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太
宰
治
の
『
お
伽
草
紙
』
は
、
昭
和
二
十
年
十
月
（
西
暦
一
九
四
五
年
）
に

筑
摩
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た
小
説
で
あ
る
。
こ
の
小
説
に
つ
い
て
考
察
す
る
に

あ
た
り
、
ま
ず
作
品
の
成
立
当
時
の
時
代
背
景
か
ら
見
て
い
き
た
い
。

周
知
の
通
り
、
太
平
洋
戦
争
は
昭
和
二
十
年
八
月
に
終
戦
と
な
る
。『
お
伽

草
紙
』
は
終
戦
間
際
の
昭
和
二
十
年
三
月
に
執
筆
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。
戦
争

も
激
化
し
、
日
本
本
土
に
爆
撃
が
た
び
た
び
行
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
節

に
、『
お
伽
草
紙
』
は
執
筆
さ
れ
、
戦
争
が
終
結
し
た
昭
和
二
十
年
の
十
月
に

刊
行
さ
れ
る
の
だ
。
戦
時
中
に
執
筆
さ
れ
、
終
戦
直
後
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
と

い
う
点
は
『
お
伽
草
紙
』
が
書
か
れ
た
背
景
と
し
て
念
頭
に
お
く
べ
き
事
柄
の

一
つ
で
あ
ろ
う
。

執
筆
当
時
に
太
宰
が
ど
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
た
の
か
を
確
認
す
る
た
め

に
、
小
山
清
氏
の
『
お
伽
草
紙
の
頃
』
の
一
部
を
引
用
す
る
。

十
二
月
の
末
に
は
太
宰
さ
ん
は
、「
惜
別
」
の
資
料
調
査
の
た
め
仙
台

へ
ゆ
か
れ
た
り
し
て
、「
お
伽
草
紙
」
の
実
際
の
執
筆
は
、
翌
年
昭
和
二

十
年
の
三
月
で
し
た
。

 

（
中
略
）

「
舌
切
雀
」
を
書
き
終
へ
ら
れ
た
の
は
、
七
月
上
旬
、
日
を
お
か
ず
甲

府
は
爆
撃
を
う
け
て
、
水
門
町
の
お
宅
は
焼
か
れ
て
、
私
が
駈
け
つ
け

た
と
き
は
、
柳
町
の
大
内
さ
ん
の
お
宅
に
避
難
さ
れ
て
ゐ
ら
れ
ま
し
た
。

「
薄
明
」
に
あ
る
通
り
園
子
さ
ん
は
眼
を
病
ん
で
ゐ
ま
し
た
。
然
し
太
宰

さ
ん
は
飲
め
ば
、
変
わ
ら
ず
悪
戯
つ
子
の
や
う
で
し
た
。
私
は
完
成
し
た

「
お
伽
草
紙
」
の
原
稿
を
託
さ
れ
て
、
帰
り
の
汽
車
の
中
で
お
そ
ら
く
最

初
の
読
者
た
る
歓
び
を
味
わ
ひ
ま
し
た（
１
）。

こ
こ
か
ら
、
先
に
述
べ
た
通
り
、
太
宰
は
昭
和
二
十
年
三
月
に
『
お
伽
草

紙
』
を
書
き
始
め
、
七
月
上
旬
に
、「
舌
切
雀
」
を
書
き
終
え
た
こ
と
が
分
か

る
。
こ
の
点
を
指
し
て
磯
貝
英
夫
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

敗
戦
ぎ
り
ぎ
り
の
お
し
つ
ま
っ
た
時
期
に
こ
う
い
う
作
品
が
書
か
れ
た

こ
と
も
稀
有
で
あ
れ
ば
、
敗
戦
か
ら
わ
ず
か
二
か
月
後
の
十
月
二
十
五
日

に
こ
う
い
う
書
物
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
も
稀
有
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
戦
中

の
原
稿
が
戦
後
に
そ
の
ま
ま
通
用
し
て
、
何
ら
の
断
層
を
感
じ
る
こ
と
も

な
い
こ
と
は
、
い
っ
そ
う
稀
有
で
あ
る（
２
）。
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と
し
て
い
る
。
こ
の
『
お
伽
草
紙
』
の
特
異
性
へ
の
指
摘
は
概
ね
頷
け
る
だ
ろ

う
。
も
ち
ろ
ん
「
戦
中
の
原
稿
が
戦
後
に
そ
の
ま
ま
通
用
し
て
、
何
ら
の
断
層

を
感
じ
る
こ
と
も
な
い（
３
）」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
高
塚
雅
氏
が
指
摘
し
て
い
る

通
り
、
太
宰
の
小
説
の
中
に
は
戦
後
改
編
さ
れ
て
い
る
も
の
が
ず
い
ぶ
ん
あ

り
、
原
稿
か
ら
出
版
、
改
編
の
段
階
で
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
る
点
も
考
慮
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
が
、
こ
と
『
お
伽
草
紙
』
に
お
い
て
は
作
品
の
根
底
が
覆

さ
れ
る
ほ
ど
の
改
編
は
な
か
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
先
の
言
葉
を
使
う

な
ら
「
戦
中
に
書
か
れ
た
こ
の
作
品
が
戦
後
に
読
ま
れ
、
何
等
の
断
層
を
感
じ

る
こ
と
も
な
い
」
の
は
、
物
語
が
戦
争
に
主
軸
を
置
い
て
い
な
い
た
め
で
あ
る

と
私
は
考
え
る
。
こ
の
物
語
の
主
軸
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
り
、『
お
伽
草

子
』
の
各
物
語
の
共
通
点
に
焦
点
を
絞
っ
て
論
じ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二

『
お
伽
草
紙
』
は
、「
前
書
き
」
よ
り
始
ま
る
。
空
襲
の
た
め
か
、
防
空
壕
に

避
難
し
た
親
子
四
人
。
父
は
、
防
空
壕
が
窮
屈
だ
と
い
う
母
を
曖
昧
な
こ
と
を

言
っ
て
だ
ま
ら
せ
、
濠
か
ら
出
た
が
る
娘
に
、
絵
本
を
読
ん
で
聞
か
せ
る
。

ム
カ
シ

ム
カ
シ
ノ
オ
話
ヨ

な
ど
と
、
間
の
抜
け
た
よ
う
な
妙
な
声
で
絵
本
を
読
ん
で
や
り
な
が
ら

も
、
そ
の
宮
中
に
は
、
ま
た
お
の
ず
か
ら
別
個
の
物
語
が
醞
醸
せ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
前
書
き
最
後
の
一
文
で
あ
る
。
こ
の
一
文
に
は
、
以
後
の
四
つ
の

物
語
が
ど
の
よ
う
な
形
で
語
ら
れ
て
い
る
の
か
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
こ
の
後
の
物
語
は
、「
防
空
壕
の
中
で
父
が
娘
に
絵
本
を
読
ん
で
い
る
時
」

「
父
の
胸
中
に
創
作
さ
れ
た
別
個
の
物
語
を
」「
第
三
者
の
語
り
手
が
」「
読
者

に
主
観
を
交
え
つ
つ
語
り
聞
か
せ
て
い
る
。」
と
い
う
構
造
を
採
っ
て
い
る
の

だ
。
例
と
し
て
「
瘤
取
り
」
の
文
中
の
一
部
を
見
て
み
よ
う
。

①
私
は
、
い
ま
、
壕
の
中
に
し
や
が
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、

私
の
膝
の
上
に
は
、
一
冊
の
絵
本
が
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
だ
け
な
の
で
あ

