
突
然
の
依
頼

　「
気
球
を
つ
く
っ
て
も
ら
え
な
い
か
」

　
京
都
木
屋
町
二
条
の
店
前
で
、男
を
出
迎

え
た
島
津
源
蔵
は
、し
ば
し
言
葉
を
失
っ
た
。

　
気
球
、聞
い
た
こ
と
は
あ
る
。空
を
飛
ぶ

球
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。も
っ
と
も
、目
に
し

た
こ
と
は
な
い
。ど
う
や
っ
て
飛
ば
す
の
か

理
屈
も
わ
か
ら
な
い
。

　
だ
が
、西
洋
で
生
ま
れ
た
不
思
議
な
道
具

や
、そ
の
道
具
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
手
品
の

よ
う
な
現
象
を
、何
度
も
己
の
手
業
で
再
現

し
て
き
た
源
蔵
に
と
っ
て
、好
奇
心
を
掻
き

立
て
る
興
味
深
い
依
頼
で
あ
っ
た
。

　「
そ
の
絵
図
、預
か
ら
せ
て
も
ら
い
ま
す
」

　
男
が
懐
か
ら
取
り
出
し
た
絵
図
を
受
け

取
る
と
、食
い
入
る
よ
う
に
見
入
っ
た
。

流
入
す
る
知
識
と
技
術

　
19
世
紀
の
半
ば
、時
代
は
大
き
な
う
ね
り

を
見
せ
て
い
た
。１
８
５
３
年
の
黒
船
来
航

に
端
を
発
し
、江
戸
幕
府
は
開
国
に
大
き
く

舵
を
切
る
。諸
外
国
か
ら
貪
欲
に
知
識
を
得

よ
う
と
、多
数
の
外
国
人
講
師
を
雇
い
入
れ

る
と
と
も
に
、留
学
生
を
派
遣
し
た
。

　
ま
る
で
堰
を
切
っ
た
か
の
よ
う
に
、知
識
や

技
術
が
日
本
に
流
れ
込
ん
で
き
た
。

　
そ
ん
な
な
か
１
８
６
８
年
、元
号
が
明
治

と
改
ま
り
、新
た
な
時
代
が
幕
を
開
け
た
。

千
年
の
都
で
あ
っ
た
京
都
に
と
っ
て
、明
治
維

新
は
大
き
な
試
練
の
時
と
な
っ
た
。長
州
軍

と
幕
府
側
が
戦
っ
た
禁
門
の
変（
１
８
６
４

年
）で
、京
都
市
街
地
の
5
分
の
３
が
焦
土

と
な
り
、そ
の
傷
も
癒
え
ぬ
１
８
６
８
年
、

改
元
に
伴
っ
て
天
皇
は
京
都
を
後
に
し
江
戸

へ
移
っ
た
。京
都
の
人
々
は
意
気
消
沈
し
た
。

　
後
に
島
津
製
作
所
を
創
業
す
る
島
津
源

蔵
が
生
き
た
の
は
、そ
ん
な
時
代
で
あ
っ
た
。

　
源
蔵
は
天
保
10（
１
８
３
９
）年
の
生
ま

れ
。父
清
兵
衛
は
九
州
の
筑
前（
現
在
の
福

岡
県
）か
ら
京
都
に
出
て
仏
具
屋
を
開
業
。

そ
の
死
後
、源
蔵
は
父
を
継
ぎ
、木
屋
町
で

仏
具
製
造
の
鍛
冶
屋
を
始
め
た
。万
延
元

（
１
８
６
０
）年
の
こ
と
だ
。禁
門
の
変
の
大

火
は
、木
屋
町
の
店
の
す
ぐ
そ
ば
ま
で
迫
っ

た
。か
ろ
う
じ
て
焼
失
を
免
れ
た
も
の
の
、

町
民
ら
に
仏
具
を
求
め
る
ほ
ど
の
心
の
余

裕
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。１
８
６

８
年
の
神
仏
分
離
令
に
起
因
し
て
、仏
教
の

力
を
削
ご
う
と
す
る
廃
仏
毀
釈
も
起
こ
り
、

天
皇
は
京
都
を
去
っ
た
。源
蔵
の
前
途
は

ま
っ
た
く
見
え
な
か
っ
た
。

西
洋
科
学
と
の
出
会
い

　
だ
が
、京
都
は
死
ん
で
は
い
な
か
っ
た
。京

都
の
運
営
を
任
さ
れ
た
者
た
ち
は
、遷
都
の

代
償
と
し
て
多
額
の
復
興
資
金
を
中
央
政

府
か
ら
獲
得
し
た
。そ
の
資
金
を
民
間
企
業

に
投
入
す
る
こ
と
で
、町
の
復
興
を
促
し
、殖

産
興
業
を
礎
と
す
る
日
本
の
未
来
の
絵
図

を
描
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
維
新
か
ら
２
年
、そ
の
日
本
の
未
来
へ
続

