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Ⅰ　

新
聞
発
の
草
双
紙
と
岡
本
起
泉

　

明
治
一
〇
年
代
の
草
双
紙
は
、新
聞
連
載
に
基
づ
く
作
品
が
多
か
っ
た
。

仮
名
垣
魯
文
『
高
橋
阿
伝
夜
刄
譚
』（
金
松
堂
、
一
八
七
九
［
明
治

一
二
］・
二
～
四
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
毒
婦
物
な
ど
は
、
現
代
で
も

知
ら
れ
る
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
。
明
治
一
〇
年
前
後
は
史
実
に
取
材
し
た

新
聞
発
の
戦
記
物
も
少
な
く
な
い（
１
）。

そ
こ
に
は
、
当
時
の
新
聞
と
い
う
メ

デ
ィ
ア
と
密
接
な
、「
事
実
」
の
報
道
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
解
さ
れ
て

い
る
。

岡
本
起
泉
『
恨
う
ら
ミ
の

瀬せ

戸ど

恋こ
ひ
の

神か

奈な

川が
ハ

』
論

─
明
治
初
期
草
双
紙
に
お
け
る
虚
実
の
一
例
─

安
西
晋
二

　

た
と
え
ば
興
津
要
は
、「
三
条
の
教
憲
」
に
よ
っ
て
実
学
的
志
向
を
強

め
て
い
く
傾
向
を
受
け
、
明
治
初
期
の
「
小
新
聞
が
政
治
経
済
以
外
の
三

面
記
事
的
ニ
ュ
ー
ス
を
た
ん
に
報
道
す
る
と
い
う
実
用
的
役
割
に
、
戯
作

の
う
け
も
っ
て
い
た
娯
楽
性
の
提
供
と
い
う
役
割
り
を
も
く
わ
え
つ
つ

あ
っ
た
」
と
し
、
そ
の
う
え
で
「
実
学
的
風
潮
は
、
新
聞
と
い
う
制
約
さ

れ
た
場
を
は
な
れ
た
単
行
本
に
も
い
ぜ
ん
と
し
て
強
く
影
響
し
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
十
、十
一
年
あ
た
り
の
復
興
期
の
戯
作
は
、
必
要
以
上
に

事
実
性
を
強
調
し
て
い
た（
２
）」

と
述
べ
て
い
る
。
和
田
繁
二
郎
は
、「「
実
録

物
」
に
見
ら
れ
た
歴
史
的
事
実
へ
の
関
心
は
、
明
治
十
年
前
後
よ
り
、
当

時
の
事
件
の
当
事
者
や
、
巷
間
無
名
の
人
物
の
数
奇
な
運
命
の
方
へ
移
っ
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て
」
い
き
、「
そ
れ
ら
は
新
聞
の
報
道
を
原
形
と
し
た
〈
つ
づ
き
も
の
〉

に
本
格
的
な
出
発
を
見
せ
る
」
が
、
作
品
ご
と
の
多
寡
は
あ
れ
ど
も
脚
色

や
粉
飾
は
否
め
ず
、
殊
に
岡
本
起
泉
『
其
名
も
高
橋

毒
婦
の
小
伝
東
京
奇
聞
』（
島
鮮
堂
、

一
八
七
九
・
二
～
三
）
や
仮
名
垣
魯
文
『
高
橋
阿
伝
夜
刄
譚
』
な
ど
は
「
基

本
的
な
姿
勢
と
し
て
は
、
あ
く
ま
で
も
事
実
に
即
し
て
書
く
こ
と
を
た
て

ま
え
と
し
て（
３
）」
い
た
と
い
う
。

　

一
方
で
山
本
和
明
は
、「
事
実
」
を
重
視
す
る
傾
向
を
、
讒
謗
律

（
一
八
七
五
［
明
治
八
］
年
六
月
制
定
）
等
の
法
的
規
制
を
含
む
「
あ
る

種
の
制
限
」
と
捉
え
、「「
三
条
の
教
憲
」
な
ど
の
出
さ
れ
た
明
治
五
年
当

初
が
問
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
近
代
法
が
制
定
さ
れ
施
行
さ
れ
て
い
く
明

治
十
年
代
に
、
戯
作
者
が
ど
う
対
応
し
て
い
っ
た
か
の
方
が
実
の
と
こ
ろ

問
題
」
で
あ
り
、「
事
件
の
速
報
性
と
い
う
か
、
事
件
そ
の
も
の
の
行
方

ま
で
報
じ
る
こ
と
は
、
明
治
に
至
っ
て
新
た
に
見
い
だ
さ
れ
た
趣
向（
４
）」

と

評
価
す
る
。
さ
ら
に
山
本
は
、「
明
治
黎
明
期
戯
作
は
、
虚
構
を
取
り
交

え
つ
つ
実
事
件
を
扱
う
な
か
で
、
そ
れ
で
も
自
由
闊
達
に
表
現
す
る
こ
と

が
出
来
な
か
っ
た
。
法
の
整
備
、
法
の
網
の
浸
透
に
よ
っ
て
、
徐
々
に
、

あ
る
種
の
規
制
か
ら
影
響
を
受
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
述
べ
、

そ
の
帰
結
と
し
て
「
法
の
網
を
考
え
ず
と
も
よ
い
近
世
戯
作
の
復
刻（
５
）」

に

重
き
を
置
い
て
い
る
。
一
八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
に
施
行
さ
れ
た
刑
法

に
よ
る
新
聞
連
載
作
品
の
筆
禍
（
名
誉
毀
損
罪
）
事
例
を
精
査
し
た
松
原

真
は
、「
筆
禍
に
と
も
な
う
不
利
益
が
小
説
の
商
品
価
値
を
上
ま
わ
る
よ

う
に
な
り
、
制
作
側
は
、
登
場
人
物
の
モ
デ
ル
関
係
者
か
ら
刑
法
第

三
五
八
条
抵
触
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
抗
議
を
受
け
る
と
、
す
ぐ
に
連
載

中
絶
を
選
択
す
る
よ
う
に
な
る
」
と
し
、
そ
の
影
響
の
大
き
さ
か
ら
「
新

聞
小
説
が
虚
構
の
度
合
い
を
高
め
る
方
向
に
舵
を
切
る
こ
と
は
容
易
に
想

像
が
つ
く
で
あ
ろ
う（
６
）」
と
結
ぶ
。

　

明
治
一
〇
年
代
の
新
聞
連
載
作
品
と
そ
の
草
双
紙
化
を
め
ぐ
る
時
代
状

況
お
よ
び
法
的
規
制
は
や
は
り
軽
視
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
新
聞
報
道
に
端

を
発
す
る
「
事
実
」
の
強
調
（
と
「
速
報
性
」）
は
変
わ
ら
ず
重
要
視
さ

れ
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
潜
む
リ
ス
ク
を
い
か
に
回
避
す
る
か
と
い
う
問
題

が
同
時
に
底
流
し
て
い
た
よ
う
だ
。「
実
」
に
重
き
を
置
き
つ
つ
「
虚
」

に
傾
い
て
い
く
傾
向
は
、〈
つ
づ
き
も
の
〉
が
増
加
す
る
明
治
一
〇
年
代

に
一
層
顕
著
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
事
例
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

一
八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
に
、
島
鮮
堂
綱
島
亀
吉
よ
り
全
二
編
六
冊
で

刊
行
さ
れ
た
、
岡
本
起
泉
『
恨
瀬
戸
恋
神
奈
川
』（
芳
川
春
濤
閲
、
歌
川

國
松
画　

以
下
、『
恋
神
奈
川
』）
に
着
目
し
た
い
。

　

岡
本
起
泉
は
、『
東
京
魁
新
聞
』（
の
ち
『
東
京
新
聞
』）
の
記
者
と
し

て
活
動
し
始
め
、
草
双
紙
の
執
筆
に
も
着
手
し
た
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
兼

戯
作
者
で
あ
る
。「
事
実
」
を
意
識
し
た
紀
泉
の
執
筆
態
度
に
関
し
て
は

す
で
に
複
数
の
指
摘
が
あ
る（
７
）。

事
実
確
認
が
困
難
な
題
材
や
書
き
方
に
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よ
っ
て
は
虚
構
性
の
高
さ
を
予
感
さ
せ
ら
れ
る
場
合
も
多
い
。と
は
い
え
、

「
事
実
」
に
即
し
た
出
来
事
の
発
信
が
、
起
泉
の
作
品
に
も
意
図
さ
れ
て

い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う（
８
）。

　
『
恋
神
奈
川
』は
、岡
本
起
泉
の
代
表
作
で
あ
る『
夜
嵐
阿
衣
花
廼
仇
夢
』

（
金
松
堂
、
一
八
七
八
・
六
～
一
一
）
や
『
其
名
も
高
橋

毒
婦
の
小
伝
東
京
奇
聞
』
に
比

べ
れ
ば
短
い
も
の
と
な
る
。
刊
行
月
の
記
載
は
な
く
、
起
泉
に
よ
る
初
編

上
の
序
文
に
は
「
明
治
十
五
年
二
月
下
旬
」
と
あ
る
。
同
年
四
月
中
旬
に

起
泉
は
肺
を
病
み
、
休
職
し
、
同
年
七
月
二
〇
日
に
は
、
二
九
歳
と
い
う

若
さ
で
急
逝
し
て
し
ま
う
。
起
泉
の
死
去
に
つ
い
て
は
、
伊
東
専
三
の
追

悼
文
に
詳
し
い（
９
）。
伊
東
に
よ
れ
ば
、
起
泉
は
、
一
八
八
〇
（
明
治
一
三
）

年
一
〇
月
二
三
日
に
『
有
喜
世
新
聞
』
の
発
行
元
で
あ
る
三
益
社
に
入
社

し
た
。
東
京
魁
新
聞
社
（『
東
京
新
聞
』）
が
閉
社
し
、
三
益
社
に
移
っ
て

か
ら
も
『
有
喜
世
新
聞
』
で
健
筆
を
揮
っ
て
い
た
起
泉
の
死
は
、
記
者
と

し
て
作
家
と
し
て
円
熟
味
を
増
し
つ
つ
あ
る
と
き
で
あ
っ
た
。そ
の
結
果
、

未
完
の
作
品
も
い
く
つ
か
残
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、『
恋
神
奈
川
』

は
起
泉
が
病
に
倒
れ
る
直
前
に
完
結
さ
せ
た
作
品
と
な
る
。

　
『
恋
神
奈
川
』
は
、
友
井
由
太
郎
と
い
う
人
物
が
実
際
に
起
こ
し
た
殺

人
事
件
を
描
い
て
い
る
。『
恋
神
奈
川
』
に
先
立
っ
て
、
一
八
八
二
年
二

月
一
二
日
発
行
の
『
有
喜
世
新
聞
』
第
一
二
二
一
号
「
新
聞
」
欄
に
同
様

の
記
事
が
見
ら
れ
る
。
当
該
記
事
に
よ
れ
ば
、
友
井
由
太
郎
の
凶
行
は
二

月
一
〇
日
に
発
生
し
て
い
る
。
わ
ず
か
二
日
で
記
事
に
さ
れ
た
こ
の
事
件

は
、〈
つ
づ
き
も
の
〉
で
は
な
い
。
二
月
一
二
日
に
一
回
限
り
で
掲
載
さ

れ
た
記
事
で
あ
り
、
か
つ
署
名
も
な
い
た
め
起
泉
が
執
筆
し
た
か
も
定
か

で
は
な
い
。
し
か
も
、『
有
喜
世
新
聞
』
第
一
二
二
一
号
の
二
日
後
に
発

行
さ
れ
た
、
同
紙
第
一
二
二
二
号
（
二
月
一
四
日
）
に
は
、「
〇
恨
瀬
戸

恋
神
奈
川
三
冊
読
切
／
右
ハ
諸
新
聞
に
て
評
判
な
る
本
月
十
日
の
夜
の
神
奈
川

駅
人
殺
し
の
件
を
委
し
く
綴
り
し
美
本
に
て
近
日
出
板　

浅
草
瓦
町　

綱

島
亀
吉
」と
早
く
も『
恋
神
奈
川
』の
広
告
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

