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『胆
大
小
心
録
』
は
上
田
秋
成
最
晩
年

の
、
お
お
か
た
は
記
憶
に
の
み
頼
る

記
述
で
、
鋭
利
な
自
意
識
と
、
こ
れ
ま
た
鋭

い
認
識
と
批
判
の
横
溢
す
る
短
文

の
集
積
、

「
彼
の
精
神
生
活
の
総
決
算
、
秋
成
そ
の
人
を
知
る
最
良
の
資
料
」

(中
村
幸
彦

『古
典
文
学
大
系
』
解

説
)
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
秋
成
そ
の
人

を
も

っ
と
も
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

秋
成
は
自
己
表
現
の
手
段
と
し
て
、

〈書
く
〉
よ
り
他

の
こ
と
は
問
題
に
も

し
な
か

っ
た
人
で
は
な

い
か
と
の
思

い
を
、

『胆
大
小
心
録
』
を
読
み
返
す
毎

に
深
く
す
る
。
友
人
も
論
敵
も
身
内
も
縁
者
も
次
々
と
世
を
去
り
、
自
ら
も
墓

を
作

っ
て
死
の
準
備
を
終
え
、
眼
病
を
患

い
な
が
ら
も
な
お

一
人
筆
を
走
ら
せ

る
最
晩
年

の
秋
成
に
と
り
憑

い
て
い
た
も

の
、
そ
れ
は
自
分
の
〈生
〉
の
断
片
の

す

べ
て
を
、
最
後

の
ひ
と
か
け
ら
を
も
残
さ
ず
に
語
り
尽
し
た
い
と
い
う
執
念

と
情
熱
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

ま
さ
に
書
く
こ
と
の
デ
ー
モ
ン
に
と
り
憑

か
れ
た
姿
と
い
え
る
。
そ
れ
は
回
顧
録
や
自
伝
を
書
く
発
想
と
も
違

っ
て
い
た
。

回
顧
録
や
自
伝
に
は
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
何
ら
か
の
紛
色
、
自
己
合
理
化
の
手

順
が
か
く
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
う

い
う
合
理
化
の
手
順
な
ど
を
必

要
と
し
な

い
、
純
粋
自
我
に
の
み
対
座
す
る
別
格

の
世
界
に
、
彼
自
身
と
う
の

昔
に
退
避
を
と
げ

て
い
た
の
だ
か
ら
、
い
ま
さ
ら
自
分
を
飾
る
こ
と
も
必
要
と

し
な

い
。

す
で
に

『春
雨
物
語
』
を
書
き
終

え
、
そ
こ
に
自
己
の
あ
ら
か
た
を
投
影
し

尽
し
た
秋
成
は
、
こ
こ
で
筆
を
擱

い
て
も
、
作
家
と
し
て
不
足
も
な
か

っ
た
は

ず
だ
。
だ
の
に
秋
成
に
は
ま
だ
書
き
足
り
な

い
何
者
か
が
残

っ
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
。
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
は
、

『
胆
大
小
心
録
』
に
語

っ
て
も
ら
う
他
は

な

い
が
、
学
問
に
も
小
説
に
も
投
影
し
尽
せ
な
か

っ
た
も
の
、
卑
近
な
日
常
性

の
中
で
、
感
情
生
活
や
精
神
生
活
に
固
着
し
、
わ
だ
か
ま
り
と
な

っ
て
生
涯
蓄

積
し
て
し
ま

っ
た
も
の
で
あ
る
。
浮
世
草
子
は
も
ち
ろ
ん
、

『書
初
機
嫌
海
』

『癇
癖
談
』
の
よ
う
な
作
品
の
素
材
と
な

っ
て
然
る
べ
き
断
片
も
散
見
す
る
。

ま
た
実
際
小
説

の
素
材
と
し
て
温
め
な
が
ら
、
作
品
と
す
る
に
至
ら
な
か

っ
た

と
見
ら
れ
る
未
完
成
の
断
片
も
あ
る
。
日
常
身
辺
に
知
己
が
大
勢
あ
れ
ば
、
そ

こ
で
発
散
で
き
た
で
あ
ろ
う
内
面
の
鬱
屈
や
わ
だ
か
ま
り
さ
え
も
散
見
す
る
。

思

い
浮
か
ぶ
ま
ま
に
と
り
と
め
も
な
く
書
き
進
め
た
か
に
見
え
て
、
思
念
の
展

開

に
は
割
合
筋
道
順
路
が
は

っ
き
り
し
て
い
る
。
神
仏
、
聖
人
、狐
狸
狼
の
性
を

論
じ
、
儒
者
僧
侶
学
者
に
歌
人
俳
人
、
書
家
画
家
茶
人
、
友
人
知
己
た
ち

へ
の

に
が

辛
辣
な

一
刺
、
痛
快
無
比
な
筆
法
が
、
秋
成
の
苦

い
心
、
弧
独
な
心
を
垣
間
見

さ
せ
て
、
読
者
の
心
を
離
さ
な

い
、
不
思
議
な
魅
力
を
秘
め
た
作
品
で
あ
る
。

七
十
五
才
の
筆
に
成
る

『胆
大
小
心
録
』
に
は
、
記
憶
の
間
違

い
も
少
く
な

い
と
い
う
が
、
た
だ
漫
然
と
見
過
し
て
来
た
も
の
は
、
老
の
脳
裡
に
何
物
を
も

残
す
こ
と
な
く
消
え
失
せ
た
に
違

い
な
い
。

む
し
ろ
生
涯
を
顧

り
み
て
こ
れ

だ
け
の
も
の
を
、
な
お
書
き
残
さ
ず

に
は
死
ね
な

い
と
考
え
た
、
秋
成
の
書
く

こ
と
へ
の
執
念
の
強
さ
は
、
記
憶
力
の
問
題
で
は
な
く
、
生
涯
を
通
し
て
日
常

身
辺

の
諸
々
の
事
象

に
、
常
に
強
烈
な
批
判
者
、
認
識
者
と
し
て
立
ち
合

っ
て
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来
た
こ
と
の
証
し
で
あ
り
、
書
か
な

