
腹
癒
せ
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
怒
り
の
矛
先
を
変
え
て
、
気
を
晴

ら
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
腹
立
た
し
い
こ
と
が
起
き
て
、
声
高
に

言
い
返
し
た
い
と
こ
ろ
で
、
そ
ん
な
こ
と
が
出
来
な
い
場
合
が
今
の

世
の
中
に
も
非
常
に
多
い
。
別
れ
話
を
切
り
出
さ
れ
た
恋
人
の
写
真

を
切
り
棄
て
た
と
て
状
況
は
変
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
な
ん
と
は
な

し
に
気
が
晴
れ
る
、
少
な
く
と
も
こ
う
で
も
し
な
け
れ
ば
収
ま
ら

ぬ
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

現
代
社
会
に
お
い
て
、
例
え
ば
圧
政
が
続
く
状
況
下
に
為
政
者
の

写
真
を
切
り
裂
い
た
り
、
焼
き
払
う
こ
と
で
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン

を
解
消
し
、
反
逆
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
掲
げ
る
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ス
映
像

は
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
当
該
の
本
人
に
直
接
の
影
響

を
与
え
ら
れ
な
い
ま
で
も
、
本
人
の
像
（
イ
メ
ー
ジ
）
を
傷
つ
け
る

こ
と
で
、
間
接
的
影
響
を
与
え
る
こ
と
（
評
判
を
落
と
す
、
威
嚇
す

る
な
ど
）
は
可
能
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
行
為
に
参
加
し
た
人
々

は
、
幾
分
か
は
ス
ッ
キ
リ
し
た
気
分
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。
た

と
え
攻
撃
の
対
象
者
本
人
で
は
な
く
と
も
、
そ
の
身
代
わ
り
と
し
て

の
像
に
危
害
を
加
え
る
こ
と
は
、
人
々
の
精
神
的
側
面
に
お
い
て
十

分
機
能
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
怒
り
や
敵
愾
心
の
的
と
し
て
像
を
傷
め
つ
け
る
例

は
、
近
年
で
は
サ
ダ
ム
・
フ
セ
イ
ン
や
、
バ
ッ
シ
ャ
ー
ル
・
ア
サ
ド

な
ど
に
対
す
る
も
の
が
有
名
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
敵
対
側
か

ら
の
話
で
あ
り
、
支
持
者
側
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
一
転
し
て
彼
ら
の

像
は
崇
敬
の
対
象
と
し
て
恭
し
く
掲
げ
ら
れ
る
。
像
の
対
象
と
な
る

の
は
、
た
い
て
い
あ
る
価
値
観
に
お
い
て
人
並
み
優
れ
た
レ
ベ
ル
を

体
現
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
が
、
基
準
と
な
る
価
値
観
に
ズ
レ
が
生

じ
れ
ば
、
崇
敬
の
対
象
と
ま
で
は
な
ら
ず
、
全
く
異
な
る
価
値
観
を

基
準
と
す
る
な
ら
ば
、
時
に
敵
対
の
標
的
と
変
じ
て
攻
撃
が
加
え
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
。
現
代
の
日
本
に
お
い
て
、
こ
こ
ま
で

敵
を
打
つ

い
や
敵
の
像
を
打
つ

平

瀬

礼

太
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極
端
に
嫌
悪
の
感
情
を
像
に
ぶ
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
人
物
は
見
出
し

に
く
く
、
そ
れ
は
そ
れ
で
幸
せ
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
幕
末
〜
近
代
の

い
く
つ
か
の
先
例
を
見
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。

１

足
利
三
将
軍
木
像
梟
首
始
末

時
は
幕
末
の
文
久
３
（
１
８
６
３
）
年
の
こ
と
。
前
年
に
は
薩
摩

藩
士
が
イ
ギ
リ
ス
人
を
殺
傷
す
る
生
麦
事
件
が
世
間
を
騒
が
せ
、
尊

王
攘
夷
運
動
が
最
も
盛
ん
に
な
っ
て
い
た
頃
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

