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一　

花
田
清
輝
の
獅
子
文
六
／
岩
田
豊
雄
評

平
成
二
五
年
四
月
、
ち
く
ま
文
庫
か
ら
新
た
に
獅
子
文
六
﹃
コ
ー

ヒ
ー
と
恋
愛
﹄
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
長
篇
小
説
は
、
原
題
を
﹃
可

否
道
﹄
と
い
い
、﹁
読
売
新
聞
﹂
で
昭
和
三
七
年
一
一
月
二
二
日
か
ら

翌
三
八
年
五
月
二
三
日
ま
で
連
載
さ
れ
、
新
潮
社
よ
り
同
年
八
月
に

単
行
本
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ち
く
ま
文
庫
で
は
改
題
の
経
緯

を
、﹁
一
九
六
九
年
三
月
に
﹃
コ
ー
ヒ
ー
と
恋
愛
（
可
否
道
）﹄
と
改

題
さ
れ
角
川
書
店
よ
り
文
庫
化
﹂
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
に
東

方
社
よ
り
昭
和
四
〇
年
六
月
に
刊
行
さ
れ
た
単
行
本
で
既
に
﹃
コ
ー

ヒ
ー
と
恋
愛
（
可
否
道
）﹄
の
題
目
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。１

ま
た
、
昭
和
三
八
年
一
〇
月
に
公
開
さ
れ
た
映
画
で
は
﹁
可
否
道

よ
り
・
な
ん
じ
ゃ
も
ん
じ
ゃ
﹂
と
タ
イ
ト
ル
が
つ
け
ら
れ
、
当
時
の

新
聞
記
事
２
に
、﹁
松
竹
の
営
業
関
係
者
が
﹁
可
否
道
﹂
と
い
う
原
題

は
一
般
に
わ
か
り
に
く
く
、
売
り
き
れ
な
い
と
い
っ
た
た
め
﹂
獅
子

に
相
談
し
た
こ
と
を
、﹁
原
作
者
み
ず
か
ら
が
映
画
題
名
を
﹁
可
否
道

よ
り
・
な
ん
じ
ゃ
も
ん
じ
ゃ
﹂
と
つ
け
た
の
が
珍
し
い
話
題
﹂
だ
と

書
か
れ
て
い
る
。﹃
コ
ー
ヒ
ー
と
恋
愛
﹄
へ
の
改
題
も
、
同
様
に
、﹁
一

般
に
分
か
り
に
く
﹂
い
と
判
断
さ
れ
て
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
、﹁
一
般
﹂
の
読
者
を
対
象
と
し
た
獅
子
文
六
の
ユ
ー

モ
ア
小
説
は
、
文
壇
に
お
い
て
は
批
評
家
た
ち
の
俎
上
に
上
げ
ら
れ

る
こ
と
が
稀
だ
っ
た
。
こ
れ
に
は
、
既
に
牧
村
健
一
郎
が
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
、﹁
新
聞
や
﹃
主
婦
の
友
﹄
な
ど
婦
人
雑
誌
に
発
表
さ
れ

る
作
品
は
、
大
衆
小
説
、
通
俗
文
学
、
読
み
物
小
説
と
し
て
軽
く
み

〈
老
い
〉
の
中
の
獅
子
文
六
／
岩
田
豊
雄

米

山

大

樹
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ら
れ
て
い
た
﹂
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。３

し
か
し
、
戦
後
、
獅
子
文
六
へ
の
言
及
を
繰
り
返
し
て
い
る
批
評

家
に
、
花
田
清
輝
が
い
る
。

獅
子
文
六
が
﹁
金
色
青
春
譜
﹂（﹁
新
青
年
﹂
昭
和
九
・
一
〇
～
一

二
）
で
小
説
家
と
し
て
出
発
す
る
以
前
に
本
名
の
岩
田
豊
雄
名
義
で

行
っ
て
い
た
演
劇
活
動
、
特
に
処
女
戯
曲
﹁
東
は
東
﹂（﹁
改
造
﹂
昭

和
八
・
二
）
を
評
価
す
る
花
田
４
は
、
ユ
ー
モ
ア
作
家
へ
の
﹁
変
貌
﹂

に
対
す
る
失
望
の
表
明
か
ら
、
獅
子
文
六
へ
の
言
及
を
始
め
る
。

花
田
清
輝
﹁
二
重
人
格
﹂５
は
、﹁﹃
自
由
学
校
﹄
に
つ
い
て
︱
ジ
ー

キ
ル
博
士
と
ハ
イ
ド
氏
の
物
語
﹂と
し
て
﹁
新
日
本
文
学
﹂
昭
和
二
六

年
五
月
号
に
発
表
さ
れ
、﹃
さ
ち
ゅ
り
こ
ん
﹄（
未
来
社
、
昭
和
三
一
・

三
）
収
録
時
に
改
題
さ
れ
た
評
論
で
あ
る
。
こ
こ
で
花
田
は
、
か
つ

て
岩
田
豊
雄
の
創
作
翻
訳
戯
曲
へ
抱
い
た
﹁
讃
嘆
の
念
﹂
を
振
り
返

り
つ
つ
も
、
そ
の
後
の
獅
子
文
六
と
し
て
の
活
動
を
﹁
獅
子
も
老
ゆ

れ
ば
驢
馬
に
劣
る
、
と
い
う
が
、
お
も
え
ば
、
獅
子
文
六
も
、
お
ち

ぶ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
﹂、﹁
わ
た
し
は
、
イ
タ
マ
シ
イ
と
い

う
思
い
な
し
に
、
現
在
の
か
れ
を
な
が
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹂
と

痛
烈
に
批
判
し
、
岩
田
豊
雄
か
ら
獅
子
文
六
へ
の
﹁
変
貌
﹂
を
﹁
ジ
ー

キ
ル
博
士
と
ハ
イ
ド
氏
﹂
の
物
語
に
な
ぞ
ら
え
る
。

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
ン
の
描
い
て
い
る
よ
う
に
、
最
初
、
ジ
ー

キ
ル
博
士
は
、
苦
痛
に
た
え
な
が
ら
、
薬
を
の
み
辛
う
じ
て
ハ

イ
ド
氏
に
変
る
が
、
変
貌
を
重
ね
て
ゆ
く
う
ち
に
、
だ
ん
だ
ん
、

薬
は
不
要
に
な
り
、
つ
い
に
は
、
ぶ
る
ッ
と
身
ぶ
る
い
を
ひ
と

つ
し
た
だ
け
で
も
、
た
ち
ま
ち
ハ
イ
ド
氏
に
変
っ
て
し
ま
う
。

こ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
な
ら
、
も
う
お
し
ま
い
で
あ
る
。﹃
金
色

青
春
譜
﹄
以
来
、﹃
楽
天
公
子
﹄﹃
胡
椒
息
子
﹄﹃
沙
羅
乙
女
﹄
と
、

つ
ぎ
つ
ぎ
に
長
編
小
説
を
書
き
つ
づ
け
て
ゆ
く
う
ち
に
、
次
第

に
岩
田
豊
雄
の
獅
子
文
六
へ
の
変
貌
は
容
易
に
な
り
、
す
で
に

今
日
で
は
、
変
貌
に
伴
う
苦
痛
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
か
れ
は
感
じ

な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
ハ
イ
ド
氏
が
の
さ
ば
れ

ば
、
の
さ
ば
る
ほ
ど
、
ジ
ー
キ
ル
博
士
の
影
は
薄
れ
て
ゆ
く
。

岩
田
豊
雄
か
ら
獅
子
文
六
へ
の
﹁
変
貌
は
容
易
に
な
り
﹂、﹁
変
貌

に
伴
う
苦
痛
﹂
を
感
じ
な
く
な
っ
た
原
因
に
つ
い
て
、
花
田
は
、﹁
か

れ
の
な
か
に
住
ん
で
い
る
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
家
が
通
俗
小
説

