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花
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清
輝
﹁
群
猿
図
﹂
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︱

加
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大

生

花
田
清
輝
﹁
群
猿
図
﹂︵﹃
群
像
﹄
昭
35
・
�

︶
は
︑
小
説
集
﹃
鳥
獣
戯
話
﹄

︵
昭
37
・
�

・
25
︑
講
談
社
︶
に
所
収
の
作
品
で
あ
り
︑
花
田
が
戦
後
に
な
っ

て
初
め
て
発
表
し
た
小
説
で
あ
る
︒
武
田
信
玄
の
父
︑
信
虎
に
焦
点
を
当
て
る

こ
の
作
品
は
︑
彼
が
猿
の
群
れ
に
学
ん
で
生
み
出
し
た
と
い
う
特
異
な
集
団
的

兵
法
に
つ
い
て
論
評
し
な
が
ら
︑
信
玄
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
甲
斐
の
国
を

追
放
さ
れ
る
に
至
る
そ
の
半
生
を
描
く
︒

批
評
家
と
し
て
知
ら
れ
る
花
田
の
作
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
︑
本
作
に
つ
い

て
は
︑
そ
れ
が
小
説
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
エ
ッ
セ
イ
な
の
か
︑
と
い
っ
た
よ
う

な
ジ
ャ
ン
ル
論
的
な
言
及
が
多
く
見
ら
れ
る①

︒
そ
の
な
か
で
︑
た
と
え
ば
佐
々

木
基
一
は
︑﹁
群
猿
図
﹂
を
﹁
個
別
的
ジ
ャ
ン
ル
の
枠
に
と
ら
わ
れ
な
い
独
自

な
作
品
﹂
と
見
做
し
つ
つ
︑
そ
こ
に
貫
か
れ
た
﹁
俗
説
に
た
い
す
る
反
措
定
の

衝
迫
﹂
を
強
調
す
る②

︒﹁
暴
君
﹂
や
﹁
悪
党
﹂
と
さ
れ
る
信
虎
を
め
ぐ
る
﹁
俗

説
﹂
を
覆
し
て
い
く
本
作
の
手
つ
き
に
︑
こ
こ
で
佐
々
木
は
着
目
し
て
い
る
︒

江
藤
淳
も
同
様
に
︑
人
間
を
否
定
し
て
猿
を
中
心
化
す
る
な
ど
の
﹁
価
値
転

換
﹂
の
操
作
に
︑﹁
群
猿
図
﹂
の
特
色
を
見
出
し
て
い
る③

︒

信
玄
／
信
虎
︑
人
間
／
猿
な
ど
︑
確
か
に
﹁
群
猿
図
﹂
は
様
々
な
二
項
対
立

に
よ
っ
て
構
造
化
さ
れ
て
い
る
︒
だ
が
︑
そ
の
う
え
で
本
作
が
な
す
論
理
操
作

に
は
︑
単
に
﹁
価
値
転
換
﹂
と
い
う
言
葉
で
は
片
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
が
あ
る
︒﹁
群
猿
図
﹂
は
︑
信
玄
に
対
し
て
信
虎
を
称
揚
す
る
と
い
っ
た
よ

う
な
︑
階
層
構
造
の
転
覆
を
目
論
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
本
作
が
信
虎
に

ど
の
よ
う
な
意
義
づ
け
を
行
な
っ
て
い
る
の
か
︑
仔
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
︒一

方
で
︑
絓
秀
実
は
︑﹁
群
猿
図
﹂
の
冒
頭
に
引
用
さ
れ
た
﹃
犬
筑
波
集
﹄

の
句
が
持
つ
﹁
特
権
的
﹂
な
批
評
性
に
注
意
を
促
す④

︒
小
説
の
﹁
発
話
者
﹂
の

も
の
で
は
な
い
﹁
他﹅

者﹅

の
言
説
﹂
︵
傍
点
原
文
︶
を
引
く
こ
と
で
︑﹁
作
品
の
言

葉
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
内
面
化
さ
れ
た
権
力
﹂
が
脱
中
心
化
さ
れ
る
あ
り
よ

群
れ
の
思
考

五
一



う
を
絓
は
論
じ
る
︒
花
田
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
有
す
る
戦
略
性
に
対
す
る
絓

の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
群
猿
図
﹂
に
は
﹃
犬
筑
波
集
﹄
以
外
に

も
︑
武
田
家
に
関
す
る
一
次
史
料
︑
歴
史
家
に
よ
る
研
究
︑
さ
ら
に
は
偽
書
を

も
含
め
て
︑
実
に
多
く
の
言
説
が
引
用
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
複
層
性
に
も
目
を

向
け
る
必
要
が
あ
る
︒
そ
の
う
え
で
︑﹃
犬
筑
波
集
﹄
が
担
う
具
体
的
な
機
能

に
つ
い
て
も
︑
本
文
に
即
し
て
考
察
す
る
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

絓
は
加
え
て
︑﹃
鳥
獣
戯
話
﹄
全
体
を
通
し
て
︑
花
田
が
﹁
信
虎
に
託
し
て
︑

自
身
の
非
暴
力
主
義
を
述
べ
﹂
て
い
る
と
整
理
し
て
い
る
が
︑
視
点
を
﹁
群
猿

図
﹂
に
絞
る
な
ら
ば
︑
そ
こ
で
作
家
の
非
暴
力
主
義
が
積
極
的
に
前
景
化
さ
れ

て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
︒
本
作
の
信
虎
は
あ
く
ま
で
も
暴
力
の
行
使
者
だ
か

ら
で
あ
る
︒
花
田
が
﹁
自
身
の
非
暴
力
主
義
を
述
べ
﹂
る
際
︑
そ
の
始
点
に

﹁
暴
君
﹂
信
虎
が
置
か
れ
る
こ
と
の
意
義
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ

こ
に
は
ど
の
よ
う
な
思
考
の
方
途
が
見
出
さ
れ
る
の
か
︒
本
稿
で
は
︑
そ
う
し

た
問
い
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
︑﹁
群
猿
図
﹂
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
信
虎
を

描
き
出
し
て
い
る
の
か
読
解
し
て
い
く
︒

一
︑
信
虎
追
放
の
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー

﹁
群
猿
図
﹂
は
武
田
信
虎
と
い
う
武
将
の
半
生
を
描
く
︒
特
に
本
作
が
関
心

を
寄
せ
る
の
は
︑
信
虎
が
信
玄
に
よ
っ
て
甲
斐
の
国
を
追
放
さ
れ
た
と
い
う
歴

史
上
の
事
件
で
あ
る
︒
実
の
息
子
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
︑
信
虎
は
支
配
者

の
地
位
を
追
わ
れ
︑﹁
乱
世
の
巷
を
う
ろ
つ
﹂
く
彷
徨
の
余
生
を
強
い
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
︒
語
り
手
は
︑
そ
ん
な
父
親
の
方
に
﹁
と
も
す
れ
ば
心
を
ひ
か
れ

が
ち
﹂
な
の
だ
と
い
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
﹁
名
将
﹂
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
信
玄
に
比
べ
︑
信
虎
の
方
は

﹁
ひ
ど
く
評
判
が
悪
い
﹂
︒
彼
は
非
の
打
ち
所
の
な
い
﹁
暴
君
﹂
な
の
だ
︒
﹁
名

将
﹂
信
玄
／
｢暴
君
﹂
信
虎
と
い
う
図
式
は
︑
武
田
家
を
扱
う
種
々
の
史
料
に

共
通
し
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
語
り
手
は
︑
﹃
甲
陽
軍
鑑
﹄
や
﹃
武
田
三

代
軍
記
﹄
と
い
っ
た
歴
史
書
を
参
照
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
信
虎
は
﹁
悪
大
将
﹂
︑

あ
る
い
は
﹁
狂
気
人
﹂
と
し
て
評
さ
れ
て
い
る
の
だ⑤

︒
こ
う
し
た
史
料
の
な
か

で
︑
信
虎
は
非
情
な
﹁
暴
君
﹂
と
し
て
︑
徹
底
し
て
悪
し
様
に
罵
ら
れ
て
い
る
︒

だ
が
︑
語
り
手
は
こ
の
よ
う
な
﹁
暴
君
﹂
信
虎
と
い
う
形
象
に
疑
い
の
目
を

向
け
る
︒
歴
史
書
が
攻
撃
す
る
﹁
暴
君
﹂
と
し
て
の
信
虎
は
﹁
い
か
に
も
暴
君

ら
し
い
暴
君
で
あ
っ
て
︑
ま
こ
と
に
情
け
な
い
月
並
み
の
悪
事
し
か
は
た
ら
い

て
い
な
い
﹂︒
信
虎
を
﹁
暴
君
﹂
と
し
て
描
く
史
料
の
記
述
は
︑﹁
た
ぶ
ん
に
父

親
を
失
脚
さ
せ
た
息
子
の
行
為
を
正
当
化
す
る
目
的
を
も
っ
て
︑
息
子
の
エ
ピ

ゴ
ー
ネ
ン
の
手
で
か
か
れ
て
い
る
﹂
と
さ
れ
る
︒
信
玄
に
よ
る
信
虎
追
放
を

﹁
正
当
化
﹂
す
る
た
め
に
︑
信
虎
は
﹁
暴
君
﹂
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
︑
過
度

に
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ
て
い
る
︑
と
い
う
わ
け
だ
︒﹁
群
猿
図
﹂
は
ま
ず
︑

文
字
史
料
が
抱
え
持
つ
こ
の
よ
う
な
バ
イ
ア
ス
に
意
識
的
で
あ
る
︒

そ
の
う
え
で
︑
語
り
手
は
﹁
暴
君
﹂
信
虎
と
い
う
通
俗
化
さ
れ
た
像
の
解
体

群
れ
の
思
考
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を
図
る
︒
史
料
で
は
︑
た
と
え
ば
﹁
妊
婦
の
腹
を
き
り
さ
く
﹂
と
い
っ
た
行
為

