、
直
接
話
法
に
よ

る
語
り
と
い
う
新
し
い
レ
ベ
ル
の
言
述
」（
Ｃ
）
で
あ
る
。
こ
れ
も
広
義
に
は
Ａ
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
語
り
手
は
庄
兵
衛
と

違
っ
て
喜
助
の
内
面
に
は
一
歩
も
踏
み
込
も
う
と
せ
ず
、
喜
助
の
一
人
称
の
語
り
を
長
々
引
用
す
る
の
み
で
取
り
繕
う
の
で
、
こ
れ

も
一
つ
の
言
述
と
し
て
数
え
る
こ
と
が
出
来
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

極
々
短
い
小
説
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作
者
は
何
故
こ
の
よ
う
に
語
り
の
レ
ベ
ル
を
三
重
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
し
か
も
そ
の
た
め
に
、
た
っ
た
二
人
の
登
場
人
物
の
う
ち
、
庄
兵
衛
は
そ
の
内
面
の
過
剰
の
割
に
、
客
観
的
描
写
が
足
り
ず
、

彼
が
ど
ん
な
風
貌
の
持
主
か
も
、
彼
の
喜
助
に
関
す
る
認
識
を
語
り
手
が
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
の
か
も
全
く
わ
か
ら
な
い

し
、
喜
助
は
そ
の
逆
で
、
客
観
的
に
彼
の
風
貌
や
言
述
が
読
者
に
与
え
ら
れ
る
だ
け
で
、
彼
の
内
面
の
核
心
部
分
は
何
も
明
か
さ
れ

な
い
に
等
し
い
の
で
あ
る
。
語
り
の
レ
ベ
ル
の
三
重
化
が
悪
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
に
は
三
つ
の
語
り
の
レ
ベ
ル
を
統

括
す
べ
き
Ａ
の
虚
弱
化
、
あ
え
て
言
え
ば
無
能
が
目
立
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
の
流
儀
で
言
い
換
え
れ
ば
、
語
り
手
の

ス
タ
ン
ス
の
不
確
か
さ
で
あ
る
。
そ
し
て
先
走
っ
て
言
え
ば
、「
高
瀬
舟
」
解
釈
上
の
こ
れ
ま
で
の
混
乱
の
、
根
本
的
な
原
因
が
こ

こ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
高
瀬
舟
」
に
は
、
作
者
に
よ
る
自
作
解
説
「
高
瀬
舟
縁
起
」
が

付
さ
れ
て
い
る
。
一
篇
の
作
品
を
世
に
出
す
に
当
っ
て
、
作
者
が
自
作
の
モ
チ
ー
フ
の
解
説
を
添
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
作

者
自
身
が
自
作
小
説
の
語
り
手
の
頼
り
な
さ
を
、
ど
こ
か
で
自
覚
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
の

「
縁
起
」
が
余
計
に
「
高
瀬
舟
」
解
釈
を
混
乱
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
た
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
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語
り
の
レ
ベ
ル
の
三
重
化
は
、
源
を
た
ど
れ
ば
「
高
瀬
舟
」
の
種
本
「
翁
草
」
の
「
流
人
の
話
」
に
行
き
着
く
か
も
し
れ
な
い
。

流
人
を
大
阪
へ
渡
さ
る
に
、
高
瀬
よ
り
船
に
て
、
町
奉
行
の
同
心
之
を
守
護
し
て
下
る
事
な
り
、
凡
流
人
は
前
に
も
記
す
如

く
、
賊
の
類
は
希
に
し
て
、
多
く
は
親
妻
子
も
て
る
平
人
の
辜
に
遇
る
な
り
、
罪
科
決
し
て
島
へ
遣
は
さ
る
ゝ
節
、
牢
屋
敷
に

マ
マ

於
て
、
親
戚
の
者
を
出
呼
し
引
合
せ
て
、
暇
乞
を
さ
せ
ら
る
ゝ
定
法
な
り
、
…
…
（
中
略
）
…
…
其
所
行
も
と
も
悪
心
な
く
、

下
愚
の
者
の
弁
へ
な
き
仕
業
な
る
事
、
吟
味
の
上
に
て
、
明
白
な
り
し
ま
ゝ
死
罪
一
等
を
宥
め
ら
れ
し
物
な
り
と
ぞ
、
彼
守
護

の
同
心
の
物
語
な
り
、

右
は
「
流
人
の
話
」
の
冒
頭
部
と
末
尾
の
引
用
で
あ
る
。
末
尾
の
「
彼
守
護
の
同
心
の
物
語
な
り
」
か
ら
判
断
で
き
る
よ
う
に
、
こ

の
「
流
人
の
話
」
が
、「
同
心
の
物
語
」
の
紹
介
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
紹
介
者
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
翁
草
」
の
著
者

で
あ
る
神
沢
貞
幹
で
あ
る
。
右
の
引
用
の
冒
頭
部
は
、
そ
の
神
沢
の
一
人
称
に
よ
る
紹
介
部
分
と
い
え
る
が
、
形
式
的
に
は
不
完
全

で
、
神
沢
の
一
人
称
の
紹
介
部
分
と
、「
同
心
の
物
語
」
が
融
通
無
碍
に
交
錯
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
「
同
心
の

物
語
」
の
核
心
部
分
は
「
或
時
一
人
の
流
人
、
公
命
を
承
る
と
否
、
世
に
嬉
し
げ
に
、
船
へ
乗
て
も
い
さ
ゝ
か
愁
へ
る
色
不
見
…
…
」

と
始
ま
る
部
分
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
こ
の
「
同
心
の
物
語
」
の
中
心
に
、「
彼
云
く
」
と
し
て
、
同
心

の
質
問
に
答
え
る
流
人
の
一
人
称
の
語
り
が
長
々
差
し
挟
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
流
人
の
話
」
は
近
代

小
説
の
よ
う
に
自
覚
的
で
な
い
た
め
、
い
さ
さ
か
不
完
全
な
が
ら
、
三
重
の
語
り
か
ら
な
る
入
れ
子
型
の
枠
物
語
と
い
う
こ
と
に
も

な
ろ
う
。
�
外
は
こ
の
種
本
の
語
り
の
構
造
に
、
か
な
り
無
造
作
に
乗
っ
か
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

（
２
）

う
か
。

無
論
近
代
小
説
を
意
識
し
て
、
全
知
の
語
り
手
を
擁
す
る
三
人
称
客
観
小
説
と
し
て
�
外
は
「
流
人
の
話
」
を
書
き
換
え
よ
う
と

し
て
い
る
。
ま
た
「
流
人
の
話
」
の
「
卑
賤
の
者
な
が
ら
よ
く
覚
悟
せ
り
」
と
か
「
下
愚
の
者
の
弁
へ
な
き
仕
業
」
と
か
の
、
い
か

（４９）
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高
瀬
舟
」
―
―
語
り
手
の
ス
タ
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ス



に
も
江
戸
時
代
の
小
役
人
の
言
い
そ
う
な
感
想
で
は
な
く
、
流
人
の
行
為
や
人
柄
の
解
釈
に
お
い
て
、
作
者
独
自
の
要
素
―
―
作
者

の
自
己
表
現
を
も
含
ん
だ
そ
れ
を
、
付
加
し
よ
う
と
思
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
客
観
小
説
を
作
る
こ
と
に
お
い
て
、
常
に
困
難

を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
�
外
は
、
原
話
の
、
枠
物
語
崩
れ
の
重
層
し
た
語
り
の
手
軽
さ
に
、
つ
い
安
易
に
凭
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

