
八

二

泉
鏡
花
「
海
戦
の
余
波
」
論

一
、

は

じ
め
に

伊
藤
か

お
り

　
泉
鏡
花
は
明
治
期
か
ら
昭
和
期
に
わ
た
る
生
涯
を
通
し
て
、
「
高
野
聖
」
「
天

守
物
語
」
な
ど
の
幻
想
作
品
、
ま
た
「
婦
系
図
」
「
日
本
橋
」
な
ど
の
花
柳
界
を
舞

台
と
し
た
作
品
を
多
く
発
表
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
、
そ
の
作
品
は
、
現
在
に
到

る
ま
で
な
お
舞
台
化
さ
れ
続
け
る
ほ
ど
人
気
が
高
い
。
ま
た
、
彼
の
作
品
の
多

く
が
、
自
身
の
経
験
、
特
に
幼
児
期
の
体
験
を
も
と
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
多
く
の
研
究
者
の
間
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
鏡
花
が
子
ど
も
に
向
け
て
作
品
を
発
表
し
て
い
た
時
期
が
あ
る
こ

と
に
は
、
あ
ま
り
言
及
さ
れ
な
い
。
彼
が
児
童
文
学
を
発
表
し
た
時
期
は
、
彼

の
作
家
活
動
の
ご
く
初
期
、
一
八
九
〇
年
代
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
に

つ
い

て
、
村
松
定
孝
は
「
博
文
館
が
幼
年
の
読
者
を
対
象
と
し
た
雑
誌
や
出
版

物
を
旺
ん
に
刊
行
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
紅
葉
は
鏡
花
の
原
稿
を
そ
こ
に
売

込
む

こ
と
に
よ
っ
て
、
生
活
の
資
を
得
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
」
些
と
述

べ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
芸
術
的
に
他
の
作
品
に
劣
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、

泉
鏡
花
そ
の
人
や
作
品
に
関
す
る
研
究
は
膨
大
で
あ
る
が
、
彼
の
児
童
文
学

作
品
に
つ
い
て
述
べ
た
文
献
は
ご
く
少
数
で
あ
る
。
注
・

　
し
か
し
な
が
ら
、
鏡
花
が
児
童
文
学
作
品
を
集
中
し
て
執
筆
し
た
時
期
は
、

彼
が

そ
の
作
風
を
確
立
す
る
上
で
重
要
な
時
期
で
あ
っ
た
と
筆
者
は
考
え
る
。

そ
こ
で
、
本
論
で
は
、
特
に
「
海
戦
の
余
波
」
を
詳
細
に
見
る
こ
と
で
、
鏡
花
が

ど
の
よ
う
に
自
身
の
作
風
を
確
立
し
て
い
っ
た
の
か
を
探
り
、
こ
の
作
品
が
児

童
文
学
と
し
て
発
表
さ
れ
た
意
義
を
も
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
と
思
う
。

二
、
『
海
戦
の
余
波
』
執
筆
・
出
版
事
情

　
「
海
戦
の
余
波
』
は
「
幼
年
玉
手
函
』
第
十
一
編
と
し
て
、
一
八
九
四
（
明
治
二

七
）
年
＝
月
二
六
日
に
博
文
館
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
本
に
は
同
じ
く
鏡

花
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
「
讐
喩
談
」
が
附
載
さ
れ
て
い
る
。
『
海
戦
の
余
波
』
は
、

同
じ
く
博
文
館
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
た
子
ど
も
向
け
雑
誌
『
幼
年
雑
誌
』
第
四

巻
第
十
六
号
よ
り
第
二
十
三
号
に
か
け
て
の
「
大
和
心
」
連
載
の
合
間
に
出
版

さ
れ
て
い
る
。

　
鏡
花
は
、
「
海
戦
の
余
波
』
出
版
の
前
年
、
一
八
九
三
年
に
『
京
都
日
出
新
聞
」

で
「
冠
弥
左
衛
門
」
を
連
載
し
た
。
こ
れ
が
公
に
発
表
し
た
最
初
の
作
品
と
な

る
。
そ
し
て
同
年
に
『
少
年
文
学
」
第
十
九
編
『
侠
黒
児
』
の
付
録
と
し
て
「
金
時

計
」
を
発
表
し
た
。
ま
た
、
『
海
戦
の
余
波
』
発
表
に
前
後
し
て
、
一
〇
月
に
は

「予
備
兵
」
を
、
ま
た
翌
月
に
は
「
義
血
侠
血
」
を
『
読
売
新
聞
』
に
発
表
し
て
い

る
。
彼
が
一
躍
世
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
「
夜
行
巡
査
」
「
外
科
室
」
は

翌
一
八
九
五
年
の
発
表
な
の
で
、
こ
の
頃
の
鏡
花
は
ま
さ
に
駆
け
出
し
の
作
家

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
な
ぜ
、
駆
け
出
し
の
作
家
で
あ
っ
た
鏡
花
に
、
ま
る
ま
る
一
冊
の
執
筆
が
任

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
木
村
小
舟
は
、
こ
の
前
年
に
博
文
館
が
発
行
し
た
『
少
年
文
学
』
叢
書
が
大



成
功
を
収
め
た
こ
と
に
触
れ
た
後
、
『
幼
年
玉
手
函
』
叢
書
の
出
版
に
つ
い
て
、

「好
果
を
追
逐
し
機
会
を
見
逃
す
こ
と
な
く
、
こ
れ
に
類
似
す
る
が
、
或
は
更

に
一
歩
を
進
め
し
企
画
を
立
て
る
は
、
業
者
と
し
て
当
然
の
手
段
と
見
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
」
注
三
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
叢
書
は
巌
谷
小
波
に
よ
る
『
狂
言
春

駒
』
か
ら
始
ま
り
、
約
一
年
を
か
け
て
全
十
二
編
で
完
結
し
た
。
小
舟
に
よ
る

と
、
『
少
年
文
学
』
が
翻
訳
・
偉
人
英
雄
の
伝
記
を
中
心
に
、
材
を
広
く
多
方
面

に

わ
た
っ
て
求
め
た
の
に
対
し
、
『
幼
年
玉
手
函
』
は
柳
か
統
一
性
に
欠
け
、
『
少

年
文
学
』
ほ
ど
の
成
功
を
見
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
鏡
花
が
ま
る
ま
る
一
冊
の
執
筆
を
任
さ
れ
た
の
も
、

有
り
得
る
こ
と
と
い
え
よ
う
。

　
さ
て
、
「
海
戦
の
余
波
」
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
日
清
戦
争
が
当
時
の
日
本
に

お
い
て
ど
う
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
少
し
述
べ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
鏡

花
の
最
初
の
児
童
文
学
作
品
で
あ
る
「
金
時
計
」
、
同
じ
頃
に
連
載
し
て
い
た

「大
和
心
」
で
は
、
治
外
法
権
に
対
す
る
当
時
の
民
衆
の
穆
屈
し
た
感
情
を
取

り
入
れ
る
な
ど
、
鏡
花
は
一
八
九
三
年
か
ら
一
八
九
四
年
に
か
け
て
発
表
し

た
児
童
文
学
作
品
に
は
時
事
問
題
を
必
ず
取
り
入
れ
て
い
る
。
「
海
戦
の
余
波
」

の
背
景
は
、
治
外
法
権
で
は
な
く
日
清
戦
争
だ
が
、
こ
れ
も
同
じ
く
時
事
問
題

を
取
り
上
げ
た
作
品
と
し
て
特
徴
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
日
清
戦
争
は
、
そ
の
特
徴
と
し
て
在
野
の
戦
争
支
持
が
挙
げ
ら
れ
る
。
檜
山