い
で
お
い
て
は
、
ひ
と

つ
ひ
と
つ
の
記
憶

の
中
に
附
着
し

つ
づ
け
る
秋
成
の
自
意
識
が
、
空
転
し
出
場
所
を
失

っ
て
窒
息

状
態
に
な
る
よ
う
な
思

い
で
は
な
か

っ
た
の
か
と
思
う
。
秋
成
は
最
後
ま
で
、

〈
書
く
〉
と
い
う
デ
ー
モ
ン
に
と
り
憑
か
れ
て
い
た
し
、
そ
の
意
味
で
は
ま

っ

た
く
作
家
ら
し
い
作
家
で
あ

っ
た
と

い
っ
て
よ
い
。

秋
成
文
学
に
つ
い
て
の
語
り
方
が

、
最
近
で
は
夢
や
幻
想
性
の
強
調
な
ど
、

愛
好
者
の
恣
意
に
引
か
れ
て
か
秋
成
文
学
そ
の
も
の
を
離
れ
、
論
理
の
み
が

一

人
立
ち
す
る
態
の
も

の
が
多

い
よ
う

に
思
う
。
民
俗
学

に
文
化
人
類
学
、
そ
れ

に
フ
ロ
イ
ド
や

ユ
ン
グ
派
の
心
層
心
理
学
が
重
な
り
合

い
、
古
典
研
究
界
に
も

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
の
現
わ
れ
か
も
し
れ
な

い
。
だ
が

『春
雨
物
語
』

は
勿
論
の
こ
と
、

『雨
月
物
語
』
で
す
ら
、
あ
の
文
体
は
決
し
て
夢
や
幻
想
の

世
界
を
彷
徨
す
る
態
の
も
の
で
は
な

い
。
す

べ
て
は

〈
型
通
り
〉
だ
し
、
文
体

は
硬
質
で
そ
し
て
意
志
的
で
す
ら
あ
る
。
秋
成
が
夢
を
よ
く
見
る
体
質
で
あ

っ

た
ら
し
い
こ
と
、
ま
た
異
常
体
験
を

し
た
こ
と
も

『胆
大
小
心
録
』
そ
の
他
に

記
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
と

『雨

月
物
語
』
と
を
直
ち
に
結
び

つ
け
て
考
え

る
わ
け
に
は
い
か
な

い
だ
ろ
う
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
機
会
を
改
め
て
、
具
体

的
に
述

べ
る
必
要
が
あ
る
。

出
生
の
秘
密
、
不
具
で
あ

っ
た
こ
と
、
宣
長
と
の
論
争
の
敗
北
な
ど
、
秋
成

の
内
面
生
活
を
追
及
す
る
手
係
り
と
し
て
、
触
れ
る
べ
き
事
柄
は
少
く
な

い
が
、

今
ま
で
多
く
の
人
た
ち
に
言
わ
れ
て
来
た
よ
う
に
、
と
り
わ
け
そ
の
出
生
に
つ

い
て
の
謎
は
、
秋
成
個
人
に
と

っ
て
生
涯

に
覆

い
被
さ
る
宿
命
的

一
大
事
で
あ

っ
た
だ
け
に
、
彼
の
文
学
を
解
く
鍵

と
し
て
大
き
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
に
違

い
な

い
。

上
田
家

の
養
子
と
し
て
、
養
父
母

の
期
待
と
慈
愛
を

一
身
に
集
め
て
育

っ
た

秋
成
は
上
田
家
の
子
に
な
り
き
り
家
庭
的
に
は
さ
し
た
る
不
満
も
な
く
青
年
時

ノ

7

代
を
過
し
た
と
思
わ
れ
る
。

「
老
懶
元
来
不
遇
薄
命
、
実
父
生
死
不
知
、
実
母

ロ
バ
一ず面

耳
、
養
家

ニ
テ
モ
母
二
人
有
之
」
と
、
六
十
七
才
の
時
実
法
院
主

へ
送

っ
た
書
簡
に
は
あ
る
が
、
供
養
を
希
望
す
る
親
族
六
名
の
う
ち
に

「実
妣
釈
妙

善

明
和
九
庚
子
五
月
廿
九
」
と
、
実
母
の
没
年
を
も

(気
憶
違

い
の
説
も
あ

る
が
)
は

っ
き
り
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
実
母
の
消
息

の
あ
ら
ま
し
は
、

彼
の
耳

に
も
伝
わ

っ
て
居
た
こ
と
が
分
る
。
問
題
は
実
父
で
あ
る
が
、
先
の
書

簡
以
外
に
は

『自
像
筥
記
』
の

「無
レ父
不
レ知
二其
故

こ

が
あ
る
く
ら

い
で
、

殆
ど
何
も
語
ら
な

い
の
に
等
し

い
。
実
父
の
何
者
で
あ
る
か
を
秋
成
は
知

っ
て

い
た
か
ど
う
か
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
推
測
に
よ
る
他
は
な

い
が
、
実
母
の
故
郷

　
いほ

　

　

を
訪
れ
、
母
方
の
従
兄
弟
た
ち
と
も
交
渉
を
持

っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
父
親
に

つ
い
て
彼
が
何
も
聞
か
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
と
は
、
殆
ど
考
え
ら
れ
な

い
こ
と

で
あ
る
。
た
だ
秋
成
は
そ
れ
、を

つ
い
に
生
涯
語
ろ
う
と
し
な
か

っ
た
。
秋
成
の

　　
　
　

父
親
を
小
堀
左
門
政
報
で
あ
る
と
す
る
、
最
近
有
力
に
な

っ
て
来
た
説
は
、
秋

成
が
語
れ
な
か

っ
た
こ
と
を
裏
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
筋
道
が
通

っ
て
い
る
。

た
だ
秋
成
が
素
性

の
正
し
い
旗
本
の
名
家

の
末
裔
と
し
て
の
自
分
を
ど
う
受
け

止
め
、
そ
こ
に
何
を
考
え
て
い
た
の
か
、
そ
れ
を
察
知
す
る
の
は
本
当
を
い
う

と
そ
れ
ほ
ど
簡
単
な
こ
と
で
は
な
さ
そ
う
だ
。

三
井
は
浪
人
者
、
白
木
や
は
き
せ
る
者
、
か
う
の
池
は
小
酒
や
、
小
橋
や
は

古
手
や
、
辰
巳
や
は
炭
や
也
。
神
代
か
ら
つ
づ

い
て
あ
る
家
の
や
う
に
ほ
こ

る
事
お
か
し
し
。
老
は
、
に
く
ん
で

「茶
や
の
は
て
じ
や
」
と

い
ふ
。

「
い

い
や
た
い
こ
持
古
な

っ
た
の
じ
や
」。
こ
た
へ
る
。
「穢
多
で
さ

へ
な
け
り
や
御

め
ん
の
人
交
わ
り
、
何
に
も
せ
よ
か
し
、
た
だ
A
7は
山
の
大
将
我

一
人
。
お

相
手
が
ご
ざ
ら
し
や
る
ま
い
」
。
(『胆
大
小
心
録
』
)