衝
撃
的
な
事
件
の
概
要
を
記
事
と
し
て
報
道
し
た
あ
と
、「
人
殺
し
の

件
を
委
し
く
綴
り
し
」
と
い
う
「
事
実
」
と
の
連
続
性
を
謳
う
、
よ
り
詳

細
な
内
容
の
草
双
紙
へ
と
速
や
か
に
つ
な
げ
て
い
く
。
現
代
で
も
通
じ
そ

う
な
、
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
的
関
心
を
煽
る
販
売
戦
略
だ
。
た
だ
し
、
本
稿
で

問
題
視
す
る
点
は
、
事
件
報
道
と
い
う
「
実
」
の
面
に
基
づ
く
草
双
紙
が
、

「
虚
」
の
側
面
を
加
え
ら
れ
つ
つ
、
い
か
に
し
て
ひ
と
つ
の
物
語
と
な
り

得
て
い
る
か
に
あ
る
。

Ⅱ　

友
井
由
太
郎
事
件
の
報
道
記
事

　

ま
ず
は
「
実
」
の
面
に
相
当
す
る
事
件
報
道
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

少
々
長
く
な
る
が
、『
有
喜
世
新
聞
』
第
一
二
二
一
号
に
掲
載
さ
れ
た
、
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友
井
由
太
郎
の
記
事
を
全
文
引
用
す
る
。

〇
ど
う
考か

ん
が

へ
て
も
考か
ん
が

へ
切き

れ
ぬ
無む

分ふ
ん

別べ
つ

者も
の

と
い
ふ
べ
き
ハ
東と
う

海か
い

道だ
う

神か

奈な

川が
は

駅え
き

神か

奈な

川が
は

町
の
酒さ
か

渡ど

世せ
い

友と
も

井ゐ

由よ
し

太た

郎ら
う

（
二
十
七

）
と
い
ふ
男
を
と
こ

で
余あ
ま

り
放は
う

蕩た
う

を
尽つ
く

す
よ
り
親お
や

父ぢ

も
遂つ
ひ

に
ハ
捨す
て

置お
き

か
ね
昨さ
く

年ね
ん

中ち
う

同ど
う

町
の

親し
ん

類る
ゐ

田た

島じ
ま

半は
ん

左さ

衛ゑ

門も
ん

へ
懲こ
ら

し
め
の
為た
め

預あ
づ

け
置お
く

と
其そ
の

本ほ
ん

家け

な
る
同ど
う

駅え
き

の

青あ
を

木き

町
な
る
酒さ
か

問と
ひ

屋や

岩い
は

崎さ
き

三
平ぺ
い

の
長
女む
す
め

お
由よ
し

（
十
九
年

）
も
男を
と
こ

騒さ
わ

ぎ

の
紛ご
た

紜〴
〵

か
ら
武ぶ

州し
う

久く

良ら

岐き

郡ご
ほ
り

三
分ぶ

村む
ら

岩い
は

崎さ
き

某そ
れ

の
次じ

女ぢ
よ

お
幸か
う

（
二
十
年

）

と
い
ふ
下げ

女ぢ
よ

を
附つ
き

添そ
ひ

に
田た

島じ
ま

方か
た

へ
当た
う

分ぶ
ん

預あ
づ

け
の
身み

分ぶ
ん

と
成な
つ

た
を
不ふ

図と

由よ
し

太た

郎ら
う

が
思お
も

ひ
染そ

め
当あ
た

つ
て
見み

た
ら
満ま
ん

更ざ
ら

な
ら
ぬ
容え
う

子す

と
自う
ぬ
ぼ惚
れ
去さ

る
九
日
半は
ん

左ざ

衛ゑ

門も
ん

も
其そ
の

女に
よ
う

房ば
う

お
鉄て
つ

も
何ど

処こ

か
へ
行い
つ

た
を
幸さ
い
は

ひ
直ぢ
き

談だ
ん

す
る
と
お
由よ
し

ハ
有さ
す
が繋
に
無む

げ碍
に
も
言い
は

れ
ず
曖あ
い

昧ま
ひ

返へ
ん

辞じ

に
由よ
し

太た

郎ら
う

ハ
〆し
め

た
積つ
も

り
で
其そ
の

夜よ

更ふ
け

に
お
由よ
し

の
寝ね

床ど
こ

へ
忍し
の

ん
で
行ゆ
く

と
物も
の

の
見み

事ご
と

に
刎は
ね

ら

れ
た
の
で
余よ

義ぎ

な
く
寥す
ご

々〳
〵

帰か
へ

つ
た
翌よ
く

朝あ
さ

お
芳よ
し

ハ
主あ
る
じ

へ
云し
か

々〳
〵

と
言い
つ

告つ
け

た
よ
り
由よ
し

太た

郎ら
う

ハ
忽た
ち

地ま
ち

奥お
く

へ
呼よ
び

付つ
け

ら
れ
呵し
か
ら

れ
た
侭ま
ゝ

事こ
と

済ず
み

に
成な
り

掛か
ゝ

つ

た
を
下げ

女ぢ
よ

お
幸か
う

が
口く
ち

善さ

悪が

な
く
も
店み
せ

の
者も
の

へ
言い
ひ

触ふ
ら

し
た
ゆ
ゑ
由よ
し

太た

郎ら
う

ハ
斯か

く
外ぐ
わ
い

聞ぶ
ん

を
欠か

く
上う
へ

ハ
飽あ
く

迄ま
で

遣や
つ

て
退の
け

ん
も
の
と
覚か
く

期ご

を
据す
ゑ

て
一

昨さ
く

夜や

出で

刃ば

庖ば
う

丁ち
や
う

を
懐く
わ
い

中ち
う

し
二
時じ

ご
ろ
再ふ
た

度ゝ
び

お
芳よ
し

の
閨ね
や

へ
忍し
の

び
至い
た

り

て
談だ
ん

じ
る
も
常つ
ね

に
変か
は

つ
た
見け
ん

想さ
う

に
声こ
ゑ

さ
へ
自お
の

づ
と
高た
か

け
れ
バ
お
鉄て
つ

が

聞き
ゝ

附つ
け

何な
に

事こ
と

と
其そ
の

場ば

へ
来き
た

り
て
夫そ
れ

と
見み

る
よ
り
由よ
し

太た

郎ら
う

を
太い
た

く
窘た
し
な

め

て
も
更さ

ら

に
立た
ち

去さ

る
容え
う

子す

な
け
れ
バ
ヱ
ヱ
強が
う

情じ
や
う

な
と
横よ
こ

面つ
ら

を
ぴ
つ
し

や
り
打う
て

バ
最も
う

是こ
れ

迄ま
で

と
彼か
の

出で

刃ば

庖ば
う

丁ち
や
う

で
切き
り

掛か
ゝ

り
お
鉄て
つ

に
四
ケ
所し
よ

も
重お
も

疵で

を
負お
は

す
其そ
の

物も
の

音お
と

に
驚お
ど
ろ

い
て
駈か
け

付つ
け

来き
た

る
半は
ん

左ざ

衛ゑ

門も
ん

を
切き
り

殺こ
ろ

し
た
上う
へ

お
由よ
し

の
胸む
な

板い
た

只た
ゞ

一ひ
と

突つ
き

に
即そ
く

死し

さ
せ
下げ

女ぢ
よ

お
幸か
う

を
も
切き
り

倒た
ほ

し
て
自じ

分ぶ
ん

ハ

昨き
の
ふ日

の
暁あ
け

方が
た

に
切せ
つ

腹ぷ
く

な
し
て
三
ケ
所し
よ

ま
で
咽の

喉ど

を
突つ
い

た
が
死し
に

切き
れ

ぬ
間ま

に
其そ
の

筋す
ぢ

へ
引ひ
か

れ
た
と
ハ
何な
ん

と
マ
ア）

（1
（

　

加
害
者
と
被
害
者
の
名
前
、
殺
害
に
い
た
る
動
機
な
ど
が
示
さ
れ
て
い

る
。
発
端
は
、
由
太
郎
に
よ
る
お
由
へ
の
夜
這
い
が
失
敗
し
た
こ
と
、
そ

れ
を
半
左
衛
門
に
伝
え
ら
れ
、
由
太
郎
が
叱
責
を
受
け
た
こ
と
に
あ
る
よ

う
だ
。
下
女
の
お
幸
が
そ
の
あ
ら
ま
し
を
「
口
善
悪
な
く
も
店
の
者
へ
言

触
し
た
」
こ
と
も
、
由
太
郎
に
凶
行
を
決
断
さ
せ
た
原
因
と
し
て
は
大
き

い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
犯
行
の
経
緯
は
、
加
害
者
自
身
の
自
白
に
よ
る

も
の
な
の
か
。「
死
切
ぬ
間
に
其
筋
へ
引
れ
た
」
と
あ
り
、
取
材
段
階
で

は
由
太
郎
も
存
命
で
あ
っ
た
か
に
読
め
る
。
が
、「
三
ケ
所
ま
で
咽
喉
を

突
た
」
人
間
が
ど
こ
ま
で
話
せ
た
の
か
に
は
疑
問
も
残
る
。
外
面
的
な
事

柄
は
、
重
傷
を
負
わ
さ
れ
た
お
鉄
や
「
店
の
者
」
た
ち
の
証
言
に
よ
っ
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
第
三
者
の
証
言
で
成
り
立
つ

と
推
測
さ
れ
る
、
客
観
性
を
保
持
し
た
情
報
は
、
こ
の
場
合
「
事
実
」
と

呼
ん
で
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。
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一
方
、
記
事
に
書
き
手
自
身
の
感
慨
が
現
れ
て
い
る
点
に
も
注
目
し
て

お
き
た
い
。
由
太
郎
は
「
ど
う
考
へ
て
も
考
へ
切
れ
ぬ
無
分
別
者
」
と
さ

れ
、
最
後
は
「
引
れ
た
と
は
何
と
マ
ア
」
と
呆
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
嘆

息
で
終
わ
る
。
事
件
報
道
と
し
て
読
者
に
情
報
（「
事
実
」）
を
報
道
す
る

だ
け
で
な
く
、
書
き
手
自
身
の
個
人
的
な
見
解
を
交
え
、
加
害
者
像
が
形

成
さ
れ
た
記
事
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
あ
り
方
は
、『
恋
神
奈
川
』

の
構
成
や
内
容
と
も
無
関
係
と
は
い
い
が
た
い
。
多
く
の
〈
つ
づ
き
も
の
〉

は
、
出
来
事
の
記
述
に
留
ま
ら
ず
、
一
人
ひ
と
り
の
セ
リ
フ
を
加
え
、
物

語
化
し
て
お
り
、
虚
と
実
の
境
界
が
必
然
的
に
曖
昧
で
あ
る
。
草
双
紙
化

さ
れ
た
作
品
の
構
成
・
内
容
・
文
体
も
や
は
り
そ
の
延
長
線
上
に
位
置
付

け
ら
れ
る
。
む
し
ろ
、
草
双
紙
に
な
れ
ば
挿
絵
が
す
べ
て
に
入
り
、
物
語

内
容
と
一
致
（
し
て
い
た
り
、
し
て
い
な
か
っ
た
り
）
す
る
場
面
の
映
像

化
ま
で
も
が
行
わ
れ
、
新
聞
記
事
よ
り
も
虚
構
性
が
高
く
感
じ
ら
れ
る
状

態
と
な
る
。

　
「
事
実
」
の
報
道
が
企
図
さ
れ
な
が
ら
も
虚
構
性
が
高
い
と
は
矛
盾
に

も
見
え
る
。
だ
が
、
早
く
か
ら
興
津
要
ら
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、

