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消
え
失
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、
藤
助
が
少
し
で
も
弱
気
に
な
っ
て
逃
げ
退
い
た
な
ら
ば
、
か
な

ら
ず
病
に
か
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
一
討
ち
と
陽
気
が
立
っ
た
の
は
、
か
ね
て
か
ら
の
居
合
稽
古
の
徳
な
の

で
あ
ろ
う
﹂
と
。

さ
て
、
疫
病
の
神
は
山
伏
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
に
言
わ
れ
て
い
て
、
幼
年
の
こ
ろ
か
ら
も
聞
い
て
い

た
の
で
、
疫
病
を
わ
ず
ら
う
者
は
、
幻
に
も
山
伏
の
姿
を
み
る
の
で
あ
ろ
う
。
疫
病
の
神
と
い
う
も
の
が

あ
っ
て
、
人
に
取
り
憑つ

こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
山
伏
に
化
け
な
く
て
も
、
見み

目め

よ
い
若
い
女
に
で
も
化
け

た
な
ら
ば
大
い
に
取
り
憑
き
や
す
い
だ
ろ
う
に
、
ど
う
し
て
人
の
怖
が
る
山
伏
に
化
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

疫
病
は
、
か
な
ら
ず
気
候
不
順
の
年
に
流
行
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
家
一
類
、
ま
た
は
親
し
い
友
達
な

ど
、
看
病
す
る
者
は
、
か
な
ら
ず
同
じ
よ
う
な
気
質
気
性
の
人
が
邪
気
を
引
き
受
け
て
わ
ず
ら
う
も
の
で

あ
る
。

他
人
と
い
う
と
も
、
自
分
に
虚
弱
の
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、
邪
気
は
そ
の
虚
に
乗
じ
て
わ
ず
ら
う
こ
と
が

あ
る
の
だ
と
。
と
り
わ
け
、
疫
病
の
神
と
い
っ
て
そ
の
形
は
定
ま
っ
て
い
な
い
。
も
し
形
が
あ
る
な
ら
ば
、

若
い
女
に
化
け
ず
に
、
ゑ
が
天
窓
の
山
伏
に
化
け
た
の
で
は
、
化
け
そ
こ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