空
気
の
中
で
、
建
武
の
新
政
で
朝
廷
に
政
治
を
取
り
戻
し
た
後
醍
醐

天
皇
を
吉
野
へ
と
追
い
や
っ
た
足
利
尊
氏
は
、
朝
敵
と
し
て
国
賊
の

誹
り
を
受
け
る
。
そ
う
は
い
っ
て
も
５００
年
以
上
も
前
に
亡
く
な
っ
た

人
物
で
あ
り
、
い
ま
さ
ら
彼
を
非
難
し
た
と
こ
ろ
で
と
思
う
の
は
短

絡
的
な
の
で
あ
ろ
う
。
２
月
２２
日
の
夜
、
尊
皇
派
の
志
士
た
ち
が
足

利
尊
氏
の
墓
所
と
し
て
も
知
ら
れ
る
京
都
・
等
持
院
に
安
置
さ
れ
て

い
た
室
町
幕
府
の
初
代
将
軍
尊
氏
及
び
２
代
将
軍
義
詮
、
３
代
将
軍

義
満
の
木
像
の
首
を
持
ち
出
し
、
京
都
の
三
条
河
原
に
晒
し
首
と
し

た
の
で
あ
る
。

こ
の
、
以
前
は
有
名
で
あ
っ
た
事
件
を
取
り
上
げ
た
書
籍
は
多
い

が
、
こ
こ
で
は
佐
藤
浩
敏
『
慶
応
戊
辰
奥
羽
蝦
夷
戦
乱
史
』（
１
９

１
７
）
を
参
照
す
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
木
像
の
首
の
傍
ら
に
は
こ

の
よ
う
な
罪
状
書
き
が
添
え
ら
れ
て
い
た
。「
逆
賊

足
利
尊
氏

同
義
詮

同

義
満

名
文
を
正
す
の
今
日
に
当
り
、
鎌
倉
以
来
の

逆
臣
、
一
々
吟
味
を
遂
げ
、
誅
戮
す
べ
き
の
所
、
此
三
賊
巨
魁
た
る

に
依
て
、
先
づ
醜
像
へ
天
誅
を
加
ふ
る
者
也
」。

こ
の
よ
う
に
始
ま
っ
た
後
に
、
皇
国
の
大
道
は
神
代
以
来
の
風
習
で

あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
源
頼
朝
が
朝
廷
を
悩
ま
し
、
北
条
、
足
利
に

至
っ
て
罪
悪
は
憤
激
に
耐
え
な
い
、
５００
年
前
で
あ
っ
た
な
ら
生
首
を

引
き
抜
く
べ
き
と
こ
ろ
と
ま
で
記
す
。
そ
し
て
「
先
つ
其
巨
魁
の
大

罪
を
罰
し
、
大
義
名
分
を
明
か
さ
む
か
為
め
、
昨
夜
、
等
持
院
に
在

る
処
の
尊
氏
始
め
、
其
子
孫
の
奴
原
の
醜
像
を
取
出
し
、
首
を
刎

ね
、
是
を
梟
首
し
、
聊
か
旧
来
の
蓄
憤
を
散
す
る
も
の
也
」
と
事
の

経
緯
を
詳
ら
か
に
す
る
。

こ
の
罪
状
の
作
者
は
、
織
田
信
長
が
こ
れ
ら
逆
賊
を
断
滅
し
て
愉

快
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
来
も
足
利
の
右
に
出
る
奸
賊
が
多
く
出
て

い
る
と
し
て
、
暗
に
足
利
を
徳
川
に
な
ぞ
ら
え
て
痛
烈
に
批
判
し
て

い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
梟
首
見
た
さ
に
三
條
大
橋
付
近
は

人
山
を
築
い
た
と
い
う
。

浪
人
が
起
し
た
こ
の
幕
府
を
な
い
が
し
ろ
と
す
る
事
件
に
激
怒
し

た
京
都
守
護
職
の
松
平
容
保
は
、
犯
人
を
探
し
出
す
こ
と
を
決
意
、

或
る
者
は
斬
ら
れ
、
或
る
者
は
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
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因
み
に
足
利
尊
氏
の
評
価
は
明
治
以
降
幾
度
か
の
変
転
を
見
せ
て

い
る
。
１
９
０
３
年
の
国
定
教
科
書
「
小
学
日
本
歴
史
」
で
は
南
北

朝
並
立
の
立
場
を
と
り
、
尊
氏
に
つ
い
て
も
才
智
に
富
ん
で
い
た
と

い
う
評
価
を
行
っ
て
い
た
。
山
路
愛
山
は
「
時
代
代
表
日
本
英
雄

伝
」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
で
単
著
と
し
て
あ
え
て
『
足
利
尊
氏
』（
１