こ
れ
が
〈
つ
づ
き
も
の
〉
お
よ
び
そ
の
草
双
紙
の
特
徴
で
も
あ
っ
た
。
読

者
の
関
心
を
惹
く
よ
う
な
装
い
を
含
み
込
ん
だ
う
え
で
の
「
事
実
」
性
と

い
っ
た
ほ
う
が
近
い
。『
恋
神
奈
川
』
は
、
わ
ず
か
な
分
量
の
新
聞
記
事

を
「
委
し
く
綴
り
し
美
本
」
で
あ
る
。
そ
の
飛
躍
が
い
か
に
し
て
創
造
さ

れ
て
い
る
か
は
、
明
治
初
期
の
草
双
紙
に
お
け
る
虚
実
を
検
討
す
る
う
え

で
看
過
し
が
た
い
観
点
と
な
る
は
ず
だ
。

Ⅲ　

語
ら
れ
る
背
景
お
よ
び
内
面
性

　
『
恋
神
奈
川
』
初
編
上
一
丁
表
に
は
、
岡
本
起
泉
に
よ
る
序
文
が
あ
る
。

『
有
喜
世
新
聞
』
の
記
事
で
は
、
事
件
を
起
こ
し
た
友
井
由
太
郎
に
つ
い

て
「
ど
う
考
へ
て
も
考
へ
切
れ
ぬ
無
分
別
者
」
と
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、

序
文
で
は
「
友
井
由
太
郎
の
如
き
ハ
其
愚
夫
中
最
も
愚
夫
と
い
ふ
べ
く
し

て
又
自
惚
の
増
長
せ
し
よ
り
斯
る
妄
惨
の
騒
動
に
も
及
び
し
な
ら
ん
が
何

に
も
せ
よ
深
く
慎
む
べ
き
ハ
此
一
事
」と
語
ら
れ
て
い
る
。『
有
喜
世
新
聞
』

の
記
事
中
に
も
お
由
の
態
度
を
見
た
由
太
郎
が
「
満
更
な
ら
ぬ
容
子
と
自

惚
れ
」
た
と
の
記
述
は
あ
っ
た
。
だ
が
、『
恋
神
奈
川
』
で
は
、「
無
分
別

者
」
と
の
こ
と
ば
は
な
く
、
由
太
郎
の
「
自
惚
の
増
長
」
こ
そ
が
事
件
の

原
因
と
さ
れ
、「
深
く
慎
む
べ
き
ハ
此
一
事
」
と
の
教
訓
性
が
示
唆
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
起
泉
の
序
文
が
「
自
惚
の
増
長
」
に
読
者
の
目
を
向

け
さ
せ
て
い
る
点
は
、『
有
喜
世
新
聞
』
と
の
相
違
で
も
あ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
、
綱
島
亀
吉
が
「
人
殺
し
の
件
を
委
し
く
綴
り
し
」
と
い
う

『
恋
神
奈
川
』
は
、『
有
喜
世
新
聞
』
の
記
事
に
比
べ
て
分
量
が
か
な
り

増
加
し
て
い
る
。
記
事
中
で
「
去
る
九
日
半
左
衛
門
も
其
女
房
お
鉄
も
何
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処
か
へ
行
た
」
際
に
「
直
談
す
る
と
お
由
ハ
有
繋
に
無
碍
に
も
言
れ
ず
曖

昧
返
辞
に
由
太
郎
ハ
〆
た
積
り
で
其
夜
更
に
お
由
の
寝
床
へ
忍
ん
」
だ
と

い
う
く
だ
り
は
、『
恋
神
奈
川
』
で
は
、
初
編
下
二
丁
裏
三
丁
表
か
ら
六

丁
裏
七
丁
表
、
二
編
上
二
丁
裏
三
丁
表
か
ら
四
丁
裏
五
丁
表
ま
で
に
相
当

す
る
。
由
太
郎
が
殺
人
に
及
ぶ
場
面
は
、『
恋
神
奈
川
』
の
最
後
と
な
る

二
編
下
七
丁
裏
八
丁
表
か
ら
九
丁
裏
ま
で
と
な
る
。『
有
喜
世
新
聞
』
の

記
事
と
『
恋
神
奈
川
』
と
で
一
致
す
る
部
分
は
、
二
編
六
冊
の
一
冊
分
程

度
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
一
冊
分
に
し
て
も
、『
有
喜
世
新
聞
』
の
記
事
よ

り
も
は
る
か
に
増
量
し
て
い
る
。『
恋
神
奈
川
』
全
体
の
八
割
以
上
が
『
有

喜
世
新
聞
』
に
は
ま
っ
た
く
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
事
柄
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
そ
の
紙
幅
は
何
に
費
や
さ
れ
て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。

　
『
恋
神
奈
川
』
初
編
上
は
、
神
奈
川
宿
の
青
木
町
（
現
在
の
横
浜
市
）

に
あ
る
温
泉
場
で
お
由
が
、
友
井
由
太
郎
に
声
を
か
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
か

ら
始
ま
る
。
由
太
郎
が
お
由
を
口
説
こ
う
と
す
る
の
を
、
お
由
の
下
女
の

お
幸
ら
が
阻
止
す
る
場
面
と
な
る
。
由
太
郎
は
、
そ
の
試
み
に
失
敗
し
、

気
を
晴
ら
そ
う
と
し
て
向
か
っ
た
貸
座
敷
で
芸
妓
に
溺
れ
、
金
を
使
い
込

ん
だ
結
果
、
親
類
で
あ
る
田
嶋
半
左
衛
門
の
と
こ
ろ
へ
と
奉
公
に
出
さ
れ

て
し
ま
う
。

　

由
太
郎
、
お
由
、
お
幸
の
家
業
や
出
自
は
『
有
喜
世
新
聞
』
の
記
事
と

同
じ
で
あ
る
。
だ
が
、『
有
喜
世
新
聞
』
の
記
事
に
は
な
い
、
由
太
郎
が

田
嶋
方
へ
奉
公
に
出
さ
れ
る
経
緯
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
面
の
真

偽
は
、
事
実
確
認
が
で
き
な
い
た
め
明
ら
か
に
は
で
き
な
い
。
ほ
か
に
も

初
編
上
で
は
、
お
由
に
対
す
る
由
太
郎
の
口
説
き
文
句
や
、
由
太
郎
と
お

幸
と
の
口
論
と
い
っ
た
セ
リ
フ
が
い
き
い
き
と
描
か
れ
て
い
る
。〈
つ
づ

き
も
の
〉
と
同
様
に
、「
虚
」
と
「
実
」
が
曖
昧
な
叙
述
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
、「
事
実
」
に
基
づ
く
情
報
と
い
う
よ
り
も
、
物
語
化
が
企
図
さ
れ

た
虚
構
的
な
言
説
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
『
恋
神
奈
川
』
に
お
い
て
、
由
太
郎
、
お
由
、
お
幸
ら
は
物
語
の
登
場

人
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
起
泉
の
序
文
に
あ
る

「
自
惚
の
増
長
」
に
関
わ
る
記
述
は
、
そ
れ
を
読
者
に
実
感
さ
せ
る
だ
ろ

う
。
初
編
上
で
お
由
が
「
迷
惑
ら
し
き
其
体
」（
初
編
上
三
ウ
・
四
オ
）

を
見
せ
た
際
に
、
意
に
介
さ
ず
由
太
郎
は
口
説
き
続
け
た
。
ま
た
、「
楮

幣
を
ペ
ラ
〳
〵
撒
布
す
大
尽
遊
び
」
に
興
じ
る
由
太
郎
に
芸
妓
ら
が
「
宜

き
客
」
と
思
っ
て
も
て
な
す
と
、
由
太
郎
は
「
己
が
眼
鼻
立
の
揃
ツ
て
色

の
生
白
く
品
な
り
し
た
る
所
か
ら
自
惚
切
て
夫
故
に
前
の
や
う
な
る
事
さ

へ
も
仕
出
か
す
程
の
男
」（
初
編
上
七
ウ
・
八
オ
）
と
語
ら
れ
る
。「
前
の

や
う
な
る
事
」
は
お
由
を
口
説
い
た
こ
と
で
あ
る
。
お
由
と
芸
妓
ら
の
意

図
を
由
太
郎
は
勘
違
い
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
明
ら
か
と
な
る
由
太
郎
の

内
面
性
を
、
語
り
手
は
「
自
惚
切
て
」
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
由
太
郎

の
「
自
惚
」
が
証
明
さ
れ
る
文
脈
は
、
他
者
の
認
識
と
の
あ
い
だ
に
誤
差
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の
生
じ
た
内
面
性
が
語
ら
れ
て
い
く
こ
と
で
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

由
太
郎
と
、
他
の
登
場
人
物
と
の
内
面
の
差
異
は
作
中
で
く
り
返
し
語

ら
れ
、
彼
の
「
自
惚
の
増
長
」
を
鮮
明
に
し
て
い
く
。
な
か
で
も
、
お
由

の
認
識
と
の
あ
い
だ
の
差
異
は
、
由
太
郎
の
「
自
惚
」
を
異
様
な
ほ
ど
に

強
調
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
お
由
は
、
由
太
郎
に
口
説
か
れ
た
際
に
手

渡
さ
れ
た
菓
子
を
、「
有
繋
に
無
碍
に
も
断
れ
ず
迷
惑
な
が
ら
も
手
に
受

て
給
も
や
ら
ず
に
う
ぢ
〴
〵
す
る
」
と
い
う
さ
ま
を
見
せ
る
。
こ
れ
を
由

太
郎
は
、「
素
よ
り
大
家
の
愛
娘
世
間
を
知
ら
ぬ
も
の
な
り
と
独
り
極
め
」

に
す
る
。「
素
よ
り
大
家
の
愛
娘
世
間
を
知
ら
ぬ
も
の
な
り
」
は
、
発
声

さ
れ
て
い
な
い
独
言
的
な
心
内
語
に
類
す
る
言
説
で
あ
り
、「
独
り
極
め
」

と
い
う
由
太
郎
の
独
善
的
な
判
断
で
あ
る
。
初
編
上
八
丁
裏
九
丁
表
で
お

由
は
、「
不
身
持
の
廉
あ
る
よ
し
」
に
て
岩
崎
の
分
家
で
あ
る
田
嶋
家
に

預
け
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。「
不
身
持
の
廉
」
と
は
、
岩
崎
の
店
に
出
入
り

を
し
て
い
た
「
鳶
の
者
で
近
頃
魚
屋
と
商
売
か
へ
し
た
勇
吉
と
い
ふ
人
」

（
二
編
上
七
ウ
・
八
オ
）
と
お
由
と
の
噂
で
あ
っ
た
こ
と
が
の
ち
に
語
ら

れ
て
は
い
る
。
詳
細
が
記
さ
れ
な
い
不
確
か
な
事
柄
で
は
あ
る
が
、
初
編

中
で
お
由
は
、
想
う
相
手
と
の
関
係
が
成
就
で
き
な
い
現
状
を
儚
み
、
田

嶋
家
の
井
戸
に
身
投
げ
を
し
よ
う
と
ま
で
す
る
の
で
あ
る
。
由
太
郎
と
半

左
衛
門
に
説
得
さ
れ
、
お
由
は
身
投
げ
を
思
い
止
ま
っ
た
。
し
か
し
、「
鳶

の
者
」
に
思
い
焦
が
れ
、
投
身
を
計
る
お
由
は
、
由
太
郎
が
「
独
り
極
め
」

す
る
よ
う
な
「
世
間
を
知
ら
ぬ
も
の
」
と
は
い
い
が
た
い
だ
ろ
う
。

　