は
晩
年

の
心
境
だ
が
、
や
は
り
こ
こ
に
至

つ
て
も
出
生

へ
の
コ
ン
プ

レ
ッ
ク

ス
は
消
滅
し
て
い
な

い
。

「茶
や
の
は
て
じ
や
」
は
、
曽
根
崎
生
ま
れ
だ
と
す

る
世
間
の
噂
を
受
け
て
の
事
だ
が
、
藤
田
顳
の

『歌
島
稲
荷
社
献
詠
和
歌
序
』

に
も
、

「先
生
摂
津
曽
根
崎
生
而
」
と
、
曽
根
崎
生
ま
れ
の
事
を
記
し
て
い
る

(19)
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か
ら
、
冗
談
で
は
な
く
本
気
で
書

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
茶
屋
で
も
炭
屋
で
も

同
じ
事
さ
と
い
う
言
葉
に
は
、
屈
折
し
た
想
い
を
抑
え
隠
し
て
の
、
に
が

い
開

き
直
り
が
あ
る
。

人
は
己
れ
の
出
生
の
秘
密
や
謎
を
思
う
と
き
、
生

の
根
源
、
人
間
の
存
在
の

有
り
様
に
つ
い
て
深
く
問

い
か
け
、
思

い
を
馳
せ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な

い
は

ず
だ
。
そ
の
不
可
測
性
、
現
実

へ
の
不
信
な
ど
諸

々
の
も
の
が
自
己
の
存
在
の

真
下
か
ら
湧
き
起
り
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
眼
に
見
え
る
現
実
の
諸
相
を
越
え
て
、

大
古
の
闇
の
世
界
に
ま
で
拡
大
し
て

い
く
こ
と
だ
ろ
う
。
怪
異
や
変
化
の
み
を

言
う
な
ら
、
江
戸
文
学
の
全
て
が
そ
う
で
あ
る
が
、
た
だ
な
ら
ぬ
緊
迫
感
を
も

っ
て
、
人
生
の
決
定
的
な
姿
態
相
貌

と
し
て
現
出
し
、
そ
れ
が
実
に
な
ま
な
ま

し

い
臨
場
感
を
も

っ
て
描
か
れ
る
の
が
秋
成
文
学
の
特
質
で
あ
る
。
お
の
れ
の

出
生
以
前

の
大
古
の
闇
こ
そ
、
秋
成

に
と

っ
て
は
人
間
の
生
の
根
源
で
あ
り
、

そ
の
闇
か
ら
現
出
す
る
諸
々
の
物
は
、
現
実

に
裏
切
ら
れ
た
人
間
の
失
望

と
未

練
と
怨
念
の
化
身
で
あ
る
の
も
、
当
然
と
い
え
ば
当
然
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