幸
夫
『
日
清
戦
争
－
秘
蔵
写
真
が
明
か
す
真
実
』
に
よ
る
と
、
在
野
が
唱
え

た

戦
争
支
持
の
論
理
と
し
て
「
義
戦
論
」
と
「
文
野
の
戦
争
論
」
が
あ
る
と
い
う
。

前
者
は
清
国
と
の
戦
争
は
朝
鮮
の
独
立
を
助
け
る
も
の
と
す
る
論
、
後
者
は

文
明
国
日
本
と
野
蛮
国
清
国
と
の
戦
争
で
あ
る
と
す
る
論
で
あ
る
。
日
露
戦

争
と
は
里
ハ
な
り
、
こ
の
当
時
、
反
戦
論
は
ほ
と
ん
ど
起
こ
ら
な
か
っ
た
。
福
澤

諭
吉
や

キ
リ
ス
ト
教
指
導
者
の
多
く
ま
で
も
が
こ
の
戦
争
を
支
持
し
た
の
で
あ

る
。　

知
識
層
の
多
く
が
戦
争
を
支
持
し
た
当
時
、
実
際
の
出
版
界
の
動
向
は
ど

う
で
あ
っ
た
の
か
。
『
少
年
文
学
』
『
幼
年
玉
手
函
』
な
ど
を
発
行
し
、
当
時
の
児

童
文
学
出
版
の
主
流
を
担
っ
て
い
た
博
文
館
は
、
一
八
九
四
年
八
月
三
〇
日
に

旬
刊
の
雑
誌
『
日
清
戦
争
実
記
』
の
第
一
編
を
刊
行
し
て
い
る
。
内
容
は
戦
況
、

日
本
・
中
国
・
朝
鮮
の
戦
史
、
忠
勇
美
談
、
詩
文
に
ま
で
及
び
、
第
六
編
の
時
点

で
計
一
〇
二
万
部
を
売
り
上
げ
た
と
い
う
。
ま
た
、
少
年
向
け
と
し
て
は
『
幼

年
雑
誌
』
の
号
外
と
し
て
『
征
清
画
談
』
を
発
行
す
る
。
こ
れ
は
一
八
九
五
年
に

博
文
館
の
全
て
の
少
年
向
け
雑
誌
を
統
合
す
る
形
で
創
刊
し
た
「
少
年
世
界
」

に
「
征
清
画
談
」
と
い
う
一
欄
を
設
け
る
こ
と
で
受
け
継
が
れ
、
日
清
戦
争
が

終
わ
る
ま
で
続
け
ら
れ
た
。

　
一
般
の
国
民
の
熱
狂
ぶ
り
も
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
様
子
は
鏡
花
が
「
予
備
兵
」

「凱
旋
祭
」
に
描
写
し
て
い
る
が
、
実
際
、
全
国
各
地
で
戦
利
品
の
展
示
会
や
戦

勝
祝
賀
会
が
開
か
れ
、
川
上
音
二
郎
一
座
が
戦
争
演
芸
を
上
演
し
た
。
折
か

ら
の
不
平
等
条
約
に
対
す
る
不
満
は
日
本
国
民
を
団
結
さ
せ
、
日
清
戦
争
を

通
し
て
ま
す
ま
す
愛
国
心
が
喚
起
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
海
戦
の
余
波
」
は
こ
の
よ
う
な
熱
狂
的
な
雰
囲
気
の
中
で
執
筆
さ
れ
た
。

そ
の
た
め
に
、
清
国
人
に
対
し
て
か
な
り
侮
蔑
的
表
現
が
用
い
ら
れ
る
。
そ
れ

八
三



八
四

も
ま
た
研
究
者
に
敬
遠
さ
れ
る
理
由
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

三
、
主
人
公
・
千
代
太
の
描
写

こ
こ
で
は
「
海
戦
の
余
波
」
の
主
人
公
で
あ
る
千
代
太
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
か
を
見
て
い
く
が
、
そ
の
前
に
、
そ
れ
以
前
の
鏡
花
の
児
童
文
学
「
金
時

計
」
と
「
大
和
心
」
に
お
け
る
主
人
公
の
描
写
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。

　
「
金
時
計
」
は
、
草
原
で
金
時
計
を
紛
失
し
た
と
嘘
を
つ
い
て
地
元
の
日
本
人

に
無
報
酬
で
草
刈
り
を
さ
せ
た
西
洋
人
へ
い
げ
ん
に
対
し
、
少
年
・
三
郎
が
掬

摸
に
金
時
計
を
す
ら
せ
、
そ
の
金
時
計
と
引
き
換
え
に
出
さ
せ
た
礼
金
を
土

地
の
も
の
に
分
け
与
え
る
こ
と
で
復
讐
を
成
す
と
い
う
物
語
で
あ
る
。

　

こ
の
三
郎
は
子
爵
と
い
う
高
貴
の
出
で
、
「
才
名
同
族
を
圧
し
て
、
後
来
多
望

の
顧
麟
児
な
り
。
」
（
中
）
注
四
と
描
写
さ
れ
る
。
物
語
の
最
後
に
お
い
て
は
、
へ
い

げ
ん
の
好
計
を
知
ら
さ
れ
た
土
地
の
者
た
ち
の
先
頭
に
立
っ
て
、
へ
い
げ
ん
か

ら
金
時
計
の
対
価
百
円
を
奪
う
と
い
う
、
き
わ
め
て
英
雄
的
な
行
動
を
取
る

主
人
公
で
あ
る
。

　
「
大
和
心
」
で
は
、
神
社
の
境
内
に
故
意
に
馬
を
乗
り
入
れ
て
神
域
を
汚
し

た
外
国
人
す
た
る
で
ん
が
敵
役
と
し
て
登
場
す
る
。
主
人
公
の
少
年
、
鶴
岡
健

児
は
そ
の
事
実
を
知
り
、
義
憤
に
燃
え
、
絵
の
巧
み
な
姉
に
等
身
大
の
す
た
る

で
ん
像
を
描
か
せ
る
。
健
児
は
日
々
、
愛
犬
・
飛
龍
に
す
た
る
で
ん
の
絵
の
咽

喉
笛
の
部
分
に
跳
び
か
か
ら
せ
る
と
い
う
訓
練
を
す
る
。
そ
ん
な
あ
る
日
、
健

児
は
す
た

る
で
ん
に
遭
遇
し
、
そ
の
落
と
し
た
帽
子
を
谷
底
に
蹴
り
落
と
し
た

た
め

に
、
す
た
る
で
ん
に
銃
を
向
け
ら
れ
る
。
そ
れ
を
助
け
た
の
が
飛
龍
で
あ

っ

た
。
日
頃
の
訓
練
の
と
お
り
に
す
た
る
で
ん
の
咽
喉
笛
に
喰
ら
い
つ
き
、
同

時
に
発
射
さ
れ
た
銃
弾
に
倒
れ
た
飛
龍
は
病
院
に
運
ば
れ
る
。
そ
の
手
術
を

執
刀
し
た
の
が
外
科
医
・
村
上
千
吉
で
あ
る
。
直
後
、
す
た
る
で
ん
が
運
び
込

ま
れ
る
が
、
「
医
師
が
責
任
を
負
つ
て
手
術
を
す
る
上
は
、
犬
だ
つ
て
猫
だ
つ
て

予
後
の
注
意
に
異
は
な
い
で
す
。
」
と
言
っ
て
、
す
た
る
で
ん
を
待
た
せ
る
。
す

た
る
で
ん
は
手
遅
れ
で
命
を
失
い
、
よ
っ
て
復
讐
が
成
さ
れ
た
と
い
う
の
が
こ
の

物
語
の
顛
末
で
あ
る
。

　

こ
の
「
大
和
心
」
の
主
人
公
・
鶴
岡
健
児
は
、
直
接
復
讐
を
成
立
さ
せ
る
わ
け

で
は

な
く
、
「
金
時
計
」
の
三
郎
に
比
し
て
、
主
人
公
と
し
て
の
役
割
は
薄
い
と

い
え
よ
う
。
し
か
し
、
健
児
は
陸
軍
少
尉
の
息
子
と
い
う
、
高
貴
で
は
な
く
と

も
比
較
的
地
位
が
あ
り
、
ま
た
国
家
に
も
貢
献
し
て
い
る
家
の
出
身
で
あ
る
。

健
児
は
す
た
る
で
ん
と
対
峙
し
た
時
、
「
棟
然
と
も
せ
ず
」
向
き
合
い
、
敵
の
前

で
も
怖
れ
を
知
ら
な
い
英
雄
的
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　
主
人
公

た
ち
の
、
子
爵
の
息
子
、
陸
軍
少
尉
の
息
子
と
い
っ
た
身
分
は
、
当

時
の
読
者
層
を
鑑
み
て
設
定
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
身
分
の
あ
る
家