９
０
９

玄
黄
社
）
を
と
り
あ
げ
、
奥
村
恒
次
郎
は
『
明
智
光
秀
』

（
１
９
１
０
）
で
「
大
器
量
の
男
で
、
確
か
に
頼
朝
以
来
の
名
将
で

あ
つ
た
」
と
好
評
価
を
下
し
て
い
る
。

し
か
し
１
９
１
１
年
に
南
北
朝
正
閏
論
争
が
起
こ
っ
て
国
定
教
科

書
の
両
朝
並
立
記
述
が
問
題
視
さ
れ
、
時
の
桂
内
閣
は
南
朝
を
正
統

と
し
た
。
そ
の
た
め
、
例
え
ば
国
史
研
究
会
『
足
利
十
五
代
史
』

（
１
９
１
２

大
同
館
）
は
「
帰
順
の
始
め
よ
り
、
既
に
勤
王
の
志

あ
る
に
あ
ら
ず
、
唯
一
時
の
権
宜
の
策
に
出
で
し
の
み
」
と
し
、
加

藤
咄
堂
『
英
雄
と
修
養
』（
１
９
１
４

中
央
書
院
）
は
「
本
朝
逆

臣
を
算
す
、
先
づ
指
を
足
利
尊
氏
に
屈
せ
ざ
る
は
な
し
」
と
厳
し
い

評
価
が
続
き
、
昭
和
の
戦
争
時
に
も
尊
氏
の
評
判
は
芳
し
く
な
か
っ

た
。
商
工
大
臣
を
務
め
た
中
島
久
万
吉
が
在
任
前
の
１
９
２
１
年
に

俳
句
同
人
雑
誌
『
倦
鳥
』
に
記
し
て
い
た
尊
氏
を
評
価
す
る
文
章
が

１
９
３
４
年
、
雑
誌
『
現
代
』
に
再
掲
さ
れ
て
国
会
で
問
題
視
さ

れ
、
野
党
か
ら
の
激
し
い
追
求
を
避
け
ら
れ
ず
に
大
臣
職
を
辞
任
す

る
こ
と
に
な
る
事
件
も
起
き
、
菩
提
寺
で
あ
る
等
持
院
も
「
朝
敵
の

寺
」
と
し
て
肩
身
の
狭
い
時
期
が
あ
っ
た
と
い
う
。
好
評
価
が
再
び

あ
ら
わ
れ
る
の
は
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
生
首
な
ら
ぬ
木
像
の
首
が
晒
さ
れ
る
状
況
は
か
な

り
異
様
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
倒
幕
へ
の
風
の
強
さ
を
示
す
事
例
で

あ
り
、
諧
謔
の
効
い
た
快
事
と
と
ら
え
る
向
き
も
あ
っ
た
よ
う
だ

が
、
人
物
に
対
す
る
評
価
が
時
代
の
変
化
に
容
易
に
追
従
し
て
し
ま

う
好
例
で
あ
ろ
う
。
像
に
対
し
て
で
な
け
れ
ば
叶
わ
な
い
「
将
軍
」

と
い
う
極
め
て
高
位
の
人
物
を
公
衆
の
面
前
で
侮
蔑
す
る
行
為
の
イ

ン
パ
ク
ト
は
計
り
知
れ
ぬ
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
行
為
が
遂

行
さ
れ
て
し
ま
う
状
況
自
体
に
幕
府
の
弱
体
化
を
見
て
取
れ
よ
う

（
※
注
）。２

人
体
的
異
人
図

同
様
の
例
が
同
じ
幕
末
の
京
都
、
し
か
も
梟
首
事
件
と
同
じ
文
久

３
年
に
起
き
て
い
る
。
長
州
藩
は
こ
の
年
の
５
月
１０
日
を
攘
夷
決
行

の
期
日
と
定
め
、
下
関
海
峡
で
ア
メ
リ
カ
商
船
ペ
ン
ブ
ロ
ー
ク
号

（Pem
broke

）
に
砲
撃
し
、
同
船
を
打
ち
払
っ
た
。
そ
の
後
も
外
国

船
の
砲
撃
を
続
け
、
こ
れ
ら
一
連
の
攻
撃
は
下
関
事
件
と
呼
ば
れ
て
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た
か
ち
か

い
る
。
１
年
後
の
５
月
１０
日
に
長
州
藩
主
毛
利
敬
親
は
下
関
攘
夷
戦

争
１
周
年
を
記
念
し
て
臣
下
と
祝
宴
を
開
き
、
藩
地
に
あ
っ
た
少
壮

の
尊
攘
志
士
達
は
、
絵
師
で
あ
り
な
が
ら
勤
皇
画
家
と
し
て
国
事
に

奔
走
し
た
森
寛
齋
に
異
人
図
２
面
の
制
作
を
依
頼
す
る
。
何
の
た
め

か
と
い
え
ば
、
驚
い
た
こ
と
に
こ
れ
を
敵
に
見
立
て
て
銃
撃
す
る
こ

と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
敵
の
像
を
撃
つ
こ
と
に
よ
っ
て
攘

夷
記
念
の
祝
意
を
表
し
た
の
で
あ
る
。「
人
体
的
異
人
図
」
と
い
う

題
名
の
つ
い
た
こ
の
図
は
現
存
す
る
が
、
恐
ら
く
は
き
ち
ん
と
見
た

こ
と
も
な
い
抽
象
的
イ
メ
ー
ジ
の
産
物
と
し
て
描
か
れ
た
像
は
、
敵

に
似
て
い
る
と
言
い
難
い
容
貌
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
に
と
っ
て