る
。
私
は
い
ま
は
、
物
語
の
考
証
は
あ
き
ら
め
て
、
た
だ

自
分
ひ
と
り

の
空
想
を
繰
り
ひ
ろ
げ
る
に
と
ど
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
だ
ら
う
い
や
、
か

へ
つ
て
そ
の
は
う
が
、
活
き
活
き
し
て
面
白
い
お
話
が
出
来
上
る
か
も
知

れ
ぬ
。
②
な
ど
と
、
負
け
惜
し
み
に
似
た
や
う
な
自
問
自
答
を
し
て
、
さ

て
、
そ
の
父
な
る
奇
妙
の
人
物
は
、

こ
の
部
分
に
出
て
く
る
「
私
」
と
は
も
ち
ろ
ん
「
壕
の
中
に
し
や
が
ん
で
ゐ

る
」
の
で
あ
る
か
ら
、「
父
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
①
の
部
分
ま
で
は
「
前
書
き
」

に
登
場
す
る
「
父
」
の
独
白
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
後
の
②
の
部
分
は
、

「
さ
て
、
そ
の
父
な
る
奇
妙
の
人
物
は
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
第
三
者
の
語
り

手
が
読
者
に
語
り
か
け
て
い
る
と
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
語
り
手
の
交
代
と
も

い
う
べ
き
も
の
が
、
こ
の
小
説
に
は
し
ば
し
ば
起
こ
っ
て
い
る
。

ま
た
、
作
品
中
に
、「
作
者
の
私
」「
太
宰
と
い
ふ
作
家
」
の
よ
う
に
、
第
三

者
の
語
り
手
が
筆
者
で
あ
る
太
宰
自
身
で
あ
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
記
述
が

あ
る
こ
と
か
ら
、「
こ
の
作
品
に
お
け
る
第
三
者
の
語
り
手
は
太
宰
で
あ
る
」

と
し
た
上
で
、
論
じ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
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三

『
お
伽
草
紙
』
を
各
物
語
の
共
通
点
か
ら
読
み
解
こ
う
と
す
る
う
え
で
、
主

人
公
た
ち
の
共
通
性
は
重
要
な
要
素
で
あ
る
。『
お
伽
草
紙
』
を
「
家
族
か
ら

孤
絶
し
た
場
に
身
を
置
い
て
始
め
て
、
自
分
の
生
き
る
自
由
と
善
良
さ
を
確
保

し
よ
う
と
す
る
男
た
ち
の
物
語
だ
」
と
論
じ
た
の
は
角
田
旅
人
氏
で
あ
る
が
、

角
田
氏
は
、
あ
え
て
「
対
立
」
に
焦
点
を
当
て
て
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
に
そ
の

一
部
を
引
用
す
る
。

太
宰
は
、
第
一
の
物
語
「
瘤
取
り
」
の
末
尾
で
、
そ
の
内
実
は
〈
性
格

の
悲
喜
劇
と
い
ふ
も
の
で
す
〉と
解
説
し
て
い
る
。「
劇
」
と
い
う
も
の
が
、

「
対
立
」
を
軸
に
、
そ
こ
で
の
葛
藤
と
そ
こ
に
生
ず
る
緊
張
の
開
放
、
対

立
の
解
消
と
い
う
こ
と
を
基
本
パ
タ
ー
ン
と
す
る
も
の
だ
と
す
る
な
ら
、

四
編
い
ず
れ
も
「
対
立
」
の
様
相
を
扱
う
「
お
伽
草
紙
」
は
、
全
体
と
し

て
も
「
性
格
の
悲
喜
劇
」
の
物
語
だ
と
言
え
な
く
も
な
い
。
む
し
ろ
太
宰

は
そ
う
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
気
配
さ
え
あ
る
。［
中
略
］

と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
物
語
組
成
の
操
作
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
っ

て
い
る
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
、
主
人
公
役
の
人
物
た
ち
全
て
が
共
通
し

て
示
す
、
彼
ら
に
固
有
の
あ
る
〝
境
遇
〟
で
あ
ろ
う
。〈
瘤
取
り
の
二
老

人
も
浦
島
さ
ん
も
カ
チ
カ
チ
山
の
狸
さ
ん
も
…
…
（
中
略
）
…
…
こ
れ
は

た
だ
、
太
宰
と
い
ふ
作
家
そ
の
愚
か
な
経
験
と
貧
弱
な
空
想
を
以
て
創
造

し
た
極
め
て
凡
庸
な
人
物
た
ち
ば
か
り
〉
な
の
だ
が
、
彼
ら
は
一
様
に
自

分
を
〈
孤
独
な
男
〉
だ
と
思
っ
て
い
る
。〈
お
れ
は
寂
し
い
ん
だ
。
孤
独

な
ん
だ
よ
〉
と
い
う
「
狸
」
の
嘆
き
は
、
彼
ら
が
共
有
す
る
〝
思
い
〟
で

あ
る（
４
）。

〈
孤
独
な
男
〉
と
い
う
も
の
は
、『
お
伽
草
紙
』
の
主
人
公
に
共
通
す
る
テ
ー

マ
で
あ
る
。
主
人
公
達
は
、
自
ら
が
持
つ
孤
独
か
ら
逃
れ
よ
う
と
、
も
し
く

は
、
孤
独
を
癒
そ
う
と
足
掻
く
。
そ
の
姿
こ
そ
が
、
こ
の
物
語
の
本
質
で
あ
る

と
私
は
考
え
る
。
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
よ
り
深
く
考
察
す
る
上
で
、『
お
伽

草
紙
』
の
最
初
の
物
語
で
あ
る
「
瘤
取
り
」
を
ま
ず
見
て
い
き
た
い
。

四

「
瘤
取
り
」
の
冒
頭
は
父
が
娘
に
語
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
「
ム
カ
シ

ム
カ

シ
ノ
オ
話
ヨ
」
と
い
う
言
葉
か
ら
始
ま
る
。

こ
の
書
き
出
し
は
、
前
書
き
を
見
る
に
絵
本
の
最
初
の
記
述
部
分
で
あ
ろ

う
。
た
っ
た
三
行
の
書
き
出
し
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
読
ん
で
「
父
」
は
、「
そ

の
絵
本
の
物
語
と
全
く
別
個
の
新
し
い
物
語
」
を
胸
中
に
描
き
だ
す
。
そ
の
軽

妙
で
自
在
な
文
章
は
、『
お
伽
草
紙
』
の
魅
力
の
最
た
る
部
分
で
あ
る
。
カ
タ

カ
ナ
で
記
述
さ
れ
て
い
る
部
分
に
は
、「
コ
ブ
ヲ

モ
ツ
テ
ル

オ
ヂ
イ
サ
ン
」

だ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
か
ら
描
き
だ
さ
れ
た
物
語
に
は
、
瘤
を
持
っ
た
お

爺
さ
ん
、
お
婆
さ
ん
、
息
子
の
三
人
が
存
在
す
る
。

お
爺
さ
ん
は
、
酒
飲
み
で
、
家
庭
に
お
い
て
孤
独
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先
に

引
用
し
た
本
文
に
も
書
か
れ
て
い
る
通
り
、
家
庭
に
お
い
て
は
常
に
浮
か
ぬ
顔

を
し
て
い
る
。

そ
ん
な
酒
飲
み
の
お
爺
さ
ん
と
対
照
的
に
、
お
婆
さ
ん
と
息
子
は
真
面
目
な

人
物
、
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
家
族
に
囲
ま
れ
て
い
る
状
況
は
、
お
爺

さ
ん
に
と
っ
て
、
非
常
に
息
が
詰
ま
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
家
庭
で
の
飲
酒
・