＊
1 

伽と
ぎ　

夜
、
そ
ば
に
い
て
話
の
相
手
を
す
る
こ
と
。
ま
た
、
看
病
す
る
こ
と
。

六
　
桶お
け

屋や

町ま
ち

𥶡
入＊

1

六
左
衛
門
の
疝せ
ん

気き

の
こ
と

私
の
町
内
の
下
に
、
水み

ず

呑の

み
百
姓
︵
貧
し
い
小
作
農
民
︶
の
伝で

ん
の
じ
よ
う

之
丞
と
い
う
者
が
い
た
。
前
々
か
ら

肩け
ん
ぺ
き癖

︵
肩
こ
り
な
ど
︶
の
症
状
が
あ
っ
て
、
と
き
ど
き
苦
し
ん
で
い
た
の
で
、
五
月
中
に
白し

ら

部ぶ

の
高
湯
︵
白

布
高
湯
温
泉
︶
へ
行
っ
た
。

ち
ょ
う
ど
田
植
え
上
が
り
で
、
在
郷
か
ら
の
湯と
う

治じ

の
人
が
た
く
さ
ん
で
、
家
中
の
衆
︵
上
杉
藩
の
士
た

ち
︶
も
ま
た
多
く
、
東
の
湯
、
中
の
湯
の
両
宿
屋
は
い
っ
ぱ
い
で
、
空
き
座
敷
も
な
い
。
滝
打
た
せ
︵
湯

滝
に
体
を
打
た
せ
る
︶
す
る
に
も
不
自
由
な
の
で
、
と
に
か
く
、
西
の
湯
こ
そ
は
い
い
だ
ろ
う
と
西
の
湯

へ
行
く
と
、
湯
治
人
は
だ
れ
も
い
な
く
て
大
変
都
合
が
よ
く
、
何
度
も
滝
打
た
せ
を
し
た
。

そ
う
し
て
い
る
と
、
在ざ
い
か
た方

︵
田
舎
の
方
の
者
︶
と
思
わ
れ
る
男
が
、
こ
れ
ま
た
し
き
り
に
滝
を
打
た
せ

て
い
た
。
毎
度
言
葉
を
交
わ
し
て
い
る
と
、
こ
の
男
の
瘦や

せ
て
い
る
こ
と
、
箸は

し

に
目
鼻
と
も
い
う
よ
う
で
、

手
足
は
細
い
火ひ

箸ば
し

の
よ
う
で
、
ほ
ん
と
う
に
骸が

い
こ
つ骨
と
言
お
う
か
、
餓が

き鬼
と
で
も
言
お
う
か
。

伝
之
丞
が
、

﹁
そ
な
た
は
、
在
の
者
か
。
今
年
は
旱ひ
で
りで

あ
る
が
、
水
は
い
つ
も
ど
お
り
で
、
み
な
田
植
え
が
終
わ
っ
た

と
い
う
こ
と
だ
が
。
そ
な
た
は
下
長
井
か
。
と
こ
ろ
で
、
そ
な
た
は
長な
が
わ
ず
ら患い
で
も
し
て
い
る
の
か
。
瘦
せ
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て
い
る
の
は
そ
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
が
、
全
身
が
み
な
火や

け
ど傷
の
よ
う
に
見
え
る
の
は
ど
う
し
て
か
﹂

と
言
う
と
、
そ
の
男
は
そ
こ
ら
を
見
ま
わ
し
、
人
も
い
な
か
っ
た
の
で
、

﹁
今
は
、
何
を
か
隠
し
ま
し
ょ
う
。
私
は
東
ひ
が
し
て
ら
ま
ち

寺
町
下し

も

、
桶
屋
町
の
六
左
衛
門
の
疝
気
仙せ

ん

助す
け

と
い
う
者
で
す
。

六
左
衛
門
が
壮
年
の
こ
ろ
よ
り
体
内
に
住
ん
で
、
年
を
経
て
い
く
に
し
た
が
っ
て
横
領
し
て
い
き
、
六
左

衛
門
は
今
で
は
近
い
町
に
並
ぶ
者
が
い
な
い
ほ
ど
の
疝
気
持
ち
に
な
り
、
い
つ
も
苦
し
ん
で
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
六
左
衛
門
は
吝
し
わ
ん

坊ぼ
う

︵
け
ち
ん
坊
︶
の
倹
約
者
な
の
で
、
い
ま
だ
に
赤あ

か

湯ゆ

や
姥う

ば

湯ゆ

な
ど

へ
の
湯
治
も
し
な
い
で
、
ひ
た
す
ら
灸
き
ゆ
う

責
め
な
の
で
、
長
年
積
も
っ
て
灸
の
跡
は
五
万
三
万
の
数
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
ご
覧
の
よ
う
に
、
全
身
が
焼
け
焦
げ
て
見
苦
し
く
な
り
ま
し
た
。
こ
の
間
も
余
り

余
り
に
灸
責
め
に
あ
い
、
な
に
ぶ
ん
居
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
保
養
の
た
め
四
五
日
前
よ
り
湯
治
に