「
異
人
」
ら
し
け
れ
ば
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
良
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
画
面
を
見
れ
ば
多
数
の
弾
痕
が
残
る
異
様
な
図
で
あ
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
弾
痕
の
横
に
誰
が
撃
っ
た
の
か
名
前
が
記
さ
れ
る
あ
た

り
、
盛
り
上
っ
た
余
興
の
様
子
が
伺
え
る
。

そ
の
後
忘
却
さ
れ
て
い
た
こ
の
異
人
像
も
、
後
の
世
に
お
い
て
再

注
目
さ
れ
る
あ
た
り
が
足
利
尊
氏
と
共
通
す
る
。
太
平
洋
戦
争
の
真

っ
只
中
の
１
９
４
３
年
秋
、
京
都
帝
国
大
学
尊
攘
堂
で
な
ん
と
８０
年

ぶ
り
に
展
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
京
都
大
学
の
Ｈ
Ｐ
に
よ

る
と
、
尊
攘
堂
の
名
は
、
子
爵
品
川
弥
二
郎
が
吉
田
松
陰
の
遺
志
を

く
ん
で
１
８
８
７
（
明
治
２０
）
年
に
京
都
高
倉
通
錦
小
路
に
創
設

し
、
維
新
に
お
け
る
尊
攘
の
功
あ
る
人
々
を
記
念
し
た
も
の
に
由
来

す
る
と
い
う
。
現
在
の
建
物
は
、
品
川
の
死
後
京
都
帝
国
大
学
に
寄

贈
さ
れ
た
松
陰
の
遺
墨
類
を
お
さ
め
る
た
め
１
９
０
３
（
明
治
３６
）

年
に
建
て
ら
れ
、
そ
の
後
京
都
大
学
の
埋
蔵
文
化
財
研
究
セ
ン
タ
ー

の
、
さ
ら
に
文
化
財
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
資
料
室
と
し
て
使
用
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
尊
攘
堂
と
い
う
国
立
大
学
ら
し
か
ら
ぬ
名
の
建
物

に
お
い
て
、
１
９
４
３
年
が
８０
年
ぶ
り
の
展
示
と
い
う
こ
と
で
あ
る

か
ら
、
図
を
銃
撃
し
た
祝
宴
以
来
公
開
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
『
京
都
新
聞
』（
１
９
４
３
年
１０
月

２６
日
）
は
「
見
事
、
撃
ち
抜
い
た
胸
板

米
英
蘭
め
こ
の
通
り
！

八
十
年
ぶ
り
に
公
開
さ
れ
る
尊
攘
秘
帳

撃
滅
一
途
�
人
体
的
異
人

図
�」
と
写
真
入
り
の
記
事
を
載
せ
る
。
下
関
事
件
で
も
米
英
蘭
の

船
を
砲
撃
し
て
い
た
こ
と
に
な
ぞ
ら
え
て
、「
人
体
的
異
人
図
」
で

痛
め
つ
け
た
目
下
の
敵
の
米
英
蘭
を
撃
滅
せ
よ
と
、
勇
ま
し
い
記
事

に
仕
立
て
て
い
る
。

妖
怪
や
幽
霊
の
よ
う
に
確
実
に
眼
に
し
た
こ
と
の
な
い
幻
想
の
図

に
お
い
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
に
必
要
な
想
像
力
が
多
く
働
く
の
は
誰

に
も
理
解
し
や
す
い
こ
と
で
あ
る
が
、
異
人
と
い
う
の
は
現
実
に
存

在
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
長
州
藩
邸
に
お
け
る
異
人

は
、
藩
士
に
と
っ
て
本
当
は
近
く
で
見
た
こ
と
は
な
い
、
得
体
の
知
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れ
ぬ
人
々
の
こ
と
で
あ
り
、
知
ら
ぬ
が
故
に
勝
手
に
想
像
力
を
膨
ら

ま
せ
、
敵
意
を
剥
き
出
し
に
で
き
る
対
象
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
視
線
と
同
様
、
敵
か
ら
見
ら
れ
た
り
、
攻
撃

さ
れ
る
こ
と
を
想
定
す
る
必
要
も
な
く
、
あ
る
意
味
（
真
の
意
味
）

に
お
い
て
は
「
不
在
の
敵
」
を
相
手
に
す
る
こ
と
は
、
他
愛
も
な
い

行
為
に
見
え
な
が
ら
も
、
一
方
的
な
敵
意
を
増
幅
す
る
こ
と
を
可
能

と
し
、
か
え
っ
て
敵
愾
心
を
共
有
す
る
こ
と
を
容
易
に
し
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
強
い
敵
を
現
実
に
目
の
前
に
す
れ
ば
、