食
事
風
景
と
し
て
本
文
中
に
も
表
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
お
爺
さ
ん
の
右
の
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頬
に
大
き
な
瘤
が
で
き
た
と
き
も
、
息
子
は
興
覚
め
た
こ
と
を
言
い
、
お
婆
さ

ん
は
命
に
関
わ
る
も
の
か
尋
ね
た
き
り
、
関
心
も
示
さ
な
い
。

『
お
伽
草
紙
』
の
他
の
三
作
「
浦
島
さ
ん
」「
カ
チ
カ
チ
山
」「
舌
切
雀
」
の

主
人
公
達
も
、
程
度
は
異
な
る
が
こ
の
よ
う
な
「
孤
独
」
を
持
つ
。「
浦
島
さ

ん
」
の
浦
島
太
郎
は
誰
に
も
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
努
め
て
上
品
に
暮
ら
し
て

い
る
の
に
人
々
に
批
評
さ
れ
る
こ
と
に
嫌
気
が
さ
し
、「
カ
チ
カ
チ
山
」
の
狸

は
生
涯
理
解
者
を
得
ら
れ
ず
、「
舌
切
雀
」
は
家
族
の
中
で
孤
立
す
る
。
そ
の

意
味
で
、『
お
伽
草
紙
』
は
、「
孤
独
な
男
た
ち
」
の
物
語
で
あ
る
と
も
い
え
る

だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
同
時
に
、
彼
ら
は
皆
、
現
状
に
対
す
る
不
満
を

持
っ
て
い
る
。「
瘤
取
り
」「
舌
切
雀
」
に
お
い
て
は
、
家
庭
内
の
自
ら
の
境
遇

に
対
し
て
。「
浦
島
さ
ん
」
は
お
互
い
他
人
の
批
評
を
気
に
し
て
暮
ら
し
て
い

る
人
々
に
対
し
て
。
そ
し
て
「
カ
チ
カ
チ
山
」
は
自
ら
の
地
位
と
言
う
べ
き
も

の
へ
の
不
満
を
、
そ
れ
ぞ
れ
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
先
の
言
葉
に
付
け
加
え

て
言
う
な
ら
ば
、『
お
伽
草
紙
』
は
「
孤
独
で
、
不
満
を
抱
え
て
い
る
男
た
ち
」

の
物
語
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
、『
お
伽
草
紙
』
の
主
人
公
達
の
共
通
項
を
探
っ
て
き
た
。
次
に
、

物
語
上
の
共
通
点
を
見
て
い
く
た
め
に
、「
瘤
取
り
」
の
場
面
を
進
め
て
鬼
達

の
月
下
の
宴
の
場
面
を
見
て
い
き
た
い
。

山
に
た
き
ぎ
拾
い
に
き
た
お
爺
さ
ん
は
、
木
の
虚
の
中
で
夕
立
が
止
む
の
を

待
つ
う
ち
に
眠
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
夜
に
起
き
て
、
外
に
出
る
と

見
よ
。
林
の
奥
の
、
や
や
広
い
草
原
に
、
異
形
の
物
が
十
数
人
、
と
言

ふ
の
か
、
十
数
匹
と
言
ふ
の
か
、
と
に
か
く
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
虎
の
皮
の

ふ
ん
ど
し
を
し
た
、
あ
の
、
赤
い
巨
大
の
生
き
物
が
、
円
陣
を
作
つ
て
坐

り
、
月
下
の
宴
の
さ
い
ち
ゆ
う
で
あ
る
。

鬼
達
が
集
う
月
下
の
宴
。「
瘤
取
り
」
の
主
人
公
は
こ
の
世
の
も
の
と
思
え

ぬ
場
所
に
迷
い
込
む
。
そ
し
て
、
そ
の
場
所
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
。

こ
の
構
図
は
『
お
伽
草
紙
』
の
他
の
二
編
「
浦
島
さ
ん
」「
舌
切
雀
」
に
も

存
在
す
る
。「
浦
島
さ
ん
」
は
竜
宮
城
、「
舌
切
雀
」
は
竹
藪
の
中
の
雀
の
お
宿

が
、「
瘤
取
り
」
に
お
け
る
月
下
の
宴
の
よ
う
に
一
種
の
聖
的
空
間
と
し
て
働

い
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
こ
の
点
を
指
摘
し
た
多
く
の
論
者
の
言
葉
を
借
り
る
な

ら
ユ
ー
ト
ピ
ア
、
桃
源
郷
と
い
う
べ
き
で
あ
る
こ
の
空
間
で
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語

の
登
場
人
物
た
ち
は
ど
う
い
っ
た
行
動
に
出
た
の
か
、
そ
の
部
分
に
着
目
し
て

見
て
い
き
た
い
。

「
瘤
取
り
」
に
置
い
て
は
、
こ
の
世
界
に
現
実
世
界
か
ら
迷
い
込
む
人
物
は

二
人
、
主
人
公
で
あ
る
右
の
頬
に
瘤
を
持
つ
酒
飲
み
の
お
爺
さ
ん
と
、
左
の
頬

に
同
じ
く
瘤
を
持
つ
「
人
品
骨
柄
は
、
い
や
し
く
無
い
」
立
派
な
お
爺
さ
ん

で
あ
る
。
酒
飲
み
の
お
爺
さ
ん
が
迷
い
込
ん
だ
際
は
、
先
ほ
ど
書
い
た
通
り
、

酔
っ
た
状
態
で
、
思
い
が
け
ず
迷
い
込
み
、
鬼
達
を
観
察
し
た
う
え
で
、
鬼
達

の
円
陣
に
飛
び
込
ん
で
自
慢
の
阿
波
躍
り
を
披
露
し
た
。
結
果
、
お
爺
さ
ん
の

瘤
は
「
ま
た
来
て
も
ら
う
た
め
に
」
鬼
達
に
よ
っ
て
む
し
り
取
ら
れ
る
。
翻
っ

て
、
立
派
な
お
爺
さ
ん
は
、
酒
飲
み
の
お
爺
さ
ん
か
ら
月
下
の
不
思
議
な
宴
の

話
を
聞
き
、
自
分
も
瘤
を
取
っ
て
も
ら
お
う
と
勇
み
立
ち
、
鬼
達
の
い
る
月
下

の
宴
に
赴
く
。

立
派
な
お
爺
さ
ん
は
、
月
下
の
宴
に
「
鬼
に
踊
り
を
見
せ
に
行
く
の
だ
か
、

鬼
退
治
に
行
く
の
だ
か
、
何
が
何
や
ら
、
ひ
ど
い
意
気
込
み
で
鉄
扇
右
手
に
、

肩
い
か
ら
し
て
」
自
ら
の
意
思
で
立
ち
入
る
の
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
酒
好
き

の
お
爺
さ
ん
と
は
大
き
く
違
う
。
そ
し
て
、
鬼
た
ち
の
酒
宴
の
円
陣
の
ま
ん
な

か
に
行
く
の
は
同
じ
な
の
だ
が
、「
恭
々
粛
々
と
歩
を
運
び
」
と
、
酒
飲
み
の
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お
爺
さ
ん
の
「
何
の
恐
れ
る
と
こ
ろ
も
な
く
、
円
陣
の
ま
ん
な
か
に
飛
び
込
ん

で
」
と
で
は
明
ら
か
に
差
が
あ
る
。
踊
り
な
ど
、
立
派
な
お
爺
さ
ん
は
ま
さ

に
「
傑
作
意
識
」
を
持
ち
す
ぎ
た
故
に
、
酒
宴
に
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
格
式