秋
成
六
十
八
才
、
享
和
元
年
秋
九
月
に
成

っ
た

『
歌
島
稲
荷
献
詠
和
歌
』
の

自
筆
添
書
に
よ
れ
ば
、
彼
と
歌
島
稲
荷

の
因
縁
浅
か
ら
ぬ
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

そ
れ
は
幼
時
重
症

の
疱
瘡
で
生
命
が
危
ぶ
ま
れ
た
折
、
悲
歎
に
く
れ
た
父
親
が

こ
の
稲
荷
に
助
命
を
祈
願
し
、
九
死

に

一
生
を
得
た
こ
と
で
あ
る
。
藤
田
顳
の

序
は
も
少
し
詳
し
く
て
、
父
母
が
深
夜
歌
島
稲
荷

に
祈
願
す
る
と
夢
の
告
げ
が

あ
り
、
子
を
想
う
愛
情
の
切
な
る
に
感

じ
、
当
今
の
死
を
免
じ
六
十
八
才
の
寿

を
与
え
る
と
の
神
託
を
授
か
る
。
夢

が
覚
め
る
と
病
は
漸
く
快
方
に
向

い
、
遂

に
平
復
し
た
。
父
母
は
汝
の
生
命
は
神
徳
の
賜
物
で
あ
る
か
ら
、
ゆ
め
神
徳
を

忘
れ
て
は
い
け
な

い
と
、
常
々
秋
成

に
教
え
て
い
た
と
い
う
。
当
時
と
し
て
は

さ
し
て
珍
し

い
話
で
は
な

い
。
た
だ
父
の
無

い
子
秋
成
が
、
改
め
て
神
か
ら
六

十
八
才
の
寿
を
授
か
る
こ
と
の
意
味

は
小
さ
く
な

い
。
歌
島
稲
荷

の
信
仰
は
こ

の
時
以
来
の
も
の
だ
が
、
祭
主
権
の
頭
が
狐
憑
き
を
落
す
名
人
で
、
秋
成
も
そ

の
場
を
暼
見
し
た
こ
と
が
あ
る
ら
し

い
(
『胆
大
小
心
録
』
)。

「
き
つ
ね
人
に
近

よ
る
事
な
し
。
も
と
よ
り
渠
に
魅
せ
ら
れ
る
と
云
ふ
は
な
き
事
也
」
と
か
、「
狐

つ
き
も
癇
症
が
さ
ま
ざ
ま
に
問
答
し
て
、

「
お
れ
は
ど
こ
の
狐
じ
や
」
と
い
ふ

の
じ
や
。
人
に
つ
く
事
が
あ
ら
ふ
も
の
か
」
と

い
う
の
が
、
秋
成
と
親
交
の
あ

っ
た
中
井
履
軒
な
ど
儒
者
た
ち
の
見
識
で
あ
る
。
秋
成
が
幽
霊
物
が
た
り
を
す

る
と
履
軒
は

「
妖
怪
は
な
き
事
也
」
と
秋
成
を
恥
か
し
め
た
と
い
う
。

こ
れ
に
対
す
る
秋
成
の
反
論
の
論
拠
は
二
つ
あ
る
。

狐
も
狸
も
人
に
つ
く
事
、
見
る
く

多
し
。
又
き

つ
ね
で
も
何
で
も
、
人
に

か
れ

び
ん

さ
が

ま
さ
る
は
渠
が
天
禀
也
。
さ
て
善
悪
邪
正
な
き
が
性
也
。
我
に
よ
き
は
守
り
、

た
た

我
に
あ
し
き
は
崇
る
也
。
狼
さ
へ
よ
く
報
ひ
せ
し
事
、
日
本
紀
欽
明
の
巻
の

始
に
し
る
さ
れ
た
り
。
神
と
い
ふ
も
同
じ
や
う
に
思
は
る

・
也
。
よ
く
信
ず

さ
い
は

る
者
に
は
幸
ひ
を
あ
た

へ
、
怠
れ
ば
た

・
る
所
を
思
へ
。
仏
と
聖
人
は
同
じ

か
ら
ず
。
人
體
な
れ
ば
、
人
情
あ

っ
て
、
あ
し
き
者
も
罪
は
問
は
ざ
る
也
。

と
、
異
類
や
神
は

「善
悪
邪
正
な
き
性
」
で
、
よ
く
信
じ
る
も
の
は
守
り
、
信

を
怠
れ
ば
崇
る
だ

け
。
佛
や
聖

人
は
人
体
を
具
備
す
る
か
ら
情
も
あ
り
、
例

え
不
敬
の
仕
打
ち
が
あ

っ
て
も
罪
を

問
わ
な

い
事
も
あ
る
と
、
異
類
や
神
を

佛
や
聖
人
と
分
明
に
識
別
す
る
考
え
を
持

っ
て
い
た
。
原
始
的
ア
ニ
ミ
ズ
ム
へ

の
回
帰
と
も
思
え
る
こ
の
感
覚
は
、
勿
論
秋
成
の
文
学
の
母
胎
な
の
で
あ
る
が
、

こ
の

「
善
悪
邪
正
な
き
性
」
の
も
の
と
、
変
幻
自
在
に
交
流
交
信
す
る
と
き
、

人
間
は
真
に
自
由
で
あ
り
、
現
実

の
秩
序
か
ら
も
解
放
さ
れ
て
い
る
。
歌
島
稲

荷
に
依
り
、
六
十
八
才
の
寿
命
を
改
め
て
授
か
り
直
し
た
秋
成
に
は
、
異
類
や

神
の
こ
の
性
に
つ
い
て
は
、
確
信
に
近

い
も
の
が
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

儒
者
た
ち
の

「
妖
怪
は
な
き
事
也
」
に
対
す
る
反
論
の
も
う

一
つ
の
根
拠
に
、

秋
成
が
何
度
か
神
秘
体
験
を
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

一
回
目
は
賀
茂
川
東

岸
か
ら
銀
閣
寺
前
の
浄
土
院

へ
行
く
の
に
、
吉
田
の
丘
の
北
を
め
ぐ

っ
て
東
に

行
く
順
路
な
の
を
、
ど
う
い
う
わ
け
か
白
川
の
里
に
出
て
し
ま

っ
た
。
よ
う
や

、

く
浄
土
寺
村
に
辿
り
着
き
、
用
を
済
ま
せ
て
の
帰
途
、
ま
た
ま
た
方
向
感
覚
を

失

っ
て
百
萬
遍

へ
出

て
し
ま
う
。
こ
こ
で

「
狐
道
を
う
し
な
は
せ
し
よ
と
」
気
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付

い
た
が
、
精
神
は
確
か
だ

っ
た
と

い
う

(『
胆
大
小
心
録
』
)。
二
回
目
は
北
野

天
満
宮
に
詣
で
た
折
の
こ
と
、
こ
れ
は
歌
島
稲
荷
に
許
容
さ
れ
た
六
十
八
才
の

寿
命
も
、
よ
う
や
く
尽
き
る
享
和
元
年

の
師
走
、
し
か
も
天
満
宮
は
彼
の
氏
神

で
、
月
毎
の
参
詣
を
怠
ら
ず
篤
く
信
仰
す
る
神
で
あ

っ
た
(『北
野
加
茂

に
詣
つ

る
記
』
『胆
大
小
心
録
』
)。
す
で
に
妻
瑚
嗹
尼
を
失

い
、
親
友
小
沢
蘆
庵
、
論
敵

本
居
宣
長
も
鬼
籍

の
人
と
な
り
、
こ
の
頃
は
と
り
わ
け

〈死
〉
の
影
を
強
く
意

識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「夜

べ
よ
り
雲
が
ち
な
る
空
の
小
雨
打
注
ぐ
と
見
し
を
、
行
く
く

降
り
ま

さ
り
ぬ
。
御
前
に
ね
ぎ
言
み
そ
か
に
申
し
果
て

・
ま
か
ん
つ
る
程
、
い
よ
く

降
り
し
き
て
今
出
川
通
の
例
の
道
を
踏
み
た
が

へ
、

一
條

の
方

へ
迷
ひ
来
ぬ
。

雲
は
地
に
や
落
ち
け
ん
、
足
の
も
と
も
小
暗
く
て
、
ロ
バ倒
れ
じ
と
の
み
見
張
り

つ
・
、
歩
む
く

く
ら
き
眼
に
」
、
東
を
指
し
て
歩
む

つ
も
り
が
南
は
る
か
に

迷
い
来
て
、
二
條

の
大
路
に
出
て
し
ま
う
。
気
を
と
り
直
し
て
東

へ
方
向
転
換

す
る
が
、
ま
た
歩
み
は
西

へ
向
く
。
結
局
雨
中
を
ず

ぶ
漏
れ
に
な
り
な
が
ら
彷

徨
し
、
辛
う
じ
て
庵

へ
帰
る
な
り
二
日
聞
、

「
ま
な
ご
暗
み
心
ほ
れ
み
＼
し
く
、

夜
昼
牀
に
の
み
の
べ
臥
し
ぬ
る
」
と
、
こ
の
折
の
体
験
は
忘
れ
得
ぬ
も
の
が
あ

っ

た
ら
し
く
、
二
度
に
亘

っ
て
記
し
て

い
る
。
そ
の
後
さ
ら
に
師
走
二
十
四
日
、

北
野
天
満
宮
の
・「汝
休
せ
よ
」

の
夢
告
を
受
け
、
漸
く
精
神
的
危
機
を
脱
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
翌
春
の
春