二

庄
兵
衛
が
喜
助
か
ら
聞
き
出
し
た
話
の
内
容
は
、
基
本
的
に
は
「
流
人
の
話
」
の
「
守
護
の
同
心
」
が
流
人
か
ら
聞
い
た
話
を
そ

の
ま
ま
な
ぞ
っ
て
い
る
。
た
だ
、「
守
護
の
同
心
」
が
「
卑
賤
の
者
な
が
ら
よ
く
覚
悟
せ
り
」
と
か
「
下
愚
の
者
の
弁
へ
な
き
仕
業
」

と
受
け
止
め
た
二
つ
の
話
柄
に
、
庄
兵
衛
は
過
剰
に
反
応
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
無
論
そ
う
さ
せ
た
の
が
作
者
�
外
で
あ
る
こ
と

は
、「
縁
起
」
に
種
明
か
し
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
も
っ
と
も
二
つ
の
話
柄
に
対
す
る
「
縁
起
」
の
受
け
止
め
方
と
、
庄
兵
衛

の
受
け
止
め
方
に
は
微
妙
な
ず
れ
が
あ
り
、「
高
瀬
舟
」
の
読
者
を
戸
惑
わ
せ
る
こ
と
著
し
い
。「
縁
起
」
が
、
あ
る
よ
り
は
な
い
方

が
い
い
も
の
と
思
わ
し
め
る
所
以
で
あ
る
。

第
一
の
話
柄
に
関
し
て
、「
縁
起
」
は
「
財
産
と
云
ふ
も
の
の
観
念
」
に
注
目
し
、「
二
百
文
を
財
産
と
し
て
喜
ん
だ
の
が
面
白
い
」

と
、
他
人
事
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
が
、
庄
兵
衛
は
喜
助
の
話
か
ら
、
直
ち
に
彼
に
知
足
の
境
地
に
達
し
た
崇
高
な
存
在
を
見
出

し
、
ま
さ
に
跪
排
せ
ん
ば
か
り
の
態
度
を
と
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
ど
ち
ら
の
反
応
も
流
人
の
話
の

受
け
止
め
方
と
し
て
は
、
い
さ
さ
か
的
外
れ
の
感
が
否
め
な
い
。
流
人
が
二
百
文
を
財
産
と
し
て
喜
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
に
は
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「
常
に
僅
の
営
に
、
渇
々
粥
を
啜
り
て
、
露
命
を
つ
な
ぎ
し
」
と
い
う
重
い
前
提
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
生
涯
官
僚
機
構
の
一
角
に
地

位
を
占
め
、
為
政
と
い
う
も
の
に
ま
る
っ
き
り
責
任
の
な
い
わ
け
で
は
な
い
�
外
が
、
他
人
事
の
よ
う
に
面
白
が
る
事
実
で
は
な
い

は
ず
で
あ
る
。
一
方
、
喜
助
の
現
在
の
境
地
に
も
「
京
都
は
結
構
な
土
地
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
結
構
な
土
地
で
、
こ
れ
ま
で

わ
た
く
し
の
い
た
し
て
参
つ
た
や
う
な
苦
み
は
、
ど
こ
へ
参
つ
て
も
な
か
ら
う
と
存
じ
ま
す
」
と
い
う
よ
う
な
厳
し
い
現
実
が
前
提

と
し
て
あ
っ
た
。
ど
ち
ら
も
生
活
に
余
裕
の
あ
る
者
が
、
酔
狂
に
二
百
文
の
「
財
産
」
を
あ
り
が
た
が
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
罪
に
問
わ
れ
る
以
前
の
、
全
く
余
裕
の
な
い
、
生
き
る
だ
け
の
生
活
を
語
る
こ
れ
ら
の
流
人
の
言
葉
に
は
、
そ
れ
と
意
識

し
た
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、「
御
政
道
」
に
対
す
る
批
判
の
棘
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
支
配
階
級
の

末
端
に
連
な
る
庄
兵
衛
と
て
、
安
易
に
聞
き
流
し
て
い
い
発
言
と
は
思
え
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
庄
兵
衛
は
、
い
っ
た
ん
は
「
い

か
に
も
哀
な
、
気
の
毒
な
境
界
で
あ
る
」
と
他
人
事
の
よ
う
な
同
情
を
催
す
も
の
の
、
す
ぐ
に
「
し
か
し
一
転
し
て
我
身
の
上
を
顧

み
れ
ば
、
彼
と
我
と
の
間
に
、
果
し
て
ど
れ
程
の
差
が
あ
る
か
」
と
、
ま
る
で
次
元
の
違
い
を
顧
み
ぬ
比
較
の
論
法
で
、
自
己
の
問

題
に
回
帰
し
て
し

（
３
）

ま
う
。
彼
に
関
心
が
あ
る
の
は
喜
助
の
身
の
上
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
彼
自
身
の
問
題
、
た
だ
そ
れ
だ
け
な
の

で
あ
る
。

庄
兵
衛
の
、
こ
の
よ
う
な
自
己
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、「
寛
政
の
頃
」
の
下
級
武
士
の
も
の
で
は
お
よ
そ
な
く
、
む
し
ろ
近
代
人
の

も
の
と
い
う
べ
き
で
あ

（
４
）

ろ
う
。
こ
こ
に
思
い
合
わ
さ
れ
て
来
る
の
が
、
既
に
多
く
の
指
摘
の
あ
る
如
く
、
�
外
自
身
の
「
知
足
」
の

境
地
へ
の
こ
だ
わ
り
で
あ
ろ
う
。「
カ
ズ
イ
ス
チ
カ
」
や
「
妄
想
」
の
主
人
公
を
通
し
て
洩
ら
さ
れ
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。
し
か
し
知

足
の
境
地
を
得
よ
う
に
も
得
ら
れ
な
い
苦
衷
を
述
べ
る
こ
れ
ら
の
作
品
の
主
人
公
達
は
、
あ
く
ま
で
も
日
本
の
近
代
（
あ
え
て
言
え

ば
、
外
発
的
開
化
を
強
い
ら
れ
た
日
本
の
近
代
）
の
産
物
で
あ
る
。
知
足
の
境
地
へ
の
憧
憬
は
、
本
来
、「
寛
政
の
頃
」
の
下
級
武

（５１）
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士
庄
兵
衛
の
与
り
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
テ
ー
マ
に
相
違
な
い
。
一
つ
の
閉
塞
的
な
（
あ
る
い
は
完
成
さ
れ
た
）
体
制
、
文
化
の
中

に
生
息
す
る
も
の
に
と
っ
て
、
知
足
は
人
間
的
成
熟
の
先
に
自
ず
と
見
え
て
く
る
筈
の
境
地
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば「
カ
ズ
イ
ス
チ
カ
」

の
花
房
医
学
士
の
父
親
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
。
庄
兵
衛
も
そ
の
よ
う
な
体
制
に
生
き
て
初
老
を
迎
え
た
男
で
あ
る
。「
高
瀬
舟
」

が
「
歴
史
其
儘
」
の
作
品
で
あ
る
な
ら
、
庄
兵
衛
は
ま
こ
と
に
お
か
し
な
超
時
代
人
に
な
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

無
論
「
高
瀬
舟
」
は
「
歴
史
離
れ
」
の
作
品
で
あ
る
。
作
者
は
歴
史
を
超
越
す
る
自
由
を
自
ら
に
与
え
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
庄
兵
衛
を
単
純
に
�
外
に
置
き
換
え
て
「
高
瀬
舟
」
を
読
め
ば
済
む
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
一
方
に
「
財
産
と
云
ふ

