
『
沈
黙
』
覚
書

－
1
－
「
切
支
丹
屋
敷
役
人
日
記
」
と
「
査
献
余
録
」
　
－

遠
藤
周
作
の
『
沈
黙
』
は
、
そ
の
末
尾
に
『
続
々
群
書
類
従
』
第
十
二
所
収
の
「
査
妖
余

録
」
よ
り
抄
出
し
た
「
切
支
丹
眞
数
役
人
日
記
」
を
付
載
す
る
。
こ
の
「
日
記
」
の
持
つ
意
味

に
つ
い
て
は
、
作
者
遠
藤
自
身
の
次
の
よ
う
な
発
言
が
明
白
に
そ
れ
を
語
っ
て
い
る
。

最
後
に
「
切
支
丹
屋
敷
役
人
日
記
」
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
す
ね
、
自
分
と
し
て
ほ
あ
そ
こ

も
大
切
な
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
た
い
て
い
の
読
者
は
「
切
支
丹
屋
敷
役
人
日
記
」
．
の
前
の
と

こ
ろ
で
、
．
も
う
こ
の
小
説
を
読
む
の
を
お
や
め
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
（
任
1
）

な
ぜ
大
切
な
の
か
、
「
彼
ら
二
人
は
転
ん
で
も
ま
た
立
ち
な
お
っ
て
、
ま
た
転
ん
で
も
ま
た

立
ち
な
お
っ
て
、
ま
た
転
ん
で
、
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
た
の
だ
と
暗
示
し
て
お
き
た
か
っ

た
」
（
法
2
）
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
「
切
支
丹
屋
敷
役
人
日
記
」
は
、
そ
の
原
資
料
で
あ
る
「
査
妖
余
録
」
を
か
な

り
意
図
的
に
改
変
し
て
い
る
。
そ
れ
は
遠
藤
も
「
こ
れ
は
だ
い
た
い
原
本
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、

そ
れ
を
多
少
変
え
た
わ
け
で
す
」
（
注
3
）
と
い
っ
て
そ
れ
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
小
稿

で
は
、
そ
の
改
変
の
跡
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
者
の
意
図
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
、
疑
問

点
を
あ
げ
て
み
た
い
。

『
沈
黙
』
の
主
人
公
七
．
ハ
ス
チ
ャ
ソ
・
P
ド
リ
．
コ
の
モ
デ
ル
が
、
寛
永
十
九
年
に
渡
目
し
た

イ
ク
リ
ヤ
人
司
祭
キ
ャ
ラ
で
あ
る
こ
と
は
、
新
潮
社
版
『
沈
黙
』
あ
と
が
き
に
い
う
と
こ
ろ
で

あ
る
。
そ
の
キ
ャ
ラ
の
棄
教
後
に
与
え
ら
れ
た
名
前
が
、
即
ち
「
査
妖
余
録
」
中
の
岡
本
≡
右

循
門
で
あ
り
、
そ
れ
が
『
沈
黙
』
に
お
い
て
は
岡
田
三
右
衛
門
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
を

ま
た
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、
「
切
支
丹
屋
敷
役
人
日
記
（
以
下
「
日
記
」
と
す
る
。
）
の
岡
田
≡

右
衛
門
に
関
す
る
記
事
と
、
「
査
読
余
録
」
　
（
以
下
「
余
録
」
と
す
る
。
）
中
の
岡
本
三
右
衛
門

宮

　

　

尾

　

　

俊

　

　

彦

に
関
す
る
記
述
と
を
比
較
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
「
余
録
」
の
記
述
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

切
支
丹
屋
敷
二
罷
在
焼
伴
天
連
岡
本
三
右
衛
門
儀
、
南
蛮
意
志
り
や
の
者
、
四
拾
三
年
以
前

未
年
、
井
上
筑
後
守
へ
始
而
御
預
、
囲
屋
敷
二
当
丑
年
迄
四
拾
年
罷
在
候
処
、
当
月
初
よ
り

敦
不
食
相
焼
侯
二
付
牢
医
石
尾
道
的
薬
用
申
候
へ
共
、
段
々
気
色
差
重
り
、
昨
廿
五
日
昼
七

半
時
過
相
果
申
侯
、
右
三
右
衛
門
八
拾
四
歳
二
帝
成
侯
、
（
貞
享
二
年
）

右
の
部
分
を
「
日
記
」
と
対
照
し
て
み
る
に
、

南
蛮
意
志
り
や
の
老
↓
南
蛮
は
る
と
が
る
の
者

四
拾
≡
年
以
前
未
年
↓
三
拾
余
年
以
前
未
年

当
丑
年
迄
四
拾
年
　
－
当
酉
年
ま
で
≡
拾
隼

人
拾
四
歳
二
罷
成
供
与
六
拾
四
歳
に
罷
り
な
り
候

の
如
き
相
違
が
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
一
々
に
つ
い
て
改
変
の
意
図
を
探
っ
て
み
る
こ
と

に
す
る
。

ま
ず
、
三
右
衛
門
キ
ャ
ラ
の
生
地
は
意
志
り
や
即
ち
イ
ク
リ
ヤ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

≡
右
衛
門
ロ
ド
リ
ゴ
の
そ
れ
を
は
る
と
が
る
と
改
め
た
点
で
あ
る
。

『
沈
熱
』
に
お
け
る
背
教
者
沢
野
忠
庵
フ
ェ
レ
イ
ラ
の
位
置
は
重
要
で
あ
る
。
河
上
徹
太
郎

の
い
う
如
く
、
「
こ
の
小
説
は
あ
く
ま
で
ロ
ド
リ
．
コ
を
主
人
公
と
し
て
進
む
の
だ
が
、
彼
を
操

る
も
の
は
フ
ェ
レ
イ
ラ
で
あ
る
。
」
（
注
4
）
現
に
こ
の
小
説
は
、
フ
ェ
レ
イ
ラ
が
拷
問
に
よ
っ
て

棄
教
し
た
と
い
う
ロ
ー
マ
教
会
へ
の
報
知
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
フ
ェ
レ
イ
ラ
と
ロ
ド
リ
ゴ
と
の

対
決
に
よ
っ
て
終
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
フ
ェ
レ
イ
ラ
乗
数
の
報
を
ロ
ー
マ
教
会
は
ど
う
受
け

と
め
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
『
沈
黙
』
で
は
こ
う
い
う
。

当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
眼
か
ら
見
れ
ば
世
界
の
果
て
と
も
い
う
べ
き
小
国
で
フ
ェ
レ
イ
ラ
が
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転
宗
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
た
ん
な
る
一
個
人
の
挫
折
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全