攻
撃
を
す
る
人
も
あ
る
一
方
で
、
逃
げ
る
人
も
、
そ
し
て
敵
に
取
り

入
る
人
も
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

３

憎
き
敵
性
国
民

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
期
に
は
敵
愾
心
の
醸
成
を
目
的
に
像
が
頻

繁
に
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
の
三
傑
と
い
え
ば
、
ア
メ
リ

カ
の
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
、
イ
ギ
リ
ス
の
チ
ャ
ー
チ
ル
、
そ
し
て
国
民
党

の
蒋
介
石
で
あ
っ
た
。

１
９
４
３
年
１
月
に
は
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
ー
チ
ル
の
似
顔
絵

が
貼
り
付
け
ら
れ
た
「
米
英
の
突
撃
目
標
人
形
」
と
い
う
も
の
が
現

れ
る
。
体
の
下
部
に
は
「
屠
れ
（
ほ
ふ
れ
）
！
」「
撃
滅
！
」
の
貼

り
紙
が
付
け
ら
れ
、
そ
の
前
を
竹
刀
や
棒
を
手
に
し
た
青
年
が
エ
イ

ッ
と
突
撃
目
標
人
形
を
狙
う
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
埼
玉
県
秩
父
で

は
町
角
に
チ
ャ
ー
チ
ル
の
藁
人
形
が
置
か
れ
、「
米
英
撃
滅

老
も

若
き
も
共
に
一
突
」
と
い
う
看
板
を
掲
げ
て
道
行
く
人
に
突
か
せ
て

い
た
と
い
う
（
清
水
武
甲
『
秩
父
戦
中
の
記
録
』
１
９
７
７
年

木

耳
社
）。
長
野
県
で
も
「
米
鬼
・
英
鬼
」
と
描
か
れ
た
ル
ー
ズ
ベ
ル

ト
と
チ
ャ
ー
チ
ル
の
吊
り
看
板
が
設
置
さ
れ
て
い
た
（
川
上
今
朝
太

郎
『
銃
後
の
街

│
戦
時
下
の
長
野
・
１
９
３
７
〜
１
９
４
５
』
１

９
８
６
年

大
月
書
店
）。
肖
像
と
言
え
ば
御
真
影
が
有
名
で
あ
る

が
、
畏
過
ぎ
る
天
皇
像
は
冒
涜
さ
れ
る
危
険
も
あ
っ
て
な
か
な
か
公

衆
の
面
前
に
は
現
れ
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
米
英
と
の
開
戦
以
降
終

戦
ま
で
、
最
も
人
気
を
集
め
た
肖
像
は
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
、
そ
し
て

チ
ャ
ー
チ
ル
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

１
９
４
３
年
４
月
に
開
催
さ
れ
た
東
京
・
日
本
橋
の
隣
組
運
動
会

で
は
各
種
競
技
の
中
に
バ
ケ
ツ
・
リ
レ
ー
と
い
う
時
局
を
髣
髴
と
さ

せ
る
競
争
が
行
わ
れ
た
が
、
標
的
と
な
っ
た
の
は
こ
こ
で
も
ル
ー
ズ

ベ
ル
ト
大
統
領
の
肖
像
で
あ
っ
た
。
同
年
６
月
の
愛
知
県
の
消
防
吏

錬
成
大
会
の
防
火
訓
練
で
も
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
に
加
え
て
チ
ャ
ー
チ
ル

の
肖
像
の
的
め
が
け
て
放
水
が
行
わ
れ
て
い
る
。
今
か
ら
考
え
る
と

か
な
り
滑
稽
で
も
あ
る
が
、
肉
親
を
は
じ
め
親
し
い
人
た
ち
が
み
な

兵
隊
と
な
っ
て
必
死
に
戦
っ
て
い
る
敵
国
の
首
領
を
倒
す
イ
メ
ー
ジ
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で
競
技
を
行
え
ば
、
リ
ア
リ
テ
ィ
が
増
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

他
の
い
ろ
い
ろ
な
道
具
を
介
し
て
も
敵
性
国
家
へ
の
攻
撃
は
止
ま

な
い
。「
撃
ち
て
し
や
ま
む

米
英
（
重
慶
）
撃
滅
競
技
」
と
い
う

子
ど
も
用
の
玩
具
で
も
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
、
チ
ャ
ー
チ
ル
、
蒋
介
石
の

顔
が
撃
滅
の
対
象
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
標
的
が
顔
で

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
１
９
４
２
年
（
昭
和
１７
年
）
３
月
の
後

楽
園
球
場
に
お
け
る
巨
人
│
大
洋
戦
の
試
合
前
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
は

軍
服
姿
の
選
手
に
よ
る
、「
米
英
撃
滅
」
と
書
か
れ
た
的
を
め
が
け

た
「
模
擬
手
り
ゅ
う
弾
投
げ
」
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
撃
滅
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
人
形
が
敵
性
と
し
て
処