ば
っ
た
舞
を
舞
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
行
動
の
差
に
よ
っ
て
、
二
人
の
お
爺
さ
ん
の
明
暗
は
分
か
れ
る
。
酒
飲

み
の
お
爺
さ
ん
は
、
瘤
を
取
ら
れ
た
が
日
常
は
何
も
変
わ
ら
ず
、
立
派
な
お
爺

さ
ん
は
、「
本
当
に
、
ジ
ャ
マ
ツ
ケ
な
も
の
と
し
て
」
憎
ん
で
い
た
瘤
が
反
対

側
の
頬
に
も
う
一
つ
出
来
る
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き

は
、
非
現
実
の
空
間
に
適
応
し
た
の
は
「
酒
飲
み
の
お
爺
さ
ん
」
で
あ
り
、
彼

は
孫
の
よ
う
に
か
わ
い
が
っ
て
い
た
瘤
を
取
ら
れ
る
も
「
損
も
得
も
無
く
、
一

長
一
短
と
い
ふ
や
う
な
と
こ
ろ
か
」
と
結
ん
で
い
る
の
に
対
し
、
非
現
実
の
世

界
に
適
応
で
き
ず
、
場
違
い
な
行
動
を
取
っ
て
し
ま
っ
た
「
立
派
な
お
爺
さ

ん
」
は
「
ジ
ャ
マ
ツ
ケ
な
も
の
と
し
て
憎
み
」
嫌
っ
て
い
た
瘤
を
反
対
側
の
頬

に
ま
で
付
け
ら
れ
る
と
い
う
悲
劇
に
見
舞
わ
れ
た
事
で
あ
る
。

こ
の
物
語
の
結
末
を
、
作
者
は
た
だ
一
言
「
性
格
の
悲
喜
劇
と
い
ふ
も
の
で

す
。
人
間
生
活
の
底
に
は
、
い
つ
も
、
こ
の
問
題
が
流
れ
て
ゐ
ま
す
。」
と
い

う
文
章
で
結
ん
で
い
る
。「
性
格
の
悲
喜
劇
」
と
い
う
言
葉
は
こ
の
作
品
の
、

ひ
い
て
は
『
お
伽
草
紙
』
の
物
語
に
あ
る
一
つ
の
テ
ー
マ
を
端
的
に
表
す
も
の

で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
「
瘤
取
り
」
を
例
に
と
っ
て
、『
お
伽
草
紙
』
全
体
の
こ

と
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、「
瘤
取
り
」
に
続
く
各
作
品
に
つ

い
て
も
、
今
ま
で
見
て
き
た
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
、
順
に
見
て
い
き
た
い
。

五

「
浦
島
さ
ん
」
で
は
、
浦
島
太
郎
は
旧
家
の
長
男
で
あ
る
。
津
軽
の
旧
家
の

三
男
で
あ
る
作
者
太
宰
治
の
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
の
は
必
然
で
あ
ろ
う
。

こ
の
浦
島
が
持
つ
孤
独
や
不
満
の
源
泉
は
「
人
か
ら
の
批
評
」
で
あ
る
。
弟

妹
達
の
無
遠
慮
な
批
判
を
聞
い
た
際
は
怒
ら
ず
苦
笑
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、

後
に
一
人
海
岸
に
出
た
際
に
、
そ
の
不
満
は
「
素
朴
の
疑
問
」
と
な
っ
て
表
れ

る
。「

人
は
、
な
ぜ
お
互
ひ
批
評
し
合
は
な
け
れ
ば
、
生
き
て
行
け
な
い
の
だ

ら
う
。」
と
い
う
素
朴
の
疑
問
に
就
い
て
鷹
揚
に
首
を
振
つ
て
考
え
、「
砂

浜
の
萩
の
花
も
、
這
ひ
寄
る
小
蟹
も
、
入
江
に
休
む
鳫
も
、
何
も
こ
の
私

を
批
評
し
な
い
。
人
間
も
須
ら
く
か
く
あ
る
べ
き
だ
。
人
お
の
お
の
、
生

き
る
流
儀
を
持
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
流
儀
を
、
お
互
ひ
尊
敬
し
合
つ
て
行
く

事
が
出
来
ぬ
も
の
か
。
誰
に
も
迷
惑
を
か
け
な
い
や
う
に
努
め
て
上
品
な

暮
ら
し
を
し
て
ゐ
る
の
に
、
そ
れ
で
も
人
は
、
何
の
か
の
と
言
ふ
。
う
る

さ
い
も
の
だ
。」
と
幽
か
な
溜
息
を
つ
く
。

そ
の
よ
う
な
考
え
を
持
つ
浦
島
に
と
っ
て
、
亀
に
よ
っ
て
連
れ
て
こ
ら
れ
た

竜
宮
城
は
ま
さ
に
思
い
描
い
た
通
り
の
理
想
郷
で
あ
ろ
う
。
浦
島
は
、
亀
に
連

れ
ら
れ
て
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

客
を
迎
へ
て
客
を
忘
れ
る
。
し
か
も
客
の
身
辺
に
は
美
酒
珍
味
が
全
く
無

造
作
に
並
べ
置
か
れ
て
あ
る
。
歌
舞
音
曲
も
別
段
客
を
も
て
な
さ
う
と
い

う
露
骨
な
意
図
で
も
つ
て
行
は
れ
る
の
で
は
な
い
。
乙
姫
は
誰
に
聞
か
せ
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よ
う
と
い
ふ
心
も
無
く
て
琴
を
ひ
く
。
魚
ど
も
は
誰
に
見
せ
よ
う
と
い
う

衒
ひ
も
無
く
自
由
に
嬉
々
と
し
て
舞
ひ
遊
ぶ
。

そ
し
て
、
亀
は
浦
島
に
向
か
っ
て
言
う
。

え
え
、
ど
う
ぞ
。
こ
こ
へ
来
て
遠
慮
な
ん
か
す
る
の
は
馬
鹿
げ
て
ゐ
ま

す
。
あ
な
た
は
無
限
に
許
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
す
。

こ
の
言
葉
ほ
ど
「
浦
島
さ
ん
」
に
お
け
る
竜
宮
城
を
的
確
に
表
し
て
い
る
も

の
は
な
い
。
周
囲
か
ら
の
批
判
に
孤
独
や
不
満
を
感
じ
て
い
る
浦
島
に
と
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
世
界
は
理
想
の
世
界
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

そ
の
理
想
郷
に
浦
島
太
郎
を
連
れ
て
い
っ
た
亀
に
未
だ
目
を
向
け
て
い
な

か
っ
た
。
そ
う
、
こ
の
作
品
に
置
い
て
は
度
々
浦
島
太
郎
と
言
葉
を
交
わ
し
て

い
る
あ
の
亀
で
あ
る
。
亀
は
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
、
浦
島
と
対
に
な
る
存

在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
浦
島
の
疑
問
に
答
え
を
返
し
、
浦
島
の
考
え
に
反

論
し
、
浦
島
に
竜
宮
城
に
つ
い
て
の
知
識
を
伝
授
す
る
。
ま
さ
し
く
、
こ
の

作
品
の
影
の
主
人
公
の
ご
と
き
存
在
で
あ
る
。
彼
は
竜
宮
城
に
住
み
な
が
ら
、

「
陸
上
生
活
に
少
し
か
ぶ
れ
て
、
そ
れ
こ
そ
聞
い
た
ふ
う
の
批
評
な
ん
か
を
口

に
す
る
や
う
に
な
つ
て
」
ち
ょ
う
ど
陸
上
と
竜
宮
城
の
中
間
に
い
る
存
在
と
し

て
主
人
公
の
浦
島
を
非
現
実
の
世
界
に
導
い
て
い
く
。

翻
っ
て
、
竜
宮
城
に
住
む
乙
姫
は
、
竜
宮
城
と
い
う
桃
源
郷
を
体
現
す
る
存

在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
彼
女
に
つ
い
て
語
る
に
は
、
ま
ず
竜
宮
城
に
つ
い