家
に
敗
北
し
た
た
め
﹂
だ
と
断
じ
て
い
る
。

以
降
も
花
田
清
輝
は
、﹁
フ
ァ
ル
ス
は
ど
こ
へ
い
っ
た
か
﹂（﹁
文
学

界
﹂
昭
和
三
二
・
三
）、﹁
実
践
者
の
眼
﹂（﹁
文
芸
﹂
昭
和
三
七
・
七
）

等
で
、﹁
東
は
東
﹂
と
そ
の
後
の
獅
子
文
六
と
し
て
の
活
動
に
つ
い
て

の
言
及
を
繰
り
返
す
。
こ
の
花
田
の
見
解
に
変
化
が
見
ら
れ
る
の

は
、
獅
子
文
六
が
没
し
た
翌
年
、﹁
展
望
﹂
昭
和
四
五
年
一
月
号
に
発
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表
さ
れ
た
﹁
大
衆
芸
術
論
﹂６
に
お
い
て
で
あ
る
。

飯
沢
匡
が
獅
子
文
六
に
﹁
わ
た
し
の
小
説
の
主
人
公
は
、
み
ん
な

自
分
と
逆
の
男
で
す
よ
﹂
と
聞
か
さ
れ
た
と
い
う
話
題
か
ら
、
花
田

は
、﹁
そ
の
種
の
作
者
の
セ
リ
フ
を
額
面
ど
お
り
に
受
け
と
る
つ
も

り
な
ど
、
さ
ら
さ
ら
な
い
﹂
と
述
べ
、﹁
二
・
二
六
事
件
を
あ
つ
か
っ

た
、
晩
年
の
傑
作
で
あ
る
﹃
出
る
幕
﹄
と
い
う
小
説
の
主
人
公
に
つ

い
て
﹂、﹁
獅
子
文
六
だ
け
が
、
命
拾
い
し
た
あ
と
の
首
相
の
ト
ラ

ジ
・
コ
ミ
ッ
ク
な
境
遇
を
、
十
分
な
説
得
力
を
も
っ
て
、
過
不
足
な

く
描
き
だ
す
こ
と
が
で
き
た
﹂
と
評
価
し
た
。
日
本
の
小
説
家
に

と
っ
て
﹁
生
き
残
っ
た
首
相
は
、
ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス
の
な
い
か
れ

ら
の
理
解
の
範
囲
を
こ
え
て
い
た
﹂
が
、﹁
獅
子
文
六
が
、
首
相
に
た

い
し
て
同
情
と
理
解
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
﹂
と
い
う
達
成
を
﹁
年

の
功
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、﹁
出
る
幕
﹂
を
う
し
な
っ
た

も
の
の
辛
さ
を
、
身
を
も
っ
て
味
わ
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
か
も

し
れ
な
い
﹂
と
推
察
し
て
い
る
。

﹃
現
代
日
本
文
学
大
系
83
　
森
本
薫
・
木
下
順
二
・
田
中
千
禾

夫
・
飯
沢
匡
﹄（
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
五
・
四
）
の
解
説
文
で
あ
る

﹁
芸
術
と
し
て
の
刺
青
﹂７
に
お
い
て
も
、
花
田
は
獅
子
文
六
の
短
篇

﹁
出
る
幕
﹂
に
触
れ
て
、﹁
晩
年
の
作
品
で
あ
る
﹃
出
る
幕
﹄
と
い
う

小
説
な
ど
を
読
む
と
、
わ
た
し
は
、
い
ち
が
い
に
、
あ
の
﹁
転
向
﹂

を
、
否
定
的
に
だ
け
評
価
す
る
気
に
は
な
れ
な
い
の
だ
﹂
と
述
べ
る
。

花
田
は
、﹁
出
る
幕
﹂
を
飯
沢
匡
の
舞
台
﹃
信
天
翁
﹄
と
比
較
し
て
、

﹁
す
こ
し
も
見
劣
り
が
し
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
ユ
ー
モ
ア

と
憂
鬱
の
点
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
、
は
る
か
に
深
い
も
の
が
あ
る

よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
評
を
、﹁
わ
た
し
の
飯
沢
匡
の

芝
居
に
た
い
す
る
不
満
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、﹃
二
重
人
格
﹄
と
い

う
評
論
の
な
か
で
、
さ
ん
ざ
ん
、
獅
子
文
六
の
小
説
を
コ
キ
お
ろ
し

た
わ
た
し
の
自
己
批
判
で
あ
る
﹂
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
花
田
は

そ
れ
ま
で
の
﹁
イ
タ
マ
シ
イ
と
い
う
思
い
﹂
を
払
拭
し
、
獅
子
文
六

の
晩
年
の
活
動
に
対
す
る
評
価
を
改
め
て
い
る
。

花
田
の
﹁
出
る
幕
﹂
評
は
、
首
相
の
境
遇
に
対
す
る
作
者
の
﹁
同

情
と
理
解
﹂
へ
の
考
察
に
終
始
し
て
い
る
点
で
充
分
な
も
の
と
は
言

え
な
い
な
が
ら
、
獅
子
文
六
の
活
動
を
岩
田
豊
雄
と
し
て
の
演
劇
活

動
と
接
続
し
て
考
え
る
上
で
示
唆
に
富
む
。

本
稿
で
は
、
こ
の
花
田
の
言
及
を
視
座
と
し
つ
つ
、
ユ
ー
モ
ア
作

家
・
獅
子
文
六
／
新
劇
の
第
一
人
者
・
岩
田
豊
雄
と
い
う
二
つ
の
異

な
る
活
動
の
交
錯
点
と
し
て
、
獅
子
文
六
の
晩
年
の
状
況
を
確
認

し
、
そ
の
︿
老
い
﹀
の
中
で
執
筆
さ
れ
た
小
説
﹃
可
否
道
﹄
と
﹁
出

る
幕
﹂
に
検
討
を
加
え
た
い
。

二　

獅
子
文
六
／
岩
田
豊
雄
の
〈
老
い
〉

獅
子
文
六
は
、
昭
和
四
四
年
一
二
月
一
三
日
に
享
年
七
六
で
死
去
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す
る
。
昭
和
四
三
年
に
胆
嚢
炎
を
患
い
、
動
脈
瘤
を
発
見
さ
れ
て
か