明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
お
由
の
内
面
性
と
食
い
違
っ
た
由
太
郎
の
認
識

は
、
身
投
げ
騒
動
後
に
は
、「
斯
て
由
太
郎
ハ
お
よ
し
が
此
身
投
の
沙
汰

さ
へ
我
身
を
バ
思
ひ
迫
た
る
娘
気
に
も
ど
か
し
が
り
て
為
た
の
で
ハ
有
ま

い
か
抔
自
惚
の
困
じ
る
に
つ
け
彼
夜
し
も
半
左
衛
門
が
今
暫
し
来
ず
に
居

た
な
ら
我
望
ミ
も
叶
ふ
が
上
に
彼
女
も
ま
た
さ
こ
そ
満
足
な
る
べ
き
」（
初

編
下
二
ウ
・
三
オ
）
と
語
ら
れ
る
。「
身
投
の
沙
汰
さ
へ
我
身
を
バ
思
ひ

迫
た
る
」
と
由
太
郎
が
「
自
惚
」
る
理
由
は
文
脈
上
に
は
な
い
。
お
由
の

想
い
を
知
ら
ず
、
確
た
る
根
拠
が
な
い
ま
ま
、「
無
粋
な
恋
知
ず
忌
々
し

い
ハ
半
左
衛
門
」と
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
く
由
太
郎
の
心
の
内
は
、「
自
惚
」

ど
こ
ろ
か
逆
恨
み
も
甚
だ
し
い
。
極
め
て
独
善
的
な
由
太
郎
の
内
面
性
が

表
さ
れ
て
い
よ
う
。

　

由
太
郎
と
お
由
の
内
面
は
、『
有
喜
世
新
聞
』
の
記
事
に
も
あ
っ
た
半

左
衛
門
と
お
鉄
が
留
守
に
す
る
場
面
で
も
仔
細
に
語
ら
れ
る
。
部
屋
で
草

双
紙
を
読
ん
で
い
た
お
由
は
、
由
太
郎
が
入
っ
て
く
る
と
、「
有
ず
も
が

な
と
い
ふ
胸
の
想
ひ
ハ
自
づ
と
色
に
出
て
余
所
〳
〵
し
気
に
会
釈
ふ
」（
初

編
下
四
ウ
・
五
オ
）。「
有
ず
も
が
な
」
と
い
う
思
い
を
「
尚
も
悟
ら
ぬ
」

由
太
郎
に
、
お
由
は
「
大
儀
な
れ
ど
彼
ハ
並
々
の
奉
公
人
と
も
違
ふ
が
う

へ
に
言
て
見
れ
バ
此
身
が
命
の
親
ぞ
と
も
思
ふ
が
ゆ
ゑ
に
爰
で
い
ま
無
碍

に
恥
を
バ
か
ゝ
せ
ん
ハ
気
の
毒
な
り
と
斟
酌
し
一
時
ハ
其
座
ハ
戯
れ
言
に
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紛
ら
し
ゐ
た
る
」（
初
編
下
六
ウ
・
七
オ
）
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
も
、

由
太
郎
の
口
説
き
文
句
は
お
由
に
ま
っ
た
く
響
い
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、

お
由
は
「
無
碍
に
恥
を
バ
か
ゝ
せ
ん
ハ
気
の
毒
な
り
」
と
気
を
遣
っ
て
い

る
く
ら
い
で
あ
る
。
両
者
の
あ
い
だ
で
表
面
化
せ
ず
、
読
者
に
の
み
明
か

さ
れ
て
い
く
お
由
の
内
面
は
、
由
太
郎
の
「
自
惚
」
が
い
か
に
的
外
れ
で

あ
る
か
を
際
立
た
せ
て
い
よ
う
。

　

お
幸
が
帰
っ
て
き
た
た
め
お
由
の
部
屋
を
後
に
し
た
由
太
郎
は
、「
お

よ
し
が
判
然
断
ら
ざ
り
し
を
全
く
厭
で
な
い
事
と
独
り
で
勝
手
に
定
め
し

よ
り
本
望
達
す
る
時
来
り
ぬ
」（
初
編
下
九
ウ
）
と
考
え
、
そ
の
日
の
夜

に
は
お
由
の
部
屋
へ
夜
這
い
に
向
う
。
決
定
的
に
食
い
違
う
両
者
の
内
面

が
語
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、
独
善
的
な
由
太
郎
の
姿
が
ま
す
ま
す
前
景
化
し

て
く
る
の
で
あ
る
。

　

二
編
上
は
、
由
太
郎
の
夜
這
い
場
面
か
ら
始
ま
る
。「
全
く
厭
で
な
い
」

と
確
信
し
て
い
る
由
太
郎
は
、
お
由
が
拒
絶
す
る
と
は
想
像
も
し
て
い
な

い
。
対
す
る
お
由
は
、
悪
び
れ
も
せ
ず
部
屋
に
入
っ
て
き
た
由
太
郎
の
無

礼
な
振
る
舞
い
に
堪
え
か
ね
、
次
の
よ
う
に
叱
責
す
る
の
で
あ
る
。

由
さ
ん
大
抵
に
し
て
お
置
な
さ
い
人
を
馬
鹿
に
す
る
も
ほ
ど
が
あ
る
此

方
ハ
何
し
ろ
続
き
合
い
の
家
の
息
子
と
思
へ
バ
こ
そ
昼
間
も
勝
手
な
こ

と
を
い
つ
て
人
を
散
々
困
ら
せ
た
の
さ
へ
胸
を
さ
す
ツ
て
程
よ
く
会
釈

ひ
聞
流
し
に
も
仕
た
の
を
バ
宜
事
に
し
て
此
不
体
裁
夫
で
ハ
年
端
も
行

ぬ
私
と
お
侮
り
と
し
か
思
ハ
れ
ま
せ
ん
殊
に
ハ
斯
し
て
爰
の
家
に
居
る

と
い
ふ
の
も
お
互
ひ
に
不
埒
が
有
て
預
け
ら
れ
た
其
身
分
で
も
有
な
が

ら
若
し
も
猥
ら
な
事
が
有
て
ハ
／
第
一
此
所
お
爺
さ
ん
に
済
ぬ
ハ
素
よ

り
知
れ
た
事
私
妾
と
て
も
一
旦
の
心
得
違
ひ
を
今
更
に
悔
ん
で
日
外
身

を
投
て
死
な
ふ
と
仕
た
の
も
実
ハ
其
為
サ
ア
夫
程
の
折
か
ら
故
些
と
も

早
く
戻
つ
て
下
さ
い
又
も
貴
君
と
よ
し
も
な
い
浮
名
が
立
て
ハ
是
迄
の

私
が
究
屈
な
思
ひ
し
て
慎
ん
で
居
た
の
も
水
の
泡
イ
ザ
疾
々

 

（
二
編
上
三
ウ
・
四
オ
／
四
ウ
・
五
オ
）

　

引
用
部
は
、他
者
に
は
伝
わ
ら
な
い
独
言
的
な
内
面
の
叙
述
で
は
な
く
、

は
っ
き
り
と
由
太
郎
に
伝
え
ら
れ
た
、
お
由
の
発
話
と
な
る
。
お
由
は
、

相
手
の
立
場
を
考
慮
し
気
を
遣
え
る
と
同
時
に
、
限
度
を
超
え
れ
ば
明
確

に
意
志
を
伝
え
る
人
物
で
も
あ
る
。
由
太
郎
は
、
こ
の
発
言
を
受
け
、
さ

す
が
に
「
述
る
所
も
理
の
当
然
争
ひ
難
く
見
え
し
よ
り
是
ハ
一
番
失
損
ま

た
出
直
さ
ず
バ
な
る
ま
い
か
」
と
考
え
、「
身
の
誤
過
を
打
詫
て
改
心
し

た
る
体
に
見
せ
」（
二
編
上
四
ウ
・
五
オ
）
て
、
お
由
の
部
屋
か
ら
出
て

い
く
。
お
由
の
こ
と
ば
は
、
由
太
郎
に
と
っ
て
も
「
理
の
当
然
」
と
判
断

さ
れ
る
よ
う
に
道
理
に
適
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
由
太
郎
は
「
改
心
し
た

る
体
に
見
せ
」
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
本
心
で
は
「
改
心
」
し
て
い
な
い
。
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し
か
も
由
太
郎
は
、「
只
此
上
の
お
願
ひ
ハ
何
卒
是
を
バ
内
分
に
」（
二
編

上
四
ウ
・
五
オ
）
と
お
由
に
頼
み
、
翌
日
に
は
「
知
る
者
更
に
あ
ら
さ
り

し
か
バ
聊
か
心
を
安
ん
じ
て
何
く
ハ
ぬ
顔
に
例
も
の
如
く
店
の
用
を
バ
足

し
居
た
る
」（
二
編
上
五
ウ
・
六
オ
）。
由
太
郎
に
と
っ
て
、
反
省
の
な
い

表
面
的
な
謝
罪
を
し
て
で
も
守
る
べ
き
は
、
世
間
体
を
保
つ
こ
と
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
も
、
由
太
郎
は
あ
い
か
わ
ら
ず
「
お
由
を
バ
我
手
に
入
れ
る
ハ

ど
う
し
た
も
の
」（
二
編
上
五
ウ
・
六
オ
）
と
思
案
を
続
け
て
い
る
。
由

太
郎
は
、
自
ら
の
思
惑
が
失
敗
し
よ
う
と
、
挫
け
も
し
な
け
れ
ば
反
省
も

し
な
い
。
自
ら
の
認
識
を
あ
ら
た
め
も
し
な
い
（
で
き
な
い
）。『
恋
神
奈

川
』
で
は
、
こ
れ
が
「
自
惚
の
増
長
」
と
さ
れ
た
由
太
郎
の
内
面
性
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。『
有
喜
世
新
聞
』
第
一
二
二
一
号
の
記
事
に
あ
る
「
無

分
別
者
」
の
一
言
で
は
説
明
が
不
十
分
で
も
あ
っ
た
、
加
害
者
お
よ
び
加

害
行
為
の
背
景
と
も
い
え
よ
う
。

　
『
恋
神
奈
川
』
の
初
編
上
か
ら
二
編
中
は
『
有
喜
世
新
聞
』
の
記
事
に

は
な
い
、
殺
人
事
件
の
背
景
が
大
幅
に
増
補
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ

い
だ
ろ
う
。
由
太
郎
や
お
由
の
対
話
・
内
面
（
人
物
像
）
が
描
か
れ
て
い

た
よ
う
に
、
そ
れ
は
物
語
化
（
虚
構
化
）
さ
れ
た
部
分
を
多
分
に
含
ん
だ

叙
述
で
あ
る
。
虚
実
の
境
界
が
曖
昧
な
状
態
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、

「
自
惚
の
増
長
」
と
い
う
由
太
郎
の
性
質
は
よ
り
鮮
や
か
に
読
み
取
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
同
じ
く
、『
恋
神
奈
川
』
で
は
お
由
の
人

物
像
も
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
な
っ
て
い
よ
う
。『
恋
神
奈
川
』
は
、
出
来

事
の
記
述
か
ら
広
が
り
、
人
物
の
内
面
を
も
描
い
て
い
る
。
人
物
像
を
詳

細
に
語
る
さ
ま
は
、〈
つ
づ
き
も
の
〉
や
新
聞
発
の
草
双
紙
が
も
つ
魅
力

の
ひ
と
つ
で
は
あ
ろ
う
。『
恋
神
奈
川
』
で
は
、
語
ら
れ
る
内
面
性
に
よ
っ

て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
く
由
太
郎
の
人
物
像
に
、
か
な
り
の
紙
幅
が
割