分
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
な
ど
へ
の
日
系
人
移

民
が
増
加
し
続
け
る
１
９
２
０
年
代
の
ア
メ
リ
カ
で
は
新
移
民
法
も

可
決
さ
れ
、
排
日
運
動
が
高
ま
っ
て
い
た
が
、
米
日
関
係
の
悪
化
を

懸
念
し
た
ア
メ
リ
カ
人
宣
教
師
の
シ
ド
ニ
ー
・
ギ
ュ
ー
リ
ッ
ク
博
士

が
日
本
の
雛
祭
り
の
風
習
に
か
こ
つ
け
て
、
ア
メ
リ
カ
人
形
を
雛
壇

に
参
加
さ
せ
る
呼
び
か
け
を
行
い
、
１
２
、
７
３
９
体
（
数
字
に
は

諸
説
あ
り
）
の
「
青
い
目
の
人
形
」
が
１
９
２
７
年
に
日
本
に
届
け

ら
れ
た
。
各
地
で
人
形
の
歓
迎
会
が
行
わ
れ
、
大
切
に
さ
れ
た
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
人
形
も
太
平
洋
戦
争
が
は
じ
ま
る
と
、「
敵
性

人
形
」
と
み
な
さ
れ
、
多
く
が
焼
却
処
分
さ
れ
て
い
る
（
近
年
、
焼

却
を
免
れ
た
人
形
が
幼
稚
園
な
ど
で
再
発
見
さ
れ
、
各
地
で
話
題
と

な
っ
て
い
る
）。

４

現
代
で
も
攻
撃
さ
れ
る
像

ウ
ク
ラ
イ
ナ
東
部
の
ハ
リ
コ
フ
で
は
２
０
１
４
年
９
月
２８
日
夜
に

市
内
に
立
つ
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
レ
ー
ニ
ン
の
巨
大
像
が
、
ウ
ク
ラ
イ

ナ
政
府
支
持
派
の
人
々
に
よ
っ
て
引
き
倒
さ
れ
た
て
い
る
。
１
９
６

０
年
代
に
建
造
さ
れ
た
と
い
う
こ
の
像
は
高
さ
８
・
５
メ
ー
ト
ル

で
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
内
最
大
と
い
い
、
旧
ソ
連
の
支
配
の
象
徴
で
あ

り
、
親
ロ
シ
ア
派
と
親
欧
米
派
と
の
対
立
に
お
い
て
ロ
シ
ア
の
影
響

力
の
表
象
と
み
な
さ
れ
て
論
争
の
種
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
実
は

同
年
２
月
に
こ
の
像
の
撤
去
反
対
住
民
が
像
の
周
囲
に
バ
リ
ケ
ー
ド

を
築
い
て
阻
止
す
る
行
動
に
出
て
い
た
こ
と
も
報
道
さ
れ
て
い
た
。

親
ロ
シ
ア
派
が
多
数
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
東
部
に
あ
り
な
が
ら
ウ
ク
ラ
イ

ナ
政
府
寄
り
の
ハ
リ
コ
フ
州
当
局
は
、
レ
ー
ニ
ン
像
の
撤
去
を
約
束

し
て
い
た
が
、
結
局
住
民
た
ち
が
手
を
下
し
た
こ
と
と
な
る
。
現
代

に
お
い
て
も
銅
像
や
肖
像
が
敵
愾
心
を
向
け
る
象
徴
の
地
位
を
手
放

し
て
い
な
い
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
例
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
事
件
に
関
係
の
あ
る
話
で
あ
る
が
、
つ
い
最
近
の
２
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０
１
５
年
１０
月
の
こ
と
、
Ａ
Ｆ
Ｐ
通
信
、
時
事
通
信
な
ど
各
メ
デ
ィ

ア
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
南
部
の
オ
デ
ッ
サ
で
、
工
場
敷
地
内
に
建
て
ら

れ
て
い
た
レ
ー
ニ
ン
像
が
、
２
か
月
後
に
最
新
作
の
公
開
を
控
え
た

人
気
Ｓ
Ｆ
映
画
「
ス
タ
ー
・
ウ
ォ
ー
ズ
」
シ
リ
ー
ズ
に
登
場
す
る
ダ

ー
ス
・
ベ
イ
ダ
ー
に
姿
を
変
え
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
各
報
道
に

よ
る
と
、
ロ
シ
ア
革
命
の
指
導
者
レ
ー
ニ
ン
は
、
前
述
の
よ
う
に
現

在
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
支
持
派
の
多
く
か
ら
は
嫌
悪
さ
れ
る
存
在
と