ら
の
想
い
を
書
い
た
﹁
手
記
﹂
が
、
没
後
、﹁
文
芸
春
秋
﹂
昭
和
四
五

年
四
月
号
に
発
表
さ
れ
た
。
近
づ
く
死
を
前
に
、
獅
子
は
︿
老
い
﹀

に
つ
い
て
思
索
し
、
長
篇
小
説
の
仕
事
が
あ
る
が
意
欲
が
湧
か
ず
、

﹁
画
家
は
、
老
境
の
よ
さ
も
あ
る
が
、
文
士
の
オ
イ
ボ
レ
は
、
ダ
メ
な

の
で
は
な
い
か
﹂
と
考
え
、﹁
ま
だ
書
き
た
い
と
い
う
気
持
と
、
も
う

ダ
メ
と
思
う
気
持
と
、
二
つ
が
闘
っ
て
﹂
い
て
、﹁
フ
ン
ギ
リ
の
つ
か

ぬ
﹂
こ
と
を
吐
露
し
て
い
る
。

晩
年
の
獅
子
文
六
は
、
老
い
た
身
を
自
嘲
し
た
文
章
を
多
く
残
し

て
い
る
が
、
新
劇
の
第
一
人
者
と
し
て
の
岩
田
豊
雄
の
︿
老
い
﹀
は
、

ユ
ー
モ
ア
作
家
・
獅
子
文
六
の
︿
老
い
﹀
よ
り
も
、
一
足
早
く
訪
れ

た
よ
う
だ
。

岩
田
豊
雄
﹃
新
劇
と
私
﹄（
新
潮
社
、
昭
和
三
一
・
一
二
）８
は
、

﹁
芸
術
新
潮
﹂
で
昭
和
三
〇
年
八
月
か
ら
翌
三
一
年
九
月
ま
で
連
載

さ
れ
た
演
劇
自
伝
﹁
新
劇
﹂
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
最
終

回
﹁
わ
が
老
骨
を
知
る
﹂
の
中
で
、
昭
和
二
九
年
の
岸
田
國
士
の
死

を
契
機
に
、
岸
田
、
久
保
田
万
太
郎
と
共
に
創
立
し
、
そ
れ
ま
で
三

人
で
幹
事
を
続
け
て
き
た
﹁
文
学
座
﹂
へ
の
熱
意
が
減
り
、﹁
文
学
座

に
対
す
る
野
心
、
文
学
座
を
通
じ
て
行
い
た
い
芝
居
の
野
心
が
、

す
っ
か
り
、
消
耗
し
て
し
ま
っ
た
﹂
こ
と
を
﹁
私
の
老
衰
と
考
え
る

ほ
か
な
い
﹂
と
述
べ
る
。
こ
の
﹁
老
衰
﹂
と
は
、﹁〝
劇
場
と
書
斎
〟

の
序
文
を
書
い
た
こ
ろ
か
ら
﹂
始
ま
り
、﹁
年
と
共
に
、
強
ま
っ
て
い

く
﹂、﹁
個
人
と
し
て
、
芝
居
に
接
触
し
た
い
願
望
﹂
の
萌
芽
で
あ
る
。

岩
田
豊
雄
の
劇
評
集
﹃
劇
場
と
書
斎
﹄（
モ
ダ
ン
日
本
社
、
昭
和
一

七
・
六
）９
の
﹁
自
序
﹂
で
は
、
当
時
、
岩
田
が
﹁
二
十
年
間
の
演
劇

生
活
﹂
が
劇
場
と
書
斎
と
間
の
﹁
彷
徨
に
と
ど
ま
る
﹂
の
で
は
な
い

か
と
い
う
疑
問
を
抱
き
は
じ
め
、
次
第
に
﹁
現
実
の
劇
場
な
る
も
の

に
、
以
前
ほ
ど
の
魅
力
を
（
恐
ら
く
不
満
を
も
）
感
じ
な
く
な
っ
て

き
た
。
そ
し
て
、
わ
が
書
斎
の
暗
さ
や
寂
し
さ
が
、
一
向
苦
に
な
ら

な
く
な
っ
て
き
た
﹂
と
、
劇
場
と
い
う
演
劇
の
現
場
か
ら
遠
ざ
か
り

書
斎
に
留
ま
り
が
ち
に
な
っ
た
と
い
う
心
境
の
変
化
が
吐
露
さ
れ
て

い
た
。
ま
た
、﹃
観
覧
席
に
て
﹄（
読
売
新
聞
社
、
昭
和
二
九
・
一
二
）

の
頃
に
は
、
劇
場
と
書
斎
の
ほ
か
に
﹁
観
覧
席
と
い
う
も
の
が
あ
る
﹂

と
気
づ
き
、﹁
彷
徨
﹂
の
後
で
﹁
そ
こ
へ
帰
っ
て
い
く
時
期
が
、
き
た

の
で
あ
ろ
う
か
﹂
と
述
べ
る
。

﹃
可
否
道
﹄
連
載
中
の
昭
和
三
八
年
一
月
に
は
、
芥
川
比
呂
志
・
岸

田
今
日
子
ら
二
九
名
が
﹁
文
学
座
﹂
か
ら
去
り
、
福
田
恆
存
を
指
導

者
と
し
て
劇
団
﹁
雲
﹂
を
結
成
す
る
分
裂
騒
動
が
起
き
た
。
獅
子
も
、

五
月
に
久
保
田
万
太
郎
が
死
去
す
る
と
翌
月
に
は
幹
事
を
辞
し
、
顧

問
と
な
る
。
ま
た
、
こ
の
年
に
は
﹃
岩
田
豊
雄
演
劇
評
論
集
﹄（
新
潮

社
、
昭
和
三
八
・
六
）、﹃
岩
田
豊
雄
創
作
翻
訳
戯
曲
集
﹄（
新
潮
社
、

昭
和
三
八
・
九
）
を
続
け
て
刊
行
す
る
等
、
岩
田
豊
雄
と
し
て
の
活
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動
に
一
区
切
り
つ
け
た
感
が
あ
る
。﹁
新
潮
﹂
昭
和
四
〇
年
七
月
号

に
、﹁
東
は
東
﹂、﹁
朝
日
屋
絹
物
店
﹂（﹁
改
造
﹂
昭
和
九
・
三
）
以
来

三
作
目
の
創
作
戯
曲
と
な
る
狂
言
﹁
鬼
の
始
末
﹂
が
獅
子
文
六
の
名

で
発
表
さ
れ
、
岩
田
豊
雄
と
し
て
の
活
動
は
、
昭
和
四
一
年
に
再
刊

さ
れ
た
﹁
悲
劇
喜
劇
﹂
の
監
修
者
と
し
て
巻
頭
に
随
想
を
寄
せ
て
い

た
こ
と
を
除
い
て
、
限
定
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

一
方
で
、
ユ
ー
モ
ア
小
説
家
と
し
て
の
獅
子
文
六
は
最
晩
年
ま
で

精
力
的
な
活
動
を
続
け
、﹃
父
の
乳
﹄（﹁
主
婦
の
友
﹂
昭
和
四
〇
・
一

～
四
二
・
一
二
）、﹃
但
馬
太
郎
治
伝
﹄（﹁
読
売
新
聞
﹂
昭
和
四
一
・

四
～
九
・
二
三
）
な
ど
の
代
表
的
長
篇
小
説
を
残
し
た
。
し
か
し
、

高
齢
の
影
響
は
、
特
に
新
聞
小
説
連
載
に
お
い
て
表
れ
た
と
い
う
。

﹁
文
学
﹂
昭
和
二
九
年
六
月
号
発
表
の
﹁
新
聞
小
説
私
観
﹂
で
す
で

に
、﹁
た
だ
一
つ
新
聞
小
説
を
書
く
の
に
、
特
別
な
必
要
﹂
と
し
て
、

﹁
体
力
﹂
を
挙
げ
て
い
る
。﹁
一
八
〇
回
か
ら
二
〇
〇
回

︱
い
い
換

え
れ
ば
、
六
ヵ
月
と
か
七
ヵ
月
の
間
、
毎
日
、
欠
か
さ
ず
に
も
の
を

書
く
こ
と
は
、
重
い
苦
労
で
あ
り
、
そ
れ
に
堪
え
る
も
の
は
、
体
力

以
外
に
な
い
﹂
と
言
う
獅
子
は
、﹁
大
体
、
二
年
に
一
度
づ
つ
、
新
聞

小
説
を
書
く
こ
と
に
し
て
い
る
が
、
次
第
に
、
そ
れ
も
重
い
負
担
に

な
り
つ
つ
あ
る
﹂
と
新
聞
小
説
執
筆
に
必
要
な
﹁
体
力
﹂
の
衰
え
を

記
し
て
い
た
が
、﹃
可
否
道
﹄
は
、
ま
さ
に
身
体
的
苦
痛
と
の
格
闘
の

中
で
連
載
さ
れ
た
。

﹃
可
否
道
﹄
連
載
終
了
翌
日
、
昭
和
三
八
年
五
月
二
四
日
の
﹁
読
売

新
聞
﹂
に
掲
載
さ
れ
、
随
筆
集
﹃
町
ッ
子
﹄（
雪
華
社
、
昭
和
三
九
・

一
）
に
収
録
さ
れ
た
﹁﹃
可
否
道
﹄
を
終
え
て
﹂
で
は
、﹁
私
も
戦
前
か

ら
、
ず
い
ぶ
ん
新
聞
小
説
を
書
い
て
る
が
、
今
度
の
よ
う
な
経
験
は
、

最
初
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、病
気
を
し
た
の
で
あ
る
﹂、﹁
今
度
の
﹃
可

否
道
﹄は
異
例
だ
っ
た
。
四
分
の
一
ほ
ど
書
い
た
こ
ろ
か
ら
、胃
の
ぐ

あ
い
が
悪
く
な
っ
た
﹂
と
不
調
を
明
か
し
、﹁
古
稀
の
老
人
が
新
聞
小

説
を
書
く
と
い
う
こ
と
﹂
の
﹁
ム
リ
﹂
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。