体
の
信
仰
と
思
想
の
屈
厚
的
な
敗
北
の
よ
う
に
彼
等
に
は
思
わ
れ
た
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
教
会
は
四
人
の
司
条
の
演
目
を
許
可
す
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
、
「
フ

ェ
レ
イ
ラ
の
乗
数
と
い
う
教
会
の
不
名
誉
を
挽
回
す
る
た
め
に
」
渡
日
を
許
可
さ
れ
た
の
だ
と

い
う
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

一
方
、
こ
の
作
品
で
い
う
ロ
ド
リ
ゴ
ら
三
人
の
司
祭
た
ち
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
彼

ら
に
と
っ
て
フ
ェ
レ
イ
ラ
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
「
彼
等
は
カ
ム
ポ
リ
ー
ド
の
古
い
修
道
院

で
、
か
つ
て
神
学
生
の
教
育
に
あ
た
っ
た
フ
ェ
レ
イ
ラ
師
の
学
生
だ
っ
た
人
た
ち
で
あ
る
。
」
従

っ
て
、
「
自
分
た
ち
の
恩
師
だ
っ
た
フ
ェ
レ
イ
ラ
が
華
々
し
い
殉
教
を
と
げ
た
の
な
ら
は
と
も

か
く
、
異
教
徒
の
前
に
犬
の
よ
う
に
屈
従
し
た
と
は
ど
う
し
て
も
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
」
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
ロ
ー
マ
に
お
け
る
受
け
止
め
方
と
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
お
け
る
そ
れ
と
の
大
き
な

相
違
が
あ
る
。
ウ
ー
マ
に
お
い
て
は
フ
ェ
レ
イ
ラ
の
背
教
は
既
定
の
事
実
で
あ
り
、
教
会
の
屈

辱
で
あ
っ
た
が
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
お
い
て
の
フ
ェ
レ
イ
ラ
の
そ
れ
は
信
じ
難
い
も
の
で
あ
り
、

ま
た
膚
じ
た
く
な
い
事
実
で
あ
っ
た
。
現
に
渡
目
し
た
ロ
ド
リ
ゴ
は
常
に
フ
ェ
レ
イ
ラ
の
消
息

を
求
め
続
け
、
彼
の
動
向
に
自
己
の
心
情
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

P
ド
リ
ゴ
た
ち
の
心
情
は
「
と
り
も
な
お
き
ず
ポ
ル
ト
ガ
ル
聖
職
者
の
共
通
し
た
感
情
で
も
あ

っ
た
」
わ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
は
そ
う
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
フ
ェ
レ
イ
ラ
そ

の
人
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
司
祭
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
の
P
ド
リ
ゴ
と
フ
ェ
レ
イ
ラ

と
の
か
か
わ
り
を
考
え
る
時
、
以
上
見
て
き
た
ご
と
く
ロ
ド
リ
ゴ
が
フ
ェ
レ
イ
ラ
の
弟
子
で
あ

り
、
同
国
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
作
品
の
人
間
関
係
に
お
い
て
必
須
の
条
件
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。
ロ
ド
リ
ゴ
の
渡
日
の
情
熱
か
ら
乗
数
へ
の
道
は
こ
こ
に
用
意
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
キ
ャ
ラ
が
シ
シ
リ
ヤ
出
身
で
あ
っ
て
も
、
ロ
ド
リ
ゴ
は
「
は
る
と
が
る
」
人
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
所
以
で
あ
る
。

次
に
、
岡
本
三
着
衛
門
と
岡
田
三
着
衛
門
と
の
年
齢
の
相
違
に
つ
い
て
考
え
て
み
ょ
う
。

「
余
録
」
に
お
け
る
三
右
衛
門
の
没
年
は
、
八
拾
四
歳
で
あ
る
。
こ
れ
を
そ
の
記
述
に
従
っ
て

遡
っ
て
み
る
と
、
「
当
丑
年
」
つ
ま
り
貞
事
二
年
ま
で
四
拾
年
間
囲
屋
敷
に
収
欲
さ
れ
て
い
た

と
あ
る
。
そ
う
す
る
と
こ
の
屋
敷
に
来
た
の
は
、
貞
事
二
年
が
西
暦
一
六
八
五
年
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
四
十
年
前
は
〓
ハ
四
五
年
（
正
保
二
年
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
三

年
前
の
未
年
に
「
井
上
筑
後
守
へ
始
而
御
預
」
と
あ
る
か
ら
、
寛
永
二
十
年
（
〓
ハ
四
l
ニ
年
）

に
捕
縛
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
時
に
キ
ャ
ラ
四
十
二
歳
で
あ
る
。

一
方
、
「
日
記
」
に
よ
っ
て
三
右
衛
門
の
年
齢
を
追
っ
て
み
ょ
う
。
「
日
記
」
で
は
岡
田
三

着
衛
門
の
没
年
を
延
宝
九
年
（
〓
ハ
八
一
年
）
と
し
、
時
に
六
十
四
歳
と
す
る
。
「
囲
屋
敷
に

当
酉
年
ま
で
三
拾
年
罷
り
あ
り
」
と
す
る
か
ら
、
切
支
丹
屋
敷
k
収
欲
さ
れ
た
の
は
三
十
年
前

〓
ハ
五
一
年
、
即
ち
慶
安
四
年
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
≡
拾
余
年
以
前
未
年
、
井
上
筑
後

守
へ
始
め
て
御
預
け
」
に
な
っ
た
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
余
年
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
慶

安
四
年
以
前
の
未
年
を
み
る
と
「
余
録
」
の
場
合
と
同
じ
く
軍
埜
一
十
年
（
〓
ハ
四
三
年
）
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
時
の
P
ド
リ
ゴ
の
年
齢
は
二
十
六
歳
と
算
出
さ
れ
る
。
史
実
と
し
て

の
キ
ャ
ラ
の
年
齢
四
十
二
歳
と
、
小
説
中
の
P
ド
リ
ゴ
の
年
齢
二
十
六
歳
と
の
間
に
は
相
当
な

隔
り
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
改
変
が
な
さ
れ
た
の
か
。

結
論
を
い
え
ば
、
ロ
ド
リ
ゴ
ほ
二
十
六
歳
の
青
年
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

師
を
慕
う
純
其
さ
、
死
を
も
覚
悟
し
て
異
国
へ
渡
航
す
る
情
熱
は
、
若
者
の
そ
れ
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
己
れ
の
信
仰
に
懐
疑
し
、
神
の
沈
黙
に
惧
悩
す
る
の
も
、
若
い
膚
仰

者
で
あ
っ
て
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
改
変
に
P
ド
リ
ゴ
の
情
熱
と
苦
悩
を
表