来
ま
し
た
。
失
礼
な
が
ら
ご
覧
く
だ
さ
い
﹂

と
言
う
。

す
り
寄
っ
て
見
れ
ば
、
背
中
の
肩
先
か
ら
下
ま
で
、
骨
の
上
だ
の
の
区
別
な
く
、
胸
の
内
側
が
少
し
空

い
て
い
る
ぐ
ら
い
で
、
腰
か
ら
下
は
足
の
甲
に
い
た
る
ま
で
、
針
を
落
と
す
場
所
も
な
く
て
、
赤
胴＊

3

を
見

る
よ
う
に
焼
け
焦
げ
て
い
る
。

伝
之
丞
は
不
審
に
思
っ
て
、
翌
日
ま
た
同
浴
の
と
き
、

﹁
そ
な
た
、
こ
れ
か
ら
ど
ち
ら
へ
﹂

＊
2

と
た
ず
ね
る
と
、
仙
助
は
、

﹁
ま
た
ま
た
六
左
衛
門
の
と
こ
ろ
へ
ま
い
り
ま
す
が
、
滝
を
打
た
せ
た
ら
、
思
い
の
外
気
持
ち
が
よ
い
の

で
、
も
う
四
五
日
逗と
う

留り
ゆ
うし

よ
う
と
思
い
ま
す
﹂

と
言
う
。

伝
之
丞
が
、

﹁
自
分
も
疝
気
で
、
季
節
ご
と
に
腰
が
引
き
つ
っ
て
苦
し
む
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て

治
せ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
﹂

と
た
ず
ね
る
と
、
仙
助
は
、

﹁
赤
湯
や
姥
湯
の
温
泉
へ
二
回
り＊

4

、
三
回
り
ず
つ
も
入
浴
す
れ
ば
、
完
全
に
と
は
い
き
ま
せ
ん
が
、
一
年

経
っ
て
も
お
こ
り
ま
せ
ん
。
疝
気
の
症
状
は
、
食
事
は
進
む
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
温
か
な
も
の
が
よ
ろ

し
い
で
す
。
冷
た
い
も
の
は
疝
気
に
障さ
わ

り
ま
す
﹂

と
答
え
た
。
伝
之
丞
は
、

﹁
そ
な
た
の
好
物
と
か
嫌
い
な
も
の
と
か
は
あ
る
の
か
﹂

と
た
ず
ね
る
と
、
仙
助
は
、

﹁
私
が
嫌
い
な
も
の
と
い
え
ば
、
第
一
に
熱
湯
、
赤
湯
、
姥
湯
、
に
ん
に
く
、
そ
の
外
温
か
い
も
の
は
好

み
ま
せ
ん
。
好
物
と
い
え
ば
、
す
べ
て
冷
た
い
も
の
で
、
ま
た
、
東こ

ち風
︵
東
か
ら
吹
い
て
く
る
風
・
春
風
︶
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が
そ
ろ
そ
ろ
と
吹
き
だ
す
と
、
大
変
気
持
ち
が
よ
い
も
の
で
す
。
六
左
衛
門
の
と
こ
ろ
は
東
川
原
の
吹
き

上
げ
で
、
少
し
の
東
風
で
も
直
接
吹
き
込
ん
で
、
疝
気
の
住
所
に
は
最
上
の
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
蕗ふ
き

の
と
う
は
大
変
好
物
、
そ
の
外
は
焦
げ
た
も
の
で
、
豆ま

め

煎い

り
や
焼
き
飯
の
焦
げ
た
皮
は
、
大
変
こ
こ
ろ
よ

い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

疝
気
は
肝
の
臓
よ
り
起
こ
り
、
肝
は
怒
り
や
腹
立
ち
を
持
ち
前
に
し
て
い
る
の
で
、
六
左
衛
門
は
、
疝

気
が
起
き
れ
ば
、
や
た
ら
に
腹
が
立
っ
て
、
悪
く
も
な
い
家
の
者
を
叱し
か

り
つ
け
、
ひ
ど
い
時
に
は
自
分
が

結
っ
た
桶お
け

を
才
槌＊

5

で
み
じ
ん
に
打
ち
砕
く
こ
と
も
時
々
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
疝
気
の
大お

お

盛ざ
か

り
の
と
き
で
ご

ざ
い
ま
す
﹂

と
答
え
る
。

伝
之
丞
、

﹁
そ
な
た
、
ま
た
桶
屋
町
へ
帰
る
こ
と
を
言
わ
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
六
左
衛
門
に
取
り
入
る
の