し
か
し
、
考
え
て
み
る
と
、
古
稀
の
老
人
が
新
聞
小
説
を
書

く
と
い
う
こ
と
自
体
に
、
ム
リ
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
一

日
の
休
み
な
く
、
原
稿
を
書
く
と
い
う
の
は
、
病
中
で
な
く
て

も
、
難
行
で
あ
っ
て
、
新
聞
小
説
は
、
五
十
代
ま
で
の
体
力
に

し
て
、
適
応
度
を
も
つ
よ
う
な
気
が
す
る
。
今
後
、
新
聞
に
書

く
場
合
は
、
よ
ほ
ど
方
法
を
改
め
る
べ
き
だ
と
、
自
戒
し
て
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
コ
ー
ヒ
ー
小
説
だ
け
は
、
も
う
コ
リ
た
。

こ
れ
は
、
獅
子
文
六
に
と
っ
て
、︿
老
い
﹀
を
自
覚
す
る
契
機
で

あ
っ
た
。
同
﹃
町
ッ
子
﹄
所
収
の
﹁
老
人
宣
告
﹂
で
は
、﹃
可
否
道
﹄

執
筆
中
の
体
調
悪
化
を
、﹁
正
月
あ
た
り
か
ら
、
体
の
調
子
が
、
狂
っ

て
﹂、
以
後
も
﹁
胃
か
心
臓
か
、
ど
ち
ら
が
悪
い
の
か
わ
か
ら
ず
、
不
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安
に
襲
わ
れ
﹂、﹁
四
月
ご
ろ
か
ら
、
胃
に
食
物
が
停
滞
す
る
感
じ
で
、

殊
に
、
食
後
二
、
三
時
間
後
に
不
快
感
が
起
り
、
嘔
気
が
す
る
こ
と

さ
え
﹂
あ
っ
た
と
詳
細
に
記
し
た
上
で
、﹁
そ
れ
で
も
、
文
士
な
ぞ
と

い
う
も
の
は
、
哀
れ
な
商
売
で
、
新
聞
の
執
筆
中
は
、
ロ
ク
に
医
者

通
い
も
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
気
分
が
悪
い
か
ら
、
執
筆
も
身
が

入
ら
ず
、
あ
ん
な
苦
し
い
仕
事
は
、
初
め
て
で
し
た
﹂
と
述
懐
し
て

い
る
。
前
年
の
昭
和
三
七
年
に
古
稀
を
迎
え
て
も
﹁
老
人
ら
し
か
ら

ぬ
思
慮
と
感
情
の
持
主
﹂
で
﹁
一
向
、
自
分
が
老
人
の
よ
う
な
気
が

し
な
か
っ
た
﹂
と
い
う
獅
子
だ
っ
た
が
、﹁
警
鐘
が
遂
に
鳴
り
ま
し

た
。
も
う
、
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ガ
タ
ガ
タ
に
、
タ
ガ
の
ゆ
る
ん

で
き
た
自
分
の
老
体
を
認
め
、
ま
た
、
老
衰
の
余
生
を
、
で
き
る
だ

け
平
和
に
、
幸
福
に
送
る
こ
と
を
、
考
え
る
外
な
い
の
で
す
﹂
と
、

︿
老
い
﹀
に
よ
る
身
体
的
な
痛
み
を
実
感
し
、﹁
よ
し
、
お
れ
は
、
老

人
に
な
っ
て
や
る
ぞ
﹂
と
い
う
﹁
決
心
﹂
が
生
れ
た
こ
と
を
認
め
て

い
る
。

花
田
清
輝
が
、
岩
田
豊
雄
／
獅
子
文
六
の
﹁
変
貌
﹂
を
、﹁
変
貌
を

重
ね
て
ゆ
く
う
ち
に
、
薬
は
不
要
に
な
り
、
つ
い
に
は
、
ぶ
る
ッ
と

身
ぶ
る
い
を
ひ
と
つ
し
た
だ
け
﹂
で
変
っ
て
し
ま
う
と
い
う
二
重
人

格
に
譬
え
て
﹁
す
で
に
今
日
で
は
、
変
貌
に
伴
う
苦
痛
な
ど
、
ほ
と

ん
ど
か
れ
は
感
じ
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
﹂
と
指
摘
し
た

こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
だ
が
、
晩
年
の
ユ
ー
モ
ア
作
家
獅
子
文
六
は
、

︿
老
い
﹀
の
中
で
、
花
田
の
譬
え
た
そ
れ
と
は
別
の
痛
み
を
感
じ
な
が

ら
、﹃
可
否
道
﹄
を
執
筆
し
て
い
た
。

三　
『
可
否
道
』

北
村
美
憲
は
獅
子
文
六
作
品
の
特
徴
を
﹁
様
式
へ
の
固
執
﹂
と
論

じ
    10
、
平
野
謙
は
松
本
清
張
と
の
対
談
に
お
い
て
﹁
た
と
え
ば
大
佛

次
郎
さ
ん
、
獅
子
文
六
さ
ん
の
新
聞
小
説
を
ぼ
く
は
注
意
し
て
ず
つ

と
読
ん
で
き
た
わ
け
じ
や
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
あ
こ
れ
は
大
佛
次
郎

風
、
こ
れ
は
獅
子
文
六
風
の
も
の
だ
と
い
う
型
が
は
つ
き
り
出
て
い

る
と
思
う
。
そ
の
型
の
た
め
に
今
の
マ
ス
・
コ
ミ
に
受
け
て
い
る
わ

け
で
す
よ
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
が

    11
、
こ
れ
ら
の
評
の
後
に
発
表
さ

れ
た
﹃
可
否
道
﹄
で
は
、
そ
の
題
名
の
通
り
、﹁
様
式
﹂、﹁
型
﹂
と

い
っ
た
も
の
に
固
執
す
る
様
が
諷
刺
さ
れ
て
い
る
。

作
中
の
﹁
日
本
可
否
会
（
通
称
、
可
否
会
）﹂
は
、﹁
新
興
宗
教
め

い
た
名
前
で
あ
る
が
、
実
は
、
コ
ー
ヒ
ー
好
き
、
コ
ー
ヒ
ー
通
の
集

ま
り
﹂
で
あ
る
。
こ
の
名
称
は
、
会
長
の
菅
貫
一
が
﹁
コ
ー
ヒ
ー
な

ん
て
も
の
は
、
可
否
の
ど
ち
ら
か
だ
か
ら
な
。
わ
れ
わ
れ
同
志
が
、

い
つ
も
探
求
し
て
い
る
の
は
、
味
の
可
否
で
あ
っ
て
、
ア
イ
マ
イ
は

許
さ
れ
な
い
﹂
と
提
唱
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
。﹁
教
祖
的
傾
向
が

強
く
、
コ
ー
ヒ
ー
豆
を
生
き
物
と
し
て
扱
い
、
う
ま
く
コ
ー
ヒ
ー
を

い
れ
る
の
は
、
愛
情
で
あ
り
、
奉
仕
で
あ
る
と
考
え
て
る
﹂
人
物
と
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し
て
紹
介
さ
れ
る
。
菅
の
こ
の
よ
う
な
﹁
教
祖
的
傾
向
﹂
は
、﹁
実
を