現
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
所
以
で
あ
る
。

な
お
、
ロ
ド
リ
ゴ
の
生
年
は
『
沈
黙
』
ま
え
が
き
に
よ
れ
ば
、
〓
ハ
一
〇
年
で
あ
る
。
と
い

う
こ
と
に
な
れ
ば
、
延
宝
九
年
を
岡
田
三
右
衛
門
の
没
年
と
す
る
「
日
記
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の

年
の
≡
右
衛
門
の
年
齢
は
七
十
l
歳
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
に
ゆ
え
に
「
六
拾

四
歳
」
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
不
審
で
あ
る
。

ま
た
、
延
宝
九
年
は
「
余
録
」
に
よ
れ
ば
貞
享
二
年
が
史
実
で
あ
る
。
こ
の
間
四
年
に
過
ぎ

ず
、
従
っ
て
こ
の
改
変
は
三
右
衛
門
の
年
齢
と
関
連
し
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の

点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

ニ

転
び
キ
リ
シ
タ
ソ
キ
チ
ジ
ロ
ー
の
存
在
は
P
ド
リ
ゴ
、
フ
ェ
レ
イ
ラ
に
劣
ら
ず
重
要
で
あ

る
。
遠
藤
文
学
の
テ
ー
マ
か
ら
い
え
ば
、
む
し
ろ
キ
チ
ジ
ロ
ー
の
姿
を
追
い
求
め
る
と
こ
ろ
に

こ
そ
作
者
の
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
小
稿
の
意

図
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
ひ
と
ま
ず
考
察
の
外
に
お
く
と
し
て
、
こ
こ
で
は
「
余
録
」
と

「
日
記
」
に
お
け
る
キ
チ
ジ
ロ
ー
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

「
日
記
」
に
よ
れ
ば
次
の
ご
と
く
に
な
る
。

岡
田
≡
右
衛
門
召
連
れ
倹
中
間
膏
次
郎
へ
も
連
ひ
胡
乱
な
儀
ど
も
故
、
牢
舎
申
し
侯
、
（
中

略
）
善
次
郎
牢
よ
り
呼
出
し
、
国
所
、
親
塀
の
様
子
相
尋
ね
侯
、
生
国
九
州
五
島
の
者
、
当

辰
五
拾
四
歳
に
罷
り
成
り
申
し
焼
（
延
宝
四
年
）

右
に
敢
当
す
る
延
宝
四
年
の
記
事
を
「
余
鏡
」
に
み
る
と
、
「
青
次
郎
」
は
「
角
内
」
、
「
九

州
五
島
の
者
」
は
「
越
前
の
者
」
、
「
五
拾
四
歳
」
は
「
四
拾
弐
歳
」
と
あ
る
。
以
上
の
改
変
の
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意
図
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
名
前
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
キ
リ
シ
ク
ソ
・
キ
チ
ジ
ロ
ー
と
い
う
語
呂
合
せ
が
あ
る
と

考
え
て
み
た
い
。
「
角
内
」
で
は
調
子
が
悪
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
ま
た
、
善
次
郎

が
「
越
前
の
者
」
で
あ
っ
て
は
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
キ
チ
ジ
ロ
ー
の
役
割
は
果
た
せ
な
い
。

五
島
が
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ソ
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
し
、
P
ド
リ
ゴ
は
五
島
へ

布
教
に
行
く
の
で
あ
っ
た
。
「
越
前
」
で
は
地
理
的
に
ど
う
に
も
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
年
齢
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
三
右
衛
門
の
場
合
と
は
逆
に
「
日
記
」
で
は
十
二
歳
を
上

乗
せ
し
て
い
る
。
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
延
宝
四
年
は
〓
ハ
七
六
年
で
あ
る
が
、
先
に
≡
右
衛
門

の
条
で
も
み
た
ご
と
く
ロ
ド
リ
ゴ
、
キ
ャ
ラ
が
緒
絆
さ
れ
た
の
は
l
六
四
三
年
（
魔
永
二
十
年
）

で
あ
っ
た
。
延
宝
四
年
を
遡
る
こ
と
三
十
三
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
膏
次
郎

の
年
齢
を
「
余
録
」
の
ご
と
く
四
十
二
歳
と
す
る
と
ロ
ド
リ
ゴ
掃
縛
時
の
キ
チ
ジ
ロ
ー
の
年
齢

は
僅
か
九
歳
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
作
品
構
成
上
全
く
意
味
を
な
さ
な
く
な
る
。

「
日
記
」
の
ご
と
く
五
十
四
歳
で
あ
っ
て
初
め
て
キ
チ
ジ
ロ
ー
は
当
時
二
十
l
歳
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
矛
盾
し
な
い
年
頃
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
『
沈
黙
』
で
は
キ
チ
ジ
ロ
ー
の
年
齢

を
、
「
年
齢
は
二
十
八
か
九
歳
ぐ
ら
い
で
し
た
。
」
と
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
点
不
審
が
な
い
わ

け
で
は
な
い
が
、
も
し
そ
の
記
述
に
合
わ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
膏
次
郎
の
年
齢
は
更
に
七
、
八
歳

を
加
え
ね
は
な
ら
ず
、
五
十
四
歳
は
六
十
二
　
二
歳
と
な
っ
て
し
ま
い
、
三
右
衛
門
付
中
間
と

し
て
ほ
老
年
に
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
「
余
録
」
に
お
い
て
ほ
角
内
（
善
次
郎
）
は
処
刑
さ
れ
て
い
る
（
「
角
内
新
兵
衛
両
人
、

共
二
山
屋
敷
書
院
之
庭
二
而
生
袈
裟
三
成
、
切
手
前
場
伴
右
衛
門
也
」
）
の
で
あ
る
が
、
「
日

記
」
に
は
そ
の
記
事
を
欠
く
。
「
余
録
」
に
お
け
る
そ
の
処
刑
の
理
由
は
、

日
本
之
仏
を
パ
人
工
売
、
彼
仏
を
守
袋
二
大
切
二
仕
侯
段
、
両
人
共
合
点
不
参
候
故
、
今
日

成
敗
被
仰
付
侯
、
只
今
老
崎
：
而
も
切
支
丹
共
上
：
者
念
仏
を
申
、
健
二
旦
那
寺
を
持
、
心

底
二
者
切
支
丹
を
等
也
、
如
此
有
之
二
付
新
兵
街
角
内
心
底
も
合
点
不
参
供

と
あ
り
、
明
ら
か
に
キ
リ
シ
タ
ソ
で
あ
る
こ
と
の
疑
い
が
浪
厚
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
こ
の
記
述
は
『
沈
黙
』
の
テ
ー
マ
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
特
に
「
切
支
丹
共
上