を
も
っ
て
︑
信
虎
の
﹁
変
質
者
﹂
と
し
て
の
性
質
が
前
景
化
さ
れ
て
い
る
︒
そ

の
他
︑﹁
む
や
み
に
家
来
を
手
打
ち
に
し
た
﹂
こ
と
や
﹁
僧
侶
た
ち
を
焼
き
殺

し
た
り
し
た
﹂
こ
と
な
ど
が
彼
の
﹁
残
酷
さ
﹂
を
示
す
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

い
る
が
︑
そ
れ
ら
は
何
も
信
虎
だ
け
に
見
ら
れ
る
特
殊
な
行
い
で
は
な
い
︑
と

語
り
手
は
注
意
を
促
す
︒﹁
そ
う
い
っ
た
悪
事
な
ら
︑
戦
国
時
代
の
つ
ね
と
し

て
︑
暴
君
の
父
親
と
同
様
︑
名
将
の
息
子
も
ま
た
︑
数
し
れ
ず
犯
し
て
お
り
︑

両
者
の
あ
い
だ
に
は
︑
か
く
べ
つ
の
相
違
も
み
と
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
﹂︒

要
す
る
に
︑
信
玄
の
﹁
名
将
﹂
ぶ
り
を
称
揚
す
る
︵
＝
信
虎
の
﹁
暴
君
﹂
ぶ
り

を
喧
伝
す
る
︶
こ
れ
ら
の
史
料
は
一
切
信
用
す
る
に
値
し
な
い
︒
史
料
の
記
述

者
ら
の
バ
イ
ア
ス
を
相
対
化
し
な
が
ら
︑
本
作
は
︑﹁
名
将
﹂
信
玄
／
｢暴
君
﹂

信
虎
と
い
う
図
式
の
階
層
性
を
取
り
払
い
︑
両
者
を
並
置
し
て
み
せ
る
︒

し
か
し
︑﹁
群
猿
図
﹂
に
お
け
る
歴
史
批
判
の
射
程
は
︑
こ
う
し
た
一
次
史

料
の
記
述
の
み
を
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
と
い
う
よ
り
も
︑
信
玄
称
揚

の
偏
り
を
指
摘
す
る
よ
う
な
類
の
史
料
批
判
は
︑
実
の
と
こ
ろ
︑
小
説
内
で
言

及
さ
れ
て
い
る
種
々
の
歴
史
家
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
既
に
な
さ
れ
て
い
る
︒

﹁
群
猿
図
﹂
は
そ
れ
ら
を
仔
細
に
参
照
し
︑
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
だ
が
︑

そ
れ
は
歴
史
家
た
ち
の
主
張
に
賛
意
を
示
す
た
め
で
は
な
い
︒﹁
群
猿
図
﹂
は

文
字
史
料
を
信
用
し
な
い
し
︑
文
字
史
料
に
依
拠
し
て
構
築
さ
れ
る
歴
史
家
た

ち
の
解
釈
も
ま
た
信
用
し
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
意
識
に
基
づ
い
て
︑
作
中
で
は
︑

信
虎
追
放
事
件
に
対
す
る
歴
史
家
た
ち
の
言
説
が
批
判
的
に
検
討
さ
れ
て
い
く
︒

信
玄
に
よ
る
信
虎
追
放
を
め
ぐ
る
解
釈
と
し
て
︑
ま
ず
紹
介
さ
れ
る
の
は
︑

安
積
艮
斎
を
は
じ
め
と
す
る
﹁
徳
川
時
代
の
歴
史
家
た
ち
﹂
の
﹁
も
の
の
見
か

た
﹂
だ
︒
こ
れ
は
︑
父
親
を
追
放
し
た
信
玄
の
非
道
を
徹
底
し
て
論
難
す
る
立

場
で
あ
る⑥

︒
儒
学
的
な
倫
理
観
を
背
景
に
な
さ
れ
る
こ
う
し
た
主
張
の
前
で
は
︑

信
玄
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
た
ち
に
よ
る
信
虎
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
も

さ
し
て
意
味
を
な
さ
な
い
︒
そ
れ
は
必
ず
し
も
父
親
を
追
放
す
る
と
い
う
﹁
息

子
の
行
為
を
合
理
化
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
﹂
か
ら
だ
︒
あ
く
ま
で
も

信
玄
を
難
詰
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
︑
﹁
徳
川
時
代
の
歴
史
家
た
ち
﹂
の
言
説

に
お
け
る
基
本
的
な
モ
ー
ド
を
な
し
て
い
る
︒

一
方
で
︑
そ
れ
と
は
異
な
る
見
方
を
提
出
す
る
の
が
﹁
近
代
の
歴
史
家
た

ち
﹂
の
説
︑
す
な
わ
ち
﹁
新
手
の
信
玄
弁
護
論
﹂
で
あ
る
︒
信
虎
の
追
放
は
︑

実
は
︑
今
川
氏
討
伐
の
た
め
に
信
玄
と
の
合
意
の
上
で
な
さ
れ
た
﹁
芝
居
﹂
だ

っ
た
︑
と
い
う
の
が
そ
の
主
張
の
内
実
だ
︒
信
玄
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
説
か
ら
︑

ク
ー
デ
タ
ー
を
偽
装
し
た
政
治
的
謀
略
説
へ
︒﹁
近
代
の
歴
史
家
た
ち
﹂
は
こ

の
よ
う
に
解
釈
を
転
換
し
た
︒
そ
こ
に
あ
る
の
は
︑
信
虎
追
放
と
い
う
出
来
事

に
︑
よ
り
﹁
合
理
化
﹂
さ
れ
た
解
釈
を
与
え
よ
う
と
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で

あ
る
︒
こ
の
主
張
に
お
い
て
は
︑﹃
甲
斐
国
志
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
今
川
義

元
の
手
紙
が
必
ず
根
本
史
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
が
︑
語
り
手
は
﹁
渡
辺
世
祐

の
考
証⑦

﹂
に
基
づ
き
な
が
ら
︑
そ
の
史
料
の
問
題
性
を
指
摘
す
る
︒﹁
近
代
の

群
れ
の
思
考
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歴
史
家
た
ち
﹂
は
︑
端
的
に
こ
の
手
紙
を
誤
読
し
て
い
た
と
い
う
の
が
そ
の
指

摘
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
議
論
か
ら
は
︑
や
は
り
文
字
史
料
お
よ
び
そ
れ
に
依
拠

す
る
歴
史
家
た
ち
の
言
説
の
︑
双
方
に
対
す
る
疑
念
が
強
く
窺
わ
れ
る
︒

﹁
群
猿
図
﹂
は
こ
の
よ
う
に
︑
徹
底
し
て
史
料
に
こ
だ
わ
り
な
が
ら
︑
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
既
成
の
歴
史
認
識
の
無
根
拠
性
を
暴
き
立
て
て
い
く
︒
信
玄
の

信
虎
追
放
に
つ
い
て
︑
そ
れ
を
封
建
的
道
徳
精
神
か
ら
難
ず
る
に
せ
よ
︑
近
代

的
合
理
精
神
か
ら
見
直
す
に
せ
よ
︑
そ
の
真
相
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は

い
い
が
た
い
︒
語
り
手
が
広
瀬
広
一
﹃
武
田
信
玄
伝
﹄
を
引
き
な
が
ら
述
べ
て

い
る
よ
う
に
︑﹁
信
虎
の
隠
退
は
千
古
の
史
疑
な
り⑧

﹂
と
い
う
わ
け
だ
︒
広
瀬

は
さ
ら
に
続
け
て
こ
う
述
べ
る
︒﹁
そ
の
原
因
も
理
由
も
確
実
な
る
史
料
を
発

見
せ
ざ
れ
ば
未
だ
分
明
に
知
る
を
得
ず
﹂︒﹁
確
実
な
る
史
料
﹂
が
な
い
た
め
に
︑

こ
の
問
題
は
謎
の
ま
ま
放
置
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い
︒
こ
こ
に
迫
り
出
し
て
き

て
い
る
の
は
︑
い
わ
ば
実
証
主
義
的
な
歴
史
認
識
の
限
界
性
で
あ
る
︒
信
虎
追

放
事
件
は
︑
こ
の
限
界
性
を
露
呈
さ
せ
る
一
つ
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て
機
能

す
る
︒
実
証
主
義
の
内
側
で
は
︑
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
口
を
閉
ざ
す
し
か
な

い
し
︑
む
し
ろ
閉
ざ
す
べ
き
で
す
ら
あ
る
︒﹁
良
心
的
な
歴
史
家
と
し
て
は
﹂︑

信
虎
追
放
事
件
に
対
し
て
は
﹁
判
断
を
さ
し
ひ
か
え
る
の
が
賢
明
な
態
度
と
い

う
も
の
で
あ
ろ
う
﹂
と
語
り
手
は
い
う
︒
そ
の
う
え
で
﹁
群
猿
図
﹂
は
︑
あ
え

て
ク
ー
デ
タ
ー
説
を
と
る
︑
と
宣
言
す
る
の
だ
︒

そ
こ
で
本
作
が
持
ち
出
す
の
が
︑
信
玄
の
弟
で
あ
る
逍
遙
軒
信
綱
の
手
に
な

る
﹃
逍
遙
軒
記
﹄
と
い
う
書
物
で
あ
る
︒
﹁
甲
府
の
古
本
屋
で
偶
然
入
手
し
た
﹂

と
さ
れ
る
こ
の
﹃
逍
遙
軒
記
﹄
は
︑
花
田
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
虚
構
の
史
料
︑