も
の
の
観
念
」
に
こ
だ
わ
っ
て
、
二
百
文
を
財
産
と
喜
ぶ
男
を
、
他
人
事
の
よ
う
に
面
白
が
る
「
縁
起
」
の
�
外
が
い
る
。
こ
こ
に

は
流
人
の
男
を
崇
拝
す
る
気
配
は
微
塵
も
窺
え
な
い
。
も
っ
と
も
「
縁
起
」
の
�
外
の
所
感
は
「
流
人
の
話
」
の
男
に
対
し
て
で
あ
っ

た
。「
高
瀬
舟
」
の
喜
助
に
は
、
種
本
の
男
に
は
な
い
、
崇
拝
に
値
す
る
何
か
が
付
け
加
え
ら
れ
て
で
も
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
従

来
の
「
高
瀬
舟
」
の
解
釈
者
達
は
、
そ
の
「
何
か
」
を
無
理
に
で
も
嗅
ぎ
分
け
よ
う
と
努
力
を
重
ね
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

の
結
果
、
や
は
り
喜
助
は
た
だ
の
人
間
で
は
な
い
、「
グ
ー
テ
ル
・
メ
ン

（
５
）

シ
ュ
」
で
あ
る
、
あ
る
い
は
「
神
の
如
き

（
６
）

愚
人
」
で
あ
る

と
い
う
読
み
が
引
き
出
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
喜
助
像
は
、「
高
瀬
舟
」
を
待
っ
て
始
め
て
現
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ

も
そ
も
「
翁
草
」
に
「
流
人
の
話
」
が
書
き
と
め
ら
れ
た
の
も
、
常
人
離
れ
し
た
特
異
な
流
人
の
存
在
が
注
目
さ
れ
た
た
め
で
、
彼

の
並
外
れ
た
、
無
欲
で
愚
直
な
あ
り
よ
う
は
、
原
話
に
既
に
織
り
込
み
済
み
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
喜
助
の
常

人
離
れ
し
た
あ
り
よ
う
に
、
庄
兵
衛
が
神
聖
な
る
も
の
を
感
じ
、
彼
に
跪
拝
す
る
気
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
納
得
す

る
こ
と
が
出
来
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
高
瀬
舟
」
の
よ
う
に
、
跪
拝
の
原
因
が
喜
助
の
「
知
足
」
の
態
度
に
あ
る
と
限

定
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
や
は
り
庄
兵
衛
の
思
い
込
み
ば
か
り
が
目
立
っ
て
し
ま
う
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
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点
に
関
し
、
庄
兵
衛
の
「
知
足
」
の
観
念
へ
の
囚
わ
れ
に
責
任
の
あ
る
作
者
�
外
、
あ
る
い
は
「
高
瀬
舟
」
の
語
り
手
は
、
如
何
な

る
評
価
も
下
そ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

流
人
あ
る
い
は
喜
助
の
問
題
は
、
勿
論
第
一
の
話
柄
の
み
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、
第
二
の
話
柄
を
合
わ
せ
れ

ば
語
り
手
の
「
沈
黙
」
部
分
は
氷
解
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
説
で
は
第
二
の
話
柄
も
喜
助
の
「
直
接
話
法
に
よ
る
語
り
」（
Ｃ
）

に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
部
分
で
あ
る
が
、
原
話
で
は
「
兄
弟
の
者
、
同
く
其
日
を
過
し
兼
ね
、
貧
困
に
迫
り
て
自
害
を
し
か
ゝ
り
、
死

兼
居
け
る
を
、
此
者
見
付
て
、
迚
も
助
か
る
ま
じ
き
体
な
れ
ば
、
苦
痛
を
さ
せ
ん
よ
り
は
と
、
手
伝
ひ
て
殺
し
ぬ
る
」
と
、
同
心
が

本
人
に
代
っ
て
要
約
的
に
三
人
称
で
語
っ
て
済
ま
せ
て
い
る
。「
縁
起
」
で
は
こ
の
部
分
を
「
ユ
ウ
タ
ナ
ジ
イ
」
の
一
語
で
要
約
し

て
い
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
�
外
は
こ
れ
を
「
ひ
ど
く
面
白
い
」
と
言
っ
て
、
第
一
の
話
柄
に
輪
を
か
け
て
面
白
が
っ
て

い
る
。
し
か
し
原
話
で
は
、
あ
く
ま
で
も
第
一
の
話
柄
が
、
分
量
か
ら
い
っ
て
も
主
で
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
流
人
の
男
の
特

異
な
人
間
性
を
、
第
二
の
話
柄
は
補
強
す
る
役
割
を
果
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
作
者
が
そ
れ
だ
け
面
白
が
っ
て
い
る

話
柄
で
も
あ
る
せ
い
か
、
小
説
で
は
こ
の
部
分
が
喜
助
の
直
接
話
法
で
長
々
と
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
二
の
話
柄
で
、「
高
瀬
舟
」
の
作
者
が
創
作
し
た
部
分
の
要
点
は
、
先
ず
は
兄
弟
の
関
係
を
そ
の
生
い
立
ち
か
ら
始
め
て
、
非

常
に
緊
密
な
も
の
と
し
て
描
い
て
見
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
無
論
喜
助
が
兄
で
、
自
殺
し
た
の
が
弟
で
あ
る
と
い
う
関
係
も
含
め
て

で
あ
る
。
次
に
弟
の
死
因
と
そ
の
死
の
現
場
の
詳
細
な
描
写
で
あ
る
。
原
話
で
は
「
貧
困
に
迫
り
て
自
害
を
し
か
ゝ
り
」
と
だ
け
あ

る
と
こ
ろ
を
、
彼
が
死
病
に
取
り
付
か
れ
た
こ
と
を
加
え
て
、
自
殺
を
よ
り
自
然
に
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
作
り
、
合
せ
て
弟
が
兄
へ

の
負
い
目
を
感
じ
て
死
を
選
ぶ
こ
と
を
書
い
て
、
兄
弟
の
愛
情
の
緊
密
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
死
の
場
面
も
兄
弟
の
問
答
や
解
剖
学

的
な
知
見
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
。
特
に
喜
助
が
弟
の
目
の
「
恐
ろ
し
い
催
促
」
に
耐
え
か
ね
、
終
に
手
を
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貸
す
場
面
に
、
目
撃
者
（
不
完
全
な
目
撃
者
）
の
「
近
所
の
婆
あ
さ
ん
」
を
登
場
さ
せ
る
な
ど
も
周
到
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
は
も

う
一
つ
、
よ
く
指
摘
さ
れ
る
次
の
部
分
の
創
作
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
ろ
う
。

わ
た
く
し
は
剃
刀
を
抜
く
時
、
手
早
く
抜
か
う
、
真
直
に
抜
か
う
と
云
ふ
だ
け
の
用
心
は
い
た
し
ま
し
た
が
、
ど
う
も
抜
い
た

時
の
手
応
は
、
今
ま
で
切
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
所
を
切
つ
た
や
う
に
思
は
れ
ま
し
た
。

�
外
は
原
話
か
ら
「
ユ
ウ
タ
ナ
ジ
イ
」
を
引
き
出
し
た
が
、
そ
れ
は
自
然
と
し
て
も
、
右
の
ご
と
き
意
識
を
持
つ
喜
助
の
行
為
を
も

「
ユ
ウ
タ
ナ
ジ
イ
」
と
言
っ
て
済
ま
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
喜
助
は
弟
を
死
に
至
ら
し
め
る
目
的
で
剃
刀
に
手
を
か
け
た
わ
け
で

は
な
い
し
、
抜
く
に
当
っ
て
の
自
分
の
過
失
で
弟
が
死
ん
だ
―
―
つ
ま
り
自
分
が
殺
し
た
と
い
う
意
識
を
拭
え
な
い
で
い
る
か
ら
で