二
者
念
仏
を
申
、
健
二
旦
那
寺
を
持
、
心
底
二
者
切
支
丹
を
等
也
」
の
記
述
は
、
確
か
に
「
日

記
」
を
付
戟
し
た
作
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
に
合
致
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
あ
え
て
こ
の
記
事
を
除
い
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
本
作
晶
に
お
い
て
、
転
び
と

立
ち
戻
り
を
繰
り
返
し
た
弱
者
キ
チ
ジ
ロ
ー
の
性
格
形
成
と
、
内
に
信
仰
を
堅
持
し
つ
つ
表
面

を
つ
く
ろ
う
「
隠
れ
」
の
在
り
方
と
は
、
相
容
れ
な
い
も
の
と
考
え
た
故
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
、
同
心
一
橋
又
兵
衛
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
考
え
て
み
ょ
う
。
「
余
録
」
に
お
い
て

一
橋
又
兵
衛
が
登
場
す
る
の
は
、
主
と
し
て
山
岳
数
に
盗
願
が
入
り
金
子
を
盗
ん
だ
こ
と
か
ら

入
札
の
結
果
又
兵
衛
の
名
前
が
浮
か
び
、
そ
の
取
り
調
べ
の
過
程
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
盗
賊
事

件
の
記
事
は
「
日
記
」
で
は
欠
け
て
お
り
、
延
宝
四
年
の
記
事
に
突
如
と
し
て
、

一
ツ
橋
又
兵
衛
儀
、
膏
次
郎
と
常
々
入
魂
仕
り
仮
へ
は
、
宗
門
の
儀
も
胡
乱
に
て
候
間
、
善

次
郎
申
し
分
仕
り
侯
迄
、
又
兵
衛
も
牢
に
入
れ
、
中
略
、
又
兵
衛
、
善
次
郎
入
魂
故
、
何
も

に
も
、
も
し
宗
門
疑
は
し
き
事
も
之
有
る
べ
き
か
と
存
ぜ
ら
れ
候
、

と
し
て
現
わ
れ
る
。
盗
賊
の
件
が
除
か
れ
た
の
は
、
『
沈
黙
』
の
内
容
に
関
連
し
な
い
こ
と
で
あ

る
の
で
当
然
で
あ
ろ
う
。
要
は
又
兵
衛
が
キ
リ
シ
タ
ソ
で
あ
れ
ば
い
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に

よ
っ
て
切
支
丹
産
数
内
に
お
い
て
も
キ
リ
シ
タ
ソ
が
い
か
に
根
強
く
滞
伏
し
て
お
り
、
あ
ま
つ

さ
え
役
人
の
間
に
ま
で
広
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
暗
示
で
き
れ
ば
よ
か
つ
た
の
で
あ
る
。
現
に

「
余
録
」
に
お
い
て
も
、
そ
の
後
の
又
兵
衛
へ
の
愈
儀
は
盗
賊
云
々
よ
り
ほ
宗
門
の
疑
い
に
つ

い
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
役
人
に
キ
リ
ツ
タ
ソ
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
れ

ば
、
そ
れ
は
切
支
丹
屋
敷
の
権
威
そ
の
も
の
に
ま
で
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
た
だ
、

こ
の
又
兵
衛
に
関
す
る
記
事
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
「
余
録
」
で
は
処
刑
の
記
述
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
日
記
」
で
は
そ
れ
を
欠
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
又
兵
衛
の
処
刑
の
理
由
で
あ
る
が
「
余
録
」
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

申

渡

覚

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

橋

又

兵

衛

一
国
之
者
よ
り
為
致
通
用
間
数
た
め
の
御
者
申
付
候
処
、
≡
右
衛
門
寿
庵
と
数
虔
通
用
仕
、

殊
二
金
銀
楽
二
音
信
任
侠
儀
重
々
不
屈
、
井
去
九
月
四
日
夜
更
帯
出
候
儀
、
又
者
≡
右
衛

門
小
者
角
内
参
侯
儀
穿
監
事
之
糊
、
女
房
二
進
申
含
偽
申
候
儀
も
有
鉢
二
無
之
心
底
、
穿

以
死
罪
二
被
仰
付
僻
事
（
下
略
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
又
兵
衛
処
刑
の
理
由
は
彼
が
役
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
因
の
者
≡
右

衛
門
、
寿
魔
と
通
用
し
て
金
銀
を
貴
い
受
け
た
こ
と
と
、
虚
偽
の
申
し
立
て
を
し
女
房
に
ま
で

い
い
含
め
た
こ
と
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
又
兵
衛
が
キ
リ
シ
タ
ソ
で
あ
っ
た
こ
と

の
証
明
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
結
果
に
な
っ
て
み
る
と
、
信
者
た
ち
が
己

れ
の
信
仰
を
守
り
通
し
た
こ
と
を
こ
の
「
日
記
」
に
よ
っ
て
暗
示
し
ょ
う
と
す
る
作
者
の
意
図

に
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
、
こ
の
又
兵
衛
処
刑
の
記
事
を
除
い
た
理
由

が
あ
ろ
う
。
こ
こ
は
あ
く
ま
で
も
又
兵
衛
が
キ
リ
シ
タ
ソ
で
あ
っ
た
こ
と
の
暗
示
を
、
敷
皮
の

吟
味
拷
問
の
記
事
を
載
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
残
し
た
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
「
日
記
」
に
は
「
松
井
九
郎
左
衛
門
」
な
る
人
物
が
突
如
と
し
て
現
わ
れ
る
。
延
宝
四

年
十
月
十
八
日
の
次
の
記
事
で
あ
る
。

松
井
九
郎
左
衛
門
穿
整
致
さ
れ
侯
処
、
あ
ら
ま
し
白
状
仕
り
侯
、
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こ
の
記
事
は
「
余
録
」
で
は
延
宝
五
年
二
月
十
八
日
の
も
の
で
あ
る
が
、
問
題
は
そ
の
後
に

来
る
記
述
で
あ
る
。
「
日
記
」
で
は
「
あ
ら
ま
し
白
状
仕
り
侯
、
」
で
終
っ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
「
余
録
」
に
は
そ
の
自
白
の
内
容
が
次
に
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
松
井
九
郎
左
衛
門

な
る
者
は
囲
屋
敷
の
役
人
で
あ
り
、
例
の
盗
賊
事
件
の
際
土
蔵
の
錠
前
が
ね
じ
切
ら
れ
て
い
た

の
を
発
見
し
た
当
人
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
九
郎
左
衛
門
の
自
白
に
よ
る
と
彼
自
身
が
こ
の
事