の
生
ま
れ
と
い
う
背
景
が
あ
り
、
義
憤
に
駆
ら
れ
て
悪
を
挫
く
強
い
主
人
公
、

英
雄
的
な
主
人
公
と
い
う
の
が
、
「
金
時
計
」
「
大
和
心
」
に
お
け
る
主
人
公
像
で

あ
る
。

　
し
か
し
、
「
海
戦
の
余
波
」
に
お
け
る
主
人
公
・
千
代
太
は
、
こ
れ
ら
と
は
少

し
様
相
が
異
な
る
。

　
千
代
太
は
九
歳
、
松
枝
海
軍
中
尉
の
一
子
で
、
父
が
日
清
戦
役
の
た
め
に
出

征
し
て
後
、
母
の
故
郷
で
あ
る
越
後
に
母
に
伴
わ
れ
て
帰
っ
て
い
る
。
そ
れ
も
、



都
会
で
の
煩
わ
し
い
交
際
を
避
け
て
、
父
と
同
じ
く
将
来
の
海
軍
士
官
と
な
る

べ
き
千
代
太
の
養
育
に
の
み
心
を
砕
け
る
よ
う
に
と
い
う
母
の
配
慮
か
ら
で
あ

っ

た
。
千
代
太
は
、
ま
ず
、
英
雄
と
し
て
の
天
賦
の
素
養
を
も
つ
子
ど
も
と
し
て

描
写
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
「
生
来
賢
き
童
」
（
一
）
な
の
で
あ
る
。

　
第
二
章
の
冒
頭
に
お
い
て
は
、
「
今
や
滅
亡
の
期
の
来
り
た
る
、
地
球
の
末
路

を
見
る
に
似
た
り
。
」
と
い
う
情
景
の
後
に
続
け
て
、
「
素
養
の
力
か
、
天
性
か
、

這
少
年
の
泰
然
た
る
、
千
曳
の
磐
に
異
な
ら
ず
。
亭
と
し
て
直
立
し
つ
・
、
屹

と
海
面
を
撤
下
す
状
、
父
は
い
か
な
る
人
傑
ぞ
、
げ
に
栴
檀
は
轍
よ
り
香
し
と

い
へ
る
語
は
、
千
代
太
の
為
に
先
人
が
、
作
り
置
き
し
が
如
く
な
り
。
」
と
千
代

太
の
様
子
を
描
写
し
て
い
る
。
「
地
球
」
と
い
う
壮
大
な
語
を
用
い
た
表
現
の
後

に

千
代
太
自
身
の
描
写
を
並
べ
る
こ
と
で
、
千
代
太
と
い
う
子
ど
も
の
偉
大
さ

を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
千
代
太
は
、
「
鬼
を
欺
く
荒
漢
等
」
（
二
）
と
い
わ
れ
る
船
乗
り
た
ち
に

は
、
難
船
救
助
の
際
、
「
船
長
」
「
船
玉
様
の
生
替
り
」
（
二
）
と
仰
が
れ
る
。
そ
う

し
て
船
乗
り
た
ち
の
先
頭
に
立
っ
て
荒
海
に
乗
り
出
し
た
千
代
太
は
「
天
が
降

せ
る
使
」
（
二
）
と
表
現
さ
れ
、
初
め
の
二
章
で
、
既
に
神
聖
で
犯
す
こ
と
の
で

き
な
い
英
雄
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
附
与
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
描
写
は
、
千
代
太
の
天
性
、
素
質
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
物
語
に
お
い
て
千
代
太
を
英
雄
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ

た
天
賦
の
素
養
の
み
な
ら
ず
、
千
代
太
が
自
ら
理
想
と
す
る
英
雄
像
を
裏
切

ら
ず
、
悉
く
実
現
す
る
と
い
う
行
為
に
も
よ
る
。
そ
の
よ
う
な
千
代
太
の
理
想

の
英
雄
像
と
は
何
な
の
か
。
そ
れ
は
「
日
本
国
民
」
（
一
）
と
し
て
出
征
し
て
い
る

千
代
太
の
父
・
松
枝
海
軍
中
尉
に
他
な
ら
な
い
。
千
代
太
は
、
「
君
と
国
と
に
尽

す
べ
き
義
務
の
た
め
に
は
、
妻
を
も
子
を
も
顧
み
ざ
る
が
、
日
本
国
民
の
国
民

た
る
所
以
な
る
」
（
一
）
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
千
代
太
が
実
際
に
目
の

当
た
り
に
し
た
父
親
の
行
為
で
あ
り
、
父
は
実
際
に
こ
の
時
、
妻
子
を
顧
み
ず

に
出
征
し
て
い
る
。
千
代
太
は
そ
の
父
を
「
父
様
が
在
ら
つ
し
や
れ
ば
き
つ
と
助

け
て
お
遣
り
だ
ス
父
様
は
軍
艦
に
乗
つ
て
る
ん
だ
い
。
」
（
二
）
と
、
終
始
理
想

の
人
と
し
て
仰
ぐ
。

　
父
は

千
代
太
に
と
っ
て
行
動
の
動
機
と
も
な
る
人
物
で
あ
る
。
千
代
太
の
冒

険
の
発
端
は
、
父
親
へ
の
思
慕
の
た
め
に
嵐
も
厭
わ
ず
海
辺
に
出
か
け
た
こ
と

に
あ
る
。
更
に
、
冒
険
の
途
中
、
龍
宮
の
姫
に
庇
護
さ
れ
た
千
代
太
は
、
「
支
那

に

辱
し
め
ら
れ
て
、
遁
出
し
た
様
な
卑
怯
者
は
、
父
様
に
逢
は
れ
な
い
の
だ
。

父
様
も
お
逢
ひ
で
な
い
。
」
（
六
）
と
駄
々
を
こ
ね
、
こ
の
後
、
龍
宮
の
姫
の
協
力

で
「
支
那
人
」
に
対
し
て
遺
恨
を
晴
ら
す
こ
と
を
得
る
。
父
親
に
逢
い
た
い
と
い

う
思
慕
が
千
代
太
の
内
部
を
貫
き
流
れ
、
そ
れ
こ
そ
が
彼
の
行
動
の
原
動
力

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
千
代
太
に
よ
る
父
親
へ
の
思
慕
が
物
語
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
な
ら
、
窮

地

に
お
い
て
父
親
な
ら
ど
う
行
動
す
る
か
べ
そ
の
考
え
こ
そ
が
千
代
太
の
行
動

の
指
針
と
な
っ
て
い
る
。
第
四
章
で
敵
国
人
で
あ
る
「
支
那
人
」
に
虜
囚
の
憂
き

目
に
遭
わ
さ
れ
た
時
も
「
未
来
の
海
軍
士
官
は
軍
機
洩
す
べ
か
ら
ず
」
と
決
意

し
、
拷
問
に
も
屈
し
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
父
は
、
千
代
太
に
と
っ
て
理
想

の
英
雄
、
行
動
の
原
動
力
で
あ
り
、
ま
た
指
針
で
も
あ
る
の
だ
。

　
こ
れ
ま
で
の
英
雄
的
な
行
動
を
取
る
と
い
う
主
人
公
像
は
、
「
金
時
計
」
や

八
五
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「大
和
心
」
の
主
人
公
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
し
か
し
、
千
代
太
は
英
雄
的

な
行
動
を
取
っ
て
強
い
だ
け
で
な
く
、
無
邪
気
さ
、
弱
さ
を
も
併
せ
も
つ
子
ど

も
で
あ
る
。
そ
れ
は
既
に
第
一
章
に
お
い
て
、
「
さ
す
が
に
頑
是
無
く
、
寝
覚
も

父
を
慕
ひ
て
、
父
を
し
て
遠
征
に
赴
か
し
め
し
は
、
母
の
所
為
に
て
あ
る
か
の

如
く
、
其
不
在
を
母
に
怨
み
て
、
其
帰
宅
の
晩
き
理
由
を
、
母
に
詰
る
こ
と
屡

な
り
き
。
」
と
、
我
が
儘
や
寂
し
さ
を
堪
え
き
れ
な
い
様
子
か
ら
も
わ
か
る
。
そ

し
て
、
千
代
太
が
人
々
に
好
ま
れ
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
は
、
英
雄
的
強
さ
の
た

め
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
こ
の
無
邪
気
さ
、
弱
さ
の
た
め
な
の
で
あ
る
。
龍
宮