あ
る
。

庄
兵
衛
に
は
無
論
「
ユ
ウ
タ
ナ
ジ
イ
」
の
観
念
は
な
い
。
知
足
の
問
題
で
は
、
曲
り
な
り
に
も
彼
自
身
の
現
実
生
活
の
中
か
ら
思

想
を
つ
む
ぎ
出
す
種
を
拾
い
得
た
が
、
安
楽
死
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
な
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
彼
に
は
弟
の
苦
を
救
お
う
と
し

た
喜
助
の
行
為
が
「
果
し
て
弟
殺
し
と
云
ふ
も
の
だ
ら
う
か
」、「
そ
れ
が
罪
で
あ
ら
う
か
」
と
い
う
常
識
的
な
疑
念
（
権
威
へ
の
プ

ロ
テ
ス
ト
に
も
な
り
得
る
）
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
疑
念
に
は
、
若
し
自
分
の
希
望
す
る
と
お
り
に
喜
助
の
罪
が
問
わ

れ
ず
に
済
む
こ
と
に
な
れ
ば
、
喜
助
は
ま
た
以
前
の
悲
惨
な
生
活
に
逆
戻
り
す
る
し
か
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
は
ら
ま
れ
て
い
る

こ
と
を
、
彼
は
何
も
気
付
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
既
に
第
一
の
話
柄
で
、
喜
助
の
思
い
と
は
無
関
係
に
、
喜
助
の
崇
拝
者

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
庄
兵
衛
は
、
今
度
は
弟
殺
し
と
い
う
罪
の
意
識
に
苛
ま
れ
て
い
る
喜
助
の
苦
悩
を
、
ど
う
や
ら
ま
た
素
通

り
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
第
二
の
話
柄
で
も
庄
兵
衛
は
、
喜
助
の
現
実
を
離
れ
、
自
分
の
思
い
に
ば
か
り
囚
わ
れ
始
め

て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
挙
句
の
果
て
答
え
に
行
き
詰
ま
っ
た
彼
は
、
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自
分
よ
り
上
の
も
の
の
判
断
に
任
す
外
な
い
と
云
ふ
念
、
オ
オ
ト
リ
テ
エ
に
従
う
外
な
い
と
云
ふ
念
が
生
じ
た
。
庄
兵
衛
は
お

奉
行
様
の
判
断
を
、
其
儘
自
分
の
判
断
に
し
よ
う
と
思
つ
た
の
で
あ
る
。

と
い
う
。
自
分
の
思
い
に
ば
か
り
屈
託
す
る
「
近
代
人
」
庄
兵
衛
は
、
こ
こ
へ
来
て
急
に
「
寛
政
の
頃
」
の
下
級
役
人
の
心
性
に
逆

戻
り
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
無
論
そ
う
し
た
の
は
「
オ
オ
ト
リ
テ
エ
」
な
ど
と
い
う
、「
寛
政
の
頃
」
の
下
級
役
人
が
知
る
由
も
な

い
洋
語
を
操
る
作
者
で
あ
り
、
語
り
手
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
お
い
て
も
、
以
上
の
よ
う
な
庄
兵
衛
の
認
識
に
関
す
る
語
り
手

の
評
価
は
何
も
示
さ
れ
な
か
っ
た
。

三

�
外
が
「
高
瀬
舟
縁
起
」
で
取
り
上
げ
た
二
つ
の
テ
ー
マ
が
、「
高
瀬
舟
」
と
い
う
一
篇
の
小
説
の
中
で
果
し
て
統
一
さ
れ
て
い

る
か
、
あ
る
い
は
分
裂
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
が
、
久
し
く
「
高
瀬
舟
」
論
の
主
た
る
論
点
に
な
っ
て
い
る
。
既
に

述
べ
た
よ
う
に
、「
流
人
の
話
」
で
は
分
裂
な
ど
は
お
よ
そ
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
を
担
う
二
つ
の
話
柄
は
、
一
方
が
一
方
を

補
強
す
る
体
の
も
の
と
い
っ
て
間
違
い
は
な
か
っ
た
。「
高
瀬
舟
」
が
基
本
的
に
は
「
流
人
の
話
」
の
流
人
の
男
の
言
説
を
な
ぞ
っ

て
書
か
れ
て
い
る
以
上
、
こ
れ
に
も
分
裂
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
庄
兵
衛
に
は
分
裂
な
ぞ
あ
る
は

ず
は
な
か
っ
た
。
か
れ
は
喜
助
の
現
在
の
心
境
を
聞
い
た
だ
け
で
彼
を
崇
拝
す
る
気
持
ち
に
な
っ
た
の
で
あ
る
し
、
彼
の
「
犯
罪
」

の
実
際
を
聞
く
に
及
ん
で
も
、
そ
の
気
持
ち
は
少
し
も
揺
る
が
ず
、
む
し
ろ
そ
の
冤
罪
性
を
確
信
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま

り
崇
拝
す
る
喜
助
が
、
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
罪
を
犯
す
は
ず
が
な
い
と
い
う
庄
兵
衛
の
気
持
ち
を
、
外
な
ら
ぬ
喜
助
の
証
言
が
確
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信
さ
せ
て
く
れ
、
彼
の
崇
敬
の
念
は
ま
す
ま
す
堅
固
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
何
故
テ
ー
マ
の
分
裂
の
議
論
な
ぞ

が
起
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
元
凶
は
、
先
ず
は
「
縁
起
」
に
あ
る
。
特
に
�
外
が
「
ユ
ウ
タ
ナ
ジ
イ
」
な
ど
を
持
ち
出
し
た
こ

と
に
起
因
し
て
い
よ
う
。
作
者
の
興
味
を
反
映
し
て
第
二
の
話
柄
が
長
大
化
し
、
原
話
で
は
分
量
的
に
も
、
話
法
的
に
も
添
え
物
で

し
か
な
か
っ
た
部
分
が
、
自
立
性
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
う
一
つ
の
元
凶
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
れ
は

こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
わ
れ
わ
れ
の
不
満
を
表
明
し
て
き
た
よ
う
に
、
作
者
の
創
作
意
識
に
よ
っ
て
肥
大
化
し
た
話
柄
の
一
々
を
評

価
し
、
あ
る
い
は
関
連
付
け
る
語
り
手
の
手
捌
き
が
、
い
か
に
も
鈍
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
語
り
手
の
遅
鈍
な
動
き
に
業
を
煮
や
し
た
論
者
達
の
、
二
つ
の
テ
ー
マ
を
統
一
的
に
読
む
果
敢
な
試
み
が
、
今
日
ま

で
様
々
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
論
者
達
の
手
が
か
り
は
、
何
よ
り
も
�
外
が
小
説
化
に
当
っ
て
最
大
限
に
作
っ
た
、
喜
助
兄
弟
の
緊

密
な
関
係
に
あ
っ
た
。
例
え
ば
山
田
晃
氏
は
「
弟
の
死
に
か
か
わ
り
な
が
ら
晴
れ
ば
れ
と
し
た
落
ち
つ
き
を
見
せ
て
い
る
の
は
、
喜

助
の
無
智
や
非
情
の
せ
い
で
は
な
く
、
反
対
に
、
喜
助
が
生
涯
い
か
に
弟
を
い
つ
く
し
み
、
二
人
の
生
活
を
大
事
に
し
て
き
た
か
と

い
う
こ
と
の
証
し
で
あ
る
」、「
貧
苦
に
ま
み
れ
な
が
ら
、
人
事
の
か
ぎ
り
を
尽
く
し
て
い
た
わ
り
あ
っ
た
弟
を
天
命
に
ゆ
だ
ね
た
喜