件
の
張
本
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
「
余
録
」
　
「
日
記
」
に
は
、
こ
の
九
郎
左
衛
門
の
自
白
の
記
述
の
前
に
ど
の
よ
う
な

記
事
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
共
に
同
内
容
で
こ
う
な
っ
て
い
る
。

一
橋
又
兵
衛
な
ら
び
に
女
房
、
木
馬
へ
乗
せ
梯
聞
之
有
り
、
内
藤
新
兵
衛
儀
も
書
院
へ
呼
出

さ
れ
穿
盤
致
さ
れ
侯
、
（
日
記
）

内
藤
新
兵
衛
は
と
も
か
く
と
し
て
、
一
橋
又
兵
衛
の
容
疑
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
キ
リ
シ

タ
ン
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
余
儀
の
記
述
に
統
い
て
の
九
郎
左
街
門
の
自
白
で
あ
る
か

ら
、
読
者
は
当
然
こ
の
自
白
の
内
容
を
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
る
こ
と
を
白
状
し
た
も
の
と
受
け
取

る
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
し
く
そ
こ
に
作
者
の
ね
ら
い
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
「
余
録
」
に
報
せ

る
ご
と
き
自
白
の
内
容
で
あ
っ
て
ほ
不
都
合
な
わ
け
で
あ
る
。
前
述
の
一
橋
又
兵
衛
の
場
合
と

同
一
の
効
果
を
こ
こ
で
期
待
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
作
者
の
用
意
は
周
到
で
あ
る
。

三

既
に
触
れ
た
よ
う
に
「
日
記
」
で
は
「
余
録
」
の
年
月
日
の
改
変
、
記
事
の
差
し
換
え
が
し

ば
し
ば
行
な
わ
れ
て
い
る
。
本
節
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

そ
の
改
変
、
差
し
換
え
の
最
た
る
も
の
は
、
寿
庵
の
入
牢
と
三
右
衛
門
の
死
亡
記
事
で
あ

る
。
「
余
録
」
に
お
い
て
三
右
衛
門
の
死
亡
は
、
先
に
も
述
べ
た
ご
と
く
貞
事
二
年
（
一
六
八

五
年
）
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
日
記
」
で
は
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
年
）
と
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
寿
魔
入
牢
の
記
事
は
「
余
録
」
最
末
尾
の
元
禄
四
年
（
〓
ハ
九
一
年
）
で
あ
る
が
、
「
日

記
」
に
お
い
て
は
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
年
）
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
大
き
な
隔
た
り
が
み

ら
れ
る
。
こ
の
改
変
は
い
か
な
る
意
図
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

寿
庵
入
牢
の
記
事
は
「
日
記
」
に
お
い
て
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
即
ち
そ
の
入
牢

の
理
由
は
次
の
ご
と
く
記
さ
れ
る
。

寿
庵
儀
、
日
ご
ろ
裁
縫
仕
り
、
今
度
加
用
源
左
衛
門
へ
不
屈
の
仕
方
致
し
候
段
、
重
畳
不
屈

者
に
恩
召
さ
れ
侯
間
、
つ
め
牢
に
仰
付
け
ら
れ
侯
間
、
左
様
に
相
心
得
申
す
べ
く
候

加
用
源
左
衛
門
へ
不
屈
の
仕
方
が
あ
っ
た
と
い
う
そ
の
内
容
は
、
「
余
録
」
に
よ
っ
て
も
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
問
題
は
「
日
ご
ろ
我
盛
仕
り
」
の
記
述
で
あ
る
。
こ
の
「
我
儀
」
と
は
、

恐
ら
く
一
旦
乗
数
を
誓
い
な
が
ら
そ
の
後
再
三
信
心
戻
し
を
申
し
立
て
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

ぅ
。
そ
れ
は
次
の
記
述
、
「
寿
庵
申
し
侯
は
、
日
ご
ろ
の
望
み
に
御
座
候
へ
は
、
悉
く
存
じ

侯
」
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
つ
ま
り
寿
庵
は
、
自
分
が
キ
リ
シ
ク
ソ
と
し
て
信
仰
に
復
し
た

の
で
あ
る
か
ら
、
革
ん
で
入
牢
し
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
が
重
要
な
意
味
を
も
っ

て
い
る
と
い
う
理
由
は
、
こ
こ
に
棄
教
し
た
ぼ
て
れ
ん
、
い
る
ま
ん
達
の
そ
の
後
の
心
境
が
う

か
が
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
作
者
は
、
こ
の
寿
庵
の
記
事
に
よ
っ
て
岡
田
三
右
衛
門
、

ロ
ド
リ
ゴ
の
そ
の
後
を
暗
示
し
た
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
「
余
録
」
を
み
て
も
岡
本
三
右
衛

門
、
キ
ャ
ラ
が
信
心
戻
し
を
し
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
記
述
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

も
っ
と
も
遠
藤
は
、
延
宝
二
年
の
次
の
記
事
、

正
月
廿
日
よ
り
二
月
八
日
迄
、
岡
田
三
右
衛
門
儀
、
宗
門
の
苔
物
相
認
め
申
し
俵
様
に
と
遠

江
守
申
付
け
ら
れ
候

中
の
「
事
物
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。

「
書
物
」
と
い
う
の
を
私
の
『
沈
黙
』
英
訳
本
な
ん
か
を
見
ま
し
て
も
、
「
ブ
ッ
ク
」
と
訳

し
て
い
る
。
「
ラ
イ
ト
・
ア
・
ブ
ッ
ク
」
と
い
う
ふ
う
に
。
私
、
ブ
ッ
ク
の
つ
も
り
で
は
な

か
っ
た
の
で
す
。
「
誓
約
垂
」
と
い
う
意
味
だ
っ
た
の
で
す
。
誓
約
書
と
い
う
の
は
も
う
一

度
、
拷
問
に
か
け
ら
れ
て
、
ま
た
「
私
は
転
び
ま
す
」
と
い
っ
た
誓
約
書
で
す
。
し
か
し
拷

問
に
か
け
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、
「
私
は
や
っ
ぱ
り
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
す
」
と
い
う
こ
と
を

宜
言
し
た
た
め
で
す
。
「
私
は
け
っ
し
て
棄
て
た
の
で
は
な
い
」
と
言
っ
た
た
め
に
拷
問
に

か
け
ら
れ
た
ん
で
す
。
私
は
こ
の
誓
約
書
を
書
か
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
「
書
物
」