い
う
と
、
十
年
前
に
、
細
君
に
死
な
れ
て
か
ら
の
こ
と
﹂
で
、﹁
可
否

会
の
会
員
も
、
表
面
で
は
、
会
長
と
呼
ん
で
も
、
蔭
に
回
る
と
〝
亡

妻
家
〟
と
、
悪
口
を
い
っ
た
﹂
と
書
か
れ
、
コ
ー
ヒ
ー
の
﹁
可
否
﹂

の
探
求
は
、﹁
う
ま
い
コ
ー
ヒ
ー
の
味
が
出
た
と
思
う
時
は
、
仏
壇
に

供
え
る
﹂
ほ
ど
、
亡
妻
へ
の
感
傷
に
結
び
付
け
ら
れ
る
。

ま
た
、﹃
可
否
道
﹄
に
お
い
て
、
コ
ー
ヒ
ー
と
同
様
に
、
精
神
主
義

に
よ
る
様
式
性
を
諷
刺
さ
れ
て
い
る
の
が
、
演
劇
、
と
り
わ
け
新
劇

で
あ
る
。

主
人
公
の
坂
井
モ
エ
子
に
と
っ
て
、
良
人
の
﹁
ベ
ン
ち
ゃ
ん
﹂
こ

と
塔
之
本
勉
は
﹁
純
粋
で
、
真
実
で
、
最
高
級
の
演
劇
で
あ
る
新
劇

の
化
身
に
、
相
当
﹂
す
る
。
モ
エ
子
は
、﹁
今
で
こ
そ
、
彼
女
も
、
テ

レ
ビ
で
荒
か
せ
ぎ
を
し
て
る
け
れ
ど
、
新
劇
は
、
彼
女
の
故
郷
で
あ

り
、
思
い
切
れ
な
い
恋
人
な
の
で
あ
る
﹂、﹁
勉
君
と
結
ば
れ
、
共
に

生
活
し
て
る
と
、
彼
女
と
し
て
は
、
ま
だ
、
新
劇
と
ほ
ん
と
に
絶
縁

し
て
は
い
な
い
と
い
う
安
心
さ
え
、
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
﹂
と
、

新
劇
へ
の
未
練
の
た
め
に
勉
と
結
ば
れ
て
い
る
の
だ
。

こ
の
二
人
の
間
に
訪
れ
る
不
和
の
元
凶
で
あ
り
、
モ
エ
子
の
恋
敵

と
な
る
新
劇
団
﹁
新
潮
﹂
の
研
究
生
丹
野
ア
ン
ナ
も
ま
た
、﹁
自
分

を
、
新
劇
の
殉
教
者
と
思
っ
て
、
そ
の
誇
り
に
生
き
て
る
﹂
と
い
う

新
劇
信
者
だ
っ
た
。
ア
ン
ナ
と
塔
之
本
勉
は
﹁
新
劇
意
欲
﹂
の
賛
同

者
と
し
て
接
近
し
、
遂
に
勉
は
ア
ン
ナ
と
の
同
居
を
始
め
る
。
だ
が
、

テ
レ
ビ
へ
の
出
演
を
増
や
す
ア
ン
ナ
は
、﹁
新
劇
の
理
想
﹂
か
ら
、

﹁
テ
レ
ビ
の
野
望
﹂
へ
と
乗
り
替
え
る
。
彼
女
は
、﹁
塔
之
本
さ
ん
と

世
帯
を
持
っ
て
か
ら
、
パ
ッ
と
、
変
っ
ち
ゃ
っ
た
の
。
新
劇
精
神
な

ん
て
、
マ
ヤ
カ
シ
の
よ
う
な
気
が
し
て
き
た
の
。
マ
ヤ
カ
シ
で
な
け

れ
ば
、
セ
ン
チ
な
夢
よ
﹂
と
、
新
劇
は
﹁
マ
ヤ
カ
シ
﹂﹁
セ
ン
チ
な

夢
﹂
の
よ
う
な
感
傷
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
言
う
の
で
あ

る
。一

方
、
丹
野
ア
ン
ナ
の
売
り
込
み
に
奔
走
す
る
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の

飯
島
も
ま
た
、﹁
夢
の
男
だ
っ
た
﹂
と
さ
れ
、
こ
の
ア
ン
ナ
と
飯
島
に

つ
い
て
、
モ
エ
子
は
﹁
テ
レ
ビ
・
タ
レ
ン
ト
の
運
命
な
ん
て
、
ハ
カ

な
い
も
の
な
の
に
︙
︙
﹂
と
﹁
実
感
を
こ
め
て
、
つ
ぶ
や
﹂
き
、
勉

も
ま
た
﹁
飯
島
君
は
、
ア
ン
ナ
に
打
ち
込
ん
で
る
ん
だ
。
ち
ょ
う
ど
、

新
劇
女
優
と
し
て
、
ぼ
く
が
彼
女
に
打
ち
込
ん
だ
よ
う
に
ね
︙
︙
﹂

と
言
う
。
こ
れ
ら
の
﹁
実
感
﹂
が
的
を
射
て
い
れ
ば
、
新
劇
か
ら
テ

レ
ビ
に
舞
台
を
移
し
て
も
、
そ
こ
を
支
配
し
て
い
る
の
は
ア
ン
ナ
が

指
摘
し
た
新
劇
の
﹁
マ
ヤ
カ
シ
﹂﹁
セ
ン
チ
な
夢
﹂
と
変
ら
な
い
、
一

種
の
幻
影
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

結
末
部
に
お
い
て
、﹁
男
っ
て
奴
は
、
ど
い
つ
も
こ
い
つ
も
、
コ
ー

ヒ
ー
好
き
の
イ
ヤ
シ
ン
ボ
で
、
エ
ゴ
イ
ス
ト
で
、
あ
た
し
の
コ
ー

ヒ
ー
が
目
的
で
、
結
婚
し
よ
う
な
ん
て
、
い
い
出
す
ん
だ
わ
。
誰
が
、
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そ
の
手
に
乗
る
も
ん
で
す
か
！
﹂
と
言
う
モ
エ
子
は
、﹁
生
涯
、
イ
ン

ス
タ
ン
ト
以
外
は
、
コ
ー
ヒ
ー
に
手
を
出
さ
ぬ
決
心
﹂
で
、
可
否
会

に
も
脱
会
届
を
出
す
。﹃
可
否
道
﹄
が
、
後
年
、﹃
コ
ー
ヒ
ー
と
恋
愛
﹄

と
改
題
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
モ
エ
子
の
コ
ー
ヒ
ー
と
恋

愛
に
対
す
る
決
心
は
明
確
だ
。
彼
女
は
、
コ
ー
ヒ
ー
を
捨
て
、
純
粋

な
恋
愛
を
求
め
る
た
め
に
、
現
在
の
関
係
か
ら
脱
す
る
。

で
は
、
演
劇
に
つ
い
て
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
モ
エ
子
は
、﹁
も

う
一
度
、
テ
レ
ビ
・
タ
レ
ン
ト
と
し
て
奮
起
す
る
た
め
に
、
烈
々
た

る
決
意
を
燃
や
し
﹂、﹁
外
国
の
ワ
キ
役
女
優
の
演
技
を
、
一
生
懸
命

に
、
見
て
﹂
く
る
た
め
の
洋
行
を
決
断
す
る
。
序
盤
か
ら
語
ら
れ
て

い
た
様
に
、
洋
行
と
い
う
、
モ
エ
子
の
﹁
大
き
な
夢
の
一
つ
﹂
は
﹁
す

べ
て
の
新
劇
人
の
夢
﹂
で
も
あ
っ
た
。
モ
エ
子
に
と
っ
て
も
、
勉
君

と
夫
婦
二
人
で
行
く
も
の
と
し
て
、
ま
た
、﹁
そ
の
つ
い
で
に
、
各
国

の
コ
ー
ヒ
ー
、
こ
と
に
、
ウ
ィ
ン
の
コ
ー
ヒ
ー
を
、
飲
ん
で
き
た
い
﹂

と
い
う
願
望
と
共
に
あ
っ
た
も
の
だ
。

モ
エ
子
を
見
送
る
た
め
羽
田
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ビ
ル
に
は
旧
友