の
姫
や

船
乗
り
た
ち
は
千
代
太
の
「
愛
ら
し
き
」
（
二
）
の
た
め
に
千
代
太
を
愛

す
る
。

　
千
代
太
は
冒
険
の
中
途
に
置
い
て
も
、
英
雄
的
な
強
さ
を
顕
す
と
と
も
に
、

子
ど
も
の
弱
さ
を
露
呈
さ
せ
る
。
第
二
章
で
は
難
船
を
救
う
力
の
な
い
無
力

感
に
千
代
太
が
泣
く
場
面
が
あ
る
が
、
そ
ん
な
千
代
太
に
対
し
て
、
船
乗
り
た

ち
は
「
今
や
千
代
太
の
泣
き
居
れ
る
を
何
か
は
知
ら
ね
ど
慰
め
な
む
と
て
、
徐

ら
幼
児
を
抱
か
む
と
せ
り
。
」
と
い
う
、
子
ど
も
を
あ
や
す
よ
う
な
行
動
を
取
る
。

ま
た
、
「
支
那
人
」
の
拷
問
に
も
降
伏
せ
ぬ
強
さ
を
見
せ
な
が
ら
、
「
「
あ
れ
え
母

様

！
　
母
様
1
」
と
悲
泣
の
声
も
幽
に
な
り
ぬ
。
」
（
四
）
と
、
い
ざ
と
い
う
時
に

思
わ
ず
母
に

助
け
を
求
め
る
弱
さ
を
も
示
す
．
そ
し
て
、
こ
の
弱
さ
が
千
代
太

を
魅
力
的
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
読
者
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
は
、
理
想
を
高

く
掲
げ
て
は
い
る
が
、
現
実
的
に
考
え
て
、
完
全
に
強
く
い
ら
れ
る
者
と
い
う

の

は
多
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
千
代
太
の
こ
の
弱
さ
は
、
そ
う
い
っ
た
内
面
に
弱

さ
を
も
つ
読
者
た
ち
の
共
感
を
呼
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
千

代
太
の
英
雄
的
行
動
は
、
千
代
太
の
弱
さ
、
そ
し
て
父
を
慕
う
一
途
さ
と
相
侯

っ

て
、
愛
す
べ
き
健
気
さ
と
い
っ
た
印
象
を
与
え
、
千
代
太
を
魅
力
的
に
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
い
っ
た
強
さ
と
弱
さ
を
併
せ
も
つ
主
人
公
は
、
鏡
花
の
作
品
に
お
い
て

は

常
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
「
義
血
侠
血
」
の
主
人
公
．
村
越
欣
弥

は
、
滝
の
白
糸
と
異
名
を
と
る
女
芸
人
に
学
資
を
援
助
さ
れ
、
後
に
検
事
代

理
と
し
て
白
糸
の
罪
を
暴
く
が
、
「
永
く
恩
人
と
相
見
る
可
か
ら
ざ
る
を
憂
ひ

て
」
自
殺
す
る
。
村
越
は
白
糸
に
庇
護
さ
れ
、
そ
の
恩
に
報
い
る
た
め
に
自
ら

死
を
選
ぶ
と
い
う
、
極
端
な
行
動
に
出
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
八
九
六
年
に

発
表
さ
れ
た
「
照
葉
狂
言
」
で
は
、
主
人
公
の
貢
は
恩
人
の
女
芸
人
小
親
と
、
姉

と
も
慕
う
お
雪
の
ど
ち
ら
を
選
ぶ
こ
と
も
で
き
ず
、
二
人
の
も
と
を
離
れ
て
放

浪
す
る
孤
独
な
未
来
を
選
ぶ
、
あ
る
意
味
で
強
さ
の
必
要
な
選
択
肢
を
取
る

の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
主
人
公
と
は
異
な
り
、
千
代
太
か
ら
は
強
さ
と
弱
さ
の

差
の
激
し
い
、
分
裂
的
な
印
象
を
受
け
る
。
そ
れ
は
、
他
の
主
人
公
た
ち
が
庇

護
し
て
く
れ
る
女
性
の
た
め
に
強
さ
を
示
す
の
に
対
し
、
千
代
太
は
庇
護
し
て

く
れ
る
女
性
ゆ
え
で
な
く
、
尊
敬
し
憧
れ
る
父
親
ゆ
え
に
強
く
あ
る
と
い
う
点

に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
千
代
太
は
龍
宮
の
姫
に
庇
護
さ
れ

る
以
前
、
海
原
を
漂
流
し
て
「
支
那
人
」
に
捕
え
ら
れ
た
際
に
、
既
に
強
い
英
雄

的
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
。
他
の
主
人
公
た
ち
は
弱
さ
と
強
さ
の
源
が
同
じ
で

一

あ
る
の
に
対
し
、
千
代
太
の
場
合
は
そ
の
源
が
異
な
る
の
だ
。
そ
の
違
い
が
、
千

代
太
の
分
裂
的
な
印
象
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。



　
弱
さ
と
強
さ
を
併
せ
も
つ
千
代
太
は
、
作
品
に
お
い
て
魅
力
を
醸
し
出
し
て

い
る
が
、
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
不
安
定
な
印
象
を
も
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
主
人
公
像
は
、
鏡
花
作
品
全
般
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
典
型
的
な
も
の
で

あ
り
な
が
ら
、
他
の
作
品
に
は
見
ら
れ
な
い
特
異
さ
も
示
し
て
い
る
。

四
、
竜
宮
ー
ー
異
界

　
鏡
花
の
作
品
に
お
い
て
、
は
っ
き
り
と
異
界
と
い
え
る
も
の
が
登
場
し
た
の

は
「
海
戦
の
余
波
」
が
最
初
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
期
に
発
表
し
て
い
た
「
大
和

心
」
に
お
い
て
、
異
界
の
片
鱗
が
既
に
み
ら
れ
る
。
連
載
の
第
四
回
は
物
語
の

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
も
い
う
べ
き
健
児
と
す
た
る
で
ん
の
対
峙
の
場
面
だ
が
、
こ

れ
は
鶴
間
鶏
を
舞
台
に
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
鶴
間
籍
は
「
丘
の
頂
を
行
く
者
恰

も
籍
間
に
生
茂
れ
る
杉
の
梢
を
伝
ふ
が
如
く
見
ゆ
る
を
以
て
、
散
策
の
人
活

き
な
が
ら
天
狗
に
化
す
る
か
と
、
揮
り
て
遊
ぶ
も
の
稀
な
れ
ど
も
、
僻
地
は
多

く
は
異
物
を
産
し
、
頗
る
異
花
奇
草
に
富
む
。
」
と
描
写
さ
れ
、
さ
ら
に
「
魔
界
」

と
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
所
で
不
可
思
議
の
こ
と
が
起
こ
る
わ
け
で

は

な
い
が
、
こ
の
異
様
の
表
現
か
ら
、
こ
こ
も
異
界
の
一
種
と
取
る
こ
と
も
で
き

よ
う
。

　
で
は
、
「
海
戦
の
余
波
」
に
お
け
る
異
界
、
龍
宮
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

　
ま
ず
、
龍
宮
の
主
で
あ
る
龍
宮
の
姫
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
姫
は
「
支
那
人
」
の
虜
囚
と
な
っ
て
い
た
千
代
太
を
、
黒
男
を
通
じ
て
救
い
出

さ
せ
た
、
い
わ
ば
千
代
太
の
庇
護
者
で
、
母
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
千
代
太
に

と
っ
て
〈
母
な
る
存
在
〉
で
あ
る
。
し
か
し
、
姫
は
母
に
な
り
え
な
い
。
そ
の
こ
と

は
姫
の
「
警
ひ
母
君
の
御
慈
愛
に
は
及
ば
ず
と
も
、
優
し
き
姉
と
な
り
な
む
に
、

争
で
肯
入
れ
給
は
ぬ
か
。
」
（
八
）
と
い
う
言
葉
に
明
ら
か
で
あ
る
。

　
筆
者
は
、
姫
は
〈
母
な
る
存
在
〉
で
あ
る
と
述
べ
た
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ

ば

な
ら
な
い
の
は
、
千
代
太
の
母
は
、
千
代
太
に
と
っ
て
紛
れ
も
な
く
母
で
あ

る
が
、
作
品
に
お
い
て
は
〈
母
な
る
者
〉
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

千
代
太
の
母

が
、
父
が
家
長
と
し
て
絶
対
的
な
権
力
を
有
す
る
家
父
長
制
社

会
に

属
す
る
者
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
さ
せ
る
べ
く
千
代
太
を
育
て
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
一
方
、
姫
は
龍
宮
の
主
で
あ
り
、
龍
宮
に
お
い
て
は
彼
女
が
長
で