の
到
来
を
喜
ぶ
河
原
面

の
市
町
の
賑
わ
い
を
描

く
筆
先
に
、
ま
た
新
生
の
春

の
到
来
を
喜
ぶ
秋
成

の
心
持
が
重
な
っ
て
、
読
む
者

の
心
を
打

つ
(『北
野
加
茂

に
詣
つ
る
記
』
)。
死
か
ら
再
生

へ
、
そ
の
後
晩
年

の

秋
成
の
仕
事
は
ど
う
変

っ
て
行
く
の
か
、
今
そ
れ
を
論
ず
る
余
裕
は
な
い
が
、

『胆
大
小
心
録
』
は
死
と
再
生
を
経
験
し
た
後

の
、
文
字
通
り
の

「精
神
生
活

の
総
決
算
」
で
あ

っ
た
こ
と
に
間
違

い
は
な
い
。

天
満
宮
参
詣
の
折
の
体
験
も
、
秋

成
に
は

「
き
つ
ね
の
道
う
し
な
は
せ
し
か
」

で
、
友
人
の
細
合
半
斎
に
同
様
な
経

験
が
あ
る
こ
と
を
も
例
証
に
加
え
、

「学

校
の
ふ
と
こ
ろ
親
父

(竹
井
履
軒
を

指
し
て
い
る
)、
た
ま
く

に
も
門
戸
を
出

で
ず
し
て
、
狐
人
を
魅
せ
ず
と
定
む
。
嗤
ふ
べ
し
く

。L
と
反
論
す
る
。

「
狐
は
人
に
つ
か
ぬ
も
の
と
い
ふ
先
生
は
、
ど
こ
ぞ
で
化
さ
れ
さ
し
や
ろ
け

れ
ど
、
外
見
ず
の
内
ひ
ろ
が
り
の
見
識
ゆ
へ
、
是
も
き
つ
か
い
あ
る
ま
じ
く
候
」

と
か
、

「門
を
出
る
と
、
う
き
よ
の
事

に
く
ら

い
の
が
、
学
校
の
ふ
と
こ
ろ
子
」

(
『胆
大
小
心
録
』
)と
い
う
の
が
秋
成

の
持
説
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

「そ
な
た
は

さ

っ
て
も
文
盲
な
わ
う
じ
や
。
ゆ
う
霊

の
狐

つ
き
じ
や
の
と
云
ふ
事
は
な

い
事

じ
や
。
狐

つ
き
と
い
ふ
は
皆
か
ん
症
や
み
じ
や
」
と
い
う
履
軒
の
意
見
に
対
す

る
、
秋
成
の
反
論
の
折
の
決
ま
り
文
句
で
あ

っ
た
ら
し
い
。

狐
憑
き
を
信
じ
な

い
の
は

「う
き
よ
の
事
に
く
ら
い
」
か
ら
だ
と
す
る
の
は
、

歌
島
稲
荷
で
暼
見
し
た
狐
憑
き
な
ど
、
庶
民
社
会
に
多
く
見
聞
し
た
こ
の
種
の

　な
　
　

異
常
者
に
対
す
る
秋
成
の
関
心
の
深
さ
と
、
彼
自
身
の
こ
の
種
の
異
常
体
験
と

が
重
ね
合
わ
さ

っ
た
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
。
さ
ら
に
歌
島
稲
荷
か
ら
六
十
八

才
の
寿
命
を
許
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
自
己
の
運
命
に
殆
ど
不
可
測
的
な

神
秘
性
を
予
感
す
る
他
は
な

い
。
秋
成
の
場
合
、
こ
う

い
う
神
秘
世
界

へ
向
け

て
自
己
の
始
源
の
像
を
追

い
求
め
て
行
く
こ
と
が
、
強
烈
な
自
意
識
そ
の
も
の

の
営
み
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

自
我
意
識
な
ど
と

い
え
ば
、
近
代
資
本
主
義
社
会

に
至

っ
て
覚
醒
し
た
、
近

代
人
特
有
の
意
識
形
態
の
よ
う
に
解
さ
れ
も
す
る
が
、
江
戸
の
中
期
以
降
の
文

人
た
ち
を
見
る
と
、
あ
る
場
合

に
は
生
半
可
な
近
代
人
よ
り
も
、
よ
り

い
っ
そ

う
強
烈
な
自
意
識

の
か
た
ま
り
で
、
そ
の
た
た
ず
ま
い
は
個
性
的
で
す
ら
あ
る
。

そ
し
て
社
会

へ
向
け
て
そ
れ
が
自
己
実
現
の
原
動
力
と
も
な
り
、
あ
る
場
合
に

は
封
建
社
会
の
壁
の
内
側
に
閉
塞
し
て
、
己
れ
を
さ
い
な
む
自
虐
に
転
化
さ
せ
、

凄
じ
い
内
面
的
葛
藤
を
演
じ
た
り
す
る
。
も
ち
ろ
ん
逃
避
や
転
向
挫
折
な
ど
、

現
実
と
の
妥
協
の
あ
り
よ
う
も
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
秋
成
は
ほ
ぼ
同
時
代
の
平
賀

源
内
な
ど
と
共
に
、
も

っ
と
も
個
性
的
な
作
者
で
、
そ
れ
だ
け
に
自
意
識
を
め

ぐ
る
内
面
葛
藤
に
は
深
刻
な
も
の
が
あ
る
。

大
場
俊
助
氏
の

『秋
成
の
テ
ン
カ
ン
症
と
デ
ー
モ
ン
』
は
、
そ
う

い
う
秋
成
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の
内
面
生
活
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
精
神
病
理
的
見
地
か
ら
照
射
を
当
て
た
ユ
ニ
ー

ク
な
秋
成
論
で
、
今
ま
で
の
秋
成
論

に
欠
け
て
い
た
視
点
を
提
示
し
た
こ
と
で
、

一
読
し
た
折
の
新
鮮
な
印
象
は
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
が
、
秋
成
専
門
家
で
も

な
い
私
に
も
素
朴
な
疑
問
は
残

っ
た
。
筆
者

は
周
到

に
も

「経
歴

の
伝
記

と

し
て
の

〈作
家
像
〉」
と

「
芸
術
的
精

神
史
の
な
か
か
ら
と
り
だ
す
新
し

い
伝
記

学
に
よ

っ
て
浮
彫
り
さ
れ
る

〈作
者

像
〉

(心
の
肖
像
)」
と
を
区
別
し
、
後
者

つ
ま
り

「
精
神
の
肖
像
と
し
て
の
作
者
像
を
掘
り
だ
す
」
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