が
集
い
、
飯
島
と
連
れ
立
つ
ア
ン
ナ
や
、
菅
に
可
否
会
へ
の
入
会
を

頼
ま
れ
る
勉
と
い
っ
た
光
景
を
前
に
、﹁
そ
ん
な
異
様
な
現
象
か
ら
、

一
切
、
超
越
し
た
よ
う
な
、
晴
れ
晴
れ
と
し
た
顔
﹂
を
し
た
モ
エ
子

は
見
送
り
人
に
頭
を
下
げ
る
。
感
傷
に
支
え
ら
れ
た
友
人
た
ち
の
繰

り
広
げ
る
﹁
異
様
な
現
象
﹂
か
ら
﹁
晴
れ
晴
れ
と
し
た
顔
﹂
で
退
場

し
て
い
く
モ
エ
子
の
行
く
先
は
、
新
劇
と
コ
ー
ヒ
ー
と
結
び
つ
い
た

夢
で
あ
っ
た
も
の
と
同
じ
形
を
と
る
。
こ
の
捩
じ
れ
を
か
き
消
す
よ

う
な
﹁
モ
エ
子
女
子
、
万
歳
！
﹂
の
大
声
が
響
く
中
で
、﹃
可
否
道
﹄

の
幕
は
閉
じ
ら
れ
る
。

四　
「
出
る
幕
」

獅
子
文
六
が
﹁
小
説
新
潮
﹂
昭
和
四
一
年
一
月
号
に
発
表
し
た

﹁
出
る
幕
﹂
は
、
二
・
二
六
事
件
の
岡
田
啓
介
を
モ
デ
ル
に
し
た
短
篇

小
説
で
、
ク
ー
デ
タ
ー
の
後
を
生
き
残
っ
た
首
相
の
幸
運
と
、
予
期

せ
ぬ
生
還
に
ホ
ン
モ
ノ
の
首
相
で
あ
る
は
ず
が
﹁
出
る
幕
﹂
を
失
っ

て
し
ま
う
彼
の
悲
運
を
描
く
。

﹁
出
る
幕
﹂
発
表
前
、
昭
和
四
〇
年
六
月
二
一
日
発
行
の
﹁
週
刊
朝

日
﹂
に
、
獅
子
文
六
は
﹁
真
贋
問
答
﹂
と
い
う
随
筆
を
載
せ
て
い
る
。

こ
こ
で
獅
子
は
、
臼
井
吉
見
と
大
宅
壮
一
が
対
談
の
中
で
﹁
今
の
世

の
人
物
の
ニ
セ
モ
ノ
と
ホ
ン
モ
ノ
を
論
じ
﹂
て
い
た
こ
と
に
触
れ

て
、﹁
ニ
セ
モ
ノ
は
一
目
で
、
露
見
す
る
そ
う
だ
が
、
え
ら
い
も
の
で

あ
る
﹂
と
い
う
皮
肉
を
述
べ
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

そ
う
で
は
な
く
て
、
あ
の
作
家
の
資
質
は
ホ
ン
モ
ノ
か
、
ニ

セ
モ
ノ
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
は
大
変
微
妙
で
あ

る
。
見
渡
し
た
と
こ
ろ
百
パ
ー
セ
ン
ト
、
ホ
ン
モ
ノ
と
い
う
人
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も
、
ニ
セ
モ
ノ
と
い
う
人
も
、
少
な
い
で
は
な
い
か
。
多
く
の

作
家
は
混
合
体
で
あ
り
、
複
合
体
で
あ
っ
て
、
い
ち
い
ち
そ
の

比
率
を
分
析
す
る
と
な
っ
た
ら
、
批
評
家
も
大
骨
折
り
だ
ろ

う
。美

術
品
と
ち
が
っ
て
、
文
芸
作
家
の
真
贋
に
私
は
興
味
は
な

い
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
自
分
の
こ
と
だ
け
は
、
ち
ょ
っ
と
知
っ
て

置
き
た
い
。
私
は
自
分
が
ホ
ン
モ
ノ
だ
な
ぞ
と
、
自
信
は
持
て

ぬ
が
、
さ
り
と
て
、
ま
っ
赤
な
ニ
セ
モ
ノ
で
あ
る
と
も
考
え
た

く
な
い
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
一
割
く
ら
い
ホ
ン
モ
ノ
が
混
じ
っ

て
る
か
と
、
ウ
ヌ
ボ
レ
る
の
だ
が
、
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
を
、
臼

井
、
大
宅
両
氏
に
、
鑑
定
を
煩
わ
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

獅
子
が
こ
こ
で
書
い
て
い
る
﹁
混
合
体
﹂﹁
複
合
体
﹂
と
し
て
の

﹁
真
贋
﹂
は
、﹃
可
否
道
﹄
に
お
け
る
、﹁
わ
れ
わ
れ
同
士
が
、
い
つ
も

探
求
し
て
い
る
の
は
、
味
の
可
否
で
あ
っ
て
、
ア
イ
マ
イ
は
許
さ
れ

な
い
﹂
と
い
う
菅
会
長
の
提
唱
に
対
峙
す
る
も
の
で
あ
り
、﹁
様
式
﹂

や
﹁
型
﹂
へ
の
固
執
に
対
す
る
諷
刺
の
方
向
性
を
想
起
さ
せ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
﹁
真
贋
﹂
観
は
、﹁
出
る
幕
﹂
に
お
け
る
﹁
ホ
ン

モ
ノ
﹂
と
﹁
代
役
﹂
の
首
相
の
問
題
に
お
い
て
、﹁
レ
ッ
キ
と
し
た
生

者
で
あ
り
、
現
首
相
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂﹁
ホ
ン
モ
ノ
﹂
が
﹁
前

首
相
で
あ
り
亡
者
﹂
と
見
な
さ
れ
る
と
い
う
展
開
に
表
れ
て
い
る
。

﹁
出
る
幕
﹂
は
﹁
一
﹂
か
ら
﹁
四
﹂
の
四
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

﹁
一
﹂
で
は
、﹁
彼
﹂
と
呼
ば
れ
る
老
人
が
官
邸
で
闖
入
者
に
襲
撃
さ

れ
る
も
、
義
弟
の
松
波
源
蔵
が
身
代
わ
り
と
な
っ
た
こ
と
で
助
か

り
、﹁
何
か
、
お
か
し
な
芝
居
で
も
見
て
る
よ
う
な
、
心
の
余
裕
が
出

て
き
た
﹂
と
こ
ろ
ま
で
が
書
か
れ
る
。﹁
二
﹂
に
移
る
と
、﹁
以
上
が

冒
頭
で
あ
っ
て
、〝
彼
〟
と
い
う
の
は
、
あ
の
事
件
の
時
の
首
相
、
緒

方
貞
輔
の
こ
と
な
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
誰
も
知
っ
て
る
成

行
き
だ
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
、
読
者
に
気
を
持
た
せ
る
よ
う
な
方
法
で
、

書
い
て
み
た
に
過
ぎ
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
が
書
き
手
に
よ
っ
て
打
ち

明
け
ら
れ
、
そ
の
後
の
緒
方
の
幸
運
が
説
明
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
よ

う
な
、﹁
読
者
﹂
を
意
識
し
、﹁
気
を
持
た
せ
﹂
よ
う
と
す
る
書
き
手

は
、﹁
三
﹂
で
は
、
緒
方
が
自
身
へ
の
弔
問
客
を
装
い
官
邸
を
抜
け
出

し
た
場
面
を
﹁
二
流
ス
リ
ラ
ー
作
家
の
書
き
そ
う
な
、
筋
書
き
﹂
と

し
つ
つ
、﹁
芝
居
の
〝
勧
進
帳
〟
の
弁
慶
の
手
口
を
、
踏
襲
し
た
わ
け

で
あ
る
。
も
し
、
歩
哨
の
兵
隊
が
烱
眼
だ
っ
た
ら
、
こ
ん
な
芝
居
が

通
る
わ
け
な
い
の
だ
が
、
そ
の
時
の
緒
方
は
、
満
身
に
幸
運
を
背

負
っ
て
い
る
か
ら
、
み
ご
と
に
成
功
し
た
﹂
と
書
く
。
注
目
す
べ
き

は
、
書
き
手
が
、﹁
お
か
し
な
芝
居
﹂
や
﹁
二
流
ス
リ
ラ
ー
﹂、﹁
勧
進

帳
﹂
と
い
っ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
見
立
て
る
比
喩
を
通
し
て
、
小
説