す
な
わ
ち
偽
書
で
あ
る⑨

︒
﹁
群
猿
図
﹂
の
語
り
手
は
し
か
し
︑
そ
の
書
物
に
記

さ
れ
た
︵
と
さ
れ
る
︶
信
虎
の
姿
に
﹁
か
な
り
の
リ
ア
リ
テ
ィ
﹂
を
見
出
す
︒

﹃
逍
遙
軒
記
﹄
の
よ
う
な
視
角
か
ら
再
度
信
虎
の
行
動
に
つ
い
て
検
討
す
れ
ば
︑

信
玄
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
の
問
題
も
﹁
案
外
︑
す
ら
す
ら
と
解
け
て
し
ま
う
の

で
は
な
か
ろ
う
か
﹂
と
語
り
手
は
述
べ
る
︒
﹁
確
実
な
る
史
料
﹂
に
依
拠
す
る

実
証
主
義
の
手
つ
き
を
擬
態
し
な
が
ら
︑﹁
群
猿
図
﹂
は
︑﹃
逍
遙
軒
記
﹄
と
い

う
偽
書
を
そ
の
語
り
の
中
に
混
入
さ
せ
る
︒﹁
確
実
な
る
史
料
﹂
か
ら
は
語
る

こ
と
の
で
き
な
い
歴
史
が
︑
こ
の
よ
う
に
し
て
志
向
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

で
は
︑
従
来
の
歴
史
家
た
ち
が
語
り
損
ね
て
き
た
も
の
と
は
何
か
︒
そ
れ
は

信
虎
の
﹁
狂
気
﹂
で
あ
る
︑
と
ひ
と
ま
ず
は
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒
信
虎
追
放

事
件
の
解
釈
上
の
難
点
は
︑﹁
狂
気
人
﹂
信
虎
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
︑
と
い

う
問
題
に
敷
衍
さ
れ
る
︒
一
次
史
料
の
記
述
者
た
ち
は
︑
信
虎
の
﹁
狂
気
﹂
を

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ
た
﹁
暴
君
﹂
の
鋳
型
に
押
し
込
め
る
︒﹁
徳
川
時
代

の
歴
史
家
た
ち
﹂
は
︑
信
虎
の
﹁
狂
気
﹂
を
棚
上
げ
し
て
信
玄
の
非
道
を
攻
撃

す
る
こ
と
に
熱
を
上
げ
る
︒
そ
し
て
﹁
近
代
の
歴
史
家
た
ち
﹂
は
︑﹁
合
理
化
﹂

の
精
神
に
基
づ
い
て
信
虎
の
﹁
狂
気
﹂
を
祓
除
す
る
︒
信
虎
追
放
事
件
を
め
ぐ

る
解
釈
の
歴
史
を
辿
る
こ
と
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
︑
彼
の
﹁
狂
気
﹂
が
そ

れ
自
体
と
し
て
は
一
度
も
問
題
化
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

群
れ
の
思
考

五
四



﹁
群
猿
図
﹂
に
と
っ
て
︑
信
玄
に
よ
る
信
虎
追
放
と
は
︑
何
よ
り
も
ま
ず
理
性

に
よ
る
﹁
狂
気
﹂
の
追
放
＝
排
除
で
あ
り
︑
信
虎
追
放
を
解
釈
す
る
言
説
は
︑

そ
の
排
除
を
様
々
な
様
態
で
反
復
し
て
い
る
の
だ
︒﹁
確
実
な
る
史
料
﹂
が
な

い
か
ら
信
虎
追
放
に
つ
い
て
語
れ
な
い
の
で
は
な
い
︒﹁
確
実
な
る
史
料
﹂
を

判
明
す
る
科
学
的
合
理
精
神
︵
歴
史
家
の
﹁
良
心
｣
＝
良
識
︶
に
お
い
て
は
︑

﹁
狂
気
﹂
を
扱
う
こ
と
が
構
造
的
に
不
可
能
だ
か
ら
語
れ
な
い
の
だ
︒﹁
良
心
的

な
歴
史
家
﹂
の
目
で
見
て
い
る
限
り
︑
こ
の
問
題
に
関
す
る
﹁
確
実
な
る
史

料
﹂
な
ど
存
在
し
え
な
い
の
で
あ
る
︒﹁
群
猿
図
﹂
は
こ
の
よ
う
に
し
て
歴
史

家
た
ち
の
言
説
を
批
判
的
に
読
み
解
き
な
が
ら
︑
そ
れ
を
通
し
て
信
虎
の
﹁
狂

気
﹂
に
照
準
を
定
め
て
い
く
︒

し
か
し
︑
た
だ
ち
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
こ
の
小
説
が
信
虎

の
﹁
狂
気
﹂
を
手
放
し
で
礼
賛
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︑
と
い
う

こ
と
だ
︒﹁
群
猿
図
﹂
は
信
虎
を
﹁
狂
気
人
﹂
と
し
て
名
指
す
こ
と
を
注
意
深

く
避
け
て
い
る
︒
本
稿
冒
頭
で
確
認
し
た
よ
う
に
︑
従
来
︑﹁
名
将
﹂
信
玄
／

｢暴
君
﹂
信
虎
の
﹁
価
値
転
換
﹂
と
い
う
こ
と
が
本
作
に
つ
い
て
い
わ
れ
て
き

た
が
︑﹁
群
猿
図
﹂
の
叙
述
は
さ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
︒
確
か
に
︑
両
者
の
階

層
性
は
無
化
さ
れ
て
い
る
︒
だ
が
︑
そ
れ
は
階
層
性
の
逆
転
を
即
座
に
意
味
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒﹁
わ
た
し
に
は
︑
信
虎
の
悪
事
を
弁
護
し
よ
う
と
い

う
つ
も
り
な
ど
︑
さ
ら
さ
ら
な
い
﹂
と
語
り
手
は
は
っ
き
り
述
べ
て
い
る
︒
だ

か
ら
︑
本
作
は
単
に
﹁
名
将
﹂
に
対
し
て
﹁
暴
君
﹂
を
称
揚
し
て
い
る
の
で
は

な
い
し
︑
信
虎
は
実
は
﹁
狂
気
人
﹂
で
は
な
か
っ
た
︑
な
ど
と
主
張
し
て
い
る

の
で
も
な
い
︒
そ
う
で
は
な
く
て
︑﹁
暴
君
﹂﹁
狂
気
人
﹂
な
ど
と
評
さ
れ
る
信

虎
の
有
す
る
特
異
性
を
︑
独
自
の
仕
方
で
捉
え
た
い
の
で
あ
る
︒
信
玄
と
並
置

す
る
こ
と
で
信
虎
の
﹁
残
酷
さ
﹂
を
均
す
の
は
︑
史
料
の
語
る
逸
話
が
信
虎
の

特
異
性
を
捉
え
損
ね
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
︒﹁
妊
婦
の
腹

を
き
り
さ
く
﹂
な
ど
の
行
い
が
信
虎
の
﹁
狂
気
﹂
な
の
で
は
な
い
︒
信
虎
の

﹁
狂
気
﹂

︱
信
虎
の
逸
脱
は
︑
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
︒﹁
群
猿

図
﹂
は
そ
う
い
っ
て
い
る
の
だ
︒

既
成
の
歴
史
認
識
と
も
︑
﹁
狂
気
﹂
の
礼
賛
と
も
異
な
る
や
り
方
で
︑
信
虎

の
特
異
性
を
捉
え
る
こ
と
︒
そ
れ
が
﹁
群
猿
図
﹂
の
試
み
で
あ
る
︒
本
作
が
描

き
出
す
の
は
︑
一
次
史
料
の
語
る
よ
う
な
単
な
る
﹁
狂
気
人
﹂
と
し
て
の
信
虎

で
も
な
け
れ
ば
︑
機
知
を
凝
ら
し
た
政
治
的
謀
略
を
め
ぐ
ら
す
合
理
的
な
信
虎

で
も
な
い
︒
理
性
／
狂
気
と
い
う
二
項
対
立
の
図
式

︱
信
虎
追
放
の
メ
タ
ヒ

ス
ト
リ
ー
を
枠
づ
け
る
図
式

︱
か
ら
逃
れ
去
る
信
虎
の
姿
を
︑﹁
群
猿
図
﹂

は
語
る
︒﹁
確
実
な
る
史
料
﹂
に
依
拠
し
て
構
築
さ
れ
る
歴
史
の
限
界
性
を
な

ぞ
り
な
が
ら
︑﹁
群
猿
図
﹂
は
信
虎
の
逸
脱
と
そ
の
特
異
性
へ
と
接
近
し
て
い

く
︒

二
︑
無
意
識
の
集
団
性
︑
そ
の
分
裂
性

と
こ
ろ
で
︑
批
評
家
と
し
て
活
動
し
て
い
た
花
田
を
﹁
群
猿
図
﹂
の
創
作
へ

群
れ
の
思
考

五
五



と
向
か
わ
せ
た
一
つ
の
動
因
に
︑
深
沢
七
郎
﹃
笛
吹
川
﹄︵
昭
33
・
�

・
15
︑

中
央
公
論
社
︶
が
あ
る
︒﹁
あ
れ
を
読
ん
で
感
心
し
ま
し
て
ね
﹂
と
︑﹃
鳥
獣
戯

話
﹄
出
版
後
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
花
田
は
述
べ
て
い
る⑩

︒﹃
笛
吹
川
﹄
は
﹁
庶

民
の
立
場
か
ら
戦
争
を
見
た
﹂
も
の
だ
が
︑
そ
れ
に
対
し
て
﹁
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン

チ
ャ
の
立
場
か
ら
戦
争
を
見
て
み
た
い
︑
と
思
っ
た
﹂
と
花
田
は
い
う
︒﹃
鳥

獣
戯
話
﹄
執
筆
に
は
﹃
笛
吹
川
﹄
が
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と