〈既
知
体
験
の
幻
視
〉

〈離
人
症
の
夢
中
遊
行
〉

〈
入
眼
時
幻
覚
〉
と

〈仮
睡

状
態
〉

〈思
考
化
声
〉
な
ど
が
、
テ

ン
カ
ン
症
独
特

の
精
神
運
動
発
作
で
あ
る

か
ど
う
か
私
に
は
よ
く
分
ら
な
い
が

、
程
度
の
差
傾
向
の
違

い
こ
そ
あ
れ
、
こ

れ
ら
の
傾
向
は
殆
ど
の
人
間
が
経
験

す
る
こ
と
で
、
秋
成
独
特

の
も
の
と
も
思

え
な

い
。
病
跡
誌
と
し
て
解
明
を
受

け
る

『
御
嶽
精
進
』

『秋
山
記
』

『
ぬ
ば

玉
の
巻
』

『去
年
の
枝
折
』

『山
霧

記
』

『
暁
時
雨
』

『癇
癖
談
』

『
よ
も

つ

文
』
な
ど
の
散
文
は
、
私
の
愛
読
し

て
止
ま
な

い
も
の
の
中
に
入
る
の
だ
が
、

大
場
氏
の
論
に
従
え
ば
テ
ン
カ
ン
症

の
精
神
運
動
発
作
時
下
の
自
動
記
述
の
よ

う
な
印
象
を
持
た
さ
れ
て
、
ど
う
も
違
和
感
を
感
じ
て
し
ま
う
。
秋
成
が
異
常

体
験
の
持
主
で
あ

っ
た
こ
と
は
認
め
る
が
、
も
の
を
書
く
時
に
も
異
常
で
あ

っ

た
と
は
思
わ
れ
な

い
。

「
狂
気

じ
み
た
気
質
」
「精
神
が

い
ら
だ

っ
て
激
昂
し
」

「心
情
が
は
げ
し
く
昂
奮
し
」
と
い

っ
た
痕
跡
は
、
こ
れ
ら
の
文
章
の
中

に
は

あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な

い
の
だ
。
む
し
ろ
自
然
の
中
に
自
己
を
解
放
し
て
い
く
喜

び
が
、
温
雅
な
文
章

の
行
間
か
ら
わ
き
の
ぼ
る
態
の
も
の
が
多
く
、
思
考
も
感

情
も
正
常
な
の
で
あ
る
。

し
か
し

「
テ
ン
カ
ン
症
」
を
別
に
す
れ
ば
、
大
場
氏
の
秋
成
診
断

に
示
唆
さ

れ
る
こ
と
も
少
く
な

い
。
そ
れ
は
秋

成
が
極
め
て
厳
し

い
精
神
生
活
を
送

っ
た

人
で
、
自
己
の
真
実
を
求
め
て
輾
転

反
側
し
、
極
限
の
状
況
に
ま
で
自
己
を
追

い
つ
め
て
行
く
内
面
的
烈
し
さ
を
持

つ
人
で
あ

っ
た
こ
と
だ
。

秋
成
四
十
六
才
の
秋
九
月
、
妻
と
共
に
城
の
崎
温
泉

に
湯
治
を
目
的
に
旅
に

出
て
、
そ
れ
が

『秋
山
記
』
に
ま
と
め
ら
れ
る
が
、
十
二
日
と

い
う
日
に
出
発

し
た
の
は
須
磨
明
石
の
名
月
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
「ざ

え
あ
る
人
も
口
と
つ
る
わ
た
り
を
、
ま
い
て
打
出

べ
う
も
あ
ら
ず
」
と
、
磯
山

松
の
緑
の
美
し
さ
に
目
を
奪
わ
れ
て
い
る
と
、
妻
が
横
か
ら

「
い
に
し
へ
光
源

さ
す
ら
へ

か
か

氏
の
君
の
、
罪
な
く
し
て
流
浪
た
ま
ひ
し
と
い
ふ
跡
は

い
つ
こ
ぞ

斯
る

所
に
も
、
年
月
ね
ん
じ
過
さ
せ
け
ん
よ
」
な
ど
と

い
っ
て
悲
し
が
る
。

「
い
と

聞
に
く
し
と
に
や
」
と
ば
か
り
、
こ
こ
で
秋
成
は

「齢
の
ほ
ど
五
十
に
た
ら
ぬ

に
ら

や
う

法
師
」
に
変
身
し
、
彼
自
身

の
源
氏
物
語
論
を
展
開
す
る
。
'
「鄲
ま
へ
る
様
の

つ
ら

つ
き
し
て
」
と

い
う

の
は
、
妻
に
対
し
て
で
は
な
く
、
物
語
に
対
す
る
少

女
的
感
傷
趣
味
に
対
し
て
で
あ
り
、
さ
ら
に
は

「式
部
は
石
山
の
佛

の
変
化
な

り
と
、
い
と
狂
は
し
き
ま
で
ほ
め
な
」
し
て
、
各
々
自
己
の
道

へ
引
き
入
れ
て

気
儘
に
解
釈
す
る
、
世
間
の
源
氏
讃
美
者

に
対
す

る
冷
静
な
批
判
者

と
し
て

の
立
場
か
ら
で
あ
る
。
内
容
は
勿
論
秋
成
自
身

の
妥
協
を
許

さ
な

い
源
氏
物
語

批
判
論
と
な

っ
て
い
る
。
渺
茫
た
る
磯
辺
の
空
間
を
背
景

に
、
同
じ
松
陰
か
ら

忽
然
と
姿
を
現
わ
し
た
何
処
の
誰
と
も
分
ら
ぬ
初
老

の
法
師
。
紀
行
文
で
あ
り

乍
ら
、
秋
成
は
自
説
を
妻
に
語
り
聞
か
せ
る
と

い
う
形
式
を
避
け
た
。
避
け
た

と

い
う
よ
り
も
、
極
自
然
に
自
己
か
ら
分
身
を
抽
出
し
、
そ
の
分
身
の
法
師
が

秋
成
夫
妻
に
語
る
と
い
う
形
式
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
物
語
論
を
こ
こ
で
検

討
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
自
己
の
信
念
で
あ
り
、
云
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
彼
自

分
の
文
学
論
芸
術
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
世
間
に
沢
山
あ
る
源
氏
物
語
論
の

一
つ

な
ど
と

い
う
生
や
さ
し
い
も
の
で
は
な
く
、
彼
の
骨
肉
と
化
し
た
持
論
に
他
な

ら
な

い
。

こ
の
松
陰
か
ら
現
わ
れ
た
法
師
は
あ
き
ら
か
に
彼
自
身

の
自
我
像
の

原
型
で
あ
る
。

さ
ら
に
そ
の
後
直
ち
に
筆
を
執

っ
た

『
ぬ
ば
玉
の
巻
』
で
は
、
但
馬
城
の
崎

に
逗
留
し
た
折

つ
き
合

っ
た
隣
人
が
持
参
し
た
珍
し

い
冊
子
が
、
こ
の

『ぬ
ば

玉
の
巻
』
だ
と
し
て

い
る
。
内
容
は
お
そ
ら
く
中
世
期
の
戦
乱
時
代
、
世
に
絶

望
し
て
源
氏
物
語
を
耽
読
し
、
廿
四
部
も
書
写
し

つ
づ
け
た
と
い
う
、
架
空
の

(22)
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い
に
任
せ
て
、
秋
成
が
校
訂
注
解
を
施
し
た
と
ま
で
附
記
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

可
成
り
手
の
込
ん
だ
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
で
あ
る
。

宗
椿
は
槿

(朝
顔
)
の
巻
ま
で
書

き
す
す
め
て
来
て
眠
り
を
催
し
、
夢
路
に

須
磨
明
石
の
浦
を
辿
る
。
月
は
な
や

か
に
海
静
か
な
、
す
か
す
が
し
い
秋
の
夜

い
そ

ぢ

で
あ
る
。
ふ
と
見
る
と

「齢
の
ほ
ど
五
十
に
は
足
ら
ざ
る
」

「
つ
ら
つ
き

い
と

気
高
く
、
な
ほ
人

(な
み
の
人
)
と
は
見
え
」
な

い
人
物
が
、
松
陰

に
敷
物
を

敷
き
月
を
眺
め
て
い
る
。
人
麿
明
神

の
示
現
で
あ
る
。
時
季
と
い
い
場
所
が
ら

と

い
い
、
歌
聖
柿
本
人
麿
の
霊
が
出
現
す
る
に
は
ま
こ
と
に
相
応
し
い
場
面
で

あ

っ
た
。
そ
う
し
て
人
麿
の
霊
が
源
氏
物
語
を
論
評
批
判
し
、
宗
椿
が
そ
れ
を

聴
く
と
い
う
形
で
、
秋
成
の
源
氏
物
語
論
は
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合