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
由
太
郎
と
お
由
を
中
心
に
見
て
き
た
が
、
も
う
ひ
と
り
の
主

要
人
物
で
あ
る
お
幸
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。『
恋
神
奈
川
』
に

お
い
て
お
幸
は
、
し
ば
し
ば
由
太
郎
の
行
為
を
阻
む
存
在
と
し
て
登
場
す

る
。
初
編
上
で
は
、
由
太
郎
に
声
を
か
け
ら
れ
困
惑
す
る
お
由
を
お
幸
が

助
け
よ
う
と
す
る
場
面
が
あ
る
。
そ
こ
で
「
お
前
な
ん
ぞ
ハ
失
敬
な
が
ら

出
る
幕
じ
や
ア
な
い
か
ら
黙
ツ
て
お
在
」（
初
編
上
四
ウ
・
五
オ
）
と
由

太
郎
に
い
わ
れ
た
お
幸
は
、「
仮
令
斯
し
て
下
婢
奉
公
を
修
行
の
為
と
致

す
も
の
ゝ
私
婢
と
て
も
久
良
岐
郡
三
分
村
で
ハ
人
に
も
知
ら
れ
た
岩
崎
喜

右
衛
門
の
次
女
で
す
事
に
寄
た
ら
此
侭
に
ハ
済
さ
れ
ま
せ
ぬ
」（
初
編
上

五
ウ
・
六
オ
）
と
い
い
返
し
て
い
る
。
自
己
紹
介
を
兼
ね
る
よ
う
な
戯
作

ら
し
い
言
説
で
も
あ
る
。
だ
が
、
男
女
の
格
差
も
激
し
い
明
治
初
期
に
お

い
て
「
此
侭
に
ハ
済
さ
れ
ま
せ
ぬ
」
と
ま
で
啖
呵
を
切
る
お
幸
の
姿
は
、

「
肩
肱
張
る
ハ
肯
ぬ
気
性
と
見
え
た
る
」
と
語
ら
れ
る
。
由
太
郎
と
の
あ



國學院雑誌　第 126 巻第５号（2025年） ─ 10 ─

い
だ
に
交
わ
さ
れ
口
論
は
、
お
幸
の
勝
気
な
性
格
を
も
表
し
て
い
よ
う
。

　

初
編
下
で
は
お
幸
が
外
出
し
た
隙
に
、
由
太
郎
が
お
由
の
部
屋
を
訪
れ

て
い
た
。
こ
の
場
面
の
後
、
お
幸
は
帰
っ
て
来
た
際
に
外
で
の
出
来
事
を

お
由
に
話
す
。
そ
の
内
容
が
、
人
力
車
の
車
夫
と
の
諍
い
で
あ
る
。
人
力

車
へ
の
乗
車
の
誘
い
を
お
幸
が
断
っ
た
こ
と
で
始
ま
る
口
論
は
、
初
編
下

七
丁
裏
八
丁
表
か
ら
八
丁
裏
九
丁
表
ま
で
続
く
。
お
幸
は
荒
っ
ぽ
い
男
性

相
手
で
あ
っ
て
も
「
例
も
の
癖
で
だ
ま
ツ
て
居
ら
れ
ず
一
言
ふ
た
言
や
り

返
し
」（
初
編
下
八
ウ
・
九
オ
）て
し
ま
う
。こ
う
い
っ
た
性
格
も
あ
っ
て
、

お
幸
は
由
太
郎
に
お
由
と
の
関
係
を
阻
む
障
害
と
し
て
目
の
敵
に
さ
れ
て

い
く
の
で
あ
る
。

　

二
編
下
で
お
幸
は
、
由
太
郎
が
再
び
お
由
の
夜
這
い
に
失
敗
し
た
こ
と

を
田
嶋
の
家
の
「
下
婢
達
」
た
ち
に
話
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
噂
と
な
っ

て
広
ま
り
、
半
左
衛
門
と
お
鉄
の
耳
に
も
入
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ

の
状
況
を
見
た
お
由
は
、「
痛
く
な
き
腹
探
ら
る
ゝ
も
心
苦
し
寧
そ
我
か

ら
話
し
た
上
無
事
の
計
ひ
頼
ま
ん
と
思
案
を
定
め
」（
二
編
下
三
ウ
・
四

オ
）、
由
太
郎
の
夜
這
い
に
つ
い
て
お
鉄
に
告
げ
る
こ
と
と
な
る
。『
有
喜

世
新
聞
』
の
記
事
よ
り
も
経
緯
が
詳
細
に
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
事
態

を
動
か
す
き
っ
か
け
を
作
っ
た
の
が
お
幸
で
あ
る
。
そ
し
て
、
由
太
郎
は

半
左
衛
門
に
呼
び
出
さ
れ
厳
し
く
咎
め
ら
れ
る
。
す
る
と
、「
店
先
で
ハ

雇
人
等
が
早
く
も
知
て
か
此
方
を
見
て
ハ
眼
引
袖
引
笑
ふ
体
」
で
あ
り
、

「
一
室
の
事
を
誰
か
ハ
既
に
伝
へ
し
と
心
を
附
れ
バ
是
も
お
幸
が
お
嘵
舌

よ
り
し
て
一
同
が
斯
く
逸
早
く
も
知
つ
た
る
な
れ
バ
憎
さ
も
憎
し
」（
二

編
下
六
ウ
・
七
オ
）
と
語
ら
れ
て
い
く
。
お
幸
か
ら
広
ま
っ
た
こ
の
一
件

は
、「
忽
地
に
近
所
や
出
入
の
人
々
ハ
知
ら
ざ
る
者
ハ
な
き
程
の
容
子
に

外
へ
ハ
偖
置
て
店
へ
も
出
て
ハ
居
堪
ま
れ
ぬ
苦
し
き
詮
義
」（
二
編
下
六

ウ
・
七
オ
）
と
さ
れ
、
由
太
郎
の
居
場
所
を
奪
う
か
の
よ
う
に
、
彼
を
追

い
つ
め
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
恋
神
奈
川
』
は
、『
有
喜
世
新
聞
』
の
記
事
の
情
報
を
「
委
し
く
綴
り

し
」
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
主
に
由
太
郎
と
お
由
、
さ
ら
に
は
お
幸
の

人
物
像
を
詳
細
に
語
り
出
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
由
太
郎
の
「
自
惚
の
増

長
」
を
は
じ
め
と
し
た
各
人
物
の
内
面
や
言
動
の
活
写
と
、
殺
人
事
件
に

い
た
る
背
景
の
補
完
と
が
、『
恋
神
奈
川
』
を
構
成
す
る
主
軸
で
あ
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
書
か
れ
方
を
見
る
に
、
新
聞
記
事
に
お
け
る
「
事

実
」
は
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
ふ
ま
え
つ
つ
、『
恋
神
奈
川
』
は

初
編
上
か
ら
虚
構
性
に
彩
ら
れ
た
物
語
へ
と
飛
躍
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ⅳ　

滑
稽
化
さ
れ
る
内
容
と
文
体

　

虚
構
性
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
内
容
・
構
成
と
と
も
に
、
表
現
や
文

体
も
取
り
上
げ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。『
恋
神
奈
川
』
で
は
、
戯
作
な
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ら
で
は
の
書
き
方
で
、「
事
実
」
性
よ
り
も
明
ら
か
に
虚
構
性
を
高
め
て

い
る
言
説
が
、
大
き
く
分
け
て
二
箇
所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
目

は
、半
左
衛
門
・
お
鉄
・
お
幸
の
留
守
中
に
由
太
郎
が
お
由
の
部
屋
に
入
っ

た
場
面
で
あ
る
。

　

自
室
で
お
由
は
草
双
紙
を
読
ん
で
い
た
。

お
よ
し
ハ
所
在
な
き
ま
ゝ
二
階
へ
行
て
我
部
屋
か
ら
持
出
し
来
る
草

双
紙
ハ
矢
張
綱
島
で
出
板
せ
し
お
伝
の
奇
聞
嶋
田
一
郎
梅
雨
日
記
を

始
め
と
し
澤
村
田
之
助
曙
草
紙
幻
し
お
竹
に
至
る
迄
種
々
取
揃
へ
し

も
の
な
る
が
夫
を
バ
其
所
へ
意
久
地
も
な
く
据
つ
て
順
に
見
て
行
く

う
ち
何
や
ら
感
ず
る
処
あ
り
け
ん 

（
初
編
下
三
ウ
・
四
オ
）

「
矢
張
綱
島
」
の
「
綱
島
」
と
は
、『
恋
神
奈
川
』
の
版
元
で
あ
る
島
鮮
堂

綱
島
亀
吉
を
指
す
。
続
く
書
名
も
す
べ
て
島
鮮
堂
の
本
で
あ
り
、
か
つ
岡

本
起
泉
が
執
筆
し
た
草
双
紙
で
あ
る
。「
矢
張
」
と
あ
る
よ
う
に
、
読
ま

れ
る
の
が
当
然
と
も
い
う
べ
き
書
か
れ
方
が
さ
れ
て
い
る
。
身
投
げ
騒
動

を
起
こ
し
た
あ
と
、
部
屋
に
籠
っ
た
お
由
が
所
在
な
げ
に
し
て
い
る
さ
ま

を
語
り
つ
つ
、
島
鮮
堂
お
よ
び
起
泉
の
出
版
物
を
宣
伝
し
て
い
く
か
の
よ

う
な
言
説
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

実
際
の
お
由
も
島
鮮
堂
の
草
双
紙
を
読
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

不
明
で
あ
る
以
上
、
否
定
は
で
き
な
い
が
、
や
は
り
不
自
然
な
叙
述
と
い

う
ほ
か
な
い
。
当
時
の
読
者
に
対
す
る
ユ
ー
モ
ア
の
類
い
と
解
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
当
然
な
が
ら
、「
事
実
」
か
ら
は
遠
く
離
れ
た
虚
構
性
が
喚
起

さ
れ
る
。
し
か
も
、
部
屋
に
入
っ
た
由
太
郎
は
、『
澤
村
田
之
助
曙
草
紙
』

（
五
編
一
五
冊
、
島
鮮
堂
、
一
八
八
〇
・
七
～
一
〇
）
を
取
り
上
げ
て
内

容
を
批
判
し
、
お
由
の
口
説
き
文
句
に
つ
な
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
『
澤
村
田
之
助
曙
草
紙
』
は
三
代
目
の
田
之
助
を
描
い
た
も
の
と
な
る
。

三
代
目
の
田
之
助
は
、
舞
台
上
で
の
事
故
に
よ
り
脱
疽
を
患
い
、
指
や
足

を
切
断
す
る
こ
と
に
な
る
も
芝
居
に
出
演
し
続
け
た
悲
劇
の
役
者
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
。
田
之
助
は
、
病
の
悪
化
の
た
め
、
一
八
七
八
（
明
治

一
一
）
年
七
月
七
日
に
死
去
し
た
。
起
泉
の
『
澤
村
田
之
助
曙
草
紙
』
は

田
之
助
の
死
か
ら
二
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
、
彼
の
伝
記
的
な
草
双
紙
と
な