助
は
、
そ
の
慈
悲
行
の
ゆ
え
に
死
を
超
え
た
の
で
あ
る
」
と
言
い
、
喜
助
を
「
菩
薩
の
智
慧
の
体
現
者
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
」

と
ま
で
読
ん
で
行
く
の
で

（
７
）

あ
る
。
な
る
ほ
ど
こ
の
よ
う
に
読
め
ば
、
安
楽
死
は
「
慈
悲
行
」
と
読
み
替
え
ら
れ
、
喜
助
は
「
菩
薩
の

智
慧
の
体
現
者
」
と
な
り
、
庄
兵
衛
の
喜
助
崇
拝
も
何
の
矛
盾
も
な
く
解
決
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
山
田
氏
の
解
釈
は
、
次
々
と
同

類
の
読
み
を
誘
発
し
て
行
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

田
中
実
氏
も
喜
助
兄
弟
に
「
余
人
が
分
け
入
ろ
う
に
も
、
分
け
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
密
着
し
た
人
間
関
係
」
を
見
、
喜

助
の
再
生
の
ド
ラ
マ
を
次
の
よ
う
に
描
い
て

（
８
）

い
る
。
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分
身
と
し
て
の
弟
を
自
分
の
手
で
殺
す
、
し
か
も
弟
は
自
分
を
生
き
延
び
さ
せ
る
た
め
に
死
の
う
と
し
た
。
こ
の
思
い
が
、
意

識
下
の
喜
助
の
深
奥
ま
で
決
定
的
に
変
え
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
。
意
識
下
の
深
奥
の
決
定
的
変
動
、
こ
の
〈
精
神
の
死
〉
を

経
、
な
お
生
き
残
っ
て
い
る
喜
助
は
既
に
以
前
の
喜
助
で
あ
ろ
う
は
ず
は
な
く
、
今
ま
で
の
彼
の
内
部
世
界
は
崩
壊
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
今
ま
で
在
っ
た
現
実
世
界
を
逸
脱
し
、
弟
と
と
も
に
あ
る
超
現
実
の
生
を
生
き
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

世
俗
の
人
で
あ
る
庄
兵
衛
に
と
っ
て
、
喜
助
が
あ
た
か
も
「
菩
薩
」
の
如
く
「
毫
光
」
を
放
つ
所
以
も
こ
こ
に
あ
る
の
だ
と
、
田
中

氏
は
喜
助
の
再
生
と
庄
兵
衛
の
崇
拝
を
、
や
や
強
引
な
が
ら
結
び
付
け
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
田
中
氏
の
読
み
を
意
識
し
な
が
ら
、

山
崎
一
穎
氏
も
独
自
に
喜
助
の
再
生
の
ド
ラ
マ
を
紡
ご
う
と

（
９
）

す
る
。
氏
は
過
失
に
よ
り
弟
の
肉
体
を
よ
り
深
く
切
っ
て
し
ま
っ
た
喜

助
の
〈
精
神
の
痛
み
〉
を
重
視
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

兄
は
弟
と
と
も
に
〈
肉
体
の
痛
み
〉
を
共
有
し
、
し
か
も
〈
精
神
の
痛
み
〉
を
負
っ
て
生
き
て
い
く
こ
と
に
な
る
。〈
精
神
の

痛
み
〉
は
、
弟
と
と
も
に
〈
肉
体
の
痛
み
〉
を
共
有
し
た
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
自
ら
の
痛
み
は
、
弟
の
痛
み
を
包
括
し
て

お
り
、
兄
は
弟
の
痛
み
を
己
れ
の
痛
み
と
し
て
、
共
生
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
こ
の
よ
う
な
「
喜
助
の
精
神
の
変
貌
は
、
冷
た
い
牢
獄
の
中
に
一
人
で
在
っ
た
孤
絶
の
時
間
を
必
要
と
」
し
、「
そ
の
獄
中

に
在
っ
て
、〈
精
神
の
痛
み
〉
を
生
の
核
に
な
し
得
た
時
、
喜
助
の
精
神
は
変
貌
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
、
山
崎
氏
の

読
み
の
核
心
で
、
こ
の
よ
う
に
変
貌
を
遂
げ
た
が
故
に
、
喜
助
は
知
足
の
精
神
を
獲
得
し
た
の
だ
と
い
う
。

以
上
、
三
者
の
読
み
を
取
り
上
げ
た
が
、
こ
れ
ら
は
今
日
に
至
る
ま
で
か
な
り
の
支
持
を
得
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来

る
。
し
か
し
、
一
篇
の
小
説
を
読
む
と
い
う
行
為
に
は
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
想
像
力
を
要
求
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
作
者

に
は
、
も
う
少
し
読
者
に
手
間
を
省
か
せ
る
責
任
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
右
の
論
者
達
は
こ
の
よ
う
な
読
み
を
形
成
す
る
に
当
た

（５７）
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り
、
�
外
の
他
の
作
品
を
補
助
線
と
し
て
多
く
利
用
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
特
に
「
山
椒
大
夫
」
の
安
寿
と
厨
子
王
の
姉
弟
関
係

が
参
照
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。「
山
椒
大
夫
」
で
は
姉
弟
が
秘
密
の
逃
亡
話
を
三
郎
に

聞
か
れ
、
額
に
十
文
字
の
焼
印
を
押
さ
れ
る
夢
を
見
る
事
件
か
ら
、
姉
の
安
寿
が
急
に
変
貌
す
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
無
論
姉
が
弟

を
生
か
す
た
め
犠
牲
に
な
る
こ
と
を
ひ
そ
か
に
覚
悟
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
い
よ
い
よ
弟
を
落
と
す
当
日
の
安
寿
は
「
け
さ
も
毫

光
の
さ
す
や
う
な
喜
を
額
に
湛
へ
て
、
大
き
い
目
を
赫
か
し
て
ゐ
る
」と
、
あ
た
か
も
悟
り
を
得
た
聖
者
の
如
く
に
描
か
れ
て
い
る
。

田
中
氏
は
こ
の
場
面
に
関
し
、「
姉
と
弟
は
今
ま
で
精
神
的
に
も
全
く
密
着
し
た
状
態
に
あ
」
り
、「
姉
の
覚
悟
の
死
は
、
弟
を
生
か

し
、
自
分
達
の
悲
願
を
達
成
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
」
と
読
み
、
の
ち
に
出
世
し
た
厨
子
王
が
、
父
の
死
に
は
「
身
の
�
れ
る

程
歎
い
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
姉
の
死
に
対
し
て
は
同
じ
歎
き
を
見
せ
な
か
っ
た
の
は
、「
姉
の
心
が
弟
の
心
に
生
き
生
き
と
生

き
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
読
ん
で
、
喜
助
兄
弟
の
関
係
に
繋
い
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
う
無
造
作
に
異
な
っ
た
作
品
の
兄
姉
弟
を
結
び
付
け
て
し
ま
っ
て
い
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。「
山
椒
大
夫
」
で
は
典

拠
作
品
の
お
蔭
も
あ
り
、
作
者
は
姉
と
弟
の
関
係
を
客
観
的
に
、
じ
っ
く
り
順
を
追
っ
て
描
き
こ
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
丁
寧
に

描
き
こ
ま
れ
た
描
写
か
ら
は
、
安
寿
が
や
が
て
「
毫
光
」
を
発
す
る
ま
で
に
な
る
の
も
、
無
理
な
く
読
者
は
理
解
す
る
こ
と
が
出
来