よ
り
も
奇
な
る
も
の
と
し
て
こ
の
事
件
を
﹁
読
者
﹂
に
示
し
て
い
く

こ
と
だ
。
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最
終
部
と
な
る
﹁
四
﹂
で
は
、
ま
ず
、﹁
自
分
が
他
人
の
眼
に
、
ど

う
映
っ
て
る
か
﹂
を
知
り
得
な
い
緒
方
を
と
り
ま
い
て
い
た
、﹁
国

民
﹂
の
感
情
の
流
れ
が
解
説
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、﹁
誰
も
彼
も
、
彼
に

同
情
し
な
い
者
は
な
か
っ
た
﹂、﹁
あ
の
四
日
間
を
、
何
と
も
い
え
ぬ

不
安
の
圧
迫
で
、
呼
吸
も
つ
ま
る
気
持
の
う
ち
に
、
送
っ
た
﹂
と
い

う
﹁
国
民
﹂
が
、﹁
鎮
定
と
聞
い
た
時
は
、
何
人
も
、
ホ
ッ
と
一
息
つ

い
た
の
だ
が
﹂、
緒
方
首
相
の
生
存
が
確
認
さ
れ
る
と
、﹁
た
だ
、
ポ

カ
ン
と
、
拍
子
抜
け
が
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
、
あ

ま
り
に
多
く
の
同
情
を
、
緒
方
に
注
い
で
い
た
た
め
に
、
彼
等
の
感

情
が
進
退
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
そ
れ
に
続
け
て
、﹁
当
時
駆
出
し
の
ユ
ー
モ
ア
作
家
獅
子

文
六
﹂
の
反
応
が
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

当
時
駆
出
し
の
ユ
ー
モ
ア
作
家
獅
子
文
六
は
、
号
外
を
見
て
、

﹁
何
、
緒
方
が
生
き
て
た
？
﹂

と
、
抱
腹
絶
倒
し
て
、
い
つ
ま
で
も
、
笑
い
が
止
ま
ら
な

か
っ
た
。

総
理
大
臣
が
難
を
免
れ
た
こ
と
が
、
可
笑
し
い
わ
け
で
は
な

い
。
そ
の
こ
と
自
身
に
、
何
も
滑
稽
を
生
む
条
件
は
な
い
。
し

か
し
、
意
外
な
顛
末
に
よ
っ
て
、
極
限
の
緊
張
が
解
か
れ
た
人

間
は
、
ゲ
ラ
ゲ
ラ
笑
う
よ
り
外
に
、
方
法
を
知
ら
ぬ
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
花
田
清
輝
が
﹁
大
衆
文
化
論
﹂
で
﹁
生
き
残
っ
た
首
相

は
﹂﹁
理
解
の
範
囲
を
こ
え
て
い
た
﹂
と
述
べ
て
い
た
、﹁
ユ
ー
モ
ア

の
セ
ン
ス
の
な
い
﹂
小
説
家
た
ち
の
反
応
そ
の
も
の
で
あ
る
。
一
方
、

﹁
出
る
幕
﹂
の
書
き
手
は
、
首
相
の
内
心
を
推
し
測
り
な
が
ら
解
説
を

加
え
て
お
り
、
確
か
に
﹁
理
解
と
同
情
を
示
す
﹂
と
考
え
得
る
か
も

知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
﹁
出
る
幕
﹂
で
は
、
書
き
手
の
﹁
理
解

と
同
情
﹂
と
は
別
に
、
首
相
と
対
峙
し
無
慈
悲
な
宣
告
を
す
る
老
人

が
登
場
す
る
。

閣
議
に
出
た
緒
方
を
待
っ
て
い
た
の
は
、﹁
首
相
が
二
人
い
る
﹂
こ

と
が
、﹁
常
識
で
考
え
れ
ば
、
ホ
ン
モ
ノ
が
出
て
き
た
ら
、
そ
れ
で
済

む
わ
け
だ
が
、
法
規
を
タ
テ
に
と
れ
ば
、
厄
介
な
問
題
に
な
る
﹂
と

い
う
、﹁
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
が
、
コ
ン
ガ
ラ
が
っ
て
る
﹂
事
態
で
あ

る
。
憤
慨
し
、
席
を
外
し
た
緒
方
は
、
便
所
へ
向
か
い
な
が
ら
﹁（
わ

し
は
、
一
体
、
生
き
と
る
の
か
。
死
ん
ど
る
の
か
。）﹂
と
不
思
議
に

思
う
。
そ
れ
は
、
彼
が
﹁
自
嘲
と
か
ア
イ
ロ
ニ
イ
を
愉
し
む
性
癖
が

な
か
っ
た
か
ら
、
そ
ん
な
考
え
が
浮
か
ぶ
の
も
、
頭
が
お
か
し
く

な
っ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
﹂
と
説
明
さ
れ
る
。
緒
方
が
便
所
に
着

く
と
、
ひ
と
り
の
﹁
黒
い
セ
ビ
ロ
を
着
た
男
﹂
が
先
客
と
し
て
い
る
。

緒
方
の
知
ら
な
い
﹁
顔
も
体
も
シ
ナ
び
た
、
陰
気
な
、
安
っ
ぽ
い
老

人
﹂
だ
。

老
人
は
、﹁
ご
心
中
、
お
察
し
申
し
上
げ
ま
す
﹂
と
、﹁
不
思
議
な
﹂
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﹁
平
板
と
い
う
の
か
、
機
械
的
と
い
う
の
か
、
同
情
の
言
葉
を
述
べ
な

が
ら
、
感
情
の
湿
り
が
、
全
然
な
い
﹂
声
を
緒
方
に
か
け
る
。
老
人

は
、﹁
閣
下
は
、
亡
者
な
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
。
閣
下
の
生
命
は
、
二
月

二
十
六
日
の
朝
に
終
っ
て
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
﹂
と
緒
方
に
告
げ
、

次
の
よ
う
な
二
人
の
会
話
が
進
行
す
る
。

﹁
閣
下
は
、
演
劇
に
興
味
を
、
お
持
ち
に
な
り
ま
せ
ん
か
﹂

﹁
つ
ま
ら
ん
こ
と
を
訊
く
ね
。
わ
し
ゃ
ア
芝
居
な
ぞ
︙
︙
﹂

﹁
ま
ア
、
お
聞
き
下
さ
い
。
芝
居
で
は
、
役
者
の
出
る
幕
と
い

う
も
の
が
、
き
ま
っ
て
い
ま
す
。
前
の
幕
で
殺
さ
れ
た
役
者
は
、

も
う
出
る
幕
が
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
﹂

﹁
そ
れ
が
、
ど
う
し
た
と
い
う
の
だ
﹂

﹁
お
わ
か
り
に
な
り
ま
せ
ん
か
。
出
る
幕
で
も
な
い
の
に
、
閣

下
が
舞
台
に
お
立
ち
に
な
る
と
、
見
物
が
承
知
し
ま
せ
ん
。
芝

居
が
メ
チ
ャ
ク
チ
ャ
に
な
る
か
ら
で
す
﹂

﹁
見
物
な
ぞ
は
、
ど
う
で
も
い
い
。
国
家
が
大
切
だ
﹂

﹁
そ
う
は
参
り
ま
せ
ん
。
見
物
あ
っ
て
の
劇
場
で
あ
り
、
芝
居

な
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
。
現
に
、
西
溜
り
の
間
で
、
閣
僚
の
あ
る

分
子
が
、
閣
下
の
生
存
に
反
感
を
示
し
た
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん

か
。
あ
れ
も
、
見
物
の
心
理
を
、
代
表
し
て
る
ん
で
す
よ
﹂

﹁
君
、
怪
し
か
ら
ん
ぞ
。
立
ち
聞
き
を
し
た
な
﹂

﹁
飛
ん
で
も
な
い
。
私
は
、
た
だ
、
何
で
も
知
っ
て
る
人
間
に

過
ぎ
ま
せ
ん
︙
︙
。
そ
れ
よ
り
も
、
閣
下
、
早
く
決
断
を
な
さ

い
ま
せ
ん
と
、
収
拾
の
つ
か
ん
事
態
に
な
り
ま
す
ぞ
。
日
本
に

と
っ
て
、
重
大
極
ま
る
瞬
間
で
す
。
悠
々
と
小
便
な
ぞ
な
さ
る

時
で
は
あ
り
ま
せ
ん
﹂

　緒
方
と
﹁
た
だ
、
何
で
も
知
っ
て
る
人
間
に
過
ぎ
ま
せ
ん
﹂
と
い

う
老
人
と
の
会
話
の
み
が
続
く
中
で
、
常
識
や
国
家
の
あ
り
方
よ
り

も
﹁
芝
居
﹂
の
成
立
と
そ
れ
を
取
り
囲
む
﹁
見
物
﹂
の
眼
差
し
が
優

先
さ
れ
る
と
い
う
演
劇
の
理
屈
、
い
わ
ば
虚
構
の
上
で
の
真
実
を
老

人
は
緒
方
に
告
げ
る
。
そ
し
て
、﹁
閣
下
の
生
き
て
ら
っ
し
ゃ
る
の

は
、
楽
屋
の
中
だ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
舞
台
で
は
、
も
う
、
出
る
幕

が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
﹂、﹁
そ
の
う
ち
に
、
次
の
狂
言
が
始
ま
る
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。
閣
下
の
出
る
幕
が
、
開
か
な
い
と
も
限
り
ま
せ
ん
﹂
と
、

﹁
出
る
幕
﹂
を
逸
し
、
舞
台
の
上
か
ら
は
み
出
た
地
点
を
老
人
は
仄
め

か
す
。
話
を
終
え
て
消
え
る
老
人
を
書
き
手
は
﹁
怪
し
い
男
﹂﹁
怪

漢
﹂
と
正
体
不
明
の
ま
ま
見
失
い
、
緒
方
は
﹁
こ
と
に
よ
っ
た
ら
、

松
波
の
亡
霊
か
も
知
れ
ん
な
﹂
と
身
代
わ
り
に
死
ん
だ
義
弟
の
﹁
亡

霊
﹂
だ
と
考
え
る
。
そ
し
て
、﹁
そ
れ
か
ら
、
彼
の
心
境
が
変
っ
た
。

大
東
亜
戦
争
の
末
期
に
、
東
条
打
倒
に
加
わ
る
ま
で
、
彼
は
、
亡
者

と
し
て
、
生
き
続
け
た
﹂
と
い
う
記
述
を
も
っ
て
﹁
出
る
幕
﹂
は
終
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わ
る
。

か
つ
て
の
﹁
駆
出
し
の
ユ
ー
モ
ア
作
家
﹂
の
理
解
を
超
え
て
い
た

出
来
事
を
書
き
手
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
見
立
て
る
比
喩
に
よ
っ
て

﹁
読
者
﹂
に
示
し
た
が
、
そ
の
結
末
部
で
、
作
中
の
老
人
が
﹁
見
物
﹂

の
心
理
を
代
弁
す
る
演
劇
の
理
屈
を
持
ち
出
し
て
出
来
事
の
内
側
に

介
入
し
て
み
せ
る
。

複
数
の
真
実
と
複
数
の
虚
構
が
綯
い
交
ぜ
に
さ
れ
る
﹁
出
る
幕
﹂

は
、
随
筆
﹁
真
贋
問
答
﹂
で
獅
子
文
六
が
書
い
た
﹁
混
合
体
﹂﹁
複
合

体
﹂
と
し
て
の
﹁
真
贋
﹂
観
の
結
実
だ
と
言
え
よ
う
。
同
時
に
、
そ

こ
に
は
﹃
可
否
道
﹄
執
筆
時
の
体
調
不
良
を
契
機
と
す
る
︿
老
い
﹀

の
苦
痛
の
中
で
相
見
え
た
、
獅
子
文
六
と
岩
田
豊
雄
の
二
つ
の
顔
を

見
出
し
得
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
こ
こ
で
浮
か
び
上
が
る
新
劇
の
第
一
人
者
・
岩
田
豊
雄
の

顔
の
内
実
は
、
岩
田
が
﹃
劇
場
と
書
斎
﹄
の
中
で
﹁
彼
の
作
品
全
部

が
﹁
かフ
ォ
ル
ム
た
ち
﹂
の
問
題
を
哲
学
す
る
に
終
る
﹂    12
と
評
し
た
ピ
ラ
ン
デ

ル
ロ
を
初
め
と
す
る
戯
曲
の
翻
訳
批
評
及
び
、﹁
東
は
東
﹂
に
代
表
さ

れ
る
創
作
戯
曲
に
遡
っ
て
検
討
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
を
今
後
の
課

題
と
し
た
い
。

【
注
】

１
　
東
方
社
版
と
角
川
文
庫
版
は
共
に
、
奥
付
で
は
﹃
コ
ー
ヒ
ー
と
恋
愛
﹄
の
み

を
表
記
し
て
い
る
。﹃
獅
子
文
六
全
集
﹄
第
九
巻
（
朝
日
新
聞
社
、
昭
和
四
三
・

一
一
）
に
は
﹃
可
否
道
﹄
の
題
名
で
収
録
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
は
こ
れ
に
倣

う
。

２
　﹁﹁
可
否
道
﹂
松
竹
で
映
画
化
﹂（﹁
読
売
新
聞
﹂
夕
刊
、
昭
和
三
八
・
八
・
一

五
）

３
　
牧
村
健
一
郎
﹃
獅
子
文
六
の
二
つ
の
昭
和
﹄（
朝
日
新
聞
出
版
、
平
成
二
一
・

四
）

４
　
花
田
の
評
価
は
作
家
の
耳
に
も
届
い
て
い
た
よ
う
で
、
座
談
会
﹁
岩
田
豊
雄

︱
劇
作
家
の
椅
子
﹂（
岩
田
豊
雄
・
尾
崎
宏
次
・
戸
坂
康
二
・
早
川
清
、﹁
悲
劇

喜
劇
﹂
昭
和
四
四
・
七
）
の
中
で
、
尾
崎
が
﹁
戦
後
一
番
あ
の
作
品
を
高
く
評

価
し
た
人
は
、
花
田
清
輝
さ
ん
だ
と
思
い
ま
す
が
、
お
読
み
に
な
り
ま
し
た

か
﹂
と
問
う
と
、﹁
拝
見
し
ま
し
た
﹂
と
答
え
て
い
る
。

５
　
花
田
清
輝
﹁
二
重
人
格
﹂（﹃
花
田
清
輝
全
集
﹄
第
五
巻
、
講
談
社
、
昭
和
五

三
・
一
）

６
　
花
田
清
輝
﹁
大
衆
芸
術
論
﹂（﹃
花
田
清
輝
全
集
﹄
第
一
四
巻
、
講
談
社
、
昭

和
五
三
・
九
）

７
　
花
田
清
輝
﹁
芸
術
と
し
て
の
刺
青
﹂（﹃
花
田
清
輝
全
集
﹄
第
一
四
巻
、
講
談

社
、
昭
和
五
三
・
九
）

８
　
岩
田
豊
雄
﹃
岩
田
豊
雄
演
劇
評
論
集
﹄（
新
潮
社
、
昭
和
三
八
・
六
）

９
　
同
注
８

10
　
北
村
美
憲
﹁
仮
面
と
素
顔
︱
獅
子
文
六
論
︱
﹂（﹁
新
日
本
文
学
﹂
昭
和
二

六
・
一
〇
）

11
　
平
野
謙
・
松
本
清
張
﹁
私
小
説
と
本
格
小
説
﹂（﹁
群
像
﹂
昭
和
三
七
・
六
）
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12
　
同
注
８

付
記

　
本
稿
に
お
け
る
、
獅
子
文
六
の
文
章
の
引
用
は
、﹃
獅
子
文
六
全
集
﹄
全
一
六

巻
・
別
巻
一
（
朝
日
新
聞
社
、
昭
和
四
三
・
五
～
四
五
・
九
）
に
拠
り
、
引
用

は
全
て
新
字
体
に
改
め
、
原
則
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

�
（
立
教
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）