な
っ
て
お
り
、
４
月
に
可
決
さ
れ
た
、
共
産
主
義
時
代
の
過
去
を
想

起
さ
せ
る
よ
う
な
全
て
の
象
徴
や
記
章
な
ど
の
排
除
を
命
じ
る
法
律

の
対
象
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
オ
デ
ッ
サ
で
も
撤
去
が
迫
る
中
、

な
れ
親
し
ん
だ
地
元
住
民
ら
が
反
対
し
、「
撤
去
す
る
く
ら
い
な
ら
、

変
装
さ
せ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
声
が
高
ま
っ
て
い
た
。
撤
去
か
ら
免

れ
さ
せ
る
た
め
、
地
元
芸
術
家
の
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ミ
ロ
フ
が
ダ

ー
ス
・
ベ
イ
ダ
ー
像
を
手
掛
け
た
。
彼
曰
く
、
中
味
は
レ
ー
ニ
ン
像

な
の
で
必
要
と
あ
ら
ば
元
に
戻
せ
る
と
い
う
。
各
メ
デ
ィ
ア
は
「
レ

ー
ニ
ン
を
救
っ
た
」
と
好
意
的
に
伝
え
た
。
ダ
ー
ス
・
ベ
イ
ダ
ー
は

映
画
で
は
悪
役
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
は
人
気

の
存
在
で
あ
り
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
統
一
地
方
選
挙
で
も
、「
ダ
ー
ス

・
ベ
イ
ダ
ー
」
を
名
乗
る
候
補
者
が
オ
デ
ッ
サ
市
長
に
再
び
立
候
補

し
て
い
る
ほ
ど
と
い
う
。

撤
去
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
救
わ
れ
た
こ
と
が
ニ
ュ
ー
ス
に
な
る
と

い
う
の
は
、
ス
タ
ー
・
ウ
ォ
ー
ズ
の
話
題
性
も
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け

共
産
主
義
時
代
の
象
徴
が
ハ
リ
コ
フ
の
よ
う
に
各
地
で
撤
去
さ
れ
て

い
る
こ
と
の
証
左
に
も
な
ろ
う
。
旧
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
か
ら
独
立
し
、

現
在
で
も
親
ロ
シ
ア
派
と
親
欧
米
派
に
分
か
れ
て
複
雑
な
政
治
情
勢

下
に
お
か
れ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
中
の
、
オ
デ
ッ
サ
と
い
う
国
際
色
豊

か
な
港
湾
都
市
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
文
化
を
象
徴
す
る
像
が
共
産

主
義
を
象
徴
す
る
像
を
護
る
姿
は
、
奇
妙
で
滑
稽
で
も
あ
り
な
が
ら

も
、
単
純
に
敵
味
方
を
区
分
す
る
だ
け
で
は
解
消
で
き
な
い
現
代
的

で
重
層
的
な
社
会
状
況
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
う
は
い

っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
ユ
ー
モ
ア
に
溢
れ
た
芸
術
家
や
住
民
の
対
応

は
、
徒
に
対
立
を
助
長
す
る
状
況
が
多
発
す
る
国
際
情
勢
下
に
お
い

て
、
大
変
興
味
深
い
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
動
向
も
気
に
な
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
事
の
是
非
を
う
ん
ぬ
ん
す
る
以
上
に
、
価
値
観
の
対
立

を
視
点
を
変
え
て
ず
ら
し
、
と
ぼ
け
た
対
応
を
示
す
こ
と
も
場
合
に

よ
っ
て
は
大
人
の
態
度
と
い
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
、
嘆
か
わ

し
い
衝
突
が
起
こ
る
た
び
に
思
う
の
で
あ
る
。

５

お
わ
り
に

敵
の
像
を
打
つ
、
撃
つ
と
い
う
冒
涜
行
為
は
、
単
純
に
敵
愾
心
を
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醸
成
す
る
方
法
で
敵
対
意
識
を
助
長
し
、
戦
時
で
は
戦
意
高
揚
、
さ

ら
に
は
国
家
体
制
へ
の
意
識
強
化
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
像
に
傷
を
負
わ
せ
る
こ
と
で
具
体
的
に
敵
に
何
か
が
起
こ
る
は
ず