て
の
描
写
を
追
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

竜
宮
城
に
つ
い
た
浦
島
は
、
そ
の
竜
宮
城
は
自
分
が
考
え
て
い
た
、
想
像
し

て
い
た
よ
う
な
場
所
で
は
な
い
こ
と
を
知
る
。
以
下
は
情
景
描
写
と
、
竜
宮
城

に
つ
い
て
の
亀
の
言
葉
を
三
か
所
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

〇
あ
た
り
を
見
回
し
た
が
、
壁
も
柱
も
何
も
無
い
。
薄
闇
が
、
た
だ
洋
々
と

身
近
に
動
い
て
い
る
。

〇
こ
の
廊
下
は
た
だ
の
廊
下
ぢ
や
な
い
ん
で
す
よ
。
魚
の
掛
橋
で
す
よ
。
よ

く
気
を
つ
け
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
幾
億
と
い
ふ
魚
が
ひ
し
と
か
た
ま
つ
て
、

廊
下
の
床
み
た
い
な
工
合
ひ
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
す
よ
。

〇
竜
宮
で
は
こ
の
藻
を
食
べ
て
、
花
び
ら
で
酔
ひ
、
の
ど
が
乾
け
ば
桜
桃
を

含
み
、
乙
姫
さ
ま
の
琴
の
音
に
聞
き
惚
れ
、
生
き
て
ゐ
る
花
吹
雪
の
や
う
な

小
魚
た
ち
の
舞
ひ
を
眺
め
て
暮
ら
し
て
ゐ
る
の
で
す
。

こ
の
竜
宮
城
は
、
客
人
で
あ
る
浦
島
に
と
っ
て
「
無
限
に
許
さ
れ
た
」
世
界

で
あ
っ
た
。
乙
姫
は
、
そ
ん
な
竜
宮
城
を
体
現
す
る
存
在
で
あ
る
。
乙
姫
は
自

ら
言
葉
を
発
す
る
こ
と
は
な
い
。
文
中
に
あ
る
通
り
「
無
言
の
微
笑
」
で
も
っ

て
浦
島
を
許
す
だ
け
で
あ
る
。
乙
姫
は
、
言
葉
を
話
さ
ず
、
何
も
考
え
ず
、
た

だ
幽
か
に
笑
っ
て
「
聖
諦
」
を
か
き
鳴
ら
す
の
だ
。

「
無
限
に
許
さ
れ
て
ゐ
る
」
状
態
に
生
ま
れ
て
初
め
て
置
か
れ
た
浦
島
は
、

暫
し
の
間
、
安
楽
な
暮
ら
し
を
満
喫
す
る
。
こ
の
場
所
は
、
浦
島
に
と
っ
て
、

ま
さ
し
く
夢
の
世
界
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
浦
島
は
、
こ
れ
ま
で
居
た
場
所
の
素
晴
ら
し
さ
を
理
解
し
な
が
ら
、

そ
れ
で
も
陸
上
の
人
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
を
選
ぶ
。
し
か
し
、
陸
上
に

戻
っ
た
彼
に
は
何
も
残
ら
ず
、
彼
を
救
っ
た
の
は
、
結
局
竜
宮
城
か
ら
持
ち

帰
っ
た
年
月
と
忘
却
で
あ
っ
た
。
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こ
こ
で
、
前
の
「
瘤
取
り
」
を
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
だ
が
、
彼
の

作
品
と
比
べ
て
、
こ
の
作
品
は
明
ら
か
に
「
非
現
実
の
世
界
」
の
比
率
が
大
き

い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
物
語
は
非
現
実
の
世
界
で
あ
る
竜
宮
城
を
舞
台
に
物

語
は
進
行
し
て
い
く
。「
浦
島
さ
ん
」
に
お
い
て
主
人
公
は
『
お
伽
草
紙
』
中

で
最
も
非
現
実
の
世
界
に
長
く
、
濃
密
に
触
れ
る
。
次
の
「
カ
チ
カ
チ
山
」
と

の
対
比
と
共
に
着
目
す
る
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。

六

「
カ
チ
カ
チ
山
」
は
、「
気
に
入
ら
ぬ
も
の
に
は
平
気
で
残
酷
な
こ
と
を
す
る
」

ア
ル
テ
ミ
ス
型
の
兎
の
少
女
と
、
狸
仲
間
で
も
風
采
あ
が
ら
ず
、
た
だ
団
々
と

し
て
、
愚
鈍
大
食
の
野
暮
天
で
あ
っ
た
」
気
の
毒
な
狸
の
物
語
と
し
て
、
お
伽

噺
を
元
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

読
み
進
め
て
い
く
と
、
狸
に
対
し
て
は
、「
唾
を
飛
ば
し
散
ら
し
な
が
ら
物

語
る
」「
い
や
に
ね
ば
つ
こ
い
口
調
で
嘆
願
し
て
」「
い
や
ら
し
く
笑
ひ
」
な
ど

を
始
め
と
し
て
、
否
定
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
徹
底
し
て
醜
く

描
か
れ
て
い
る
狸
で
あ
る
が
、
物
語
を
構
成
す
る
父
や
語
り
手
で
あ
る
作
者

は
、
一
貫
し
て
狸
の
視
点
で
物
語
を
再
構
成
し
、
こ
の
狸
が
愛
す
べ
き
存
在
で

あ
る
か
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。『
お
伽
草
紙
』
は
「
孤
独
で
不
満
を
持
つ
男

の
物
語
」
で
あ
る
た
め
「
カ
チ
カ
チ
山
」
も
そ
の
よ
う
な
孤
独
を
持
つ
男
た
ち

に
寄
り
添
う
物
語
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

こ
の
狸
の
孤
独
や
不
満
は
、
す
べ
て
「
女
に
い
ち
ど
も
、
も
て
や
し
な
か
っ

た
」
こ
と
に
収
束
し
て
い
る
。
彼
は
商
人
に
扮
し
た
兎
に
、
火
傷
へ
と
唐
辛
子

を
練
っ
た
も
の
を
塗
り
た
く
ら
れ
た
際
、
七
転
八
倒
し
な
が
ら
こ
う
叫
ぶ
。

「
う
う
む
、
何
と
も
な
い
。
こ
の
薬
は
、
た
し
か
に
効
く
。
わ
あ
あ
、
ひ

ど
い
。
水
を
く
れ
。
こ
こ
は
ど
こ
だ
。
地
獄
か
。
か
ん
に
ん
し
て
く
れ
。

お
れ
は
地
獄
へ
落
ち
る
覚
え
は
無
え
ん
だ
。
お
れ
は
狸
汁
に
さ
れ
る
の
が

い
や
だ
つ
た
か
ら
、
そ
れ
で
婆
さ
ん
を
や
つ
つ
け
た
ん
だ
。
お
れ
に
、
と

が
は
無
え
の
だ
。
お
れ
は
生
れ
て
三
十
何
年
間
、
色
が
黒
い
ば
つ
か
り

に
、
女
に
い
ち
ど
も
、
も
て
や
し
な
か
つ
た
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
、
お
れ