あ
る
。
龍
宮
は
女
性
が
長
と
し
て
権
力
を
持
つ
母
権
制
社
会
的
構
造
を
も
っ
て

お
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
姫
を
〈
母
な
る
者
〉
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈
母
な
る

者
〉
は
ま
た
、
現
世
の
母
が
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
付
さ
れ
る
よ
う
に
、
子
ど
も
に
対

し
て
慈
悲
深
く
、
子
ど
も
を
庇
護
す
る
存
在
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
龍
宮

の
姫
が
司
る
世
界
が
、
生
者
の
支
配
す
る
現
世
と
は
異
な
る
死
の
世
界
で
も
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
作
中
第
九
章
の
「
支
那
人
」
た
ち
の
会
話
に
明
ら
か
で
あ
る
。

　
第
八
章
に
印
象
的
な
場
面
が
あ
る
。
姫
が
咲
き
乱
れ
る
紅
白
の
花
を
示
し

て
「
紅
白
の
色
勃
か
好
き
。
」
と
問
う
と
、
千
代
太
は
白
と
答
え
る
。
姫
は
「
男

は

淡
泊
な
る
も
の
な
り
。
自
分
は
女
な
れ
ば
紅
な
る
ぞ
好
き
。
」
と
言
い
、
二
人

で
花
を
摘
む
。
そ
し
て
千
代
太
が
摘
ん
だ
花
は
姫
が
好
き
と
い
っ
た
紅
で
、
姫

が
摘
ん
だ
花
は
千
代
太
が
好
む
白
だ
っ
た
と
い
う
場
面
で
あ
る
。

　
姫
と
千
代
太
が
そ
れ
ぞ
れ
好
き
だ
と
言
っ
た
紅
白
の
花
は
、
一
読
し
た
と
こ

ろ
に
よ
る
と
日
章
旗
を
思
わ
せ
、
か
つ
て
黄
龍
王
の
守
護
が
清
国
に
向
い
て
い

た
（
今
は
見
捨
て
ら
れ
て
い
る
）
の
に
対
し
、
龍
宮
の
守
護
が
「
大
日
本
」
に
向
い

八
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て
い
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
千
代
太
が
白

の
方
を
こ
と
さ
ら
に
好
き
と
い
う
必
要
は
な
い
し
、
ま
た
、
姫
と
千
代
太
が
一

方
の
色
の
花
を
摘
ん
で
交
換
す
る
必
要
も
な
い
。

　
小
林
忠
雄
『
色
彩
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』
に
よ
る
と
、
鏡
花
の
生
ま
れ
育
っ
た
加
賀

能
登
の
辺
り
で
は
、
火
事
の
類
焼
を
防
ぐ
た
め
に
火
元
の
隣
家
で
は
屋
根
に
登

っ
て
女
性
の
赤
い
腰
巻
を
ふ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
女
性
の
腰
巻
は
不
浄
の
も

の

で
、
火
付
け
の
神
の
烏
天
狗
が
嫌
う
か
ら
ら
し
い
。
現
在
、
一
般
的
に
見
て

も
、
赤
い
ラ
ン
ド
セ
ル
を
背
負
う
女
児
が
多
い
こ
と
な
ど
、
赤
は
女
性
に
縁
の

深
い
色
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
月
経
や
出
産
な
ど
、
女
性
の
生
物
的
機
能
に

よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
出
産
の
忌
を
「
赤
不
浄
」
「
赤
稜
れ
」
な
ど
と
言
っ
て
、

女
性
が
祭
礼
な
ど
の
参
加
を
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
古
来
よ
く
あ
っ
た
。
そ
れ
に

関
連
し
て
か
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
子
ど
も
の
こ
と
を
「
赤
子
」
「
赤
ん
坊
」
「
赤

ち
ゃ
ん
」
な
ど
と
一
般
的
に
言
う
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
も
導
き
出
さ
れ
る
よ

う
に
、
赤
は
女
性
、
生
ま
た
は
再
生
を
象
徴
す
る
色
で
あ
っ
た
。

　
他
方
、
白
は
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
。
同
書
に
よ
る
と
、
か
つ
て

の
習
慣
と
し
て
葬
式
の
際
に
白
い
着
物
を
着
る
こ
と
は
よ
く
あ
っ
た
し
、
金
沢

で
は
、
白
山
信
仰
の
関
わ
り
に
白
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。
白
は
死
の
儀
礼

と
深
く
関
わ
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
姫
と
千
代
太
の
間
に
行
わ
れ
た
紅
白
の
花
の

交
換
は
非
常
に
象
徴
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
千
代
太
が
白
い
花
を
好
む
こ
と
か
ら
、
後
の
「
父
が
見
度
く
ば
成
長
し
、
早

く
軍
艦
に
乗
組
み
て
、
討
死
し
て
ま
た
来
れ
！
」
（
十
）
と
い
う
父
親
の
言
葉
に

表
さ
れ
る
よ
う
な
、
日
本
の
た
め
に
は
死
を
も
厭
わ
な
い
軍
人
の
子
と
し
て
の

性
格
が
垣
間
み
え
る
。
ま
た
死
の
世
界
で
あ
る
龍
宮
と
そ
こ
を
治
め
る
姫
に

対
す
る
思
慕
の
た
め
と
い
え
な
く
も
な
い
。

　
姫
が
好
む
紅
の
花
は
、
姫
の
女
性
と
し
て
の
象
徴
で
あ
る
が
、
生
け
る
も
の

で
あ
る
千
代
太
へ
の
執
着
に
近
い
愛
情
と
し
て
の
象
徴
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

な
ぜ
な
ら
、
姫
は
幾
度
か
千
代
太
に
こ
の
ま
ま
龍
宮
に
留
ま
る
こ
と
を
勧
め
る

か
ら
で
あ
る
。
千
代
太
は
そ
の
勧
め
に
応
じ
る
か
の
よ
う
に
自
ら
が
摘
ん
だ
生

と
再
生
を
象
徴
す
る
紅
の
花
を
姫
に
わ
た
し
、
死
を
意
味
す
る
白
い
花
を
受

け
取
る
。

　
さ
て
、
姫
は
龍
宮
の
長
、
〈
母
な
る
者
〉
と
し
て
登
場
し
な
が
ら
も
、
千
代
太

に

と
っ
て
は
母
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
以
前
に
述
べ
た
。
そ
れ
で
も
、

姫
は
千
代
太
に
対
し
、
一
時
、
絶
対
に
も
近
い
大
き
な
影
響
力
を
も
つ
。
紅
白

の

花
を
交
換
し
た
後
、
千
代
太
は
姫
に
抱
き
し
め
ら
れ
、
「
其
瞬
間
、
父
も
母

も
故
郷
も
、
未
来
は
海
軍
の
士
官
た
る
べ
き
予
算
を
も
、
は
た
地
球
を
も
忘
れ

果
て
」
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
龍
宮
の
姫
の
統
べ
る
海
の
世
界
は
、
死
の
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
は
、

海
戦
で
戦
死
し
た
者
の
た
ど
り
つ
く
「
冥
土
」
（
九
）
で
あ
る
。
死
と
い
う
、
生
け

る
者
に
対
し
て
は
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
絶
対
的
な
力
を
有
す
る
世
界
で
あ

り
な
が
ら
、
万
人
に
訪
れ
る
と
い
う
死
の
性
質
の
た
め
、
容
易
に
侵
入
を
許
し

て

し
ま
う
。
こ
の
点
が
、
異
界
と
の
交
流
を
描
い
た
鏡
花
の
他
の
作
品
、
例
え

ば
「
龍
潭
謂
」
、
「
高
野
聖
」
（
一
九
〇
〇
年
）
、
「
草
迷
宮
」
（
一
九
〇
八
年
）
な
ど
の
、

現
世
の
権
力
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
異
界
と
は
異
な
る
。
絶
対
的
な
力
を
も



つ
と
思
わ
れ
た
姫
の
司
る
龍
宮
は
、
実
は
現
世
の
影
響
を
容
易
に
受
け
て
し
ま

う
脆
い
世
界
だ
っ
た
の
だ
。

　
そ
の
た
め
、
姫
は
龍
宮
の
至
宝
で
あ
る
干
珠
満
珠
を
「
支
那
人
」
に
奪
わ
れ
、

千
代
太
と
そ
の
父
の
力
な
く
し
て
そ
れ
ら
を
取
り
戻
す
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ

た
。
さ
ら
に
、
姫
は
千
代
太
と
共
に
暮
ら
し
た
い
と
望
む
が
、
そ
れ
は
千
代
太

の
父
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
て
し
ま
う
。
千
代
太
は
父
に
「
父
が
見
度
く
ば
成
長
し
、

早
く
軍
艦
に
乗
組
み
て
、
討
死
し
て
ま
た
来
れ
！
」
と
、
改
め
て
海
軍
士
官
と

し
て
の
未
来
を
示
さ
れ
、
現
世
に
戻
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
〈
父
〉
と
〈
母
な
る

者
〉
の
対
立
構
造
が
読
み
取
れ
る
。
龍
宮
の
姫
は
か
つ
て
「
讐
ひ
母
君
の
御
慈
愛

に
は

及
ば
ず
と
も
、
優
し
き
姉
と
な
り
な
む
に
、
争
で
肯
入
れ
給
は
ぬ
か
。
」
と

言
っ
て
、
千
代
太
を
龍
宮
に
留
め
た
が
、
そ
れ
を
千
代
太
の
父
に
よ
っ
て
阻
ま

れ
た
。
紅
白
の
花
の
交
換
の
際
、
一
時
は
絶
対
の
支
配
を
も
つ
か
と
思
わ
れ
た

〈
母
な
る
者
〉
だ
が
、
〈
父
〉
と
〈
母
な
る
者
〉
と
の
対
立
は
、
父
が
千
代
太
を
現
世

に
送
り
返
す
こ
と
、
即
ち
〈
父
〉
の
勝
利
で
終
わ
る
の
で
あ
る
。

　
同
じ
よ
う
に
、
主
人
公
が
異
界
で
〈
母
な
る
者
〉
に
庇
護
さ
れ
る
「
龍
潭
謂
」

に
お
い
て
も
、
語
り
手
で
あ
る
主
人
公
・
千
里
が
彼
の
属
す
る
社
会
へ
の
復
帰

を
果
た
す
こ
と
で
、
家
父
長
制
社
会
の
現
世
の
勝
利
と
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
千
里
の
心
に
、
姉
に
さ
え
も
見
捨
て
ら
れ
た
時
に
彼
を
庇

護
し
た
異
界
の
女
へ
の
思
い
は
残
る
。
現
世
に
生
き
る
千
里
の
内
部
で
は
、
む

し
ろ
〈
母
な
る
者
〉
が
そ
の
後
も
ず
っ
と
影
響
力
を
持
ち
続
け
る
の
だ
。
対
し
て

「海
戦
の
余
波
」
で
は
、
千
代
太
が
現
世
に
帰
還
し
た
後
、
龍
宮
の
姫
に
対
す
る

言
及
は

全
く
な
い
。
こ
の
点
か
ら
、
現
世
に
お
い
て
龍
宮
の
姫
が
影
響
力
を
保

持
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。

　
〈
母
な
る
者
〉
の
影
響
力
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
こ
に
当
時
の
子
ど
も

に
向
け
た
文
学
の
特
質
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
当
時
の
世
の
中
は
日

清
戦
争
の
勝
利
に
沸
き
か
え
っ
て
お
り
、
強
い
男
性
像
、
強
い
子
ど
も
像
が
望

ま
し
い
も
の
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
た
。
一
方
、
〈
母
な
る
者
〉
は
、
鏡
花
の
文
学

に
お
い
て
少
年
を
庇
護
す
る
存
在
で
あ
る
。
庇
護
さ
れ
る
ば
か
り
の
弱
い
子
ど

も
は
、
子
ど
も
に
影
響
を
与
え
る
児
童
文
学
に
お
い
て
相
応
し
く
な
い
と
い
う

配
慮
が
は
た
ら
き
、
さ
ら
に
日
本
国
臣
民
と
し
て
の
指
針
を
示
す
た
め
に
、
海

軍
に
身
を
置
く
父
親
の
力
が
強
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
れ
ま
で
〈
母
な
る
者
〉
の
支
配
す
る
異
界
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
続
い
て
、

異
界

と
現
世
の
境
界
に
焦
点
を
移
そ
う

　
「
海
戦
の
余
波
」
に
お
い
て
、
異
界
と
現
世
の
境
界
は
意
識
の
空
白
に
よ
っ
て

示
さ
れ
る
。
第
二
章
の
最
後
で
千
代
太
は
嵐
の
海
に
転
落
し
、
続
い
て
第
三
章

で
異
界
に
入
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
第
三
章
は
次
の
よ
う
な
書
き
出
し
で
始

ま
る
。

有
焦
し
後
、
千
代
太
が
は
じ
め
て
我
と
い
ふ
も
の
の
此
世
に
在
る
こ
と
を

心
着
き
た
る
時
、
渠
は
ま
た
木
の
葉
の
如
き
小
舟
に
乗
り
て
青
海
原
に

漂
へ
る
こ
と
を
発
見
し
ぬ
。

こ
の
描
写
か
ら
は
、
こ
の
前
に
千
代
太
の
意
識
に
空
白
が
生
じ
て
い
る
こ
と
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が

読
み
取
れ
る
。
実
際
、
暴
風
雨
の
海
が
晴
天
の
海
へ
と
転
じ
て
お
り
、
ど
の

よ
う
な
経
過
を
経
て
こ
こ
に
至
っ
た
の
か
、
場
面
の
間
に
連
絡
は
な
い
。
ま
た
、

異
界
か
ら
現
世
に
戻
る
直
前
に
、
千
代
太
は
勝
利
し
た
日
本
の
軍
艦
に
乗
り

組
み
、
一
日
ほ
ど
航
海
す
る
の
だ
が
、
「
何
処
や
ら
む
山
水
の
明
媚
な
る
陸
に

近
よ
る
ト
タ
ン
ず
ど
ん
と
一
発
の
花
火
を
打
上
げ
、
一
流
の
旗
に
日
本
大
勝

利
と
記
し
た
る
が
颯
と
中
空
に
醗
る
瞬
間
、
愕
然
と
し
て
驚
き
覚
む
れ
ば
、
枕

頭
に
母
坐
れ
り
。
」
（
十
）
と
い
う
よ
う
に
、
夢
か
ら
覚
め
る
。
こ
の
夢
か
ら
覚
め

る
瞬
間
、
こ
こ
に
も
意
識
の
空
白
が
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　
「
海
戦
の
余
波
」
に
お
い
て
意
識
の
空
白
で
表
さ
れ
て
い
た
境
界
が
、
「
大
和

心
」
に
お
い
て
は
記
述
の
空
白
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
「
魔
界
」
と
表
現
さ
れ

た
鶴
間
難
の
場
面
は
連
載
第
四
回
で
突
然
始
ま
り
、
健
児
が
、
短
銃
を
向
け
る

す
た
る
で
ん
と
対
峙
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
こ
の
回
は
終
わ
る
。
そ
し
て
次
の
第

五
回
は
午
後
九
時
半
頃
の
金
沢
病
院
の
様
子
で
始
ま
り
、
こ
の
間
の
出
来
事

は
後
ほ
ど
解
説
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
第
四
回
と
第
五
回
の
間
に
は
連
絡
が
な
く
、

意
識
の
空
白
な
ら
ぬ
記
述
の
空
白
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
、
鶴
間
難
の
場
面
は
孤

立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
記
述
の
空
白
、
意
識
の
空
白
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
い
た
異
界
と
現
世
と
の

境
界
は
、
「
龍
潭
謂
」
で
は
沼
と
い
う
地
形
に
よ
る
境
界
、
さ
ら
に
「
高
野
聖
」
で

は

大
水
や
蛭
の
森
の
よ
う
な
地
形
に
よ
る
境
界
と
、
道
を
横
切
る
長
虫
に
遭

遇
す
る
と
い
っ
た
出
来
事
に
よ
る
境
界
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
ゆ
く
。
記
述
の
空

白
、
意
識
の
空
白
と
い
っ
た
断
絶
に
頼
ら
な
い
境
界
へ
と
変
化
し
て
い
く
の
で
あ

る
。

五
、
鏡
花
と
児
童
文
学

　
な
ぜ
、
鏡
花
は
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
に
向
け
た
文
学
に
、
他
の
作
品
に
先
駆