る
し
、
如
上
の
田
中
氏
の
読
み
も
、
一
応
は
納
得
も
出
来
る
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
「
高
瀬
舟
」
で
は
こ
の
よ
う
に
丁
寧
な
描
写

も
な
い
ま
ま
に
、
庄
兵
衛
は
い
き
な
り
「
喜
助
の
頭
か
ら
毫
光
が
さ
す
や
う
に
思
」
っ
て
し
ま
う
。「
山
椒
大
夫
」
で
は
語
り
手
が

責
任
を
持
っ
て
安
寿
か
ら
「
毫
光
」
を
見
て
取
っ
て
い
る
の
に
対
し
、「
高
瀬
舟
」
で
は
語
り
手
は
何
も
判
断
し
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
喜
助
兄
弟
の
関
係
に
し
て
も
、
語
り
手
が
責
任
を
持
っ
て
客
観
的
に
描
く
の
で
は
な
く
、
喜
助
の
告
白
に
す
べ
て
を
委
ね
て
し

ま
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
勘
ぐ
れ
ば
喜
助
の
紡
ぐ
兄
弟
の
物
語
も
、
彼
が
獄
中
自
ら
の
罪
を
反
芻
す
る
中
で
、
自
分
の
気
持
ち
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と
よ
う
や
く
折
り
合
わ
せ
た
物
語
と
い
う
要
素
も
全
く
な
い
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
に
三
人
の
論
者
は
兄
弟
愛

と
い
う
も
の
を
、
余
り
に
幻
想
を
以
て
受
け
止
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
い
く
ら
仲
の
よ
い
兄
弟
で
も
、
愛
憎
入
り

乱
れ
る
修
羅
場
は
、
生
き
て
い
る
う
ち
に
は
い
く
ら
も
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
片
割
れ
に
先
に
死
な
れ
れ
ば
、
直
接
手
を
下
そ
う
が

そ
う
で
な
か
ろ
う
が
、
生
き
残
っ
た
も
の
は
罪
の
意
識
に
囚
わ
れ
、
時
に
懺
悔
の
思
い
に
慄
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
喜
助
の

「
今
ま
で
切
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
所
を
切
つ
た
や
う
に
思
」
っ
た
の
も
、
そ
の
よ
う
な
罪
の
意
識
の
一
つ
の
表
現
に
過
ぎ
な
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
喜
助
が
庄
兵
衛
に
見
せ
た
晴
れ
や
か
な
様
子
も
、
島
流
し
と
い
う
罰
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
気

持
ち
の
整
理
も
つ
き
、
将
来
に
向
け
て
生
き
る
希
望
が
よ
う
や
く
湧
い
て
き
た
せ
い
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
で
は
な
い
か
。
と
も
あ

れ
、
少
な
く
と
も
喜
助
の
話
は
、「
高
瀬
舟
」
の
一
登
場
人
物
の
発
言
に
過
ぎ
ず
、
語
り
手
に
よ
っ
て
何
の
相
対
化
も
オ
ー
ソ
ラ
イ

ズ
も
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
、
確
認
し
て
お
く
べ
き
で
は
な
か
ろ

（
１０
）

う
か
。

四

以
上
の
よ
う
な
「
高
瀬
舟
」
の
語
り
手
の
「
沈
黙
」
は
、
先
の
わ
れ
わ
れ
の
読
み
も
含
め
て
様
々
な
憶
測
読
み
を
誘
発
し
て
止
ま

な
い
が
、
つ
い
に
そ
の
極
北
と
も
言
う
べ
き
も
の
と
し
て
、
出
原
隆
俊
氏
の
喜
助
真
正
殺
人
者
説
を
生
み
出
す
こ
と
に
な

（
１１
）

っ
た
。
即

ち
喜
助
は
「
自
分
が
殺
害
し
た
行
為
を
、
弟
の
自
殺
の
幇
助＝

〈
安
楽
死
〉
と
し
て
装
っ
た
の
で
は
な
い
か
」、
喜
助
の
晴
れ
や
か

な
表
情
は
「
喜
助
の
弁
明
が
見
事
に
人
を
欺
き
き
っ
た
」
満
足
感
の
現
わ
れ
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
出
原
氏
に
よ
れ
ば
「
テ
ク
ス
ト

の
中
の
ノ
イ
ズ
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
や
、「
高
瀬
舟
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
外
の
�
外
作
品
に
見
ら
れ
る
あ
る
種
の
類
型
を
押
さ
え

（５９）
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る
こ
と
に
よ
っ
て
」
こ
の
よ
う
な
結
論
が
導
か
れ
た
と
い
う
。
彼
の
言
う
「
ノ
イ
ズ
」
は
作
品
の
「
完
成
度
を
阻
害
す
る
」
も
の
と

い
う
こ
と
だ
が
、
例
と
し
て
喜
助
の
「
犯
罪
」
現
場
の
目
撃
者
の
「
婆
あ
さ
ん
」
の
創
作
が
あ
る
と
い
う
。
わ
れ
わ
れ
の
判
断
か
ら

す
れ
ば
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
不
完
全
な
目
撃
者
の
設
定
は
、「
ノ
イ
ズ
」
で
も
な
ん
で
も
な
く
、
主
人
公
が
始
め
か
ら

殺
人
罪
に
問
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
原
話
の
空
白
を
、
近
代
小
説
的
に
合
理
的
に
埋
め
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
、
出
原
氏
は
、
こ

れ
を
「
ノ
イ
ズ
」
と
し
て
、
こ
こ
か
ら
作
者
の
「
高
瀬
舟
」
に
仕
掛
け
た
た
く
ら
み
を
嗅
ぎ
出
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

「
テ
ク
ス
ト
の
外
の
�
外
作
品
」
に
つ
い
て
は
、
�
外
自
身
の
創
作
も
さ
り
な
が
ら
、
出
原
氏
は
む
し
ろ
�
外
の
翻
訳
作
品
で
あ

る
「
鑑
定
人
」（『
新
小
説
』
大
４
・
１
）
や
「
黄
金
杯
」（『
明
星
』
明
４１
・
５
〜
６
）
と
の
類
似
部
分
か
ら
、「
高
瀬
舟
」
の
秘
密

を
解
こ
う
と
す
る
。「
鑑
定
人
」
は
殺
人
罪
を
犯
し
て
十
年
の
刑
期
が
確
定
し
監
獄
に
下
っ
た
男
か
ら
、
自
分
の
犯
罪
は
発
狂
中
の

出
来
事
で
あ
る
故
再
審
を
求
め
る
と
い
う
請
願
書
が
方
々
に
出
さ
れ
、
終
に
精
神
病
学
の
権
威
ク
ウ
リ
オ
オ
ル
教
授
に
鑑
定
が
依
頼

さ
れ
て
、
教
授
が
見
事
犯
人
の
偽
狂
人
で
あ
る
こ
と
を
暴
く
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
本
職
が
指
物
師
で
医
学
に
縁
の
な
さ

そ
う
な
犯
人
の
請
願
書
に
、「
精
神
病
学
者
に
書
か
せ
て
も
こ
れ
以
上
に
は
出
来
ま
い
と
思
は
れ
る
」「
犯
罪
に
先
立
つ
精
神
状
態
」

の
記
述
や
、「
書
い
て
ゐ
る
事
が
如
何
に
も
條
理
井
然
と
し
て
ゐ
て
、
驚
く
ほ
ど
順
序
が
立
つ
て
ゐ
る
」記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
、

先
ず
は
教
授
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
出
原
氏
は
こ
れ
を
「
高
瀬
舟
」
の
「
喜
助
の
話
は
好
く
条
理
が
立
つ
て
ゐ
る
。
殆
ど