は
、
食
慾
が
、
あ
あ
、
そ
の
た
め
に
、
お
れ
は
ど
ん
な
に
き
ま
り
の
悪
い

思
ひ
を
し
て
来
た
か
。
誰
も
知
り
や
し
な
い
の
だ
。
お
れ
は
孤
独
だ
。
お

れ
は
善
人
だ
。
目
鼻
立
ち
は
悪
く
な
い
と
思
ふ
ん
だ
。」

そ
し
て
狸
は
、
惚
れ
て
い
る
兎
に
騙
さ
れ
て
散
々
な
目
に
遭
う
。
兎
の
凶
行

の
以
前
に
あ
わ
や
狸
汁
に
な
り
か
け
る
と
い
う
大
厄
を
被
り
、
そ
こ
か
ら
這
う

這
う
の
体
で
逃
げ
出
し
て
き
た
か
と
思
え
ば
、
想
い
人
に
大
火
傷
を
負
わ
さ
れ

る
。
さ
ら
に
、
傷
口
に
唐
辛
子
な
ん
て
も
の
を
塗
り
込
ま
れ
、
最
後
に
は
泥
船

と
共
に
水
の
中
に
溺
死
す
る
の
だ
。

こ
の
「
カ
チ
カ
チ
山
」
の
終
わ
り
は
、『
お
伽
草
紙
』
の
作
品
中
、
最
も
悲

惨
な
結
末
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
物
語
に
は
救
い
な
ど
と
い
う
代
物
は
無
い
。

中
年
の
狸
は
、
ア
ル
テ
ミ
ス
型
の
兎
の
少
女
に
惚
れ
た
ば
か
り
に
湖
の
底
に
沈

む
。『
お
伽
草
紙
』
の
中
で
最
も
現
実
を
見
て
、
現
実
に
生
き
、
現
実
に
救
い

を
求
め
た
哀
れ
な
狸
は
、
同
じ
次
元
に
は
一
人
の
共
感
者
も
得
ら
れ
ず
に
想
い

人
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
と
い
う
結
末
を
迎
え
る
の
だ
。

「
曰
く
、
惚
れ
た
が
悪
い
か
。」

本
文
に
あ
る
通
り
、
ま
さ
し
く
こ
の
一
文
が
す
べ
て
を
表
し
て
い
る
。
自
ら
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を
嫌
っ
て
い
る
人
物
に
そ
う
と
は
知
ら
ず
孤
独
の
赴
く
ま
ま
に
近
づ
い
て
し

ま
っ
た
者
の
末
路
が
こ
れ
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
、
こ
の
「
カ
チ
カ
チ
山
」
は
相

容
れ
な
い
二
人
の
物
語
と
言
え
る
の
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
の

物
語
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
物
語
の
最
も
重
要
な
の
は
、『
お
伽
草
紙
』

中
で
唯
一
「
一
度
も
非
現
実
の
世
界
に
行
か
ず
、
現
実
世
界
で
孤
独
を
癒
そ
う

と
足
掻
き
続
け
た
」
物
語
で
あ
る
と
言
え
る
点
で
あ
ろ
う
。「
瘤
取
り
」
で
は

「
一
夜
」
迷
い
込
み
、「
浦
島
さ
ん
」
で
は
「
幾
日
も
」
過
ご
し
た
非
現
実
の
世

界
だ
が
、「
カ
チ
カ
チ
山
」
の
狸
は
、
一
度
た
り
と
も
非
現
実
の
世
界
に
迷
い

込
ま
ず
に
、
最
後
ま
で
現
実
で
生
き
続
け
た
の
だ
。
こ
の
事
実
は
狸
が
た
ど
っ

た
末
路
と
共
に
、
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
点
で
あ
ろ
う
。

七

「
舌
切
雀
」
は
『
お
伽
草
紙
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
最
後
の
作
品
で
あ
る
。

家
庭
内
に
あ
る
不
満
、
迷
い
込
ん
だ
異
な
る
世
界
、
相
容
れ
な
い
二
人
の
登
場

人
物
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
物
語
の
要
素
が
、
こ
の
作
品
の
至
る
所
に
散
り
ば

め
ら
れ
て
い
る
。

「
舌
切
雀
」
の
物
語
の
主
人
公
は
、「
未
だ
四
十
歳
に
も
な
ら
ぬ
」
周
り
の
も

の
に
自
ら
を
お
爺
さ
ん
と
呼
ば
せ
て
い
る
男
で
あ
る
。「
日
本
で
一
ば
ん
駄
目

な
男
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
の
お
爺
さ
ん
は
、
元
は
大
金
持
ち
の
三
男
坊
で
あ

り
、
親
戚
か
ら
は
「
病
弱
の
馬
鹿
の
困
り
も
の
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
津

軽
の
名
家
出
身
の
太
宰
の
面
影
が
こ
こ
に
も
表
れ
て
い
る
。

「
舌
切
雀
」
に
出
て
く
る
お
爺
さ
ん
と
お
婆
さ
ん
は
、
同
じ
よ
う
に
家
庭
を

描
い
て
い
る
「
瘤
取
り
」
に
出
て
く
る
お
爺
さ
ん
、
お
婆
さ
ん
と
比
べ
て
も
、

か
な
り
厳
し
い
目
線
で
の
評
価
を
受
け
て
い
る
。「
世
間
的
価
値
が
ゼ
ロ
」「
つ

ま
ら
な
い
女
だ
」
と
ま
で
言
い
切
ら
れ
て
い
る
の
は
『
お
伽
草
紙
』
の
中
で
も

こ
の
作
品
の
み
で
あ
る
。
な
ぜ
、
こ
う
ま
で
辛
口
の
評
価
を
受
け
て
し
ま
っ
て

い
る
の
か
。
他
の
作
品
と
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
筆
者
で
あ
る
太
宰
に

「
最
も
近
い
」
登
場
人
物
た
ち
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
、

小
説
で
あ
る
か
ら
に
は
幾
ら
か
は
現
実
か
ら
変
え
て
は
あ
る
が
、「
か
ら
だ
が

弱
い
」「
名
家
出
身
」「
父
母
の
期
待
に
そ
む
い
て
」
な
ど
の
人
物
の
背
景
は
筆

者
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
要
素
が
「
舌
切
り
雀
」
に
は
非
常
に
多
く
書
き
こ
ま
れ

て
い
る
。

「
舌
切
雀
」
に
は
も
う
一
人
重
要
な
要
素
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
雀
」
で
あ

る
。
彼
女
は
物
語
の
中
で
お
婆
さ
ん
に
舌
を
む
し
り
取
ら
れ
る
が
、
そ
の
直
前

に
、
こ
の
雀
は
お
爺
さ
ん
と
言
葉
を
交
わ
し
て
い
る
。
話
し
て
い
る
言
葉
と
い

い
、
お
爺
さ
ん
の
「
格
別
お
ど
ろ
か
ず
」
と
い
っ
た
態
度
と
い
い
、「
浦
島
さ

ん
」
に
お
け
る
亀
が
連
想
さ
れ
る
。
こ
の
亀
や
雀
は
言
葉
を
発
し
て
い
る
場
合

に
お
い
て
、
主
人
公
で
あ
る
お
爺
さ
ん
の
内
面
を
代
弁
す
る
存
在
、
い
わ
ゆ
る

「
内
な
る
葛
藤
」
を
表
し
て
い
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ

の
会
話
の
部
分
は
お
爺
さ
ん
が
自
己
と
対
話
し
て
い
る
、
自
問
自
答
し
て
い
る

部
分
だ
と
言
え
る
。

そ
う
捉
え
る
と
、
お
爺
さ
ん
の
在
り
方
が
見
え
て
く
る
。「
世
の
中
の
人
は

皆
、
嘘
つ
き
」
と
言
い
な
が
ら
、「
人
の
こ
と
な
ど
言
へ
る
が
ら
ぢ
や
な
い
」

と
自
ら
の
立
ち
位
置
を
理
解
し
て
い
る
。
そ
れ
で
い
て
「
お
れ
で
な
く
ち
や
出

来
な
い
事
も
あ
る
。
俺
の
生
き
て
ゐ
る
間
、
お
れ
の
真
価
の
発
揮
で
き
る
時
機

が
来
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
ぬ
が
、
し
か
し
、
そ
の
時
が
来
た
ら
、
お
れ
だ
つ
て