が
窺
わ
れ
る
︒
実
際
︑﹃
笛
吹
川
﹄
は
︑
信
虎
・
信
玄
・
勝
頼
の
武
田
氏
三
代

に
わ
た
る
支
配
の
な
か
で
生
き
る
農
民
一
族
の
興
亡
を
描
い
た
作
品
で
あ
り
︑

﹁
群
猿
図
﹂
が
信
虎
を
題
材
に
し
た
こ
と
も
︑﹃
笛
吹
川
﹄
へ
の
意
識
が
あ
っ
て

の
こ
と
だ
と
推
察
さ
れ
る
︒﹁
群
猿
図
﹂
の
信
虎
像
を
読
解
す
る
う
え
で
︑
花

田
の
﹃
笛
吹
川
﹄
解
釈
の
検
討
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
︒

で
は
︑
花
田
は
﹃
笛
吹
川
﹄
の
何
に
﹁
感
心
﹂
し
た
の
か
︒
そ
れ
を
確
認
す

る
た
め
に
︑
い
わ
ゆ
る
﹁﹃
笛
吹
川
﹄
論
争
﹂
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
言
説
群
に

目
を
向
け
て
み
た
い
︒
こ
の
論
争
は
︑
寺
田
透
・
花
田
清
輝
・
平
野
謙
﹁
創
作

合
評
﹂︵﹃
群
像
﹄
昭
33
・
�

︶
に
お
け
る
︑﹃
笛
吹
川
﹄
の
評
価
を
め
ぐ
る
平

野
と
花
田
の
対
立
を
発
端
と
す
る
︒﹁
全
体
と
し
て
ぼ
く
は
退
屈
だ
つ
た
﹂
と

述
べ
る
平
野
に
対
し
て
︑
花
田
は
こ
の
作
品
を
高
く
評
価
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑

﹃
笛
吹
川
﹄
が
﹁
農
民
の
支
配
階
級
に
対
す
る
心
理
の
二
つ
の
あ
り
方
︑
そ
の

あ
り
方
の
ギ
ャ
ッ
プ
﹂
を
捉
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒﹁
先
祖
代
々
お
屋
形
様

の
ご
恩
に
な
つ
て
い
る
﹂
と
同
時
に
︑
一
方
で
は
﹁
先
祖
代
々
怨
み
を
も
つ
て

い
る
﹂
と
い
う
意
識
の
﹁
二
つ
の
あ
り
方
﹂︑
そ
し
て
そ
の
﹁
ギ
ャ
ッ
プ
﹂︒
被

支
配
階
級
が
支
配
階
級
に
対
し
て
抱
く
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
を
﹃
笛
吹
川
﹄
は

描
き
出
し
て
い
る
︒
花
田
は
そ
こ
に
﹃
笛
吹
川
﹄
の
達
成
を
見
て
い
る
︒

農
民
た
ち
は
支
配
階
級
に
対
し
て
抜
き
が
た
い
怨
恨
の
念
を
持
っ
て
い
る
︒

し
か
し
同
時
に
︑
そ
れ
に
べ
っ
た
り
と
張
り
つ
く
よ
う
な
か
た
ち
で
︑
﹁
お
屋

形
様
﹂
へ
の
恩
義
＝
一
種
の
愛
情
を
抱
い
て
い
る
︒
支
配
さ
れ
︑
搾
取
さ
れ
︑

と
き
に
は
殺
戮
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
農
民
た
ち
は
必
ず
し
も
異
議
申
し

立
て
へ
と
向
か
う
わ
け
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
し
ば
し
ば
自
ら
の
隷
属
を
是
と

す
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る
︒
そ
こ
に
は
愛
憎
入
り
乱
れ
た
複
合
感
情

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

が
あ
る
の

だ
︒﹃
笛
吹
川
﹄
は
そ
う
し
た
複
雑
な
情
動
の
あ
ら
わ
れ
を
記
述
し
て
い
る
︒

花
田
は
そ
れ
を
﹁
大
衆
の
間
に
ア
ン
ダ
ー
・
カ
レ
ン
ト
と
し
て
常
に
な
が
れ

て
い
る
憎
悪
﹂
と
し
て
捉
え
る
︒
論
争
に
介
入
し
た
江
藤
淳
の
言
葉
を
借
り
て

補
え
ば
︑﹁
個
人
の
憎
悪
感
を
こ
え
た
︑
い
わ
ば
集
団
的
な
︑
社
会
構
造
そ
の

も
の
の
な
か
に
か
く
さ
れ
た
憎
悪
感⑪

﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒﹃
笛
吹

川
﹄
が
描
き
出
し
た
よ
う
に
︑
被
支
配
階
級
が
抱
え
持
つ
権
力
に
対
す
る
憎
悪

は
︑
あ
る
集
団
性
の
水
準
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
︒
し
か
し
そ
の
憎
悪
は
︑
そ

れ
自
体
と
し
て
抵
抗
た
り
う
る
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
一
種
の
複
合
感
情

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

に

裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
︒
あ
る
い
は
︑
さ
ら
に
厳
密
に
い
え
ば
︑
そ
れ
は

﹁
ア
ン
ダ
ー
・
カ
レ
ン
ト
｣
＝
無
意
識
的
な
も
の
と
し
て
︑
潜
在
的
な
次
元
に
底

流
し
て
い
る
か
ら
だ
︒
集
団
的
な
無
意
識
と
し
て
の
憎
悪
︒
そ
の
よ
う
な
憎
悪

群
れ
の
思
考

五
六



を
抵
抗
の
力
能
と
し
て
掬
い
出
す
た
め
に
は
︑
潜
在
的
な
無
意
識
の
水
準
を
そ

れ
と
し
て
知
覚
す
る
必
要
が
ま
ず
は
あ
る⑫

︒﹃
笛
吹
川
﹄
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ

れ
る
花
田
の
思
考
は
︑
こ
う
し
て
一
種
の
革
命
論
の
様
相
を
呈
し
は
じ
め
る
︒

こ
の
問
題
意
識
は
︑
さ
ら
に
別
の
座
談
会
に
お
け
る
花
田
の
発
言
に
お
い
て
︑

よ
り
明
瞭
に
確
認
で
き
る
だ
ろ
う⑬

︒
花
田
は
こ
こ
で
︑
自
分
が
何
の
た
め
に

﹁
芸
術
的
方
法
﹂
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
か
と
自
問
し
な
が
ら
︑
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
︒

僕
は
す
べ
て
そ
う
い
う
無
意
識
的
な
も
の
を
自
覚
的
な
方
向
に
持
っ
て
行

か
な
け
れ
ば
だ
め
だ
と
思
う
か
ら
や
っ
て
き
た
の
だ
︒
エ
ネ
ル
ギ
ー
一
般

を
肯
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
︒
革
命
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
な
ん
と
か
し
て

つ
か
み
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
︑
大
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
注
目
し

て
い
る
の
だ
︒

﹁
大
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
﹂
は
︑
そ
れ
自
体
が
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
革
命
的

な
の
で
は
な
い
︒
そ
の
革
命
性
は
あ
く
ま
で
も
無
意
識
的
な
水
準
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
︒
そ
れ
を
抵
抗
の
力
能
と
し
て
﹁
自
覚
的
﹂
に
把
捉
し
な
お
す
方
法
が

問
題
な
の
で
あ
る
︒
同
じ
こ
と
が
﹃
笛
吹
川
﹄
の
読
解
に
お
い
て
も
問
わ
れ
て

い
る
︒
農
民
た
ち
の
権
力
に
対
す
る
憎
悪
は
そ
れ
と
し
て
は
革
命
的
で
は
あ
り

え
ず
︑
闘
争
を
駆
り
立
て
る
は
ず
の
怨
恨
感
情
は
い
ま
だ
無
意
識
的
な
水
準
で

複
合
感
情

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

を
形
成
し
て
い
る
︒
問
題
は
︑
そ
の
水
準
に
あ
る
力
能
を
﹁
自
覚

的
﹂
に
捉
え
な
お
し
︑
革
命
的
な
も
の
と
し
て
現
働
化
す
る
方
法
な
の
で
あ
る
︒

花
田
は
こ
の
よ
う
に
し
て
︑
無
意
識
に
お
け
る
集
団
性
の
水
準
を
問
題
化
す

る
︒
し
か
し
︑
同
じ
座
談
会
で
埴
谷
雄
高
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
だ
が
︑
花
田

の
思
考
に
は
﹁
危
う
い
と
こ
ろ
が
あ
る
﹂︒
花
田
が
見
て
い
る
無
意
識
の
集
団

的
な
力
能
は
︑
革
命
的
に
も
な
り
う
る
が
︑
同
時
に
﹁
フ
ァ
シ
ズ
ム
﹂
に
も
な

り
う
る
︑
と
埴
谷
は
危
惧
す
る
︒
つ
ま
り
︑
そ
の
力
能
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は

﹁
ど
ち
ら
に
行
く
か
わ
か
ら
な
い
﹂
︒
埴
谷
が
批
判
的
に
述
べ
た
て
る
こ
の
﹁
危

険
性
﹂
は
︑
あ
る
意
味
で
花
田
の
思
考
の
核
心
を
突
い
て
い
る
︒
あ
え
て
い
え

ば
︑
花
田
は
ま
さ
し
く
そ
の
﹁
危
険
性
﹂
に
賭
け
金
を
置
い
て
い
る
か
ら
だ
︒

埴
谷
は
﹁
ど
ち
ら
に
行
く
か
わ
か
ら
な
い
﹂
そ
の
非
合
理
性
の
た
め
に
﹃
笛
吹

川
﹄
を
否
定
し
︑
花
田
の
見
立
て
に
反
駁
し
て
い
る
︒
だ
が
︑
花
田
が
﹃
笛
吹

川
﹄
を
評
価
す
る
の
は
む
し
ろ
そ
の
点
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
︒﹃
笛
吹
川
﹄

は
︑
無
意
識
が
抱
え
る
非
合
理
的
な
﹁
ギ
ャ
ッ
プ
﹂
︑
複
合
感
情

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

の
分
裂
性
を
︑

そ
れ
と
し
て
捉
え
る
と
こ
ろ
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
る
︒
そ
れ
を
﹁
危
険
﹂
な
も