条
理
が
立
ち
過
ぎ
て
ゐ
る
と
云
つ
て
も
好
い
位
で
あ
る
」
と
い
う
叙
述
と
結
び
つ
け
、「
高
瀬
舟
」
で
は
「
鑑
定
人
」
の
犯
人
の
「
虚

偽
の
弁
明
の
不
成
功
の
裏
返
し
」
の
趣
向
が
、
作
者
に
よ
っ
て
た
く
ら
ま
れ
た
の
だ
と
読
ん
で
い
く
。

「
黄
金
杯
」
は
「
神
の
如
き
愚
人
」
サ
ラ
ア
の
物
語
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
訳
者
�
外
の
「
附
言
」
に
次
の
よ
う
な
解
説
が
あ
り
、

簡
に
し
て
要
を
得
て
い
る
の
で
先
ず
は
引
い
て
み
る
。
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此
物
語
に
は
明
か
に
二
面
が
あ
る
。
一
面
か
ら
見
れ
ば
、
主
人
公
は
素
性
の
知
れ
な
い
娘
で
、
頗
る
ぼ
ん
や
り
し
た
お
目
出
た

い
奴
で
、
盗
賊
の
仲
間
に
せ
ら
れ
て
、
人
事
不
省
に
な
つ
た
間
に
強
奸
せ
ら
れ
て
、
妊
娠
し
て
、
刑
死
し
た
も
の
に
過
ぎ
な

い
。
こ
れ
が
自
然
的
一
面
で
あ
る
。
他
の
一
面
か
ら
見
れ
ば
、
此
女
の
生
活
に
は
一
種
の
秘
密
が
あ
つ
て
、
末
路
の
一
段
に
な

つ
て
来
る
と
、
殆
ど
聖
者
の
伝
を
読
む
感
が
あ
る
。
こ
れ
が
ロ
オ
マ
ン
チ
ツ
ク
的
若
く
は
ミ
ユ
ス
チ
ツ
ク
的
一
面
で
あ
る
。

一
見
し
て
芥
川
龍
之
介
の
切
支
丹
物
の
い
く
つ
か
（「
奉
教
人
の
死
」「
南
京
の
基
督
」
な
ど
）
が
、
こ
こ
か
ら
羽
化
し
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
し
め
る
作
品
で
あ
る
。
窃
盗
罪
を
犯
し
た
に
過
ぎ
な
い
サ
ラ
ア
は
、
殺
人
罪
に
問
わ
れ
て
裁
判
に
か
け
ら
れ
る
が
、
身

の
内
に
奇
跡
（
聖
な
る
も
の
の
子
を
宿
し
た
と
い
う
）
を
感
じ
始
め
る
と
、
急
速
に
変
貌
を
遂
げ
、
見
守
る
多
く
の
人
び
と
に
感
化

を
与
え
て
、
従
容
と
死
を
受
け
容
れ
て
い
く
。
出
原
氏
は
こ
の
間
の
彼
女
の
立
ち
居
振
る
舞
い
の
立
派
さ
や
、
受
け
答
え
の
確
か

さ
、
死
刑
の
日
取
り
を
告
げ
ら
れ
た
時
の
「
何
の
返
事
も
せ
ず
に
晴
れ
や
か
な
顔
付
で
眼
を
開
い
て
空
の
方
を
見
て
居
た
」
態
度
等

を
、
喜
助
の
態
度
に
酷
似
し
て
い
る
と
言
い
、
喜
助
に
も
サ
ラ
ア
の
転
回
点
（
奇
跡
の
実
感
）
に
似
た
転
回
点
―
―
作
者
だ
け
が
知

る
そ
れ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
は
―
―
「
黄
金
杯
」
と
は
逆
の
趣
向
で
あ
る
が
―
―
「
喜
助
の
弁
明

が
見
事
に
人
を
欺
き
き
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

い
か
に
も
大
胆
な
解
釈
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、「
高
瀬
舟
」
の
読
者
は
、
こ
こ
ま
で
想
像
力
を
肥
大
さ
せ
て
読
む
こ
と
を

期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
こ
ま
で
多
く
の
作
品
を
索
引
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
よ
う
な
読
み
は
出
原
氏
の
よ
う
な
博
識
と
、「
特
異
」
な
想
像
力
の
持
主
以
外
に
は
不
可
能
な
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

翻
っ
て
、
出
原
氏
が
「
高
瀬
舟
」
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
翻
訳
作
品
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。「
鑑
定
人
」
は
推
理
小
説
風
の

医
学
小
説
で
あ
る
が
、
ク
ウ
リ
オ
オ
ル
先
生
は
名
探
偵
振
り
を
発
揮
し
て
、
見
事
に
犯
人
リ
ビ
エ
エ
の
偽
狂
人
性
を
暴
き
、
な
ぜ
彼

（６１）
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に
見
事
な
ま
で
に
狂
人
が
演
じ
ら
れ
た
か
も
合
せ
て
明
ら
か
に
し
て
し
ま
い
、
一
点
の
疑
問
も
読
者
に
は
抱
か
せ
な
い
。
作
者
の
裏

の
裏
の
た
く
ら
み
を
読
み
解
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
「
ノ
イ
ズ
」
を
、
こ
の
作
品
の
語
り
手
は
何
も
残
さ
な
い
の
で
あ
る
。

同
じ
こ
と
は
「
黄
金
杯
」
に
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
サ
ラ
ア
の
最
後
に
見
せ
る
聖
女
ぶ
り
は
、
語
り
手
に
よ
っ
て
周
到
に
そ
れ
以
前

の
彼
女
の
人
生
の
ド
ラ
マ
が
追
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
理
な
く
読
者
の
心
に
落
ち
る
の
で
あ
っ
て
、
喜
助
の
わ
ず
か
な
受
け
答

え
に
、
い
き
な
り
知
足
の
境
地
に
達
し
た
聖
者
を
見
て
し
ま
う
庄
兵
衛
に
付
き
合
わ
さ
れ
る
「
高
瀬
舟
」
の
読
者
の
居
心
地
の
悪
さ

は
、
こ
こ
に
は
微
塵
も
な
い
の
で
あ
る
。
サ
ラ
ア
の
犯
罪
に
し
て
も
、
殺
人
罪
に
関
し
て
彼
女
が
潔
白
で
あ
る
こ
と
は
、
誰
も
疑
い

よ
う
が
な
い
よ
う
に
、
語
り
手
が
保
証
し
て
く
れ
て
い
て
、
喜
助
の
証
言
に
嘘
が
あ
る
か
な
い
か
、
す
べ
て
読
者
が
判
断
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
よ
う
な
不
親
切
な
語
り
手
は
、
こ
こ
に
は
い
な
い
と
断
言
で
き
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
二
作
品
の
ほ
か
に
、「
高
瀬
舟
」

に
影
響
を
与
え
た
翻
訳
作
品
に
「
毫
光
」（『
番
紅
花
』
大
３
・
４
）
が
あ
る
こ
と
は
誰
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品

お
ろ
か

も
、
語
り
手
の
言
う
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
少
女
の
「
広
大
無
辺
な
「
癡
さ
」」
の
発
す
る
毫
光
が
、
周
辺
の
男
達
を
感
化
し
て
行
く
様
は
、

喜
助
の
そ
れ
よ
り
は
は
る
か
に
周
到
に
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

要
す
る
に
こ
れ
ら
、
�
外
が
翻
訳
し
、「
高
瀬
舟
」
創
作
に
何
ら
か
の
形
で
関
与
し
た
と
思
わ
れ
る
作
品
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
ス