く
道
と
源
蔵
の
人
生
が
交
わ
る
機
会
が

や
っ
て
き
た
。

　
京
都
府
に
よ
り
、木
屋
町
の
店
か
ら
歩
い

て
数
分
の
場
所
に
、せ
い
み
き
ょ
く 

舎
密
局
と
い
う
施
設
が

つ
く
ら
れ
た
。「
セ
イ
ミ
」と
は
オ
ラ
ン
ダ
語
で

C
h
e
m
ie

で
、化
学
の
こ
と
。鉱
物
、薬
剤
、飲

料
の
製
造
と
品
質
試
験
、そ
し
て
伝
習
生
を

集
め
て
教
育
も
行
う
と
い
う
当
時
の
理
化
学

工
業
の
試
験
場
で
、新
し
も
の
好
き
で
好
奇

心
旺
盛
な
源
蔵
は
、仕
事
の
合
間
を
見
つ
け

て
は
、舎
密
局
へ
足
を
運
ん
だ
。印
刷
機
も
あ

れ
ば
、ガ
ラ
ス
、生
糸
、石
鹸
、ビ
ー
ル
も
つ
く

ら
れ
て
い
た
。理
化
学
の
講
座
を
受
講
し
、実

験
を
重
ね
た
源
蔵
は
、初
め
て
触
れ
る
西
洋

の
機
械
、科
学
知
識
に
、大
い
に
心
を
動
か

さ
れ
た
に
違
い
な
い
。

　
そ
の
う
ち
仏
具
職
人
と
し
て
金
属
加
工

の
技
術
と
手
先
の
器
用
さ
を
高
く
評
価
し

た
舎
密
局
か
ら
、源
蔵
に
外
国
器
械
の
修
理

や
整
備
、実
験
や
講
義
に
用
い
る
道
具
な
ど

の
製
造
の
仕
事
が
入
り
始
め
た
。図
録
だ
け

を
頼
り
に
一
つ
ひ
と
つ
形
に
し
て
い
く
源
蔵

は
、いつ
し
か
、舎
密
局
に
と
っ
て
も
な
く
て
は

な
ら
な
いつ
く
り
手
と
な
っ
た
。

　
舎
密
局
で
学
ぶ
者
が
増
え
、学
校
教
育
で

も
理
化
学
が
教
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

科
学
が
、時
代
を
切
り
開
こ
う
と
し
て
い
た
。

そ
れ
を
も
う
一
つ
大
き
な
動
き
に
し
て
い
き

た
い
と
望
ん
だ
の
が
、当
時
の
京
都
府
知
事

で
舎
密
局
の
設
立
に
も
力
を
振
る
っ
た
槇
村

正
直
だ
っ
た
。

　
そ
ん
な
槇
村
の
下
に
は
、京
都
府
学
務

課
長
で
あ
っ
た
原
田
千
之
助
が
い
た
。原

田
は
理
化
学
教
育
の
熱
心
な
推
進
者
で
、

何
か
具
体
例
を
示
し
て
、京
都
府
民
の
意

気
発
揚
と
科
学
思
想
の
啓
発
を
し
た
い
と

思
っ
て
い
た
。欧
米
で
研
究
の
進
ん
で
い

る
軽
気
球
を
自
分
た
ち
の
手
で
京
都
の
空

に
飛
揚
さ
せ
た
い
。そ
の
想
い
を
槇
村
に

進
言
し
、大
賛
成
を
受
け
た
原
田
は
、舎
密

局
か
ら
信
頼
を
得
て
い
た
源
蔵
に
気
球
の

製
作
を
依
頼
し
た
。

　
明
治
10（
1
８
７
７
）年
初
夏
の
こ
と
で

あ
る
。飛
揚
は
そ
の
年
の
暮
れ
と
決
ま
っ
た
。

喝
采
の
な
か
で

　
そ
の
日
か
ら
、源
蔵
は
試
行
錯
誤
を
続

け
た
。気
球
を
浮
か
せ
る
に
は
空
気
よ
り

軽
い
水
素
が
必
要
だ
っ
た
。源
蔵
は
、伏
見

の
酒
蔵
か
ら
四
斗
樽
11
個
と
大
樽
1
個
を

求
め
、鉄
く
ず
に
希
硫
酸
を
流
し
入
れ
る
発

生
装
置
を
開
発
し
た
。一
方
、水
素
ガ
ス
を

蓄
え
る
気
球
の
素
材
に
は
頭
を
悩
ま
せ
た
。

こ
ん
に
ゃ
く
を
す
り
つ
ぶ
し
、紙
や