る
。『
恋
神
奈
川
』
作
中
に
お
い
て
由
太
郎
は
、「
何
だ
田
之
助
の
本
か
私

ハ
一
体
こ
ん
な
も
の
ハ
好
な
い
ゆ
ゑ
に
中
ハ
何
様
だ
か
竟
に
読
で
も
見
ま

せ
ん
」（
初
編
下
四
ウ
・
五
オ
）
と
し
な
が
ら
も
、「
彼
俳
優
ハ
上
野
の
坊

主
と
柳
ば
し
の
芸
者
を
迷
ハ
し
た
報
ひ
で
」（
初
編
下
四
ウ
・
五
オ
）、「
彼

様
業
病
に
も
な
つ
た
と
申
す
事
で
す
が
」（
初
編
下
五
ウ
・
六
オ
）
と
話

し
て
い
る
。
続
け
て
由
太
郎
は
、「
迷
ハ
せ
そ
の
侭
知
ら
ぬ
面
す
る
ハ
一

番
罪
だ
と
い
ひ
ま
す
か
ら
貴
嬢
な
ん
ぞ
ハ
其
罪
を
作
ら
ぬ
や
う
に
用
心
な

さ
い
」「
そ
の
美
し
い
お
顔
に
ハ
ま
よ
つ
て
居
る
の
が
随
分
沢
山
既
に
爰
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に
も
」（
初
編
下
五
ウ
・
六
オ
）と
お
由
を
口
説
く
。『
澤
村
田
之
助
曙
草
紙
』

か
ら
口
説
き
文
句
へ
と
自
然
に
接
続
さ
れ
た
叙
述
に
も
見
え
る
。
だ
が
、

『
澤
村
田
之
助
曙
草
紙
』
ほ
か
、
起
泉
作
品
の
列
挙
は
『
恋
神
奈
川
』
の

内
容
と
は
ほ
と
ん
ど
無
関
係
な
情
報
で
あ
る
。
や
は
り
虚
構
的
と
い
わ
ざ

る
を
え
ず
、読
者
に
滑
稽
味
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
言
説
で
あ
ろ
う
。

　

も
う
ひ
と
つ
、
同
様
の
傾
向
を
も
っ
た
書
き
方
が
な
さ
れ
た
箇
所
が
あ

る
。
二
編
上
で
お
由
に
拒
絶
さ
れ
た
あ
と
、
由
太
郎
は
、
過
去
に
「
浮
名

さ
へ
立
た
中
」（
二
編
上
七
ウ
・
八
オ
）
で
あ
る
お
麻
と
横
浜
で
偶
然
再

会
す
る
。
す
で
に
お
麻
は
魚
屋
の
勇
吉
（
お
由
の
想
い
人
）
と
結
婚
し
て

い
た
。
し
か
し
、
勇
吉
と
の
生
活
に
不
満
を
抱
く
お
麻
と
、
お
由
に
対
す

る
思
い
を
遂
げ
ら
れ
な
い
由
太
郎
と
は
、「
再
び
怪
敷
夢
を
結
び
初
め
て
」

（
二
編
上
九
ウ
）
し
ま
う
。
こ
の
不
倫
関
係
は
、
二
編
中
で
お
麻
の
夫
で

あ
る
勇
吉
に
発
覚
す
る
。

　

浮
気
の
現
場
に
踏
み
込
ん
だ
勇
吉
は
、
逃
げ
よ
う
と
す
る
ふ
た
り
を
捕

ま
え
て
脱
ぎ
捨
て
ら
れ
て
い
た
帯
で
両
者
を
柱
に
縛
り
付
け
、
仕
事
道
具

の
出
刃
庖
丁
を
閃
か
せ
な
が
ら
怒
声
を
浴
び
せ
る
。
刃
傷
沙
汰
に
な
り
か

け
て
い
る
緊
迫
し
た
場
面
の
発
話
に
お
い
て
、
勇
吉
の
仕
事
が
魚
屋
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
魚
名
を
当
て
は
め
た
文
章
表
現
が
用
い

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
此
節
鯒
の
嚊
々
へ
虫
が
着
た
と

魴
鮄
で
噂
も
屡
々
芝
海
老
の
お
ぼ
ろ
気
な
ら
ず
聞
た
よ
り
何
時
ぞ
ハ
曇
ら

ぬ
鏡
鯛
の
鏡
に
う
け
て
一
詮
議
と
思
へ
ど
鯰
の
是
ぞ
と
い
ふ
」（
二
編
中

四
ウ
・
五
オ
）と
い
う
勇
吉
の
発
話
で
は
、「
鯒
の
嚊
々
」は「
う
ち
の
嚊
々
」、

「
魴
鮄
で
」
は
「
方
々
で
」
の
駄
洒
落
と
な
っ
て
い
る
。「
屡
々
芝
海
老
の
」

は
「
屡
々
」
か
ら
「
し
ば
」
の
音
を
連
続
さ
せ
た
も
の
、「
鏡
鯛
」
は
「
曇

ら
ぬ
」
の
縁
語
と
な
る
「
鏡
」
を
名
に
も
つ
魚
名
、「
鯰
」
は
「
な
ま
じ
」

の
駄
洒
落
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
は
発
話
で
あ
る
以
上
、
肉
声
で
あ
る
。
文
字
化
に
よ
っ
て
鮮
明

に
な
る
魚
屋
に
絡
め
た
駄
洒
落
と
い
う
意
味
は
、
音
と
し
て
の
肉
声
で
は

か
な
り
不
明
瞭
に
な
る
は
ず
だ
。
妻
の
浮
気
現
場
に
踏
み
込
ん
だ
夫
の
怒

り
か
ら
発
せ
ら
れ
た
こ
と
ば
の
な
か
に
、「
芝
海
老
」
や
「
鏡
鯛
」
な
ど

と
あ
る
の
も
不
自
然
で
す
ら
あ
る
。
刃
傷
沙
汰
に
発
展
し
か
け
る
場
面
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
雰
囲
気
を
横
滑
り
さ
せ
、
緊
迫
感
を
欠
い

て
し
ま
う
か
の
よ
う
な
文
体
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
勇
吉
の
生
業
以
外
に

必
然
性
の
な
い
表
現
の
使
用
は
、
興
津
要
の
述
べ
た
「
戯
作
の
う
け
も
っ

て
い
た
娯
楽
性
の
提
供
」
で
し
か
あ
る
ま
い
。
い
わ
ば
そ
れ
は
、
内
容
に

お
け
る
緊
張
を
表
現
に
お
け
る
弛
緩
で
滑
稽
化
し
て
い
く
文
体
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
勇
吉
の
セ
リ
フ
は
、
二
編
中
四
丁
裏
五
丁
表
か
ら
六
丁
裏

七
丁
表
ま
で
続
く
。
そ
の
な
か
で
、
ほ
か
に
も
「
烏
賊
鯖
」
や
「
太
刀
の

魚
」「
白
魚
」「
生
蛸
」「
ア
カ
ヱ
の
針
」「
飛
の
魚
」「
比
平
魚
や
鰈
」「
鮟

鱇
の
吊
し
切
か
鯉
の
活
作
り
」
と
、
魚
屋
に
縁
の
あ
る
こ
と
ば
が
次
々
と
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現
れ
る
。
巧
み
な
罵
声
と
も
い
え
る
が
、
や
は
り
滑
稽
で
も
あ
る
。

　

浮
気
騒
動
は
二
編
中
の
終
わ
り
ま
で
続
き
、
勇
吉
の
家
の
隣
人
に
仲
裁

さ
れ
、由
太
郎
は「
密
夫
の
勘
弁
金
と
言
て
ハ
外
聞
も
宜
く
な
い
」と
い
っ

て
勇
吉
か
ら
出
刃
庖
丁
を「
五
十
円
に
買
取
る
事
」（
二
編
中
八
ウ
・
九
オ
）

と
な
る
。
し
か
し
、
由
太
郎
は
「
雇
人
同
様
夫
で
ハ
値
段
が
高
過
る
と
押

引
の
末
三
十
円
で
手
打
と
成
た
」（
二
編
中
八
ウ
・
九
オ
）。
あ
い
か
わ
ら

ず
「
外
聞
」
を
気
に
し
な
が
ら
も
、「
勘
弁
金
」
を
値
切
る
由
太
郎
は
滑

稽
で
す
ら
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
由
太
郎
が
手
に
入
れ
た
出
刃
庖
丁

は
犯
行
の
凶
器
と
な
る
。
二
編
中
ま
で
で
殺
人
に
い
た
る
背
景
と
凶
器
と

い
う
伏
線
が
整
え
ら
れ
た
。
滑
稽
化
さ
れ
な
が
ら
語
ら
れ
た
物
語
は
、
凶

器
の
入
手
に
つ
な
げ
ら
れ
た
あ
と
、
出
刃
庖
丁
に
よ
る
惨
殺
と
い
う
展
開

へ
と
一
気
に
突
き
進
ん
で
い
く
。「
事
実
」
の
報
道
性
に
そ
ぐ
わ
な
い
、

滑
稽
味
に
あ
ふ
れ
た
内
容
や
文
体
は
、
弛
緩
か
ら
緊
張
へ
と
い
た
る
コ
ン

ト
ラ
ス
ト
を
作
り
、『
恋
神
奈
川
』
の
凄
惨
な
結
末
を
よ
り
印
象
付
け
る

と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

Ⅴ　

殺
害
に
い
た
る
心
理
を
語
る
こ
と

　

殺
人
事
件
の
背
景
と
凶
器
が
語
ら
れ
、残
る
は
直
接
的
な
動
機
で
あ
る
。

二
編
中
八
丁
裏
九
丁
表
に
は
、「
悪
事
ハ
千
里
の
喩
へ
前
の
密
夫
一
件
を

誰
と
ハ
な
し
に
告
る
者
の
あ
り
し
」と
あ
り
、お
麻
と
由
太
郎
の
騒
動
は
、

田
嶋
の
店
の
雇
人
た
ち
に
も
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
由
太
郎

の
醜
聞
は
お
幸
が
話
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
お
由
の
耳
に
入
り
、「
忘
れ
も

や
ら
ぬ
情
夫
」（
二
編
中
九
ウ
）
で
あ
る
勇
吉
の
住
所
な
ど
を
お
由
が
求

め
る
よ
う
に
な
る
。
お
由
は
勇
吉
の
情
報
を
知
ろ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
夜

這
い
の
一
件
以
降
、
避
け
て
い
た
由
太
郎
に
「
此
方
か
ら
言
葉
を
か
け
る

や
う
に
も
」（
二
編
下
一
オ
）
な
っ
て
い
く
。

　

由
太
郎
の
醜
聞
は
、
勇
吉
に
対
す
る
お
由
の
想
い
を
前
景
化
し
、
彼
女

が
再
び
由
太
郎
に
話
し
か
け
る
よ
う
に
な
る
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
。

由
太
郎
は
、「
お
麻
に
心
を
移
し
て
ゐ
た
間
ハ
お
由
が
事
ハ
弗
然
と
忘
れ

て
」（
二
編
下
一
オ
）
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
顔
を
合
わ
せ
る
た
び
に
「
珍

や
宝
や
言
れ
て
い
と
ゞ
尚
増
る
想
ひ
に
又
し
て
も
持
た
が
病
の
自
惚
」（
二

編
下
一
ウ
・
二
オ
）
と
な
り
、
お
由
の
部
屋
に
入
り
込
ん
で
彼
女
を
ま
た

も
口
説
こ
う
と
す
る
。

　

お
由
の
本
心
が
伝
え
ら
れ
な
い
が
ゆ
え
に
、「
珍
や
宝
や
言
れ
」
た
由

太
郎
は
「
自
惚
」
を
起
こ
し
て
し
ま
う
。
こ
の
勘
違
い
は
、
勇
吉
へ
の
想

い
秘
め
た
お
由
の
言
動
が
、
か
え
っ
て
由
太
郎
を
刺
激
し
て
し
ま
っ
た
結

果
で
も
あ
る
が
、「
病
の
自
惚
」
と
い
う
由
太
郎
個
人
の
内
面
性
と
し
て

語
ら
れ
て
い
る
。
第
Ⅲ
節
で
確
認
し
た
、
認
識
の
差
異
が
「
自
惚
の
増
長
」

を
作
り
出
し
て
い
く
展
開
に
回
収
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
由
太
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郎
の
醜
聞
が
広
ま
っ
た
一
件
は
、こ
う
し
て
認
識
の
食
い
違
い
に
よ
る「
自