は
な
い
。
し
か
し
実
際
の
敵
と
は
違
い
、
絶
対
に
攻
撃
さ
れ
る
こ
と

も
な
く
、
見
る
側
の
一
方
的
な
敵
意
を
受
け
容
れ
て
く
れ
る
敵
の
像

は
、
集
団
が
共
有
意
識
を
育
む
た
め
に
非
常
に
都
合
の
良
い
敵
愾
心

養
成
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
（
も
ち
ろ
ん
中
に
は
敵
性

人
形
の
よ
う
に
、
敵
愾
心
醸
成
と
い
う
よ
り
は
焼
か
れ
て
し
ま
っ
て

哀
れ
で
し
か
な
い
も
の
も
あ
る
）。

現
在
で
も
各
地
で
、
肖
像
は
落
書
き
さ
れ
て
破
ら
れ
、
銅
像
が
引

き
倒
さ
れ
る
こ
と
が
多
々
あ
る
。
そ
れ
だ
け
崇
敬
（
裏
を
返
せ
ば
嫌

悪
）
す
る
も
の
が
多
様
で
あ
り
、
価
値
観
が
一
様
で
は
な
い
こ
と
を

裏
付
け
る
。
近
年
に
引
き
倒
さ
れ
た
り
、
そ
の
候
補
と
な
っ
た
銅
像

を
み
て
み
る
と
、
レ
ー
ニ
ン
、
ス
タ
ー
リ
ン
や
サ
ダ
ム
・
フ
セ
イ
ン

に
加
え
て
、
蔣
介
石
、
孫
文
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
と
そ
の
人
物
像
を
考

え
て
み
て
も
一
様
で
な
く
、
気
に
入
ら
な
い
人
物
像
を
引
き
倒
し
て

フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
解
消
し
よ
う
と
い
う
根
源
的
欲
求
は
共
通

す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
に
至
る
経
緯
は
複
雑
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
敵
同
士
で
撃
ち
あ
う
よ
り
は
、
像
を
撃
つ
ほ
う
が
穏
当
と
も

い
え
る
で
あ
ろ
う
し
、
こ
れ
で
最
低
限
の
平
和
が
保
て
る
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、
敵
の
像
は
そ
れ
こ
そ
恋
人
の
写
真
を
破
る
の
と
同
様

に
、
有
効
か
つ
安
全
な
調
整
弁
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
。

像
は
人
物
の
人
格
を
代
表
、
も
し
く
は
人
物
の
身
代
わ
り
と
し
て

機
能
し
、
特
に
銅
像
な
ど
の
場
合
は
、
崇
敬
す
べ
き
人
物
な
ど
を
記

念
、
記
録
し
て
後
世
に
ま
で
遺
徳
を
残
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
は
ず

で
あ
る
が
、
こ
こ
ま
で
こ
の
よ
う
に
次
々
と
為
さ
れ
る
像
へ
の
打
撃

に
つ
い
て
記
し
て
く
る
と
、
畢
竟
「
像
」
と
い
う
の
は
フ
ラ
ス
ト
レ

ー
シ
ョ
ン
解
消
の
道
具
と
し
て
の
機
能
、
本
人
を
攻
撃
す
る
代
替
と

し
て
の
機
能
が
、
権
力
者
の
権
威
が
長
続
き
し
づ
ら
い
近
代
か
ら
現

代
に
お
い
て
は
、
突
出
し
て
拡
大
し
て
き
て
い
る
よ
う
に
も
筆
者
に

は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
背
景
に
は
、
像
を
通
し
て

権
威
を
早
急
に
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
定
着
さ
せ
、
そ
の
永
続
化
を

め
ざ
そ
う
と
安
易
に
試
み
る
心
性
が
近
代
社
会
の
特
徴
に
な
っ
て
い

る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
皆
さ
ん
は
ど
う
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
か
。

※
注

坪
内
逍
遥
は
１
９
０
９
年
に
刊
行
し
た
『
作
と
評
論
』
の
中
で
面

白
い
見
解
を
示
し
て
い
る
。「
近
頃
流
行
る
ア
イ
コ
ノ
ク
ラ
ズ
ム
即
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ち
先
祖
伝
来
の
偶
像
を
叩
き
壊
す
と
い
ふ
こ
と
は
誰
も
仲
間
入
が
し

て
見
た
い
や
う
な
痛
快
な
仕
事
だ
。
維
新
の
際
に
足
利
将
軍
の
木
像

を
斬
首
し
た
た
ぐ
ひ
だ
ね
。
そ
れ
が
た
め
に
生
ず
る
弊
害
も
少
く
は

な
い
が
、
盲
崇
拝
の
弊
に
比
べ
た
ら
、
差
引
利
益
の
方
が
多
い
で
も

あ
ら
う
。
少
く
と
も
進
歩
発
展
に
資
す
る
と
云
へ
る
」。
明
治
末
に

偶
像
破
壊
が
流
行
っ
て
い
た
と
い
う
情
報
に
つ
い
て
は
今
後
実
態
の

確
認
が
必
要
で
あ
る
が
、
誰
も
が
し
て
み
た
い
「
痛
快
な
仕
事
」
と

い
う
見
方
は
さ
す
が
に
新
し
い
芸
術
を
創
造
し
よ
う
と
い
う
精
神
に

は
相
応
し
い
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

― ２２ ―