宗
椿
も
人
麿
も
、
秋
成
の
自
己
像

の
投
影
で
あ
り
分
身
で
あ
る
こ
と
に
間
違

い

な

い
。
秋
成
は
最
初
分
出
し
た
自
己
像
の

「五
十
に
た
ら
ぬ
法
師
」
を
、
さ
ら

に
歌
聖
人
麿
像
に
ま
で
昇
華
し
得
た
と

い
う
点
で
、
そ
の
自
信
に
満
ち
溢
れ
た

逞
し

い
精
神
力
を
思
わ
な

い
わ
け
に
は
ゆ
か
な

い
。

『
雨
月
物
語
』
を
世
に
出

し
、
医
業

に
勤
し
む
頃
の
中
年
期
の
秋
成
の
精
神
生
活
は
、
し
た
た
か
で
あ
り

意
志
的
で
あ
り
、
そ
の
想
像
力
は
決
し
て
病
ん
で
い
る
と
は
思
わ
れ
な

い
。

し
か
し
こ
れ
を
晩
年

の

〈目
ひ
と

つ
の
神
〉

に
比
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
人

麿
が
正
統
な
る
が
故
に
崇
高
で
あ
り
権
威
そ
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、

『春

雨
物
語
』

の

〈目
ひ
と
つ
の
神
は
〉

、

「
目
ひ
と

つ
か
が
や
き
、
口
は
耳
の
根

ま
で
切
た
る
に
、
鼻
は
あ
り
や
な
し
や
」
の
奇
怪
な
相
貌

で
、
深
夜
老
曽

の
森

の
木
隠
れ
の
、
荒
れ
果
て
た
社
の
中

か
ら
ゆ
る
ぎ
出
る
。
こ
れ
が
時
に
右
眼
を

失
明
し
て
い
た
秋
成
自
身

の
自
画
像

で
あ
る
こ
と
は
、
今
や
読
者
研
究
者
の
間

に
定
説
化
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
秋
成

の
激
し

い
自
意
識
が
繰
り
返
し
て

来
た
、
我
は
何
者
で
あ
る
か
の
自
問
自
答
は
・、
迂
曲
屈
折

の
末

つ
い
に
、

〈目

ひ
と

つ
の
神
〉
と

い
う
奇
怪
な
自
己
像
と
し
て
結
実
し
た
の
で
あ
る
。

〈目
ひ
と
つ
の
神
〉
の
系
譜
は
不
分
明
で
あ
る
が
、
貴
族
や
文
人
知
識
人
が

人
物
堺
の
宗
椿
の
夢
語
り
と

い
う
形

式
を
と

っ
て
い
る
。
持
参
し
た
隣
人
の
乞

思

い
描
く
文
学
神
人
麿
像
と
は
、
可
成
り
の
距
離
が
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で

あ

る
。
柳
田
国
男
に
依
れ
ば
、
土
俗
の
世
界
で
は
人
麿

(人
丸
)
は
歌
聖
以
前

の
、
水
辺
に
示
現
す
る
土
俗
の
神
で
、
目

一
つ
の
神
と
同
じ
系
譜

の
も
の
だ

っ

　な
む
　

た
と

い
う
か
ら
、
秋
成
は
文
学
神
柿
本
人
麿
と
し
て
分
出
し
た
自
己
像
を
、
晩

年

に
は
土
俗
の
世
界
に
引
き
降
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
御

霊
神
で
あ
る
と
か
、
鍛
冶
神
で
あ
る
と
か
、

〈
目
ひ
と

つ
の
神
〉

の
素
性
に
は

い
ろ

い
ろ
な
見
方
が
で
き
る
が
、
要
は

一
つ
目
小
僧
に
少
し
ば
か
り
威
厳
を
添

え
た
態
の
、
奇
怪
な
土
俗
神
で
あ
る
と
し
か
考
え
よ
う
が
な

い
。

「
一
目
連
が

こ
こ
に
在
り
て
、
む
な
し
か
ら
ん
や
」
と
、
若
者
を
羽
扇
で
あ
お
ぎ
上
げ
た
と

あ

る
か
ら
、
風
水
害
の
神
と
し
て
江
戸
時
代
に
知
れ
て
い
た
片
目
の
龍
神
と
、

羽
扇
を
手
に
す
る
天
狗
と
の
混
淆
イ
メ
ー
ジ
で
成
立
し
て
い
る
秋
成
独
創

の
土

俗
神
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の

〈
目
ひ
と

つ
の
神
〉
は
、
天
狗
を
思
わ
せ
る
修
験
者
、
布
袋
風
の
法
師
、

狐
女
房
、
猿
や
兎
の
野
の
獣
ま
で
を
眷
族
に
引
き
連
れ
、
歌
道
鍮

它

て
都

嚠

に
勉
学
を

こ
こ
ろ
ざ
す
東

の
国
の
若
者
に
、

「
ひ
と
り
行
く
に
は
、

い
か
で
わ

し

を

が
さ
す
枝
折
り
の
ほ
か
に
、
習
ひ
や
あ
ら
ん
」
と
教
え
諭
す
。
都

に
勉
学
を
こ

こ
ろ
ざ
し
て
も
今
は
無
駄
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
師
と
な
る
べ
き
人
な
ど
居
な
い
。

学
問
は
秘
伝

の
伝
授
な
ど
で
は
継
承
さ
れ
な

い
と
す
る

〈目
ひ
と

つ
の
神
〉
の

諭
し
の
言
葉
は
、
勿
論
秋
成
の
持
説
で
あ
る
。

奇
怪
な
自
己
像

〈目
ひ
と

つ
の
神
〉

へ
到
達
し
た
と
き
、
秋
成
こ
こ
で
は
お

の
れ
の
自
我
像

の
最
終
の
形

に
遭
遇
し
た
と

い
う

べ
き
か
。
そ
れ
は
恐
し
く
不

気
味
な
雰
囲
気

に
は

つ
つ
ま
れ
て
い
る
が
、
若
者
を
教
え
諭
し
、

「酒
の
め
、

夜
寒
き
に
」
と
盃
を
す
す
め
る
情
の
あ
る
神
で
も
あ
る
。
老
曽

の
森
に
く
り
広

げ
ら
れ
る
深
夜

の
饗
宴
は
正
常
な
眼
に
は
恐
し

い
が
、
可
笑
味
が
あ

っ
て
何

や
ら
滑
稽
感
が
漂

い
諧
謔
の
趣
が
あ
る
。
こ
れ
は
大
古

の
闇
に
跳
梁
す
る
原
始

的
神

々
、
土
俗

の
神
々
の
無
邪
気
な
姿
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
秋
成
は
宣
長
と
の
論
争