と
い
う
「
書
き
物
」
と
い
う
こ
と
ば
で
暗
示
し
て
お
っ
た
ん
で
す
。
（
注
5
）

≡
右
衛
門
も
何
度
か
信
仰
に
復
し
て
い
る
ん
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ

ぅ
か
。
私
に
は
、
こ
の
「
舎
物
」
は
沢
野
忠
魔
の
『
顕
偽
壕
』
に
類
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と

患
わ
れ
る
。
現
に
遠
藤
も
、

彼
（
注
、
キ
ャ
ラ
）
に
は
フ
ェ
レ
イ
ラ
の
『
顕
偽
録
』
の
よ
う
な
著
番
は
な
い
。
し
か
し
先

に
の
べ
た
北
条
安
房
守
が
編
し
た
井
上
の
秘
密
文
書
『
薬
剤
斯
魯
記
』
は
、
こ
の
岡
本
三
右

衛
門
の
供
し
た
多
く
の
史
料
を
使
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
実
利
斯
督
記
』
の

中
に
岡
本
≡
右
衛
門
の
判
形
を
行
っ
た
文
毒
の
写
し
が
ふ
く
ま
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て

我
々
は
幾
ら
か
で
は
あ
る
が
≡
右
衛
門
の
生
涯
の
一
部
分
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
（
注
6
）

も
っ
と
も
遠
藤
は
同
じ
文
章
の
中
で
、
「
キ
ャ
ラ
神
父
と
そ
の
伴
侶
は
オ
ラ
ソ
ダ
人
の
目
撃

者
が
は
っ
き
り
と
報
じ
て
い
る
と
お
り
、
後
で
乗
数
を
取
り
消
そ
う
と
し
た
が
、
当
局
は
こ
れ

を
認
め
ず
、
神
父
た
ち
を
そ
の
後
も
棄
故
老
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
」
と
も
述
べ
て
お
り
、
≡
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右
衛
門
が
信
仰
に
復
し
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
私
は
、
「
春
物
」
が
遠
藤
の
い

う
ご
と
き
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
疑
問
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
≡
右

衛
門
が
「
書
物
」
を
認
め
た
の
は
前
述
の
延
宝
二
年
の
「
正
月
廿
日
よ
り
二
月
二
日
迄
」
の
他

に
も
、
同
年
「
二
月
廿
八
日
よ
り
三
月
五
日
迄
」
　
「
六
月
十
四
日
よ
り
七
月
廿
四
日
迄
」
と
い

う
記
述
が
あ
り
、
延
べ
三
カ
月
余
を
要
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
長
期
間
を
要
す

る
「
書
物
」
が
、
単
な
る
「
私
は
転
び
ま
す
」
と
い
う
よ
う
な
誓
約
書
の
類
と
は
考
え
ら
れ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
「
日
記
」
に
は
省
か
れ
て
い
る
が
「
余
録
」
延
宝
三
年
十
月
十
七
日

の
記
事
に
、

岡
本
三
右
衛
門
番
物
之
訴
訟
中
上
候
儀
能
能
遂
愈
儀
、
三
右
衛
門
誤
り
候
者
、
日
本
之
宗
旨

二
可
帝
成
軟
と
議
定
仕
ら
せ
可
中
之
旨
、
加
用
伝
右
衛
門
、
河
原
甚
五
兵
衛
二
被
申
付
候
、

と
あ
る
の
が
気
に
か
か
る
。
こ
の
「
裔
物
」
に
よ
っ
て
≡
右
衛
門
は
、
キ
リ
シ
タ
ソ
宗
門
及
び

自
己
の
信
仰
の
正
当
性
を
訴
え
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
な
る

と
『
顕
偽
録
』
と
は
自
ず
か
ら
性
格
が
異
な
る
こ
と
に
な
り
、
私
の
論
も
怪
し
く
な
る
わ
け
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
こ
の
記
事
は
「
日
記
」
に
も
当
然
採
録
さ
れ
て
し
か
る

べ
き
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
、
寿
庵
の
入
牢
と
≡
右
衛
門
の
死
亡
記
事
の
「
日
記
」
に
お
け
る
前
後
瞳
き
換
え
の
問

題
で
あ
る
が
、
寿
庵
は
『
沈
黙
』
本
文
に
お
い
て
は
登
場
し
な
い
人
物
で
あ
り
、
主
役
は
三
石

衛
門
で
あ
る
。
三
石
衛
門
の
死
亡
に
よ
っ
て
『
沈
黙
』
そ
の
も
の
が
完
結
す
る
わ
け
で
あ
る
。

従
っ
て
、
彼
の
死
亡
記
事
を
最
末
尾
に
も
っ
て
く
る
こ
と
は
、
小
説
の
構
成
と
し
て
当
然
要
求

さ
れ
る
改
変
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
寿
庵
入
牢
は
、
先
に
も
触
れ
た
ご
と
く
≡
右
衛
門
も
信

仰
を
棄
て
去
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
暗
示
す
れ
ば
そ
れ
で
役
割
は
終
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

た
め
に
は
死
亡
記
事
と
そ
の
順
序
を
入
れ
換
え
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
「
余
録
」
に
は
、
寛
文
十
二
年
（
l
六
七
二
年
）
か
ら
元
禄
四
年
（
〓
ハ
九
一
年
）
の

二
十
年
間
に
わ
た
る
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
日
記
」
で
は
寛
文
十
二
年
か
ら
延
宝
九

年
（
一
六
八
一
年
）
の
十
年
間
に
圧
縮
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
『
沈
黙
』
の
テ
ー
マ
が
要
求

す
る
記
事
を
押
し
込
め
た
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
「
日
記
」
延
宝
四
年
九
月
十
九
日
の

「
山
屋
敷
へ
御
頭
遠
江
守
御
出
で
、
左
の
通
り
書
付
け
相
渡
さ
れ
供
、
」
の
記
事
の
ご
と
き
は
、

こ
れ
を
採
録
し
た
意
図
に
不
審
が
あ
る
。
し
か
も
「
左
の
通
り
書
付
け
相
渡
さ
れ
候
」
の
「
左

の
」
「
書
付
け
」
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
「
余
録
」
に
よ
れ
ば
そ
の
書
付
け
の
内
容
に
は
、
盗
賊

事
件
の
反
省
か
ら
番
人
の
交
代
を
確
か
に
や
る
こ
と
」
夜
廻
り
の
回
数
を
増
し
て
厳
重
に
す
る

こ
と
、
例
え
ば
拍
子
木
を
打
た
ず
に
廻
っ
て
み
た
り
、
挑
灯
を
持
っ
て
廻
る
場
合
と
持
た
ず
に

廻
る
場
合
と
を
組
み
合
せ
た
り
せ
よ
、
と
い
っ
た
よ
う
な
細
か
い
指
示
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