の
と
し
て
退
け
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
︒﹁
危
険
﹂
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
徹
底

し
て
﹃
笛
吹
川
﹄
に
対
峙
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
︒

無
意
識
の
水
準
に
あ
る
潜
在
的
な
力
能
は
︑
そ
れ
自
体
と
し
て
は
革
命
的
に

も
反
動
的
に
も
な
り
う
る
︒
そ
の
二
つ
の
極
を
有
し
て
い
る
︒
重
要
な
の
は
︑

純
粋
に
革
命
的
な
極
の
み
を
抽
出
し
て
︑
反
動
的
な
極
を
廃
絶
す
る
こ
と
な
ど

で
き
な
い
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
複
合
感
情

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

か
ら
憎
悪
の
み
を
意
識
的
に
領

有
し
︑
そ
の
裏
に
張
り
つ
く
愛
情
を
根
こ
そ
ぎ
に
す
る
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
は

群
れ
の
思
考

五
七



不
可
能
な
の
だ
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
の
は
︑
そ
の
力
が
ど
ち

ら
の
極
に
傾
い
て
い
る
の
か
︑
そ
の
傾
向
性
を
分
析
す
る
よ
う
な
視
角
で
あ
る
︒

い
か
な
る
条
件
の
下
に
お
い
て
革
命
的
な
極
へ
の
傾
き
が
強
ま
る
の
か
を
分
析

す
る
よ
う
な
視
角
で
あ
る
︒
無
意
識
の
非
合
理
な
動
き
を
そ
れ
と
し
て
知
覚
＝

｢自
覚
﹂
す
る
分
析
の
方
法
を
︑
花
田
は
た
え
ず
模
索
し
て
い
た
︒
即
座
に
想

定
さ
れ
る
の
は
精
神
分
析
だ
ろ
う
︒
し
か
し
花
田
に
と
っ
て
︑
そ
れ
は
精
神
分

析
に
よ
っ
て
有
効
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
う
る
問
題
で
は
な
か
っ
た
︒﹁
日
本
に
お

け
る
知
識
人
の
役
割

︱
そ
の
功
罪
の
歴
史
的
展
望
﹂︵﹃
知
性
﹄
昭
31
・
�

︶

の
な
か
で
︑
花
田
は
︑﹁
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
自
然
発
生
的
＝
本
能
的
な
欲

求
﹂
と
対
決
し
︑﹁
そ
の
ア
ナ
ー
キ
ー
な
う
ご
き
を
︑
科
学
的
に
と
ら
え
う
る
﹂

よ
う
な
新
た
な
﹁
理
性
﹂
を
練
り
上
げ
る
必
要
性
を
説
い
て
い
る
が
︑
そ
こ
で

は
そ
の
﹁
理
性
﹂
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
付
言
さ
れ
て
い
る

︱
﹁
こ
こ
で
フ
ロ
イ
ト
な
ん
か
を
お
も
い
だ
さ
な
い
で
も
ら
い
た
い
︒
そ
れ

が
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
理
性
と
い
う
も
の
な
の
だ
﹂︒

な
ぜ
︑
フ
ロ
イ
ト
流
の
精
神
分
析
で
は
い
け
な
い
の
か
︒
お
そ
ら
く
そ
れ
は
︑

精
神
分
析
が
あ
く
ま
で
も
個
人
の
無
意
識
を
そ
の
分
析
対
象
と
す
る
理
論
だ
か

ら
で
あ
る
︒
あ
る
い
は
む
し
ろ
︑
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
構
造
を
通
し
て
無
意
識
を
個

人
化
す
る
理
論
だ
か
ら
で
あ
る
︒
花
田
が
見
据
え
て
い
る
の
は
個
人
の
無
意
識

で
は
な
く
集
団
の
無
意
識
な
の
だ
︒
そ
し
て
︑
そ
の
よ
う
な
無
意
識
が
二
つ
の

極
の
あ
い
だ
で
見
せ
る
﹁
ア
ナ
ー
キ
ー
な
う
ご
き
﹂
を
知
覚
す
る
の
が
﹁
マ
ル

ク
ス
主
義
者
の
理
性
﹂
な
の
で
あ
る
︒

﹁
群
猿
図
﹂
前
史
と
も
い
う
べ
き
﹁﹃
笛
吹
川
﹄
論
争
﹂
に
お
い
て
︑
花
田
は

こ
の
よ
う
に
︑
無
意
識
を
め
ぐ
る
自
身
の
理
論
的
探
究
を
深
化
さ
せ
て
い
た
︒

そ
こ
で
問
わ
れ
て
い
た
の
は
︑
無
意
識
の
集
団
性
を
そ
れ
と
し
て
捉
え
う
る
よ

う
な
知
覚
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
︒
個
人
の
情
動
で
は
な
く
集
団
の
情
動
を
思
考

す
る
こ
と
︒
そ
し
て
︑
﹁
群
猿
図
﹂
の
信
虎
は
︑
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
思
考

の
持
ち
主
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
︒
こ
こ
で
改
め
て
小
説
に
目
を
向
け
な
お
そ

う
︒

三
︑
暴
力
の
論
理
と
芸
術
の
論
理

﹁
群
猿
図
﹂
が
描
く
信
虎
の
特
異
性
と
は
︑
何
よ
り
も
ま
ず
︑
彼
が
﹁
猿
の

む
れ
の
集
団
的
な
戦
略
・
戦
術
﹂
に
価
値
を
見
出
し
た
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
︒

信
虎
の
眼
に
は
︑
猿
の
群
れ
が
﹁
戦
場
の
か
け
ひ
き
を
う
ま
れ
な
が
ら
に
身
に

つ
け
て
い
る
︑
人
間
以
上
の
知
恵
の
持
主
の
よ
う
に
う
つ
っ
て
い
た
ら
し
い
﹂

と
語
り
手
は
述
べ
る
︒﹁
猿
た
ち
の
集
団
的
な
戦
闘
﹂
は
︑
本
作
に
お
い
て
︑

一
騎
討
ち
の
よ
う
な
﹁
源
平
以
来
の
武
士
た
ち
の
個
人
的
な
格
闘
﹂
に
対
置
さ

れ
る
︒﹁
ぬ
け
が
け
の
功
名
﹂
ば
か
り
追
い
求
め
る
当
時
の
武
士
た
ち
の
戦
闘

ス
タ
イ
ル
に
対
し
て
︑
猿
の
群
れ
に
学
ん
だ
信
虎
の
﹁
エ
ポ
ッ
ク
・
メ
ー
キ
ン

グ
な
戦
略
﹂
が
価
値
づ
け
ら
れ
る
︒

し
か
し
︑
信
虎
が
猿
の
群
れ
に
着
目
す
る
に
至
っ
た
動
機
は
複
雑
で
あ
る
︒

群
れ
の
思
考

五
八



そ
れ
は
︑﹁
個
人
的
な
格
闘
﹂
よ
り
も
﹁
集
団
的
な
戦
闘
﹂
の
方
が
敵
に
対
し

て
﹁
大
き
な
損
害
を
あ
た
え
る
﹂
と
い
う
﹁
兵
学
的
﹂
観
点
に
基
づ
く
も
の
で

は
な
か
っ
た
︑
と
語
り
手
は
述
べ
て
い
る
︒
そ
の
よ
う
な
合
理
的
な
理
由
で
は

な
い
の
で
あ
る
︒
で
は
︑
信
虎
は
な
ぜ
猿
の
群
れ
に
着
目
し
え
た
の
か
︒
そ
れ

を
説
明
す
る
た
め
に
語
り
手
が
持
ち
出
す
の
が
︑
信
虎
の
﹁
意
地
の
悪
さ
﹂
で

あ
る
︒﹁
意
地
の
悪
い
性
格
の
所
有
者
﹂
で
あ
る
信
虎
は
︑﹁
猿
の
む
れ
に
お
そ

わ
れ
て
途
方
に
く
れ
て
い
る
百
姓
た
ち
の
す
が
た
﹂
を
見
て
﹁
嗜
虐
的
な
よ
ろ

こ
び
﹂
を
感
じ
︑﹁
し
だ
い
に
自
分
も
ま
た
︑
猿
の
む
れ
の
指
導
者
の
よ
う
に

な
り
た
く
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
﹂︒
語
り
手
は
そ
の
よ
う
に
推
測
し
て

い
る
︒

﹁
群
猿
図
﹂
は
︑
信
虎
の
こ
の
よ
う
な
﹁
意
地
の
悪
さ
﹂
を
繰
り
返
し
強
調

す
る
︒
実
際
︑
そ
れ
は
本
作
に
お
け
る
彼
の
形
象
の
特
徴
を
な
し
て
い
る
︒
理

性
／
狂
気
の
二
分
法
で
は
把
捉
で
き
な
い
信
虎
の
特
異
性
が
︑﹁
意
地
の
悪
さ
﹂

と
い
う
表
現
に
は
託
さ
れ
て
い
る
︒

た
と
え
ば
そ
れ
は
︑﹁
猿
の
む
れ
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
百
姓
た
ち
を
な
が

め
な
が
ら
︑
い
い
気
持
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
性
格
﹂
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
︒

し
か
し
︑
語
り
手
が
即
座
に
注
記
し
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
百
姓
た
ち
の
損
害
﹂

は
︑﹁
か
れ
ら
に
依
存
し
て
い
る
武
田
一
族
の
損
害
﹂
で
あ
り
︑
ひ
い
て
は
信

虎
自
身
の
損
害
な
の
で
あ
る
︒
間
接
的
に
で
は
あ
れ
︑
自
身
に
損
害
を
も
た
ら

す
状
況
を
前
に
し
て
︑
信
虎
は
ま
さ
に
﹁
嗜
虐
的
な
よ
ろ
こ
び
﹂
を
感
じ
る
の

だ
︒﹁
他
人
の
不
幸
な
状
態
を
み
る
た
め
な
ら
︑
損
得
の
観
念
な
ど
︑
す
っ
か

り
︑
超
越
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
︑
意
地
の
悪
い
人
間
の
特
徴
な
の
で
あ