か
﹂

﹁
そ
れ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
六
左
衛
門
は
、
前
か
ら
豆
煎
り
を
大
変
好
物
に
し
て
い
る
の
で
、
い
つ
も
細
工

箱
に
入
れ
て
お
い
て
、
ち
ょ
っ
と
の
手
休
め
の
時
に
も
豆
煎
り
を
食
べ
る
の
で
、
私
は
、
湯
か
ら
帰
っ
た

ら
、
四
五
粒
の
豆
煎
り
に
な
っ
て
細
工
箱
へ
入
っ
て
い
れ
ば
、
六
左
衛
門
は
見
つ
け
て
す
ぐ
に
食
べ
る
で

し
ょ
う
。

あ
な
た
様
も
疝
気
症
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
な
っ
た
な
ら
ば
、
か
な
ら
ず
冷
え
た
も
の
は
や
め
て
、
ど

じ
ょ
う
を
時
々
召
し
上
が
れ
ば
、
大
変
養
生
に
な
り
ま
す
。
私
に
は
禁
物
で
ご
ざ
い
ま
す
。

今
日
は
、
い
よ
い
よ
御
帰
湯
に
な
ら
れ
ま
す
か
。
き
っ
と
遠
か
ら
ず
お
目
に
か
か
る
で
し
ょ
う
。
か
な

ら
ず
私
が
申
上
げ
た
こ
と
は
、
御
口
外
く
だ
さ
い
ま
せ
ん
よ
う
に
﹂

と
言
っ
て
別
れ
た
。

伝
之
丞
は
、
昼
食
後
、
高
湯
を
出
発
し
た
が
、
途
中
で
、﹁
さ
て
さ
て
、
妙
な
こ
と
も
あ
れ
ば
あ
る
も

の
だ
、
実ま
こ
とか

噓う
そ

か
、
あ
の
瘦
せ
男
に
だ
ま
さ
れ
た
か
、
何
に
し
て
も
桶
屋
町
へ
行
っ
て
み
よ
う
﹂
と
思
い

な
が
ら
、
家
へ
帰
っ
た
。

伝
之
丞
は
独
身
者
な
の
で
、
自
分
で
火
を
お
こ
し
て
食
事
を
し
て
寝
た
が
、
翌
朝
少
し
早
く
に
桶
屋
町

へ
行
き
、﹁
六
左
衛
門
の
と
こ
ろ
は
﹂
と
町
で
尋
ね
る
と
、﹁
こ
ち
ら
で
す
﹂
と
言
う
。

﹁
六
左
衛
門
殿
は
お
い
で
か
﹂

と
言
う
と
、
女
房
が
出
て
き
て
、

﹁
四
五
日
前
、
川
井
の
酒
屋
へ
桶
を
結
い
立
て
に
行
っ
て
い
て
、
昨
夜
帰
っ
て
来
る
予
定
で
し
た
が
、
泊

ま
っ
て
お
り
ま
す
。
今
朝
は
帰
る
で
し
ょ
う
。
何
か
ご
用
で
も
ご
ざ
い
ま
す
か
﹂

と
言
う
。

﹁
六
左
衛
門
に
じ
か
に
お
話
し
た
い
こ
と
が
あ
っ
て
来
ま
し
た
﹂
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﹁
そ
れ
な
ら
ば
そ
ち
ら
に
お
通
り
く
だ
さ
い
﹂