に
破
れ
た
と
き
、
徹
底
的
な
自
我
像

の
改
変
に
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迫
ら
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
も
し
か
し
た
ら
こ
れ
に
、
実
の
父
親
の
素

性
を
知

っ
た
と
い
う
事
実
が
重
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
転

々
と
居
を
移
し
た
の

も
、
単
に
生
活
上
の
便
宜
を
追

っ
て

の
事
で
は
な

い
か
も
し
れ
な

い
。
闇
に
向

っ
て
お
の
れ
の
真
の
姿
を
問

い
か
け

る

『曉
時
雨
』
や

『癇
癖
談
下
』

の
末
尾

の
部
分
は
、
こ
の
自
我
像
改
変
の
過
程
の
苦
悩
に
充
ち
た
問

い
か
け
で
は
な
か

っ
た
か
。
鴬
と
蛙
石
の
翁
、
う
そ
鳥

駒
鳥

の
対
話
に
、
に
が

い
自
己
の
姿
を
彫

み
込
む
苦
し
く
も
烈
し
い
自
己
譴
責
、
自
己
処
罰
の
感
情
は
、
や
が
て

〈
目
ひ

と
つ
の
神
〉

へ
結
実
し
て
行
く
過
程

の
、
精
神
の
営
み
で
あ

っ
た
と

い
っ
て
よ

い
。鳥

が
語
り
、
石
が
物
を
言
う
。
秋

成
が
自
我
像

の
投
影
を
見
る
の
は
大
古

の

自
然
界
の
闇
に
対
し
た
と
き
で
あ

っ
た
。
秋
成

の
思
想
を

「
辺
境
的
」
だ
と
さ

　
　
　
ヨ

　

れ
た
森
山
重
雄
氏
の
評
は
、
こ
の
点

に
お

い
て
も
ま
た
適
切
で
あ
る
と
い
え
る
。

(注

)

ω

『岩
橋
の
記
』
天
明
八
年

五
十
五
才

②
頼
桃
三
郎

「秋
成
伝
聞
き
書
」
(
『
日
本
文
学
』
一
九
五
九
年

六
月

)
で
、
頼
春
水

『霞
関
掌
録

』

に
あ
る
秋
成
の
実
父

に
関
す
る
記
事
が
紹
介

さ
れ
た
。
そ
れ
に
依

れ
ば
秋
成
の
実
父

は
、
大
和
国

の

一
村
里
に
領
地
を
持

つ
旗
本

の
子
息
が
、
そ

の

里
の
庄
屋
の
娘

と
通
じ

て
生
ま
れ
た
子
だ
と
し
て

い
る
。
高
田
衛
は
そ
れ
を

さ
ら

に
追
及
し
て
、
秋
成

の
実
父
は
小
堀
左
内
政
報

(小
堀
遠
州
の
子
孫
)
で
、
放
蕩

乱
行

の
末
知
行
地

に
蟄
居
の
身

と
な

り
、
そ

こ
で
庄
屋
末
吉
家

の
娘
と
の
間
に
で

き
た
子
だ
と
し
た

(『
上
田
秋
成
年
譜
攷
説
』
)。
そ
の
後
さ
ら
に
秋
成

の
実
母

の
家

に

つ
い
て
の
調
査

が
精
密
に
行
わ
れ
て

い
る
が
、
秋
成

の
実
父
に

つ
い
て
の
確
証

は
ま
だ

つ
か
め
て

い
な

い
よ
う
だ
。
(長
島
弘
明

「秋
成

の
実
母
と
そ

の
周
辺
」

『文
学

』

一
九
八
二
年
五
月
)

㈹
奇
談
的
な
も

の
へ
の
関
心

の
代
表
的
記
述
は

『
胆
大

小
心
録
』

(
三
二
)

に
あ
る
。

「
河
内

の
国

の
山
中

に

一
村
あ
り
。
樵

者
あ
り
、
母

一
人
、
男
子
二
人
、
女
子

一

人
と
も

に
親
に

つ
か

へ
て
孝
養
足
る
。

一
日
村
中

の
古
き
林
の
木
を
き
り
来

た
る
。

翌
日
兄
狂
を
発
し
て
母
を
斧

に
て
打
殺
す
。
弟
亦

こ
れ
を
快
し
と
し
て
段

々
に
す
。

女
子
も
又
爼
板
を
さ

・
げ
、
庖
刄
を
も
て
細

に
刻
む
。
血

一
雫
も
見
ず
。
大
坂
の

牢
獄

に
つ
な
が
れ

て
、

一
二
年
を

へ
て
死
す

。
公
朝
そ
の
罪
な
き
を
あ

わ
れ
ん
で

刑
名
な
し
ロ
そ

の
他

『秋

山
記
』

の
色
狂

い
の
後
家
、
『
ま
す
ら
を
物
語
』
や

「
死

首
咲
顔
」
(
『春
雨
物
語
』
)
の
素
材

と
な

っ
た
源
太
騒
動

へ
の
関
心
な
ど
も
そ
の
な

か
に
は

い
る
だ

ろ
う
。

ω
柳
田
国
男
全
集
巻
五

『
一
目
小
僧
そ
の
他
』

㈲

『
胆
大
小
心
録
』
に
も
こ
の
類
の
持
説
を
記
し
て

い
る
。

(前
略
)
又
此
古
言
を

し
い
て
と
く
人
あ
り

(本
居
宣
長

の
こ
と
)。
門
人
教

へ
の

子
と
云
て
、
ひ
ろ
く
来
た

る
を
あ

つ
め
ら
れ
し
人
あ
り
。
や
は
り
此
人
も
私
の
意

多

か
り
し
也

。
伊
勢
の
国

の
人
也
。
古
事

記
を
宗
と
し
て
、
太
古
を
と
く
と
せ
ら

れ
し
と
そ
。
翁

口
あ
し
く
し
て

な
り

沿
野
事
を

い
ふ
て
也
と
も
弟
子
ほ
し
や
古
事
記
伝
兵
衛
と
人
は

い
ふ
と
も

独
学
孤
陋
と

い
へ
ど
、
其
始

は
師

の
教

へ
に

つ
謎

て
、
後

々
は
独
学
で
な
け
れ
ば

と
思
ふ
よ
り
、
私
と
も

い
へ
、
何
と
も

い
へ
、
独
窓

の
も
と
に
眼
を

い
た
め
て
考

え
て
み
れ
ば
、
ど
う
や
ら
知
れ
ぬ
事
も
六
七
分
は
し
れ
た
ぞ
。

(五
)

(24)