る
﹂
と
語
り
手
は
述
べ
る
︒
損
得
に
か
か
わ
る
合
理
的
な
計
算
を
全
く
度
外
視

し
て
︑
他
人
が
苦
し
む
あ
り
さ
ま
を
信
虎
は
愉
し
む
︒
﹁
群
猿
図
﹂
が
読
み
出

す
信
虎
の
逸
脱
は
︑
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
彼
の
性
質
に
か
か
わ
る
︒
彼
は
利

害
関
心
に
基
づ
く
理
性
的
な
判
断
を
完
全
に
切
断
し
た
と
こ
ろ
で
︑
自
ら
の
欲

望
の
赴
く
ま
ま
に
行
動
で
き
る
よ
う
な
性
質
の
持
ち
主
な
の
で
あ
る
︒﹁
意
地

の
悪
さ
﹂
と
は
︑
彼
の
そ
う
し
た
性
格
の
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
︒
肝
心
な

の
は
︑﹁
そ
う
い
う
性
格
で
あ
れ
ば
こ
そ
︑
か
れ
は
︑
す
こ
し
も
猿
の
む
れ
を

撃
退
し
よ
う
と
は
考
え
な
い
で
︑
逆
に
か
れ
ら
の
う
ご
き
か
ら
︑
あ
た
ら
し
い

兵
学
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
が
で
き
た
﹂
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒﹁
猿
の

む
れ
の
集
団
的
な
戦
略
・
戦
術
﹂
に
重
き
を
置
く
こ
と
は
︑
そ
れ
自
体
︑
彼
の

﹁
意
地
の
悪
さ
﹂
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
︒

﹁
群
猿
図
﹂
は
こ
の
よ
う
に
︑﹁
意
地
の
悪
さ
﹂
と
い
う
言
葉
で
信
虎
の
特
異

性
を
表
現
す
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
性
質
が
集
中
的
に
表
出
す
る
場
と
し
て
本
作

に
お
い
て
特
権
化
さ
れ
る
の
が
︑
﹃
犬
筑
波
集
﹄
と
い
う
俳
諧
連
歌
集
で
あ
る⑭

︒

と
り
わ
け
︑
そ
こ
に
収
め
ら
れ
た
次
の
一
句
︑﹁
都
よ
り
甲
斐
の
国
へ
は
程
遠

し
御
急
ぎ
あ
れ
や
日
も
武
田
ど
の
﹂
に
語
り
手
は
注
目
し
て
い
る
︒
そ
の
句
に

は
︑
信
虎
が
信
玄
に
対
し
て
﹁
い
だ
き
つ
づ
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な
意
地

の
悪
さ
が
︑
い
と
も
あ
ざ
や
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
﹂︒
信
玄
に
都
へ
と
攻
め

群
れ
の
思
考

五
九



の
ぼ
る
よ
う
促
す
こ
の
句
に
︑
語
り
手
は
︑
信
虎
の
﹁
息
子
に
た
い
す
る
悪

意
﹂
を
見
て
い
る
︒﹁
息
子
の
上
洛
を
意
地
悪
く
さ
ま
た
げ
る
こ
と
﹂
を
目
論

む
信
虎
の
﹁
復
讐
計
画
﹂
が
︑
そ
こ
か
ら
見
出
さ
れ
る
の
だ
︒﹁
群
猿
図
﹂
が

信
虎
追
放
事
件
に
つ
い
て
︑
あ
え
て
ク
ー
デ
タ
ー
説
を
と
る
の
も
︑﹁
そ
れ
以

後
の
信
虎
の
生
涯
を
信
玄
に
た
い
す
る
復
讐
の
た
め
に
つ
い
や
さ
れ
た
と
み

る
﹂
か
ら
で
あ
っ
た
︒
信
虎
を
﹁
復
讐
﹂
へ
と
駆
り
立
て
る
強
烈
な
﹁
悪
意
﹂︒

そ
れ
が
﹃
犬
筑
波
集
﹄
の
句
に
は
表
現
さ
れ
て
い
る
︒

重
要
な
の
は
︑
そ
の
﹁
悪
意
﹂
が
信
虎
個
人
に
の
み
帰
属
し
う
る
も
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
こ
に
﹃
犬
筑
波
集
﹄
が
引
か
れ
る
こ
と
の
意
味

が
あ
る
︒
そ
の
﹁
悪
意
﹂
は
︑
信
虎
個
人
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
︑
何
か
別

の
水
準
に
も
連
接
し
て
い
る
︒
語
り
手
が
述
べ
る
よ
う
に
︑﹁
た
と
え
そ
の
句

の
作
者
が
信
虎
で
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
﹂︑
そ
こ
に
は
彼
の
﹁
意
地
の
悪
さ
﹂

が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
︒

こ
れ
は
︑﹃
犬
筑
波
集
﹄
が
俳
諧
連
歌
と
い
う
集
団
制
作
の
文
芸
︑
い
わ
ゆ

る
﹁
座
の
文
芸
﹂
で
あ
る
こ
と
に
か
か
わ
る
︒
俳
諧
は
﹁
群
猿
図
﹂
に
お
い
て
︑

和
歌
と
対
立
す
る
文
芸
形
態
と
し
て
強
調
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒
俳
諧

と
和
歌
︑
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
猿
を
題
材
に
す
る
場
合
の
表
現
の
差
異
を
︑
語
り

手
は
対
比
的
に
述
べ
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
和
歌
は
﹁
猿
そ
の
も
の
で
は
な
く
︑

猿
の
啼
き
声
に
だ
け
注
意
し
て
い
る
﹂︒﹃
古
今
集
﹄
の
伝
統
に
忠
実
な
歌
人
た

ち
は
︑﹁
き
ま
っ
て
猿
の
啼
き
声
を
あ
わ
れ
だ
と
い
っ
て
問
題
に
す
る
に
す
ぎ
﹂

ず
︑
様
々
な
意
味
を
持
つ
そ
の
﹁
啼
き
声
﹂
を
﹁
き
わ
め
て
単
純
化
し
て
受
け

と
っ
て
い
る
﹂︒
そ
の
よ
う
な
﹁
安
易
な
態
度
﹂
に
よ
っ
て
︑
猿
を
題
材
に
詠

ま
れ
た
和
歌
は
﹁
す
べ
て
同
工
異
曲
﹂
だ
と
断
じ
ら
れ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑

俳
諧
は
﹁
和
歌
の
伝
統
と
は
断
絶
し
た
と
こ
ろ
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
︑
独
特
の
角
度

か
ら
︑
猿
そ
の
も
の
を
と
ら
え
よ
う
と
つ
と
め
て
い
る
﹂︒
和
歌
が
猿
を
﹁
単

純
化
﹂
し
て
表
現
す
る
の
に
対
し
て
︑
俳
諧
は
﹁
猿
そ
の
も
の
﹂
の
多
様
性
を

表
現
す
る
︒
俳
諧
の
猿
は
︑
い
わ
ば
群
れ
を
な
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
猿
の
群

れ
の
多
様
性
は
︑
﹁
群
猿
図
﹂
に
お
い
て
は
そ
の
ま
ま
俳
諧
の
集
団
性
へ
と
重

ね
ら
れ
て
い
く
︒
猿
の
群
れ
に
見
出
さ
れ
る
﹁
集
団
の
な
か
に
埋
没
し
て
︑
匿

名
の
ま
ま
︑
共
同
の
仕
事
に
精
を
だ
す
﹂
と
い
う
あ
り
よ
う
が
︑
﹁
俳
諧
の
精

神
﹂
と
い
う
言
葉
で
定
位
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

語
り
手
が
強
調
す
る
よ
う
に
︑
﹃
犬
筑
波
集
﹄
に
は
作
者
名
が
記
さ
れ
て
お

ら
ず
︑﹁
そ
の
な
か
に
ど
の
よ
う
な
人
び
と
の
作
品
が
は
い
っ
て
い
る
の
か
︑

か
な
ら
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
﹂
︒
俳
諧
の
集
団
性
お
よ
び
匿
名
性
は
︑
こ
こ

で
も
や
は
り
︑
和
歌
と
の
対
比
に
お
い
て
描
き
出
さ
れ
る
︒

つ
ま
り
︑
歌
人
た
ち
が
︑
や
た
ら
に
自
己
の
存
在
を
主
張
し
な
が
ら
︑
お

互
い
に
交
換
し
て
も
︑
い
っ
こ
う
︑
さ
し
つ
か
え
な
い
よ
う
な
紋
切
型
の

作
品
ば
か
り
つ
く
っ
て
い
た
の
に
反
し
︑
こ
ち
ら
は
︑
自
己
の
存
在
を
︑

き
れ
い
に
抹
殺
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
逆
に
︑﹃
犬
筑
波
集
﹄
全
体
を
︑

オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
に
と
ん
だ
一
箇
の
創
作
と
し
て
押
し
だ
そ
う
と
し
て
い

群
れ
の
思
考

六
〇



る
の
で
あ
る
︒

あ
く
ま
で
も
個
性
を
主
張
し
な
が
ら
︑
し
か
し
規
範
化
さ
れ
た
伝
統
を
反
復

再
生
産
す
る
こ
と
で
﹁
同
工
異
曲
﹂
に
陥
る
和
歌
に
対
し
て
︑
俳
諧
の
連
衆
は

﹁
自
己
の
存
在
﹂
を
消
し
去
り
︑
集
団
へ
と
﹁
埋
没
﹂
す
る
︒
し
か
し
そ
の
匿

名
性
は
︑
詠
み
手
の
交
換
可
能
性
を
意
味
し
な
い
︵﹁
同
工
異
曲
﹂
で
は
な
い
︶︒

異
質
な
要
素
同
士
が
そ
れ
と
し
て
組
み
合
わ
せ
ら
れ
た
多
様
体
と
し
て
の
集
団

性
が
︑
俳
諧
の
実
現
す
る
﹁
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
﹂
で
あ
る
︒﹁
都
よ
り
⁝
﹂
の