大
い
に
働
く
。」
と
い
つ
か
世
の
中
の
人
の
よ
う
に
現
実
世
界
で
身
を
立
て
生

き
て
い
く
志
を
捨
て
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
こ
の
お
爺
さ
ん
の
心
情
は

押
さ
え
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
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そ
の
後
の
お
婆
さ
ん
と
の
口
論
で
も
、
お
婆
さ
ん
が
「
た
だ
、
時
た
ま
、
あ

な
た
か
ら
優
し
い
言
葉
の
一
つ
も
掛
け
て
も
ら
へ
た
ら
」
と
言
っ
た
際
に
は

「
お
前
の
言
ふ
事
な
ん
ざ
、
み
ん
な
ご
ま
か
し
だ
。
そ
の
時
々
の
安
易
な
気
分

本
位
だ
。
お
れ
を
こ
ん
な
無
口
な
男
に
さ
せ
た
の
は
、
お
前
で
す
」
と
、
お
爺

さ
ん
の
態
度
は
取
り
付
く
島
も
な
い
。
彼
の
言
う
「
世
の
中
の
人
」
に
は
お
婆

さ
ん
も
当
然
の
如
く
含
ま
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
雀
は
舌
を
む
し
り
取
ら
れ
て
飛
び
去
っ
て
し
ま
い
、
お
爺
さ
ん
は

「
異
様
な
熱
心
さ
を
以
て
」
毎
日
竹
藪
の
中
を
探
し
回
り
、
大
雪
が
降
っ
た
翌

日
に
、「
竹
の
柱
の
小
綺
麗
な
座
敷
」
に
迷
い
込
む
。
そ
こ
で
、
よ
う
や
く
お

爺
さ
ん
は
舌
を
抜
か
れ
た
雀
「
お
照
さ
ん
」
と
再
会
を
果
た
す
。

何
も
言
は
な
く
て
も
よ
か
つ
た
。
お
爺
さ
ん
は
、
幽
か
に
溜
息
を
つ
い

た
。
憂
鬱
の
溜
息
で
は
な
か
つ
た
。
お
爺
さ
ん
は
、
生
れ
て
は
じ
め
て
心

の
平
安
を
経
験
し
た
の
だ
。
そ
の
よ
ろ
こ
び
が
、
幽
か
な
吐
息
と
な
つ
て

あ
ら
は
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
現
実
世
界
で
感
じ
え
な
か
っ
た
心
の
平
安
を
、「
舌
切
雀
」
の
お

爺
さ
ん
も
「
非
現
実
の
世
界
」
で
初
め
て
感
じ
て
い
る
。
こ
の
「
な
に
も
言
は

な
く
て
も
よ
か
っ
た
」
と
い
う
の
は
、「
浦
島
さ
ん
」
の
竜
宮
城
に
通
ず
る
も

の
が
有
る
。
あ
ち
ら
は
乙
姫
が
そ
れ
を
体
現
し
て
い
た
が
、
こ
の
「
舌
切
雀
」

で
は
、
主
人
公
が
す
で
に
そ
の
境
地
を
垣
間
見
て
い
る
。

『
お
伽
草
紙
』
の
他
作
品
に
お
い
て
、
非
現
実
の
世
界
に
永
住
す
る
主
人
公

は
存
在
し
な
い
。「
舌
切
雀
」
の
お
爺
さ
ん
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
家
に
帰
っ

た
お
爺
さ
ん
は
、
お
婆
さ
ん
に
詰
問
さ
れ
て
「
仕
方
な
く
自
分
の
不
思
議
な
経

験
を
あ
り
の
ま
ま
に
答
へ
る
」
の
で
あ
る
。
お
婆
さ
ん
は
そ
の
話
を
信
じ
て
は

い
な
か
っ
た
が
、「
お
土
産
の
葛
篭
の
中
で
も
一
ば
ん
重
い
大
き
い
や
つ
を
貰

つ
て
来
ま
せ
う
」
と
竹
藪
に
向
か
う
。

し
か
し
、「
た
そ
が
れ
時
、
重
い
大
き
い
葛
篭
を
背
負
ひ
、
雪
の
上
に
俯
伏

し
た
ま
ま
、
お
婆
さ
ん
は
冷
く
な
っ
て
ゐ
た
。」
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
物
語
の
結
末
は
、
一
国
の
宰
相
の
地
位
に
ま
で
昇
っ
た
お
爺
さ
ん
が
、

「
こ
の
出
世
も
、
か
れ
の
往
年
の
雀
に
対
す
る
愛
情
の
結
実
で
あ
る
」
と
言
う

世
の
人
に
対
し
て

「
い
や
、
女
房
の
お
か
げ
で
す
。
あ
れ
に
は
苦
労
を
か
け
ま
し
た
。」

と
言
っ
て
終
わ
る
。
な
ぜ
お
爺
さ
ん
は
こ
の
よ
う
な
発
言
を
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
爺
さ
ん
が
お
婆
さ
ん
を
認
め
、
出
世
し
た
の
は
「
お
婆
さ
ん
の
お
か
げ
」

と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
こ
の
謎
は
お
婆
さ
ん
が
既
に
死

ん
で
い
る
こ
と
を
意
識
す
れ
ば
分
か
り
や
す
い
。
お
爺
さ
ん
が
嫌
い
、
恐
れ
て

い
た
の
は
あ
く
ま
で
「
世
の
人
」
で
あ
っ
て
、
異
な
る
世
界
に
い
る
者
た
ち
を

恐
れ
る
こ
と
は
な
い
。
お
婆
さ
ん
は
死
ん
で
現
実
世
界
と
は
異
な
る
場
に
行
く

こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
お
爺
さ
ん
か
ら
「
優
し
い
言
葉
」
を
掛
け
ら
れ
る
の
だ
。

「
舌
切
雀
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
作
品
の
要
素
を
多
く
持
ち
な
が
ら
、
最
後
は

対
立
し
て
い
た
お
婆
さ
ん
が
現
実
世
界
か
ら
い
な
く
な
る
こ
と
で
、
よ
う
や
く

お
爺
さ
ん
は
他
者
を
認
め
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

八

こ
の
小
説
の
奇
妙
な
点
と
し
て
、
二
つ
の
不
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
一
つ

目
は
、「
前
書
き
」
に
書
か
れ
て
い
る
作
品
は
、『
お
伽
草
紙
』
に
書
か
れ
て
い
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る
「
瘤
取
り
」「
浦
島
さ
ん
」「
カ
チ
カ
チ
山
」「
舌
切
雀
」
の
四
編
だ
け
で
は
な
い
。

「
桃
太
郎
」
も
ま
た
、
前
書
き
に
は
書
か
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
こ
か
ら
、『
お
伽

草
紙
』
に
「
桃
太
郎
」
が
存
在
し
な
い
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
当