木
綿
に

塗
っ
て
み
た
が
、こ
れ
は
重
す
ぎ
た
。着
物

に
使
う
薄
布
に  

え  

ご  

ま     

荏
胡
麻
油
で
溶
か
し
た
ダ

ン
マ
ー
ゴ
ム
を
塗
る
方
法
を
考
案
し
、水
素

の
密
封
と
軽
量
化
に
成
功
。数
か
月
を
経
て
、

気
球
は
完
成
し
た
。

　
そ
の
年
の
12
月
6
日
朝
、お
披
露
目
会

場
と
な
っ
た
京
都
御
所
に
は
４
万
８
千
人

の
大
観
衆
が
集
ま
っ
た
。酒
樽
か
ら
発
生
し

た
水
素
は
徐
々
に
球
を
膨
ら
ま
せ
、人
を
乗

せ
た
気
球
は
、
36
メ
ー
ト
ル
上
空
ま
で
浮

か
び
上
が
る
。そ
の
光
景
は
打
ち
し
お
れ

て
い
た
京
都
の
人
々
に
笑
顔
を
取
り
戻
さ

せ
る
と
と
も
に
、科
学
の
時
代
の
幕
開
け

を
象
徴
し
て
い
た
。観
衆
も
槇
村
も
、喝
采

を
惜
し
ま
な
か
っ
た
と
い
う
。日
本
で
民

間
初
の
気
球
飛
揚
の
成
功
は
、源
蔵
が
島

津
製
作
所
を
創
業
し
て
か
ら
2
年
後
の
こ

と
で
あ
っ
た
。

　
誰
も
見
た
こ
と
の
な
い
未
来
の
実
現
に

向
け
て
、ひ
た
む
き
に
科
学
技
術
の
腕
を
振

る
う
。そ
れ
は
い
ま
に
至
る
も
、島
津
の
本

質
的
な
姿
勢
だ
。空
に
人
が
浮
か
び
上
が
る

景
色
を
現
実
に
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、見

え
な
か
っ
た
科
学
の
世
界
を
見
え
る
も
の

に
し
、人
体
の
奥
深
く
を
浮
か
び
上
が
ら
せ

る
。そ
れ
で
社
会
に
貢
献
で
き
る
の
で
あ
れ

ば
、た
と
え
初
め
て
見
聞
き
す
る
も
の
で

あ
っ
て
も
怯
ま
ず
挑
む
。む
し
ろ
、初
め
て

だ
か
ら
こ
そ
、好
奇
心
の
赴
く
ま
ま
に
チ
ャ

レ
ン
ジ
を
し
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
明
治
15（
１
８
８
２
）年
に
発
行
さ
れ
た

『
理
化
器
械
目
録
表
』の
巻
末
に
は
、「
御
好

次
第
何
品
ニ
テ
モ
製
造
仕
候
也（
ご
要
望

に
応
じ
て
、 ど
ん
な
も
の
で
も
製
造
し
ま

す
）」と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
。そ
こ
に
は
、

心
が
浮
き
立
つ
よ
う
な
未
来
を
聞
か
せ
て

ほ
し
い
、胸
躍
る
未
来
を
と
も
に
つ
く
り
た

い
と
い
う
源
蔵
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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空
を
飛
ぶ
夢

想
像
力
は
無
限
だ
。こ
ん
な
こ
と
が
で
き
れ
ば
い
い
の
に
。

こ
ん
な
未
来
が
あ
れ
ば
い
い
の
に
。人
は
理
想
の
未
来
を
夢
想
す
る
。

1
5
0
年
前
、京
都
は
、人
が
空
を
飛
ぶ
未
来
を
思
い
描
い
た
。

初
代
島
津
源
蔵
は
、そ
の
実
現
を
請
け
負
い
、未
来
を
形
に
す
る
こ
と
に
挑
ん
だ
。

御好次第何品ニテモ製造仕候也
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