惚
の
増
長
」
を
再
び
生
み
出
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、由
太
郎
が
お
由
を
口
説
き
、断
ら
れ
た
顛
末
は
、お
幸
に
よ
っ

て
他
の
雇
人
た
ち
に
暴
露
さ
れ
る
。
お
由
は
そ
れ
を
聞
き
、「
痛
く
な
き

腹
探
ら
る
ゝ
も
心
苦
し
寧
そ
我
か
ら
話
し
た
上
無
事
の
計
ひ
頼
ま
ん
と
思

案
を
定
め
て
」、
お
鉄
に
事
情
を
話
し
、
そ
こ
か
ら
呼
び
出
さ
れ
た
由
太

郎
が
半
左
衛
門
に
厳
し
く
叱
責
さ
れ
る
場
面
へ
と
い
た
る
の
で
あ
る
。
お

麻
と
の
醜
聞
の
み
な
ら
ず
、
半
左
衛
門
に
怒
ら
れ
た
こ
と
も
、
雇
人
ど
こ

ろ
か
、
店
に
出
入
り
の
人
々
に
ま
で
知
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
話
が
広
ま

る
き
っ
か
け
を
作
っ
た
張
本
人
も
お
幸
で
あ
る
。

　

二
編
下
六
丁
裏
七
丁
表
か
ら
七
丁
裏
八
丁
表
に
か
け
て
、
そ
の
と
き
の

由
太
郎
の
内
面
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

つ
ゞ
き 

主
人
が
親
切
を
却
つ
て
愚
痴
に
も
恨
ミ
つ
ゝ
出
る
店
先
で

ハ
雇
人
等
が
早
く
も
知
て
か
此
方
を
見
て
ハ
眼
引
袖
引
笑
ふ
体
に
そ

も
奥
ま
り
し
一
室
の
事
を
誰
か
ハ
既
に
伝
へ
し
と
心
を
附
れ
バ
是
も

お
幸
が
お
嘵
舌
よ
り
し
て
一
同
が
斯
く
逸
早
く
も
知
つ
た
る
な
れ
バ

憎
さ
も
憎
し
と
歯
が
ミ
を
さ
せ
ど
何
と
咎
む
る
便
が
も
な
き
故
胸
を

擦
つ
て
ゐ
る
内
に
口
善
悪
な
き
ハ
下
人
の
常
夫
か
ら
夫
へ
と
言
伝
へ

語
り
伝
へ
て
忽
地
に
近
所
や
出
入
の
人
々
ハ
知
ら
ざ
る
者
ハ
な
き
程

の
容
子
に
外
へ
ハ
偖
置
て
店
へ
も
出
て
ハ
居
堪
ま
れ
ぬ
苦
し
き
詮
義

に
店
蔵
の
二
階
へ
上
つ
て
茫
然
と
手
を
組
居
た
る
そ
の
内
に
不
計
日

外
の
出
刃
庖
丁
が
葛
籠
の
底
に
入
あ
り
し
を
思
ひ
出
し
て
取
出
し
寧

そ
直
ち
に
死
な
ん
と
も
迫
つ
て
見
た
が
待
て
暫
し
何
様
せ
命
を
捨
る

な
ら
尚
も
一
応
お
由
を
口
説
き
素
直
に
承
知
を
せ
ぬ
時
ハ
威
し
て
成

と
も
本
望
を
逐
げ 

次
へ

つ
ゞ
き 

笑
ツ
た
奴
等
の
其
面
を
見
回
し
呉
ん
よ
し
夫
も
叶
ハ
ぬ
事

で
有
た
な
ら
不
便
な
が
ら
も
当
人
始
め
忌
々
し
い
と
覘
つ
た
奴
等
を

何
で
も
片
ぱ
し
切
殺
し
而
し
て
置
て
我
死
ぬ
か
の
二
箇
に
一
箇
と
定

め
ん
と
浅
香
の
沼
の
浅
間
敷
も
胸
を
定
め
て
深
か
ら
ぬ
恨
ミ
の
寝
刃

を
其
宵
の
間
に
合
せ
て
更
る
を
待
居
た
る
ハ
即
ち
明
治
十
五
年
二
月

十
日
の
夜
の
事
に
て　
［
以
下
略
］

六
丁
裏
七
丁
表
の
叙
述
に
は
、
お
幸
へ
の
憎
し
み
と
、
周
囲
の
目
や
こ
と

ば
に
対
す
る
居
た
た
ま
れ
な
さ
が
表
出
し
て
い
る
。
次
に
、
出
刃
庖
丁
を

取
り
出
し
て
か
ら
、「
よ
し
夫
も
叶
ハ
ぬ
事
で
有
た
な
ら
不
便
な
が
ら
も

当
人
始
め
忌
々
し
い
と
覘
つ
た
奴
等
を
何
で
も
片
ぱ
し
切
殺
し
而
し
て
置

て
我
死
ぬ
か
の
二
箇
に
一
箇
」
と
覚
悟
を
決
め
て
い
く
。
お
幸
へ
の
憎
し

み
、
周
り
に
噂
さ
れ
居
た
た
ま
れ
な
い
苦
し
さ
が
高
じ
、
自
分
を
笑
っ
た
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忌
々
し
い
者
た
ち
へ
と
広
げ
ら
れ
て
い
く
殺
意
が
独
白
体
で
語
ら
れ
て
い

る
。
近
世
戯
作
的
な
文
体
で
は
あ
る
が
、
心
理
の
動
き
が
丁
寧
に
捉
え
ら

れ
て
い
よ
う
。

　
「
即
ち
明
治
十
五
年
二
月
十
日
の
夜
の
事
に
て
早
丑
満
も
過
る
頃
家
内

の
寝
息
を
伺
ひ
て
又
々
お
よ
し
が
臥
室
へ
と
忍
び
至
り
て
挑
ミ
し
か
バ
」、

由
太
郎
は
お
由
に「
手
強
く
恥
し
め
断
」（
二
編
下
七
ウ
・
八
オ
）ら
れ
る
。

由
太
郎
は
、
起
き
て
き
た
お
幸
を
「
ヱ
ヽ
い
ら
ざ
る
邪
魔
だ
て
引
込
で
居

ろ
と
怒
に
任
せ
て
突
飛
」（
二
編
下
七
ウ
・
八
オ
）
す
。
騒
ぎ
に
目
を
覚

ま
し
た
お
鉄
が
窘
め
、「
頬
を
平
手
で
ぴ
つ
し
や
り
と
打
バ
焦
立
由
太
郎

も
う
是
ま
で
だ
と
言
も
敢
ず
懐
中
な
し
た
る
出
刃
庖
丁
」（
二
編
下
八
ウ
・

九
オ
）
を
取
り
出
し
て
、
凶
行
に
及
ぶ
。
お
由
に
「
恥
し
め
」
ら
れ
、
お

幸
に
「
邪
魔
」
を
さ
れ
、
お
鉄
に
「
頬
を
平
手
で
ぴ
つ
し
や
り
と
打
」
た

れ
る
。
現
代
よ
り
も
は
る
か
に
男
尊
女
卑
の
甚
だ
し
い
明
治
の
世
に
お
い

て
、三
人
の
女
性
の
行
為
は
、由
太
郎
の
自
尊
心
を
打
ち
砕
く
も
の
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
。
容
姿
に
自
信
の
あ
る
由
太
郎
に
と
っ
て
、
顔
へ
の
平
手
打
ち

は
と
ど
め
で
あ
る
。
そ
の
思
い
は
、「
も
う
是
ま
で
だ
」
の
一
言
に
集
約

さ
れ
て
い
る
。

　

由
太
郎
は
、
ま
ず
目
の
前
の
お
鉄
に
重
傷
を
負
わ
せ
、
次
い
で
駆
け
付

け
て
き
た
半
左
衛
門
を
胸
へ
の
一
突
き
で
殺
害
し
、「
お
よ
し
を
捕
へ
て

口
惜
気
に
血
走
る
眼
で
睨
ミ
つ
ゝ
今
斯
成
て
見
る
時
ハ
可
愛
さ
余
ツ
て
憎

さ
が
百
倍
何
も
言
ぬ
が
思
ひ
し
れ
と
言
も
終
ら
ず
無
惨
に
も
胸
元
深
く
刺

通
」（
二
編
下
八
ウ
・
九
オ
）
す
。「
口
惜
気
」
な
感
情
が
目
に
、「
憎
さ
」

が
こ
と
ば
に
表
さ
れ
る
。
問
題
は
お
幸
で
あ
る
。「
お
幸
が
迯
ん
と
這
出

す
影
を
認
め
飛
掛
り
汝
を
迯
し
て
成
も
の
か
と
言
つ
ゝ
何
所
と
嫌
ひ
な
く

滅
多
や
た
ら
に
切
付
て
倒
れ
た
る
を
バ
仕
止
し
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。「
汝
を
迯
し
て
成
も
の
か
」
と
の
発
言
、
お
由
が
「
胸
元
深
く
」
へ

の
一
刺
し
で
あ
っ
た
の
に
対
し
「
何
所
と
嫌
ひ
な
く
滅
多
や
た
ら
に
切
付

て
」
と
い
う
苛
烈
な
暴
力
性
、
こ
の
二
点
か
ら
、
由
太
郎
の
憎
悪
が
お
幸

に
も
っ
と
も
強
く
向
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

由
太
郎
は
、
自
ら
の
容
姿
に
自
信
を
も
ち
、
プ
ラ
イ
ド
の
高
い
人
物
で

あ
る
。
醜
聞
を
流
さ
れ
、
失
敗
と
叱
責
を
暴
露
さ
れ
、
自
分
よ
り
も
立
場

の
低
い
雇
人
（「
下
人
」）
に
笑
わ
れ
、
何
も
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
ま
ま
、

由
太
郎
は
三
人
の
女
性
に
否
定
さ
れ
る
。
犯
行
の
直
接
的
な
動
機
は
失
恋

で
は
な
い）

（（
（

。由
太
郎
が
殺
害
に
及
ぶ
理
由
は
、周
囲
の
人
々
と
状
況
に
よ
っ

て
自
尊
心
が
痛
く
傷
つ
け
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
二
編
下
六
丁
裏
七
丁

表
以
降
、
結
末
ま
で
語
ら
れ
て
い
る
由
太
郎
の
心
理
が
そ
れ
を
物
語
っ
て

い
る
。
気
ま
ま
に
「
自
惚
」
て
い
ら
れ
る
よ
う
な
場
所
が
、
機
会
が
、
奪

わ
れ
て
い
く
。
逼
迫
し
て
い
く
周
囲
の
状
況
に
、
由
太
郎
は
追
い
詰
め
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

由
太
郎
の
最
後
は
、『
有
喜
世
新
聞
』
の
記
事
と
同
一
で
あ
る
。
そ
こ
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に
「
聞
が
ま
に
〳
〵
斯
ハ
記
し
ぬ
」
と
、
こ
れ
ま
で
の
内
容
が
伝
聞
で
あ

る
旨
が
添
え
ら
れ
、『
恋
神
奈
川
』
は
閉
じ
ら
れ
る
。
伝
聞
と
は
他
者
の

実
体
験
の
報
告
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
「
事
実
」
の
報
道
性
を
示
す
文
脈
形