句
に
信
虎
の
﹁
意
地
の
悪
さ
﹂
が
読
ま
れ
る
こ
と
は
︑
そ
の
句
の
作
者
が
信
虎

で
あ
る
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
し
︑
ま
た
そ
の
必
要
も
な
い
︒
言
表
主

体
と
言
表
行
為
主
体
が
一
対
一
対
応
し
な
い
と
い
う
こ
と
︒
俳
諧
と
い
う
﹁
座

の
文
芸
﹂
に
︑﹁
群
猿
図
﹂
は
︑
そ
の
よ
う
な
言
表
行
為
の
集
団
性
を
見
出
し

て
い
る
︒

﹁
群
猿
図
﹂
は
様
々
な
二
項
対
立
を
駆
使
し
て
そ
の
叙
述
を
進
め
て
い
る
が
︑

最
も
マ
ク
ロ
な
次
元
に
あ
る
の
は
集
団
／
個
人
の
対
立
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
︒
前
者
を
代
表
す
る
の
が
猿
の
群
れ
で
あ
り
︑
そ
れ
に
対
立
す
る
も
の
と
し

て
︑
武
士
た
ち
の
﹁
個
人
的
な
格
闘
﹂
や
︑
個
人
文
芸
と
し
て
の
和
歌
が
配
置

さ
れ
る
︒
し
か
し
︑﹁
群
猿
図
﹂
の
き
わ
め
て
重
要
な
洞
察
は
︑
猿
の
群
れ
の

集
団
性
を
︑
さ
ら
に
ミ
ク
ロ
な
次
元
で
分
裂
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
そ
こ
に

は
二
つ
の
タ
イ
プ
の
あ
ら
わ
れ
が
あ
る

︱
あ
え
て
い
え
ば
︑
信
虎
の
兵
学
に

見
ら
れ
る
暴
力
的
な
あ
ら
わ
れ
と
︑
俳
諧
連
歌
に
見
ら
れ
る
芸
術
的
な
あ
ら
わ

れ
で
あ
る
︒
本
作
に
と
っ
て
猿
の
群
れ
は
理
念
的
で
潜
在
的
な
多
様
体
の
イ
メ

ー
ジ
を
指
し
示
し
て
お
り
︑
信
虎
兵
学
の
集
団
性
／
俳
諧
連
歌
の
集
団
性
は
︑

そ
れ
ぞ
れ
同
じ
も
の
の
異
な
る
二
つ
の
あ
ら
わ
れ
︑
そ
の
現
働
化
の
二
つ
の
タ

イ
プ
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒﹁
指
導
者
猿
﹂
に
な
り
た
い
信
虎
に

よ
る
猿
の
群
れ
の
現
働
化
は
︑
徹
底
し
た
階
層
構
造
︑﹁
整
然
と
組
み
た
て
ら

れ
﹂
た
﹁
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
﹂︑
す
な
わ
ち
垂
直
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
︒

一
方
で
︑
俳
諧
に
よ
る
そ
れ
は
︑
集
団
へ
の
﹁
埋
没
﹂︑
匿
名
化
の
精
神
に
基

づ
く
異
質
な
も
の
同
士
の
組
み
合
わ
せ
︑
す
な
わ
ち
一
種
の
横
断
性
を
提
示
す

る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
ら
は
ど
ち
ら
も
︑
潜
在
的
な
多
様
体
と
し
て
あ
る
猿
の
群

れ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
︑
集
団
性
の
二
つ
の
あ
り
方
な
の
で
あ
る
︒

信
虎
は
︑
猿
の
群
れ
が
持
つ
集
団
的
な
力
能
を
あ
く
ま
で
も
暴
力
的
な
目
的

に
従
属
さ
せ
る
︒
﹁
群
猿
図
﹂
は
そ
の
よ
う
な
﹁
暴
君
﹂
信
虎
の
ふ
る
う
暴
力

を
︑
当
然
︑
肯
定
す
る
こ
と
は
な
い
︒
し
か
し
︑
よ
り
肝
心
な
の
は
︑
そ
れ
を

安
易
に
否
定
し
さ
る
わ
け
で
も
な
い
︑
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
信
虎
は
や

は
り
﹁
暴
君
﹂
で
あ
る
の
だ
が
︑
同
時
に
︑
開
明
的
で
﹁
エ
ポ
ッ
ク
・
メ
ー
キ

ン
グ
﹂
な
戦
略
家
で
も
あ
る
の
だ
︒
信
虎
の
暴
力
性
を
見
定
め
た
う
え
で
︑
な

お
も
そ
れ
を
越
え
て
︑
彼
が
そ
の
﹁
意
地
の
悪
さ
﹂
に
よ
っ
て
触
知
し
た
潜
在

的
な
力
能
を
︑
す
な
わ
ち
猿
の
群
れ
の
集
団
的
な
力
能
を
︑
捉
え
る
よ
う
な
分

析
の
視
角
が
﹁
群
猿
図
﹂
に
は
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
力
能
を
暴
力
的
で
な
い

仕
方
で
運
用
す
る
よ
う
な
別
の
集
団
性
を
︑
す
な
わ
ち
﹁
俳
諧
の
精
神
﹂
を
︑

群
れ
の
思
考

六
一



そ
の
分
析
の
た
だ
な
か
か
ら
立
ち
上
げ
る
よ
う
な
思
考
が
﹁
群
猿
図
﹂
に
は
あ

る
︒最

も
反
動
的
と
思
わ
れ
る
極
の
た
だ
な
か
に
こ
そ
︑
む
し
ろ
最
も
革
命
的
な

極
を
知
覚
す
る

︱
先
に
﹁﹃
笛
吹
川
﹄
論
争
﹂
で
も
見
出
さ
れ
て
い
た

︱

よ
う
な
︑
複
眼
的
︑
あ
る
い
は
分
裂
的
な
思
考
︒
そ
れ
が
﹁
群
猿
図
﹂
に
お
け

る
群
れ
の
思
考
で
あ
る
︒

＊

﹁
武
士
た
ち
の
個
人
的
な
格
闘
﹂
を
﹁
時
代
お
く
れ
﹂
の
も
の
と
し
て
切
り

捨
て
る
﹁
洞
察
﹂

︱
﹁
個
人
﹂
で
は
な
く
﹁
集
団
﹂
を
︑
個
体
で
は
な
く
群

れ
を
見
る
ま
な
ざ
し
︒
本
作
に
お
け
る
信
虎
の
特
異
性
は
そ
こ
に
あ
る
︒
一
方

で
興
味
深
い
の
が
︑
小
説
の
最
終
部
で
︑
信
虎
と
﹁
一
匹
の
オ
ス
猿
﹂
と
の
交

渉
が
書
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
白
山
と
い
う
名
の
﹁
孤
猿
﹂
に
︑

信
虎
は
む
し
ろ
愛
着
を
注
い
で
い
く
の
だ
︒
そ
こ
で
は
一
見
︑﹁
集
団
的
な
戦

略
・
戦
術
﹂
の
こ
と
な
ど
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
︒

し
か
し
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
︑
信
虎
と
白
山
の
あ
い
だ
に
生
じ
る
関
係
性

で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
異
種
間
の
協
働
関
係
の
よ
う
な
も
の
が
生
ま
れ
て
い
る
︒

白
山
は
小
説
の
な
か
で
︑
大
井
信
達
や
冷
泉
為
和
と
い
っ
た
︑
信
虎
に
対
立
す

る
﹁
個
人
プ
レ
ー
の
大
好
き
な
人
間
﹂
た
ち
を
次
々
と
打
擲
し
て
い
く
わ
け
だ

が
︑
そ
れ
は
白
山
一
匹
の
力
で
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
︒
信
虎
と
白
山
︑
両
者

の
協
働
に
よ
っ
て
﹁
個
人
プ
レ
ー
﹂
が
斥
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
︒
そ
れ
は
い
わ

ば
﹁
孤
猿
﹂
同
士
の
連
帯
で
あ
る
︒
信
虎
が
白
山
に
愛
着
を
抱
く
の
は
︑
彼
自

身
が
︑
自
ら
構
築
し
た
﹁
猿
の
ハ
レ
ム
﹂
を
追
わ
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
と
無

関
係
で
は
な
い
は
ず
だ
︒
自
身
も
﹁
ま
ぐ
れ
猿
﹂
と
な
っ
た
信
虎
は
白
山
に

﹁
踊
り
を
教
え
﹂
︑
﹁
兵
法
の
稽
古
﹂
を
つ
け
は
じ
め
る
︒
家
中
の
武
士
た
ち
は
︑

そ
う
し
た
信
虎
の
﹁
愚
行
﹂
に
﹁
苦
が
い
顔
を
す
る
者
も
あ
れ
ば
﹂︑﹁
せ
せ
ら

笑
う
者
も
あ
っ
た
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
信
虎
は
こ
う
し
て
武
将
と
し
て
失
格
し

て
い
く
︒
そ
こ
に
は
も
は
や
﹁
猿
の
む
れ
の
指
導
者
﹂
を
目
指
し
て
い
た
頃
の

面
影
は
な
い
︒
自
身
が
現
働
化
し
た
垂
直
的
な
タ
イ
プ
の
集
団
性
を
︑
彼
は
こ

こ
で
棄
却
し
て
い
る
︒
そ
も
そ
も
︑
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
︑
そ