タ
ン
ス
に
ブ
レ
の
な
い
、
し
っ
か
り
し
た
語
り
手
を
擁
し
た
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
外
国
作
品
を
手
本
に
し
な
が

ら
、
�
外
は
こ
れ
と
は
全
く
違
う
、
作
者
の
秘
し
た
た
く
ら
み
を
、
容
易
に
読
者
に
悟
ら
せ
な
い
、
意
地
の
悪
い
語
り
手
を
「
高
瀬

舟
」
で
用
意
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
よ
り
は
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
手
本
の
小
説
と
同
じ
よ
う
な
語
り
手
の
創
造
を
目
論
み

な
が
ら
、
実
際
に
は
い
つ
の
間
に
か
種
本
の
、
融
通
無
碍
な
、
ス
タ
ン
ス
の
曖
昧
な
三
重
の
語
り
手
に
�
外
は
引
か
さ
れ
て
行
っ
て

し
ま
っ
た
と
考
え
る
方
が
、
よ
ほ
ど
現
実
的
で
は
あ
る
ま
い
か
。「
歴
史
離
れ
」
の
作
品
で
も
「
山
椒
大
夫
」
や
「
最
後
の
一
句
」
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は
、
比
較
的
語
り
手
の
安
定
し
た
作
品
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
先
に
も
ち
ょ
っ
と
ふ
れ
た
よ
う
に
、
種
本
の
お
蔭
も
充
分
に
考
え
ら

れ
て
い
い
要
素
が
あ
っ
た
。
一
般
に
種
本
が
十
全
な
物
語
と
し
て
あ
る
ほ
ど
、
�
外
の
語
り
変
え
の
ス
タ
ン
ス
は
安
定
し
て
お
り
、

反
対
に
「
流
人
の
話
」
の
よ
う
な
片
々
た
る
話
か
ら
の
創
造
は
、
資
質
的
に
も
無
理
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
高
瀬
舟
」

の
脱
稿
は
大
正
四
年
十
二
月
五
日
、
初
出
は
翌
五
年
一
月
号
の
『
中
央
公
論
』
で
あ
っ
た
。
同
じ
大
正
五
年
一
月
一
日
か
ら
八
日
に

か
け
「
椙
原
品
」
が
『
大
阪
毎
日
新
聞
』『
東
京
日
日
新
聞
』
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
末
尾
で
、
自
身
の
「
創
造
力
の
不
足
と

平
生
の
歴
史
を
尊
重
す
る
習
慣
」
が
、
著
者
に
「
小
説
」
を
書
か
せ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
正
直
に
告
白
さ
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。

こ
の
後
を
受
け
、
一
月
十
三
日
か
ら
両
紙
に
「
渋
江
抽
斎
」
の
連
載
が
始
ま
る
の
は
、
し
た
が
っ
て
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
西
洋

近
代
小
説
に
一
般
的
な
三
人
称
小
説
の
方
法
と
の
、
長
年
に
わ
た
る
格
闘
の
果
て
に
�
外
が
た
ど
り
着
い
た
の
は
、「
わ
た
く
し
」

と
い
う
一
人
称
の
語
り
手
を
擁
す
る
、
ど
う
し
た
っ
て
語
り
の
ス
タ
ン
ス
の
ブ
レ
様
の
な
い
、
彼
の
資
質
に
も
っ
と
も
適
し
た
、
独

自
の
史
伝
の
方
法
だ
っ
た
の
で

（
１２
）

あ
る
。

注（
１
）
「『
高
瀬
舟
』
論
―
知
足
の
構
造
」（『
別
冊
国
文
学

森
�
外
必
携
』
平
元
・
１０
）

（
２
）
「
高
瀬
舟
」
の
語
り
手
の
特
徴
を
、「
流
人
の
話
」
に
ま
で
遡
っ
て
関
連
付
け
た
の
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
秦
行
正
「
�
外
『
高
瀬
舟
』

論
（
上
）」（『
福
岡
大
学
人
文
論
叢
』
１３
―
２
、
昭
５６
・
９
）
が
最
初
で
あ
る
。
氏
も
「
流
人
の
話
」
に
は
「
潜
在
的
に
一
人
称
の
〈
私
〉

と
い
う
資
格
を
持
っ
て
登
場
す
る
、
三
人
三
様
の
語
り
手
が
い
る
」
と
し
、
�
外
が
こ
れ
を
「
無
批
判
に
踏
襲
」
し
た
と
い
う
が
、
何
故

そ
う
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
と
は
見
解
が
異
な
る
。

（
３
）

似
た
よ
う
な
観
点
か
ら
竹
盛
天
雄
氏
は
「
庄
兵
衛
と
い
う
男
は
、
目
前
に
提
出
さ
れ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
不
感
症
で

（６３）
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あ
っ
て
、
自
分
勝
手
な
瞑
想
に
ふ
け
り
こ
む
習
癖
が
あ
る
と
で
も
い
う
よ
り
し
か
た
が
な
い
人
物
な
の
だ
」（「
現
代
日
本
文
学
講
座

小

説
３
」
昭
３８
・
１
、
三
省
堂
）
と
い
う
。

（
４
）

庄
兵
衛
の
、
自
己
の
欲
望
を
制
し
き
れ
な
い
あ
り
よ
う
も
、
近
代
的
特
徴
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

（
５
）

長
谷
川
泉
「
高
瀬
舟
（
森
�
外
の
歴
史
小
説
）
―
現
代
文
の
鑑
賞
・
そ
の
二
〜
三
―
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
２８
・
４
〜
５
）

（
６
）

高
橋
義
孝
「
森
�
外
」（
昭
２９
・
９
、
新
潮
社
）

（
７
）
「
�
外
に
お
け
る
「
歴
史
を
超
え
る
も
の
」
に
つ
い
て
―
「
安
井
夫
人
」
か
ら
「
高
瀬
舟
」
ま
で
」（「
吉
田
清
一
博
士

古

稀

記

念

日
本
の
近
代
文
学
―

作
家
と
作
品
」
昭
５３
・
１１
、
角
川
書
店
）

（
８
）
「『
高
瀬
舟
』
私
考
」（『
日
本
文
学
』
昭
５４
・
４
）

（
９
）
「「
高
瀬
舟
」
試
論
」（『
国
文
学
』
昭
５７
・
７
）

（
１０
）
「
喜
助
の
話
は
よ
く
条
理
が
立
つ
て
ゐ
る
。
…
…
」
以
下
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
既
に
指
摘
も
あ
る
よ
う
に
（
松
本
修
「「
高
瀬
舟
」
の
語

り
」『
日
本
語
と
日
本
文
学
』
４０
、
平
１７
・
２
）、
語
り
手
の
コ
メ
ン
ト
と
も
取
れ
る
し
、
庄
兵
衛
の
判
断
と
も
取
れ
る
。
仮
に
前
者
と
し

て
も
、
こ
の
コ
メ
ン
ト
か
ら
は
喜
助
の
証
言
が
、
信
憑
性
の
あ
る
も
の
か
ど
う
か
ま
で
は
読
み
取
れ
な
い
。

（
１１
）
「「
高
瀬
舟
」
異
説
」（『
森
�
外
研
究
』
８
、
平
１１
・
１１
）

（
１２
）

念
の
た
め
に
言
え
ば
、
こ
れ
は
決
し
て
�
外
ひ
と
り
の
宿
命
で
は
な
く
、
日
本
の
近
代
作
家
が
そ
れ
ぞ
れ
形
は
違
え
、
お
お
む
ね
た

ど
っ
た
道
行
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
拙
著
「
小
説
の
近
代
―
「
私
」
の
行
方
」（
平
１６
・
１０
、
お
う
ふ
う
）
参
照
。
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