ほ
キ
ジ
シ
タ
ソ
と
は
関
連
が
な
い
も
の
な
の
で
省
か
れ
て
当
魚
で
あ
ろ
う
が
、
次
の
指
図
は
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。

一
最
前
よ
り
申
儀
候
通
、
小
者
之
分
之
者
、
囲
乏
内
出
入
仕
節
、
弥
同
心
二
人
宛
附
参
、
用

事
為
遵
可
申
供
、
勿
論
与
力
同
心
参
候
節
も
、
両
人
最
可
参
候
、
一
切
一
人
参
間
数
事
、

屋
敷
内
の
ほ
て
れ
ん
達
と
の
壊
蝕
は
必
ず
複
数
で
行
な
う
べ
し
、
と
指
示
し
て
い
る
。
教
義

の
勧
め
ら
れ
る
こ
と
を
警
戒
し
て
の
処
置
で
あ
ろ
う
。
こ
の
指
図
な
ど
は
、
ほ
て
れ
ん
達
の
転

宗
を
疑
っ
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
い
う
こ
と
に
な
れ
は
、
こ
れ

は
『
沈
黙
』
の
主
題
と
も
関
連
す
る
こ
と
で
あ
り
、
当
然
「
日
記
」
に
採
録
さ
れ
て
し
か
る
べ

き
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
「
山
屋
敷
へ
御
頭
遠
江
守
御
出
で
」
云
々

の
記
事
は
そ
の
資
格
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
「
書
付
け
」
の
内
容
が

示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
「
日
記
」
に
お
け
る
こ
の
記
事
の
在
り
方
に
不
審
を
抱

く
所
以
で
あ
る
。

さ
て
、
先
に
も
述
べ
た
ご
と
く
「
日
記
」
は
寛
文
十
二
年
か
ら
延
宝
九
年
ま
で
で
終
っ
て
い

る
が
、
「
余
録
」
は
元
禄
四
年
ま
で
続
い
て
い
る
。
何
故
の
圧
縮
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
を
い
え

ば
、
記
事
の
散
漫
を
防
ぐ
意
味
と
、
読
者
の
便
宜
を
考
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
寛

文
十
二
年
か
ら
延
宝
四
年
の
連
続
す
る
五
年
間
に
必
要
記
事
を
押
し
込
み
、
間
を
置
い
て
同
年

号
の
延
宝
九
年
に
三
右
衛
門
を
死
亡
さ
せ
る
、
と
い
う
記
事
の
集
中
化
の
意
図
が
一
つ
。
寛
文

か
ら
「
余
録
」
の
最
終
記
事
元
禄
四
年
の
間
に
は
、
寛
文
、
延
宝
、
天
和
、
貞
享
、
元
禄
と
い

う
五
つ
の
年
号
が
存
在
し
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
の
で
は
読
者
に
混
乱
が
起
こ
り
、
理
解

を
さ
ま
た
げ
る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。
現
に
小
稿
を
成
す
に
当
っ
て
、
私
は
い
ち
い
ち
西

暦
に
換
算
し
て
み
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

四

最
後
に
、
キ
リ
シ
タ
ソ
宗
門
禁
制
の
制
札
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。

「
余
録
」
貞
享
四
年
十
一
月
二
十
四
日
の
制
札
の
記
事
は
、
「
日
記
」
で
は
延
宝
四
年
十
一

月
二
十
四
日
の
記
事
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
年
号
の
改
変
に
つ
い
て
は
前
節
で
考
察
し

た
の
で
、
こ
こ
で
は
報
償
の
金
額
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

ぼ
て
れ
ん
の
訴
人

い
る
ま
ん
の
訴
人

立
ち
返
り
者
の
訴
人

同
宿
な
ら
び
に
宗
門
の
訴
人

（「余録」）銀
五
百
枚

銀
三
百
枚

同
断

銀
百
枚

（「日記」）
銀
三
百
枚

銀
二
百
枚

同
断

銀
百
枚
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な
ぜ
こ
の
よ
う
な
改
変
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
訴
人
の
賞
金
は
、
時
代
に
よ
っ
て
そ

の
額
を
異
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
『
哀
歌
』
所
収
の
「
帰
郷
」
に
は
、
「
虫
食
い
の
跡
の
あ

る
切
支
丹
禁
制
の
高
札
も
お
か
れ
て
い
た
。
魔
永
十
五
年
の
も
の
で
、
ほ
て
れ
ん
（
神
父
）
を

訴
え
た
も
の
は
銀
二
百
枚
、
い
る
ま
ん
（
修
道
士
）
を
訴
え
た
も
の
は
銀
百
枚
と
書
い
た
墨
文

字
も
読
み
に
く
い
。
」
と
、
長
崎
酉
坂
の
記
念
館
の
高
札
に
つ
い
て
薔
か
れ
て
い
る
。
寛
永
十
五

年
（
〓
ハ
三
八
年
）
に
は
、
ぼ
て
れ
ん
の
訴
人
は
銀
二
首
枚
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
遠

藤
も
所
々
で
引
用
す
る
「
実
利
斯
督
記
」
に
は
、
万
治
元
年
（
l
六
五
八
年
）
八
月
の
「
国
々

所
々
江
被
過
候
制
札
」
と
し
て
、

此
以
前
ハ
、
伴
天
連
之
訴
人
二
銀
弐
首
枚
、
イ
ル
マ
ソ
ニ
百
枚
錐
被
下
、
自
今
以
後
ハ

一
伴
天
連
之
訴
人
、
銀
三
百
枚
、

一
イ
ル
マ
ソ
之
訴
人
、
銀
弐
百
枚
、

一
同
宿
井
宗
門
之
訴
人
ハ
、
銀
五
十
枚
、
亦
者
三
十
枚
、
品
：
ヨ
ル
ベ
キ
也
、
（
江
7
）

と
あ
る
。
一
方
、
「
余
錬
」
所
載
の
制
札
は
天
和
二
年
（
一
六
八
二
年
）
五
月
の
も
の
で
あ

り
、
あ
る
い
は
こ
の
あ
た
り
か
ら
銀
五
百
枚
お
よ
び
三
百
枚
と
改
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、
作
者
は
何
故
原
資
料
「
余
録
」
の
記
載
す
る
銀
五
百
枚
を
「
日
記
」
に
お
い
て
三
百

枚
と
改
変
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
改
め
て
ぼ
て
れ
ん
の
訴
人
の
賞
金
を
並
記
す
る
と
、