と
言
う
。
中
へ
入
っ
て
見
ま
わ
す
と
、
暮
ら
し
向
き
は
豊
か
に
見
え
る
。

ま
も
な
く
六
左
衛
門
が
帰
っ
て
き
て
、

﹁
何
か
ご
用
で
も
ご
ざ
い
ま
す
か
﹂

と
言
う
の
で
、
伝
之
丞
は
、

﹁
用
事
と
い
っ
て
特
別
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
他た

聞ぶ
ん

も
ど
う
か
と
﹂

と
言
う
と
、

﹁
そ
れ
な
ら
ば
﹂

と
言
っ
て
、
一
間
へ
案
内
し
て
、
茶
や
た
ば
こ
な
ど
を
差
し
出
し
た
。

伝
之
丞
は
、
亭
主
六
左
衛
門
に
面
談
し
た
と
こ
ろ
、
高
湯
で
同
浴
し
た
仙
助
で
あ
る
。

﹁
そ
な
た
は
仙
助
か
﹂

と
言
う
と
、

﹁
私
は
六
左
衛
門
﹂

と
言
う
の
で
、

﹁
仙
助
と
い
う
者
は
﹂

と
た
ず
ね
る
と
、

﹁
こ
の
あ
た
り
に
仙
助
と
い
う
者
は
お
り
ま
せ
ん
﹂

と
言
う
。

な
お
な
お
、
不
審
に
思
っ
て
見
直
す
が
、
や
は
り
同
浴
し
た
仙
助
で
あ
る
。
い
よ
い
よ
不
審
に
思
っ
て
、

そ
れ
か
ら
小
声
に
な
っ
て
、
高
湯
で
仙
助
と
同
浴
し
た
こ
と
や
仙
助
の
人
物
な
ど
こ
ま
ご
ま
と
話
し
た
。

す
る
と
、
六
左
衛
門
は
手
を
打
っ
て
驚
き
、

﹁
な
る
ほ
ど
、
私
は
長
年
疝
気
持
ち
で
、
と
き
ど
き
患
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
十
日
ば
か
り
前
よ
り
さ
っ

ぱ
り
足
腰
が
痛
ま
な
い
の
で
、
こ
の
た
び
川
井
の
酒
屋
へ
桶
の
結
い
立
て
に
行
っ
て
い
て
、
た
だ
今
帰
っ

て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。
ま
こ
と
に
ご
親
切
な
こ
と
で
﹂

と
言
っ
て
、
と
て
も
感
謝
し
て
、
吸
い
物
や
酒
や
肴さ
か
なを
出
し
て
く
れ
た
。
伝
之
丞
は
大
変
ご
ち
そ
う
に
な

っ
て
帰
っ
て
い
っ
た
。

あ
と
で
、
女
房
が
、

﹁
密
談
は
何
事
で
す
か
﹂

と
尋
ね
た
の
で
、
六
左
衛
門
は
、

﹁
こ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
ほ
ん
と
う
に
た
わ
い
も
な
い
こ
と
だ
。
そ
う
し
て
ま
た
、
前
か
ら
の
知
り
合

い
で
も
な
い
南
み
な
み

原は
ら

の
人
が
わ
ざ
わ
ざ
尋
ね
て
き
て
、
だ
ま
し
て
惑
わ
す
よ
う
な
こ
と
で
も
な
い
。
そ
の

仙
助
と
い
う
者
が
高
湯
に
入
浴
中
は
、
自
分
の
腰
膝
足
等
の
痛
み
が
い
っ
さ
い
な
く
、
す
で
に
川
井
ま
で
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歩
い
て
行
っ
た
け
れ
ど
も
、
少
し
も
痛
み
が
な
い
の
は
不
審
な
こ
と
だ
。
何
に
せ
よ
、
焦
げ
た
も
の
は
ひ