成
で
あ
る
。
だ
が
、『
恋
神
奈
川
』
が
新
聞
記
事
と
異
な
り
「
人
殺
し
の

件
を
委
し
く
綴
り
し
」
と
こ
ろ
は
、
事
件
に
い
た
る
背
景
お
よ
び
由
太
郎

を
中
心
と
す
る
お
由
、
お
幸
の
内
面
性
で
あ
っ
た
。
死
者
が
何
に
悩
み
、

苦
し
ん
だ
か
、
何
を
殺
害
の
動
機
と
し
た
か
な
ど
、「
聞
」
け
は
し
な
い
。

　

岡
本
起
泉
は
序
文
で
、
友
井
由
太
郎
を
「
自
惚
の
増
長
」
と
い
う
人
物

と
し
て
規
定
し
た
。
し
か
し
、
語
り
出
さ
れ
た
由
太
郎
の
人
物
像
は
、
明

ら
か
に
「
自
惚
の
増
長
」
を
超
え
て
い
よ
う
。
お
由
も
お
幸
も
、
新
聞
記

事
の
情
報
だ
け
で
は
想
像
し
が
た
い
内
面
性
が
語
ら
れ
て
い
た
。『
恋
神

奈
川
』
で
は
、
殺
人
事
件
の
発
生
に
直
結
す
る
由
太
郎
、
お
由
、
お
幸
の

心
理
が
物
語
の
登
場
人
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
新
聞
報
道
と
い
う
「
事
実
」
を
前
提
と
し
た
、〝
個
〟
の
内
面
性

を
語
る
物
語
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
近
世
戯
作
的
な
類
型

的
人
物
像
と
は
一
線
を
画
す
。
語
ら
れ
る
人
物
の
内
面
性
は
事
実
確
認
が

で
き
な
い
も
の
の
、
そ
う
い
っ
た
心
理
の
描
出
は
、
読
者
に
対
し
て
登
場

人
物
の
実
在
性
を
よ
り
身
近
に
実
感
さ
せ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
に
接
近
し
て
い

よ
う
。
わ
ず
か
な
「
事
実
」
に
基
づ
き
虚
構
性
の
高
い
叙
述
を
展
開
さ
せ

た
『
恋
神
奈
川
』
は
、
過
渡
期
の
草
双
紙
で
描
か
れ
た
虚
実
の
一
例
と
し

て
は
、
近
代
小
説
に
一
歩
近
づ
い
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

現
代
で
も
、
殺
人
事
件
が
起
き
た
理
由
、
加
害
者
心
理
や
動
機
を
多
く

の
人
々
は
知
ろ
う
と
す
る
。「
人
殺
し
の
件
を
委
し
く
綴
り
し
」
と
さ
れ

た
『
恋
神
奈
川
』
も
同
じ
発
想
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
現
代
で
も
、
自
尊
心

を
折
ら
れ
、
屈
辱
を
味
わ
い
、
自
ら
の
生
き
る
場
所
を
奪
わ
れ
た
結
果
、

凶
行
に
及
ぶ
加
害
者
を
誰
も
が
た
び
た
び
目
に
し
て
き
た
は
ず
だ
。
明
治

の
頃
か
ら
現
代
に
な
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
加
害
行
為
が
発
生
す
る
原
因
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。『
恋
神
奈
川
』
に
は
、
犯
罪
に
い
た
る
人
間
の
、
普
遍

的
な
心
理
の
一
幕
が
読
み
取
れ
よ
う
。

注（１
） 

佐
々
木
亨
「
西
南
戦
争
と
草
双
紙
─
『
鳥
追
阿
松
海
上
新
話
』
の
出
現
を
め
ぐ
っ

て
─
」（『
近
世
文
藝
』
第
六
九
号
、
一
九
九
九
・
一
）、
お
よ
び
「『
鹿
児
島
実
記

一
夕
話
』
と
『
鳥
追
阿
松
海
上
新
話
』
─
大
倉
孫
兵
衛
の
戦
略
─
」（『
国
文
学
研

究
』
第
一
二
七
号
、
一
九
九
九
・
三
）
で
は
、
明
治
一
〇
年
三
月
か
ら
翌
一
一
年

一
月
ま
で
の
、
西
南
戦
争
を
題
材
に
し
た
草
双
紙
と
読
本
風
の
作
品
の
増
加
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
毒
婦
物
の
嚆
矢
と
な
る
、
久
保
田
彦
作
『
鳥
追
阿
枩
海

上
新
話
』（
錦
栄
堂
、
一
八
七
八
・
二
、三
）
の
刊
行
や
人
気
の
背
景
に
そ
れ
が
関

連
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
示
唆
に
富
む
。

（
２
） 

興
津
要
「
明
治
初
年
の
戯
作
界
─
つ
づ
き
物
の
発
生
─
」（『
転
換
期
の
文
学
─
江

戸
か
ら
明
治
へ
─
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
六
〇
・
一
一
）

（
３
） 
和
田
繁
二
郎
「
変
革
期
文
学
の
展
開
」（『
近
代
文
学
創
成
期
の
研
究
─
リ
ア
リ
ズ
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ム
の
生
成
─
』
桜
楓
社
、
一
九
七
三
・
一
一
）

（
４
） 

山
本
和
明
「
結
末
の
行
方
─
黎
明
期
明
治
戯
作
の
位
相
」（『
近
世
戯
作
の
〈
近
代
〉

─
継
承
と
断
絶
の
出
版
文
化
史
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
九
・
二
）

（
５
） （
4
）
に
同
じ
。

（
６
） 

松
原
真
「
中
絶
す
る
新
聞
小
説
─
明
治
十
五
年
刑
法
と
小
説
─
」（「
言
語
文
化
」

二
〇
二
二
・
一
二
）

（
７
） 

平
田
由
美
「
物
語
の
女
・
女
の
物
語
」（
脇
田
晴
子
／
Ｓ
・
Ｂ
・
ハ
ン
レ
ー
編
『
ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
日
本
史　

下
─
主
体
と
表
現　

仕
事
と
生
活
─
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
五
・
一
）
で
は
、
岡
本
起
泉
『
其
名
も
高
橋

毒
婦
の
小
伝

東
京
奇
聞
』
に
つ
い
て
実
際
の
お
傳

の
「
口
供
」
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
中
村
正
明
「『
其
名
も
高
橋

毒
婦
の
小
伝

東
京
奇
聞
』　

解
題
」（
國
學
院
大
學
岡
本
起
泉
研
究
会
編
『
明
治
初
期
文
学
資
料

集　

岡
本
起
泉　

一
』
二
〇
二
二
・
三
）
で
も
、
高
橋
お
伝
の
事
件
を
「「
仮
名
読

新
聞
」
明
治
十
二
年
二
月
一
日
か
ら
二
日
に
か
け
て
、
わ
ず
か
二
回
連
載
し
た
だ

け
で
記
事
を
打
ち
切
り
、
そ
の
続
き
は
合
巻
に
よ
っ
て
綴
る
こ
と
に
し
た
」
と
い

う
仮
名
垣
魯
文
に
対
し
、「
起
泉
の
方
は
新
聞
連
載
を
並
行
し
な
が
ら
の
合
巻
刊

行
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
は
愚
直
な
ま
で
の
報
道
性
を
見
せ
て
い
る
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
か
ろ
う
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
拙
稿
「
岡
本
起
泉
の
描
い
た
〈
毒

婦
〉
─
お
傳
・
お
竹
の
形
象
─
」（『
明
治
初
期
文
学
資
料
集　

岡
本
起
泉　

一
』）

で
は
、『
其
名
も
高
橋

毒
婦
の
小
伝

東
京
奇
聞
』
七
編
上
に
あ
る
芳
川
春
濤
の
「
序
」
の
一
節
（「
只

其
紀
事
の
淡
白
に
し
て
興
の
薄
き
ハ
勉
て
其
実
蹟
を
綴
り
毫
も
架
空
の
説
を
雑
へ

ざ
る
我
新
聞
記
者
の
本
色
に
し
て
彼
戯
作
者
流
が
事
実
に
関
せ
ず
無
諬
妄
誕
奇
説

珍
事
を
附
会
せ
し
草
紙
物
語
と
異
な
る
所
あ
れ
バ
な
り
」）
を
挙
げ
、
全
面
的
な

信
用
は
で
き
な
い
も
の
の
「
事
実
」
性
を
重
視
す
る
起
泉
の
傾
向
を
示
し
た
。

（
８
） 

岡
本
起
泉
『
白
菖
阿
繁
顛
末
』
全
三
編
九
冊
（
芳
川
春
濤
閲
、
歌
川
國
松
画
、
島

鮮
堂
、
一
八
八
〇
・
二
）
の
二
編
上
一
丁
表
の
序
文
で
起
泉
は
、「
古
ハ
冊
子
を
綴

る
に
虚
を
吐
ね
バ
売
れ
ず
今
は
実
を
記
さ
ね
バ
見
る
人
な
し
古
今
看
客
の
変
更
す

る
斯
の
如
し
ア
ヽ
メ
ン
堂
な
世
の
中
と
な
つ
て
」と
、皮
肉
め
い
た
こ
と
ば
で「
実
」

へ
の
意
識
を
表
し
て
い
る
。
な
お
、『
白
菖
阿
繁
顛
末
』
の
引
用
は
、『
明
治
初
期

文
学
資
料
集　

岡
本
起
泉　

二
』（
國
學
院
大
學
仮
名
垣
魯
文
研
究
会
編
、

二
〇
二
五
・
三
）
に
よ
る
。
な
お
、
引
用
に
際
し
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

（
９
） 『
有
喜
世
新
聞
』
第
一
三
五
七
号
（
一
八
八
二
年
七
月
二
二
日
）
の
「
う
き
よ
は

な
し
」
欄
に
、
伊
東
専
三
「
岡
本
の
病
死
を
悲
む
」
と
い
う
追
悼
文
が
掲
載
さ
れ

た
。
な
お
、
伊
東
の
追
悼
文
は
、
國
學
院
大
學
岡
本
起
泉
研
究
会
編
『
明
治
初
期

文
学
資
料
集　

岡
本
起
泉　

一
』
所
収
の
中
村
正
明
「
岡
本
起
泉
に
つ
い
て
」
に

て
全
文
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
10
） 『
有
喜
世
新
聞
』
第
一
二
二
一
号
の
記
事
は
、
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研

究
科
付
属
近
代
日
本
法
政
史
料
セ
ン
タ
ー
明
治
新
聞
雑
誌
文
庫
所
蔵
の
資
料
を
使

用
し
、
翻
刻
は
引
用
者
自
身
に
よ
る
。
な
お
、
論
文
中
に
お
け
る
二
度
目
以
降
の

引
用
で
は
ル
ビ
を
省
略
し
た
。

（
11
） 

和
田
繁
二
郎
「
明
治
十
年
代
の
戯
作
界
」（
前
掲
『
近
代
文
学
創
成
期
の
研
究

─
リ
ア
リ
ズ
ム
の
生
成
─
』に
同
じ
）で
は
、「
失
恋
に
よ
る
刃
傷
事
件
を
あ
つ
か
っ

た
「
恨
瀬
戸
恋
神
奈
川
」」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

＊ 

本
稿
に
お
け
る
『
恨
瀬
戸
恋
神
奈
川
』
翻
刻
本
文
の
引
用
は
、
す
べ
て
『
明
治
初
期

文
学
資
料
集　

岡
本
起
泉　

二
』（
國
學
院
大
學
仮
名
垣
魯
文
研
究
会
編
、

二
〇
二
五
・
三
）
に
よ
る
。
な
お
、
引
用
に
際
し
ル
ビ
は
省
略
し
た
。