銀
二
百
枚
　
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
年
）
　
（
「
帰
郷
」
）

銀
三
百
枚
　
方
治
元
年
二
六
五
八
年
）
　
（
「
実
利
斯
督
記
」
）

銀
五
百
枚
　
天
和
二
年
二
六
八
三
年
）
　
（
「
査
妖
余
銀
」
）

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
遠
藤
は
「
余
録
」
の
兵
事
四
年
の
記
事
を
延
宝
四
年
の
記
事
に
改

め
て
い
る
。
延
宝
四
年
は
〓
ハ
七
六
年
で
あ
る
か
ら
、
前
記
万
沿
元
年
と
天
和
二
年
の
間
に
来

る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
遠
藤
は
貞
享
四
年
の
記
事
を
延
宝
四
年
に
移
行
す
る
に
当
っ

て
、
そ
の
年
代
の
賞
金
額
に
ふ
さ
わ
し
い
銀
三
百
枚
と
改
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
史
実

に
従
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
応
そ
う
い
う
見
方
も
成
り
立
つ
か
と
思
わ
れ
る
が
、
私
は
も
う

一
つ
の
考
え
方
を
示
し
た
い
。

『
沈
熱
』
第
Ⅳ
章
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

「
ど
こ
に
行
き
ん
き
っ
た
と
で
す
か
。
い
っ
ち
ょ
ん
知
ん
な
ら
ん
と
じ
ゃ
ろ
ね
。
御
奉
行
所

で
は
、
バ
ー
ド
レ
ば
銀
三
百
枚
の
値
で
…
‥
」

「
わ
た
し
の
値
段
が
銀
三
百
枚
な
の
か
ね
」

こ
れ
が
キ
チ
ジ
ロ
ー
に
話
し
か
け
た
最
初
の
言
葉
で
し
た
が
、
そ
の
時
苦
い
笑
い
が
私
の
口

も
と
に
浮
び
ま
し
た
。
ユ
ダ
が
主
、
基
督
を
売
っ
た
値
段
は
銀
三
十
枚
だ
っ
た
。
私
は
そ
の

十
倍
の
億
を
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

『
沈
黙
』
の
中
で
p
ド
リ
ゴ
は
常
に
自
分
を
キ
リ
ス
ト
の
受
難
に
対
比
し
て
い
る
。

基
者
が
ユ
ダ
に
売
ら
れ
た
よ
う
に
、
自
分
も
キ
チ
ジ
ロ
ー
に
売
ら
れ
、
基
督
と
同
じ
よ
う
に
、

自
分
も
今
、
地
上
の
権
力
者
か
ら
裁
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
あ
の
人
と
自
分
と
が
相
似
た

運
命
を
分
ち
あ
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
は
こ
の
南
の
夜
、
う
ず
く
よ
う
な
悦
び
で
司
祭
の
胸

を
し
め
つ
け
る
。
そ
れ
は
基
督
教
徒
た
ち
が
味
わ
え
る
神
の
子
と
の
連
帯
の
悦
び
だ
っ
た
。

キ
リ
ス
ト
の
売
ら
れ
た
値
段
が
銀
三
十
枚
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
今
自
分
が
売
ら
れ
よ

う
と
し
て
い
る
ロ
ド
リ
ゴ
の
念
頭
に
強
く
刻
ま
れ
て
い
る
。
「
三
十
枚
」
と
「
三
百
枚
」
と
い

う
こ
の
数
字
合
せ
が
必
要
な
所
以
で
あ
る
。
十
何
倍
で
は
な
く
、
こ
こ
は
ど
う
し
て
も
「
十

倍
」
と
い
う
切
り
の
い
い
数
字
で
あ
り
た
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
数
字
合
せ
の
た

め
に
「
五
百
枚
」
は
「
三
百
枚
」
と
改
変
さ
れ
ね
は
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
こ
ま
で
、
「
切
支
丹
鼻
数
役
人
日
記
」
と
そ
の
原
資
料
で
あ
る
「
査
釈
余
森
」
の
記
述
と

を
比
較
し
な
が
ら
、
そ
の
改
変
の
跡
を
た
ど
っ
て
作
者
遠
藤
の
意
図
を
探
っ
て
き
た
。
こ
の

「
日
記
」
を
付
戟
し
た
意
図
は
冒
頭
転
も
述
べ
た
よ
う
に
作
者
の
発
言
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ

り
、
そ
れ
は
ま
た
こ
の
作
品
の
主
題
と
も
密
接
転
か
か
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
改
変
が
作
者
の
意
図
す
る
も
の
を
表
わ
す
べ
く
充
分
な
計
算
の
も
と
に
行
な
わ
れ
て
い
る

こ
と
を
証
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。

私
は
、
「
日
記
」
を
『
沈
黙
』
に
「
付
戟
」
さ
れ
た
、
と
不
用
意
な
こ
と
ば
を
使
っ
て
き

た
。
事
実
は
「
付
戟
」
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
こ
の
「
日
記
」
の
存
在
に
よ
っ
て
初

め
て
P
ド
リ
ゴ
の
生
涯
が
完
成
し
、
ひ
い
て
は
『
沈
黙
』
が
完
結
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

注
1
2
3
　
遠
藤
周
作
・
三
好
行
雄
対
敵
「
文
学
－
弱
者
の
論
理
」
（
『
国
文
学
』
昭
和
4
8
年
2
月
号
）

4
　
「
沈
黙
－
転
ん
だ
神
父
た
ち
」
（
『
新
潮
』
昭
和
4
1
年
4
月
号
　
別
冊
　
『
新
評
』
「
遠
藤
周
作
の
世

界
」
所
収
）

5

　

注

1

と

同

じ

6
　
「
南
か
ら
き
た
人
」

7
　
『
続
々
群
書
杭
従
』
算
十
二
所
収

（
追
補
）
　
角
内
↓
青
次
郎
の
改
変
転
つ
い
て

校
正
の
段
階
に
な
っ
て
、
た
ま
た
ま
次
の
こ
と
を
知
り
得
た
。
日
本
へ
の
最
初
の
布
教
者
7
1
7
ソ
ジ
ス

コ
∴
シ
ャ
ヴ
ィ
エ
ル
の
案
内
人
は
、
「
弥
次
郎
」
と
い
う
日
本
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
殺
人
の
罪
を
犯

し
て
海
外
に
逃
れ
、
マ
ラ
ッ
カ
で
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
め
ぐ
り
あ
っ
た
よ
し
で
あ
る
。
「
膏
次
郎
」
と
い

う
命
名
は
、
こ
の
「
弥
次
郎
」
が
l
つ
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
の
で
も
あ
ろ
う
か
。