と
ま
ず
や
め
よ
う
。
南
原
の
人
が
前
も
っ
て
自
分
の
好
物
の
品
々
を
知
っ
て
い
る
わ
け
も
な
い
。
何
と
い

っ
て
も
、
こ
の
と
こ
ろ
痛
み
が
な
い
の
が
し
あ
わ
せ
﹂

と
言
っ
た
。

そ
し
て
、
盆
市
前
の
結
い
立
て
は
忙
し
い
と
、
早
朝
か
ら
暮
れ
ま
で
稼
い
だ
け
れ
ど
も
、
腰
や
膝
の
引

き
つ
り
も
な
く
働
く
こ
と
が
で
き
た
。

あ
る
朝
、
細
工
所
へ
出
て
、
例
の
細
工
箱
の
ふ
た
を
開
け
る
と
、
大
粒
の
豆
煎
り
が
十と
お

ば
か
り
あ
る
。

何
げ
な
く
口
に
入
れ
よ
う
と
し
た
が
、﹁
い
や
、
あ
の
人
が
言
っ
た
の
は
こ
の
大
豆
で
あ
ろ
う
﹂
と
気
が

付
き
、
豆
を
取
っ
て
打う
ち

盤ば
ん

に
載
せ
、﹁
に
っ
く
き
豆
め
﹂
と
、
才
槌
で
み
じ
ん
に
砕
い
て
、
茶
の
間
の
燃

え
火
に
は
た
き
焼く

べ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
か
ら
は
、
六
左
衛
門
、
疝
気
が
さ
っ
ぱ
り
と
根
抜
き
に
な
っ
た
よ
う
で
、
歩
く
の
も
思
う
ま
ま
自

由
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
あ
の
伝
之
丞
の
と
こ
ろ
を
尋
ね
て
い
っ
て
、
謝
礼
と
し
て
、
五
升
入
り
桶
二
つ
、

三
升
入
り
桶
一
つ
、
そ
の
ほ
か
肴
を
添
え
て
持
参
し
、
く
り
返
し
礼
を
言
っ
て
帰
っ
た
と
い
う
。

そ
れ
か
ら
六
左
衛
門
は
無
病
息そ
く
さ
い災
に
な
り
、
家
業
に
精
を
出
し
、
家
は
富
み
栄
え
て
、
子
ど
も
た
ち
も

成
長
し
て
、
な
お
な
お
家
業
繁
昌
し
て
、
賑
や
か
に
暮
ら
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
宝
暦
︵
一
七
五
一
～
一
七
六
四
︶
の
初
年
の
頃
の
こ
と
だ
と
聞
い
て
い
る
。﹁
あ
の
伝
之
丞
は

町
内
の
者
で
あ
る
の
で
、
間
違
い
な
い
こ
と
だ
﹂
と
、
祖
父
が
む
か
し
語
り
に
聞
か
せ
て
く
れ
た
戯ざ
れ
ご
と言
で

あ
る
。
こ
の
様
な
こ
と
も
あ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

＊
1 

𥶡た
が

入い
れ　

桶
の
ま
わ
り
の
部
分
に
、
竹
な
ど
で
作
っ
た
輪
を
は
め
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
職
人
。

＊
2 

疝せ
ん

気き　

漢
方
で
、
下
腹
の
あ
た
り
が
痛
む
病
気
。

＊
3 

赤し
や
く
ど
う

銅　

銅
に
、
わ
ず
か
の
金
と
銀
を
ま
ぜ
た
金
属
。
色
は
む
ら
さ
き
が
か
っ
た
黒
。

＊
4 

二
回
り　

十
四
日
間
。
服
薬
・
湯
治
な
ど
で
、
七
日
間
を
一
期
と
数
え
る
。

＊
5 

才さ
い

槌づ
ち　

胴
の
部
分
の
ふ
く
ら
ん
だ
、
小
形
の
木
の
つ
ち
。

［
参
考
］
こ
の
話
と
似
た
話
が
、﹁
不
思
議
な
入
湯
者
﹂
と
題
し
て
津
村
淙
庵
の
﹃
譚
海
﹄
に
あ
る
。
伊
豆
修
善
寺
の

湯
で
出
会
っ
た
男
に
、
疝
気
の
治
し
方
を
教
え
て
も
ら
う
が
、
翌
日
そ
の
男
を
た
ず
ね
る
と
、
別
人
で
、
昨
日
の

こ
と
は
知
ら
な
い
と
い
う
。
教
え
て
く
れ
た
男
は
、
山
神
の
た
ぐ
い
だ
と
い
う
。