然
浮
か
ん
で
く
る
も
の
と
思
う
。

も
う
一
つ
は
、
本
来
「
前
書
き
」
と
対
に
な
っ
て
書
か
れ
る
べ
き
「
後
書
き
」

が
存
在
し
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
言
わ
れ
て
み
れ
ば
確
か
に
、
額
縁
の
下

半
分
が
無
い
よ
う
な
、
奇
妙
な
状
態
で
あ
る
。

「
な
ぜ
桃
太
郎
が
『
お
伽
草
紙
』
に
は
存
在
し
な
い
の
か
」
と
い
う
疑
問
に

就
い
て
は
、「
舌
切
雀
」
の
冒
頭
に
そ
の
手
掛
か
り
が
あ
る
。

舌
切
り
雀
の
冒
頭
で
は
、
非
常
に
多
く
の
文
量
を
割
い
て
「
な
ぜ
桃
太
郎
を

書
か
な
か
っ
た
か
」
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

い
や
し
く
も
桃
太
郎
は
日
本
一
と
い
ふ
旗
を
持
つ
て
ゐ
る
男
で
あ
る
。

日
本
一
は
お
ろ
か
日
本
二
も
三
も
経
験
せ
ぬ
作
者
が
、
そ
ん
な
日
本
一
の

快
男
子
を
描
写
で
き
る
筈
が
無
い
。
私
は
桃
太
郎
の
あ
の
「
日
本
一
」
の

旗
を
思
ひ
浮
か
べ
る
に
及
ん
で
、
潔
く
「
私
の
桃
太
郎
物
語
」
の
計
画
を

放
棄
し
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）

だ
か
ら
、
私
は
こ
こ
に
く
ど
い
く
ら
ゐ
に
念
を
押
し
て
置
き
た
い
の

だ
。
瘤
取
り
の
二
老
人
も
浦
島
さ
ん
も
、
カ
チ
カ
チ
山
の
狸
さ
ん
も
、
決

し
て
日
本
一
で
は
な
い
ん
だ
ぞ
、
桃
太
郎
だ
け
が
日
本
一
な
ん
だ
ぞ
、
さ

う
し
て
お
れ
は
そ
の
桃
太
郎
を
書
か
な
か
つ
た
ん
だ
ぞ
。
本
当
の
日
本
一

な
ん
か
、
も
し
お
前
の
眼
前
に
現
は
れ
た
ら
、
お
前
の
両
眼
は
ま
ぶ
し
さ

の
た
め
に
つ
ぶ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
い
い
か
、
わ
か
つ
た
か
。
こ
の
私

の
「
お
伽
草
紙
」
に
出
て
来
る
者
は
、
日
本
一
で
も
二
で
も
三
で
も
無
い

し
、
ま
た
、
所
謂
「
代
表
的
人
物
」
で
も
無
い
。
こ
れ
は
た
だ
、
太
宰
と

い
ふ
作
家
が
そ
の
愚
か
な
経
験
と
貧
弱
な
空
想
を
以
て
創
造
し
た
極
め
て

凡
庸
の
人
物
た
ち
ば
か
り
で
あ
る
。

こ
の
物
語
は
あ
く
ま
で
「
弱
者
」
の
物
語
な
の
で
あ
る
。
本
文
中
の
言
葉
を

借
り
る
な
ら
、「
日
本
一
」
だ
と
か
「
誰
に
も
絶
対
に
負
け
ぬ
完
璧
の
強
者
」

な
ど
は
、
こ
の
物
語
に
は
相
容
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
物
語
に
「
後
書
き
」
が
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
も
、
こ
の
た
め
で
あ
ろ

う
。
太
宰
治
は
、
な
ぜ
「
後
書
き
」
を
書
か
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
答
え
を
探

る
に
は
、
こ
れ
ま
で
順
に
見
て
き
た
物
語
を
総
括
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
瘤
取
り
」
で
は
、
酒
飲
み
の
お
爺
さ
ん
が
不
思
議
な
現
象
に
適
応
し
、
様

変
わ
り
し
た
状
態
で
帰
宅
し
た
が
、
結
局
孤
独
か
ら
救
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。「
浦
島
さ
ん
」
の
浦
島
太
郎
は
、
竜
宮
城
に
招
か
れ
、「
無
限
に
許
さ
れ
た
」

場
所
で
見
当
も
つ
か
な
い
ほ
ど
の
時
を
過
ご
し
た
が
、
陸
上
に
戻
っ
た
彼
を

救
っ
た
の
は
、
登
場
人
物
の
誰
で
も
な
い
、
玉
手
箱
の
中
に
入
っ
て
い
た
「
三

百
年
の
年
月
と
、
忘
却
」
で
あ
る
。

「
カ
チ
カ
チ
山
」
で
は
、
最
初
か
ら
許
さ
れ
る
空
間
に
見
向
き
も
せ
ず
、
た

だ
現
実
に
生
き
る
中
年
の
狸
が
主
人
公
で
あ
る
が
、
彼
は
惚
れ
た
兎
の
少
女
に

よ
っ
て
湖
面
に
沈
み
、
最
後
の
「
舌
切
雀
」
で
は
、
お
爺
さ
ん
は
最
終
的
に
出

世
す
る
が
、
そ
れ
は
対
立
し
、
お
爺
さ
ん
の
孤
独
を
作
り
上
げ
た
お
婆
さ
ん
の

死
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

作
者
自
身
の
要
素
を
散
り
ば
め
て
作
っ
た
登
場
人
物
は
こ
の
『
お
伽
草
紙
』

と
い
う
作
品
中
で
、
こ
の
よ
う
な
末
路
を
た
ど
る
。
こ
の
章
の
「
瘤
取
り
」
の

冒
頭
で
、『
お
伽
草
紙
』
は
「
孤
独
で
不
満
を
も
つ
男
た
ち
の
物
語
」
で
あ
る

と
私
は
言
っ
た
。
彼
ら
の
孤
独
が
癒
さ
れ
る
の
は
、
非
日
常
の
世
界
に
存
在
す

る
時
で
あ
る
。
現
実
世
界
に
居
な
が
ら
、
孤
独
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
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は
「
周
囲
の
人
々
が
存
在
し
な
い
状
態
」
に
置
か
れ
た
時
の
み
で
あ
る
。

孤
独
を
も
つ
主
人
公
た
ち
が
現
実
世
界
で
救
わ
れ
る
に
は
、
真
に
独
り
に
な

る
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
終
わ
り
は
、
あ
ま
り
に
も
救
い
が
な
さ
す
ぎ
る
。

だ
か
ら
太
宰
は
「
後
書
き
」
を
書
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
「
後
書
き
」

を
書
い
て
し
ま
え
ば
各
主
人
公
が
孤
独
や
不
満
に
対
す
る
「
救
い
」
ま
た
は

「
癒
し
」
を
渇
望
し
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
物
語
は
誰
も
救
わ
れ
ず
終
わ
っ

て
し
ま
う
。
し
か
し
、「
後
書
き
」
の
不
在
に
よ
っ
て
、
物
語
は
「
こ
れ
で
終

わ
り
」
と
い
う
一
つ
の
指
標
を
失
う
。
つ
ま
り
、『
お
伽
草
紙
』
は
、
あ
え
て

「
後
書
き
」
が
書
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
続
い
た
ま
ま
の
物
語
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

今
の
ま
ま
で
は
、
主
人
公
達
は
救
わ
れ
な
い
。
し
か
し
、
い
つ
か
真
に
「
孤

独
で
不
満
を
も
つ
男
た
ち
」
が
救
わ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
、
こ
の
作
品
は
「
後

書
き
の
な
い
物
語
」
と
し
て
世
に
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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