け
て
異
界
や
〈
母
な
る
者
〉
と
し
て
表
さ
れ
る
女
性
、
ま
た
そ
の
女
性
に
庇
護
さ

れ
る
少
年
と
い
っ
た
モ
一
否
ー
フ
を
用
い
た
の
か
。

　
田
岡
嶺
雲
は
「
鏡
花
の
近
業
」
注
五
の
中
で
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

　
或
は
い
ふ
鏡
花
の
小
説
は
怪
誕
に
し
て
解
す
可
ら
ず
と
、
解
せ
ざ
る
は

解
せ
ざ
る
者
の
罪
に
し
て
鏡
花
の
為
に
非
ざ
る
也
、
今
の
浅
俗
な
る
膚
受

な
る
、
物
質
的
写
実
的
散
文
的
傾
向
が
時
代
の
思
想
を
支
配
す
る
に
際

り
て
、
鏡
花
の
詩
的
幽
玄
と
神
秘
的
深
奥
と
が
解
せ
ら
れ
ざ
る
は
寧
ろ

怪

し
む
に
足
ら
ざ
る
也
、
解
す
る
能
は
ざ
る
も
の
は
解
す
る
能
は
ざ
ら

し
め
よ
、
是
以
て
鏡
花
を
累
す
る
に
足
ら
ざ
る
也
、
（
後
略
）

　
こ
れ
は
鏡
花
が
逗
子
に
転
地
療
養
す
る
一
九
〇
五
年
に
発
表
さ
れ
た
も
の

だ
が
、
「
怪
誕
に
し
て
解
す
可
ら
ず
」
と
評
す
る
向
き
は
、
こ
れ
以
前
に
も
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
子
ど
も
に
向
け
た
文
学
に
お
い
て

も
、
不
思
議
な
話
を
害
と
す
る
よ
う
な
風
潮
は
あ
っ
た
。
巌
谷
小
波
は
、
一
八

九
九
年
一
月
に
博
文
館
か
ら
発
行
し
た
『
世
界
の
始
』
（
『
世
界
お
伽
噺
」
第
一

編
）
の
序
文
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
処
で
世
間
に
は
、
此
の
お
伽
噺
の
真
価
を
解
せ
ず
、
あ
・
云
ふ
根
無
し

事
を
教
へ
る
の
は
、
小
供
の
為
め
に
宜
し
く
成
い
と
か
、
妖
怪
話
や
不
思



議
談
は
、
少
年
教
育
に
害
が
あ
る
な
ど
・
、
窮
屈
な
事
を
云
ふ
人
が
あ
り

ま
す
O
（
後
略
）
注
六

　
こ
れ
が
当
時
の
風
潮
で
あ
っ
た
が
、
鏡
花
に
は
、
「
怪
誕
」
と
評
さ
れ
る
よ
う

な
も
の
も
、
小
波
が
精
力
的
に
お
伽
噺
を
発
表
す
る
子
ど
も
向
け
の
文
学
に

お
い
て
な
ら
、
多
少
な
り
と
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
の
思
惑
が
あ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
「
海
戦
の
余
波
」
を
『
幼
年
玉
手
函
』
叢
書
と
い
う
媒
体
で
発
表
し
た

も
の
の
、
子
ど
も
と
い
う
読
者
対
象
が
鏡
花
に
と
っ
て
枷
に
な
っ
た
の
で
は
な
い

か
。　

鏡
花
は
、
「
海
戦
の
余
波
」
に
お
い
て
三
人
称
に
よ
る
叙
述
を
行
い
、
千
代
太

を
外
側
か
ら
、
し
か
し
あ
く
ま
で
も
千
代
太
に
寄
り
添
う
形
は
崩
さ
ず
に
描

写
し
て
い
る
。
こ
こ
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
外
か
ら
捉
え
た
子
ど
も
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
子
ど
も
を
主
人
公
に
据
え
、
幻
想
味
を
押
し
出
し
た
鏡
花
作

品
に
お
い
て
は
異
例
の
こ
と
で
あ
る
。
子
ど
も
が
主
人
公
、
あ
る
い
は
そ
れ
に

近
い
役
割
を
果
た
す
「
化
鳥
」
「
龍
潭
謂
」
「
薬
草
取
」
（
一
九
〇
三
年
）
な
ど
の
作

品
で
は
、
主
人
公
に
よ
る
一
人
称
叙
述
、
あ
る
い
は
成
長
し
た
主
人
公
に
よ
る

幼
い
頃
を
回
想
し
た
語
り
と
い
う
叙
述
方
法
を
取
る
。
あ
り
の
ま
ま
の
、
そ
こ

に
あ
る
子
ど
も
の
内
面
、
ま
た
は
子
ど
も
の
目
を
通
し
て
見
た
世
界
に
焦
点

を
当
て
て
い
る
の
だ
。
脇
明
子
は
ヲ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
秘
密
』
に
お
い
て
、
「
子
ど
も

の

目
か
ら
見
た
世
界
の
魅
惑
的
な
光
景
を
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
に
か
け
て
、

泉
鏡
花
の
右
に
出
る
作
家
は
あ
ま
り
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
」
注
七
と
、

鏡
花
を
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
、
脇
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
「
子
ど
も
」
は
子
ど

も
時
代
の
鏡
花
で
あ
っ
て
、
「
海
戦
の
余
波
」
の
読
者
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

　
村
松
定
孝
は
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
を
境
に
鏡
花
の
児
童
文
学
が
変
化

す
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
実
際
に
「
海
戦
の
余
波
」
の
よ
う
な
積
極
的
に
行
動
す

る
子
ど
も
を
主
人
公
に
据
え
た
作
品
は
な
く
な
っ
て
い
く
。
そ
の
一
方
で
、
同

年
、
一
般
向
け
の
雑
誌
で
「
照
葉
狂
言
」
「
龍
潭
謂
」
、
翌
年
に
は
「
化
鳥
」
、
翌
々

年
に
は
「
鴬
花
径
」
と
い
っ
た
、
自
ら
の
子
ど
も
時
代
の
体
験
に
基
づ
い
た
、
内

面
的
描
写
の
多
い
作
品
を
発
表
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
、
鏡
花
が
児
童
文
学
を
離
れ
た
要
因
の
一
つ
が
み
て
取
れ
は
し
な
い

だ
ろ
う
か
。
彼
は
自
ら
の
描
き
た
い
子
ど
も
、
即
ち
彼
自
身
の
子
ど
も
時
代
に

根
付
く
も
の
と
、
実
際
の
子
ど
も
読
者
と
の
間
に
齪
酷
を
感
じ
た
の
で
は
な
い

か
。　

当
時
の
児
童
文
学
で
は
、
現
在
よ
り
も
さ
ら
に
教
育
性
が
求
め
ら
れ
、
立

身
出
世
と
い
う
望
み
を
抱
い
て
い
る
よ
う
な
積
極
的
に
行
動
す
る
主
人
公
、
即

ち
千
代
太
の
よ
う
に
「
君
と
国
に
尽
す
」
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
主
人
公
が
必
要

と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
実
際
に
大
部
分
の
子
ど
も
読
者
に
と
っ
て
も
、
立
身
出

世

は
将
来
の
夢
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
鏡
花
は
そ
の
よ
う
な
少
年
像
に

大
き
な
違
和
感
を
抱
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
「
海
戦
の
余
波
」

に

お
い
て
三
人
称
と
い
う
叙
述
方
法
を
取
り
、
主
人
公
と
は
や
や
距
離
を
取
っ

た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
千
代
太
が
分
裂
的
印
象
を
も
つ
こ
と
か
ら
も
明
ら

か
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

九
一



九
二

　
し
か
し
、
一
九
〇
〇
年
以
後
、
鏡
花
は
一
般
向
け
の
雑
誌
で
の
執
筆
を
主
に

す
る
が
、
そ
れ
で
も
度
々
思
い
出
し
た
よ
う
に
子
ど
も
向
け
雑
誌
に
原
稿
を

寄
せ
て
い
る
。
一
九
一
八
年
の
「
赤
い
鳥
」
創
刊
時
に
は
賛
同
者
の
一
人
と
し
て

名
前
を
連
ね
、
さ
ら
に
童
謡
を
寄
せ
て
い
る
。
現
実
の
子
ど
も
を
読
者
と
し
て

想
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
児
童
文
学
に
枷
を
感
じ
な
が
ら
も
、
魅
か
れ
続
け
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