う
し
た
集
団
性
か
ら
信
虎
は
追
放
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
こ
に
お
い

て
︑
信
虎
は
白
山
と
い
う
﹁
ま
ぐ
れ
猿
﹂
と
の
出
遭
い
を
言
祝
ぐ
︒
そ
こ
で
信

虎
と
白
山
︑
二
体
の
﹁
孤
猿
﹂
の
あ
い
だ
に
生
じ
る
関
係
性
は
︑
異
質
な
も
の

同
士
が
異
質
な
ま
ま
で
組
み
合
わ
さ
る
横
断
的
な
タ
イ
プ
の
集
団
性

︱
す
な

わ
ち
︑﹁
群
猿
図
﹂
が
俳
諧
に
見
出
し
た
よ
う
な
連
帯
の
形
式
へ
と
近
づ
く
︒

こ
の
よ
う
な
白
山
と
の
協
働
を
契
機
に
︑
信
虎
は
い
わ
ば
人
間
で
も
武
士
で

も
な
い
存
在
へ
と
変
身
し
て
い
く
︒﹁
猿
の
仇
を
と
る
た
め
に
﹂
身
内
の
武
士

を
も
手
に
か
け
た
信
虎
は
︑
﹁
ハ
レ
ム
﹂
の
み
な
ら
ず
甲
斐
の
国
か
ら
も
追
放

さ
れ
︑﹁
三
界
に
身
の
置
き
ど
こ
ろ
の
な
い
境
遇
に
お
ち
い
る
﹂︒﹁
暴
君
﹂
は

そ
の
暴
力
性
の
過
剰
さ
に
よ
っ
て
武
士
集
団
か
ら
排
除
さ
れ
る
仕
儀
と
な
る
︒

暴
力
の
論
理
か
ら
離
脱
し
︑
別
の
生
を
歩
み
は
じ
め
る
信
虎
の
変
身
が
︑﹁
群

群
れ
の
思
考

六
二



猿
図
﹂
に
お
い
て
は
捉
え
ら
れ
て
い
る
︒

﹃
鳥
獣
戯
話
﹄
か
ら

︱
ひ
い
て
は
﹃
鳥
獣
戯
話
﹄
を
皮
切
り
に
花
田
が
書

き
継
い
で
い
く
一
連
の
歴
史
小
説
群
か
ら
︑
作
家
の
非
暴
力
主
義
を
読
み
出
す

作
業
は
重
要
な
意
義
を
持
つ
︒
し
か
し
そ
の
端
緒
に
位
置
す
る
﹁
群
猿
図
﹂
が
︑

信
虎
の
行
使
す
る
暴
力
か
ら
単
に
目
を
背
け
る
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
そ
の
内

側
に
踏
み
と
ど
ま
る
こ
と
で
思
考
を
始
め
よ
う
と
し
て
い
る
事
実
は
銘
記
さ
れ

て
よ
い
︒
そ
こ
に
は
ま
さ
し
く
︑
暴
力
的
な
も
の
の
た
だ
な
か
で
非
暴
力
主
義

を
起
動
さ
せ
よ
う
と
す
る
作
家
の
分
裂
的
思
考
が
賭
け
ら
れ
て
い
る
︒

注①

中
村
光
夫
﹁
文
芸
時
評
︵
下
︶﹂︵﹃
朝
日
新
聞
﹄
朝
刊
︑
昭
35
・
�

・
19
︶︑
針
生

一
郎
﹁
文
芸
時
評
﹂︵﹃
日
本
図
書
新
聞
﹄
昭
35
・
�

・
�

︶
な
ど
︒

②

佐
々
木
基
一
﹁
エ
ッ
セ
イ
的
小
説
と
小
説
的
エ
ッ
セ
イ
﹂︵﹃
群
像
﹄
昭
35
・
12
︶

③

江
藤
淳
﹁
寓
話
と
道
徳

︱
文
芸
時
評

︱
﹂︵﹃
文
学
界
﹄
昭
35
・
�

︶

④

絓
秀
実
﹃
花
田
清
輝

砂
の
ペ
ル
ソ
ナ
﹄︵
昭
57
・
�

・
10
︑
講
談
社
︶

⑤

﹁
信
虎
公
事
之
外
の
︑
悪
大
将
に
て
ま
し
ま
せ
ば
﹂﹁
信
虎
公
︑
た
〻
大
方
な
ら
ぬ
︑

狂
気
人
に
て
︑
ま
し
ま
せ
ば
﹂︵﹃
甲
陽
軍
鑑
﹄︑﹃
甲
斐
志
料
集
成
﹄
第
九
巻
︑
昭

�

・
�

・
15
︑
甲
斐
志
料
刊
行
会
︶︑﹁
信
虎
︑
元
来
の
狂
気
人
に
変
り
て
﹂︵﹃
武
田

三
代
軍
記

一
﹄︑﹃
国
史
叢
書
﹄
第
二
六
巻
︑
黒
川
真
道
編
︑
大
�

・
�

・
15
︑
国

史
研
究
会
︶
な
ど
︒

⑥

作
中
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
広
瀬
広
一
﹃
武
田
信
玄
伝
﹄︵
昭
19
・
�

・
20
︑
紙

硯
社
︶
で
は
﹁
水
戸
史
官
安
積
艮
斎
の
如
き
筆
を
極
め
て
其
非
倫
を
論
駁
す
﹂
な
ど

と
整
理
さ
れ
て
い
る
︒

⑦

内
容
の
一
致
な
ど
か
ら
︑
渡
辺
世
祐
﹃
武
田
信
玄
の
経
綸
と
修
養
﹄︵
昭
18
・

�

・
10
︑
創
元
社
︶
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
︒

⑧

広
瀬
広
一
﹃
武
田
信
玄
伝
﹄︵
前
掲
︶

⑨

﹃
逍
遙
軒
記
﹄
が
偽
書
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
既
に
同
時
代
に
お
い
て
指
摘

が
な
さ
れ
て
い
る
︵
佐
々
木
基
一
・
平
野
謙
・
山
村
静
﹁
鼎
談
・
文
芸
時
評
﹂﹃
近

代
文
学
﹄
昭
35
・
�

︶
︒
花
田
も
後
に
﹁
方
法
序
説
﹂
︵
﹃
展
望
﹄
昭
49
・
�

︶
で

﹃
逍
遙
軒
記
﹄
が
創
作
で
あ
る
と
明
か
し
て
い
る
︒

⑩

﹁
著
者
と
	

時
間

花
田
清
輝
氏
﹂︵
﹃
朝
日
新
聞
﹄
朝
刊
︑
昭
37
・
�

・
25
︶

⑪

江
藤
淳
﹁﹁
は
し
か
﹂
に
か
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
子
供
は
大
人
に
な
る

︱
笛
吹
川
論
争
を
め
ぐ
っ
て

︱
﹂︵
﹃
近
代
文
学
﹄
昭
33
・
�

︶
︒
江
藤
は
加
え

て
︑﹃
笛
吹
川
﹄
が
表
現
し
た
集
団
的
な
憎
悪
を
﹁
方
法
的
に
把
握
﹂
し
な
お
す
こ

と
が
︑﹁
真
の
﹁
抵
抗
﹂﹂
を
組
織
す
る
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒

⑫

寺
田
透
・
花
田
清
輝
・
平
野
謙
﹁
創
作
合
評
﹂
︵
前
掲
︶
末
尾
の
﹁
附
記
﹂
で
︑

花
田
は
こ
う
述
べ
て
い
る
︒
﹁
私
の
﹁
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
﹂
は
︑
こ
の
作
品

あ
た
り
か
ら
は
じ
ま
る
﹂︒
花
田
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
に
対
す
る
関
心
と
は
︑

ま
さ
し
く
無
意
識
的
な
も
の
が
持
つ
潜
在
的
な
力
能
に
対
す
る
関
心
で
あ
り
︑
そ
れ

を
抵
抗
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
組
織
化
す
る
方
法
に
対
す
る
関
心
で
あ
っ
た
と
い
え

る
︒
花
田
清
輝
﹃
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
﹄︵
昭
29
・
10
・
30
︑
未
来
社
︶
参
照
︒

⑬

花
田
清
輝
・
埴
谷
雄
高
・
本
多
秋
五
・
佐
々
木
基
一
﹁
現
代
芸
術
家
の
変
貌
﹂

︵﹃
近
代
文
学
﹄
昭
33
・
�

︶

⑭

﹁
群
猿
図
﹂
に
お
け
る
﹃
犬
筑
波
集
﹄
の
引
用
に
つ
い
て
︑
注
釈
の
一
致
な
ど
か

ら
︑
花
田
が
参
照
し
た
の
は
福
井
久
蔵
﹃
犬
筑
波
集

研
究
と
諸
本
﹄︵
昭
23
・

12
・
10
︑
筑
摩
書
房
︶
だ
と
推
定
さ
れ
る
︒

※
本
稿
は
二
〇
一
五
年
度
秋
季
同
志
社
大
学
国
文
学
会
︵
平
27
・
12
・
�

︶
に
お
け
る

口
頭
発
表
﹁
花
田
清
輝
﹁
群
猿
図
﹂
に
お
け
る
俳
諧
の
要
素
﹂
を
も
と
に
︑
新
た
に

群
れ
の
思
考

六
三



考
察
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
︒
発
表
の
内
外
で
貴
重
な
ご
助
言
を
頂
い
た
︒
心
か
ら

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒

花
田
清
輝
の
作
品
の
引
用
は
︑
特
に
断
り
の
な
い
限
り
全
て
﹃
花
田
清
輝
全
集
﹄

全
一
七
巻
︵
昭
52
～
55
︑
講
談
社
︶
に
よ
る
︒
引
用
に
際
し
︑
旧
字
は
新
字
に
改
め
︑

振
り
仮
名
は
適
宜
省
略
し
た
︒

群
れ
の
思
考

六
四