六
、
お
わ
り
に

　
鏡
花
は
「
海
戦
の
余
波
」
と
い
う
児
童
文
学
作
品
に
お
い
て
、
後
の
彼
の
作
品

を
特
徴
づ
け
る
多
く
の
試
み
を
し
た
。
不
安
定
な
印
象
を
与
え
る
が
、
強
さ
と

弱

さ
を
併
せ
も
ち
、
そ
れ
ゆ
え
に
魅
力
的
と
も
い
え
る
少
年
を
主
人
公
と
し

て

登
場
さ
せ
、
そ
の
主
人
公
を
里
ハ
界
へ
と
旅
立
た
せ
る
。
そ
こ
に
は
彼
を
庇
護

す
る
異
界
の
女
性
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
主
人
公
が
憧
れ
る
の
は
、
庇
護
し

て
く
れ
る
異
界
の
女
性
よ
り
も
、
む
し
ろ
海
軍
中
尉
の
父
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え

現
世
と
の
繋
が
り
が
深
い
と
い
う
点
は
、
鏡
花
の
文
学
で
は
特
異
な
こ
と
だ
っ

た
。
そ
れ
は
、
子
ど
も
に
対
し
て
国
に
と
っ
て
有
用
な
人
間
に
な
る
と
い
う
将

来
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
当
時
の
児
童
文
学
の
宿
命
と
い
え
る
だ
ろ

う
。　

ま
た
、
本
作
に
は
、
鏡
花
が
「
高
野
聖
」
等
に
代
表
さ
れ
る
、
き
わ
め
て
幻
想

的
な
作
風
注
八
に
い
た
る
過
渡
期
と
も
い
う
べ
き
特
徴
も
見
受
け
ら
れ
た
。
そ
の

一
つ
が

叙
述
の
方
法
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
三
人
称
に
よ
る
叙

述
を
行
っ
て
い
る
が
、
後
に
他
の
作
品
で
一
人
称
の
叙
述
、
さ
ら
に
語
り
に
よ

る
幻
想
の
叙
述
へ
と
移
っ
て
い
く
。
自
ら
の
経
験
か
ら
創
出
し
た
幻
想
を
語
る

上

で
、
三
人
称
に
よ
る
客
観
的
叙
述
は
相
応
し
く
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
鏡
花
は
児
童
文
学
と
い
う
媒
体
に
お
い
て
、
後
の
鏡
花
作
品
の
特
徴
の
一
つ

と
も
い
え
る
異
界
を
提
示
し
た
。
そ
れ
は
当
時
の
児
童
文
学
が
教
育
性
を
重

視
し
な
が
ら
も
、
不
可
思
議
な
話
を
受
け
入
れ
て
き
た
こ
と
に
も
よ
る
の
で
は

な
い
か
。
鏡
花
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
た
と
え
そ
れ
が
後
の
作
品
と
比
べ
て
拙

い
も
の
で
あ
れ
、
自
ら
の
幻
想
を
遺
憾
な
く
表
現
す
る
た
め
の
き
っ
か
け
を
得

た
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
後
、
現
在
に
至
る
ま
で
読
ま
れ
続
け
る
幻
想
的
な
作

品
を
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

注
一
　
村
松
定
孝
「
泉
鏡
花
解
説
」
（
『
日
本
児
童
文
学
大
系
　
第
四
巻
　
幸
田

　
　
露
伴
　
尾
崎
紅
葉
　
江
見
水
蔭
　
泉
鏡
花
集
』
一
九
七
八
年
＝
月
、

　
　
ほ
る
ぷ
出
版
）
。

注
二
　
筆
者
が
確
認
し
た
文
献
は
、
注
一
に
挙
げ
た
村
松
定
孝
の
文
献
と
次

　
　
に
挙
げ
た
文
献
で
あ
る
。

　
　
村
松
定
孝
「
鏡
花
と
児
童
文
学
」

　
　
藤
本
芳
則
「
泉
鏡
花
「
お
銀
小
銀
」
を
め
ぐ
っ
て
」

　
　
滝
沢
典
子
「
新
童
謡
運
動
と
周
辺
既
成
作
家
（
一
）
1
泉
鏡
花
・
小
川

　
未
明
・
小
山
内
薫
・
柳
沢
健
ー
」

注
三
　
木
村
小
舟
「
改
訂
増
補
少
年
文
学
史
明
治
篇
上
巻
」
。

注
四
　
鏡
花
作
品
か
ら
の
引
用
は
、
以
降
全
て
「
鏡
花
全
集
』
（
岩
波
書
店
）
に



　
　
よ
る
。
ま
た
、
引
用
す
る
際
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

注
五
　
『
天
鼓
』
第
三
号
（
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
三
月
、
北
上
屋
書
店
）
掲

　
　
載
。
引
用
は
、
『
鏡
花
論
集
成
』
（
一
九
八
三
年
八
月
、
立
風
書
房
）
に
よ

　
　
る
。

注
六
　
引
用
は
、
『
日
本
児
童
文
学
大
系
　
第
一
巻
　
巌
谷
小
波
集
』
（
一
九
七

　
　
七
年
＝
月
、
ほ
る
ぷ
出
版
）
に
よ
る
。

注
七
　
引
用
は
、
脇
明
子
ヲ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
秘
密
』
（
一
九
九
一
年
一
一
月
、
沖

　
　
積
舎
）
一
六
五
頁
。

注
八

　
鼎
浦
生
は
「
神
秘
派
と
夢
幻
派
と
空
霊
派
と
（
上
）
」
（
一
九
〇
六
年
二

　
　
月
）
と
題
し
た
評
論
に
お
い
て
、
〈
神
秘
趣
味
〉
が
当
時
の
文
学
に
横
溢
し

　
　
て
い
る
と
し
、
そ
れ
を
〈
神
秘
派
〉
〈
夢
幻
派
〉
〈
空
霊
派
〉
の
三
種
に
分
類
し

　
　
て
い
る
。
鏡
花
は
夏
目
漱
石
と
と
も
に
〈
夢
幻
派
〉
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、

　
　
こ
の
〈
夢
幻
派
〉
の
特
質
は
「
世
の
所
謂
ロ
ー
マ
ン
テ
ッ
ク
の
語
最
も
適
当
に

　
　
之
が

答
解
た
ら
ん
、
空
想
を
重
ん
じ
、
情
意
を
重
ん
じ
、
超
現
実
的
の
観

　
　
想
自
ら
読
者
の
感
興
を
駆
り
て
、
夢
幻
の
場
に
翔
ら
し
め
つ
・
も
、
深
く

　
　
人
生
の
真
実
に
触
る
・
所
あ
り
て
、
何
と
は
な
し
に
沈
痛
の
消
息
を
伝
ふ

　
　
る
所
」
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
鏡
花
の
特
徴
と
し
て
「
人
物
の
性

　
　
格
が
常
に
超
凡
俗
的
な
る
、
ま
た
天
然
と
人
物
と
の
配
合
連
絡
が
常
に

　
　
超
自
然
的
な
る
、
更
に
ま
た
一
篇
の
落
想
即
ち
著
者
の
人
生
観
が
、
常
に

　
　
超
現
実
的
な
る
」
と
、
「
海
異
記
」
を
引
き
合
い
に
論
じ
て
い
る
。
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書
セ
ン
タ
ー
）

藤
本
芳
則
「
泉
鏡
花
「
お
銀
小
銀
」
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
児
童
文
学
研
究
』
第
一
五

号
、
一
九
八
四
年
一
〇
月
、
日
本
児
童
文
学
学
会
）

滝
沢
典
子
「
新
童
謡
運
動
と
周
辺
既
成
作
家
（
一
）
1
泉
鏡
花
．
小
川
未
明
．

小
山
内
薫
・
柳
沢
健
1
」
（
『
学
苑
』
第
四
九
三
号
、
一
九
八
一
年
一
月
、
昭
和

女
子
大
学
近
代
文
化
研
究
所
）

鼎
浦
生
「
神
秘
派
と
夢
幻
派
と
空
霊
派
と
（
上
）
」
（
『
帝
国
文
学
』
第
十
二
巻
第

二
号
、
一
九
〇
六
年
二
月
、
帝
国
文
学
会
、
大
日
本
図
書
）

田
中
励
儀
「
夏
目
漱
石
と
泉
鏡
花
」
（
玉
井
敬
之
編
『
漱
石
か
ら
漱
石
へ
』
二
〇

〇
〇
年
五
月
、
翰
林
書
房
）

※
こ
の
論
考
は
、
修
士
論
文
の
一
部
を
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。


