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人
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l

彦
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仁I守

日百

貞
享
二
年
の
西
鶴
年
譜
は
、
正
月
、
加
賀
撲
の
た
め
に
書
い
た
序
瑠
璃
『
暦
」
の
上
梓
を
以
て
始
ま
る
。
同
じ
月
「
諸
闘
ぱ
な
し
」
の
刊
行
に
次
で
、
二
月

廿
一
日
「
椀
久
一
世
の
物
語
」
が
述
作
上
梓
さ
れ
、
春
、
『
暦
』
『
凱
陣
八
嶋
」
が
加
賀
崎
地
下
坂
の
興
行
に
上
演
さ
れ
た
後
、
七
月
十
六
日
、
西
鶴
は
加
賀
按
の

段
物
集
『
小
竹
集
』
に
序
文
を
書
い
て
居
る
。
こ
れ
が
八
月
六
日
に
出
板
さ
れ
て
か
ら
、
点
字
二
年
が
暮
れ
る
ま
で
、
西
鶴
年
譜
は
全
く
の
空
白
で
あ
る
。

こ
の
空
白
が
ぼ
く
ら
に
費
す
感
想
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
だ
が
空
白
は
あ
く
ま
で
も
空
白
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
其
虎
に
探
る
べ
き
西
鶴
文
型
活
動
の
買
態

は
、
新
た
に
何
等
か
の
資
料
が
義
見
さ
れ
ぬ
限
り
、
空
白
を
事
賓
と
し
て
受
け
と
る
他
は
な
い
だ
ろ
う
。
ほ
ほ
山
十
歳
に
わ
た
る
空
白
が
あ
っ
て
、
翌
貞
享
三
年

の
、
あ
の
烈
し
い
浮
世
草
子
の
矢
繕
早
な
創
作
が
生
ま
れ
る
。
『
近
代
艶
隠
者
」
が
、
今
日
ほ
ぼ
西
鷺
軒
桔
泉
の
作
た
る
事
を
否
定
す
べ
き
確
た
る
論
泣
が
沿

い
と
す
れ
ば
、
貞
享
三
年
二
月
上
旬
の
、
『
好
色
五
人
女
』
上
梓
を
以
て
、
本
格
的
な
、
西
鶴
浮
世
草
子
の
展
開
が
約
束
さ
れ
た
と
見
る
事
も
、
官
然
右
文
皐

史
の
記
述
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
乍
ら
、
作
品
そ
の
も
の
は
、
生
成
設
展
す
る
同
一
人
の
筆
に
成
る
以
上
、
自
ず
と
内
面
に
相
関
す
る
作
者
の
意
識
を
識
し

で
も
居
る
。
今
日
的
な
見
方
を
す
れ
ば
、
半
歳
の
空
白
は
、
却
っ
て
持
績
す
る
作
者
の
内
部
生
命
が
「
五
人
女
』
生
誕
の
陣
痛
の
長
き
を
物
語
り
こ
そ
す
れ
、

無
震
に
流
れ
た
時
間
で
は
な
い
と
謂
わ
れ
も
し
よ
う
。
二
度
と
、
筆
を
執
る
こ
と
江
か
っ
た
串
瑠
璃
に
、
殆
ん
ど
貞
一
平
二
年
の
上
半
期
、
異
常
江
程
の
情
熱
で

打
ち
こ
ん
だ
西
鶴
が
、
『
椀
久
」
上
梓
以
後
俳
諮
の
筆
も
執
ら
ず
、
浮
世
草
子
の
刊
行
も
見
ず
に
、
ひ
た
す
ら
「
五
人
女
」
の
想
を
凝
ら
し
た
の
だ
と
考
え
ら



れ
も
す
る
。
考
え
て
、
し
か
し
其
慮
か
ら
ぼ
く
ら
は
何
も
引
き
出
せ
ば
し
な
い
の
で
あ
る
。

『
近
代
艶
隠
者
』
の
序
文
は
言
う
。

－K
・
と
ず
毛
お
日
明
か
さ

笹
の
網
戸
を
。
せ
は
し
く
一
音
信
に
回
が
れ
て
。
皆
杭
を
そ
ば
立
。
松
の
嵐
よ
り
は
と
明
出
れ
ば
。
放
姿
の
法
師
。
笠
も
と
り
あ
へ
ず
。
命
が
あ
れ
ば
二

も
と
上
P

た
び
と
。
泊
衣
に
包
む
。
宮
来
聾
は
聞
馴
て
。
替
る
形
に
驚
ず
。
い
つ
な
る
ら
ん
難
波
を
別
れ
。
諮
問
に
心
の
行
。
日
教
を
ム

7

お
も
へ
ば
。
五
年
の
其
一
岬

配
ザ
ヨ
こ

f
J
7
1

コ

主
」
d
z
F
；

t
J
J
i
E

こ
れ
を
信
じ
、
野
間
光
辰
民
の
所
請
に
従
え
ば
、
西
鶴
が
橋
泉
に
再
脅
し
た
の
は
、
貞
享
二
年
十
月
の
事
に
な
る
。
西
鶴
の
白
童
自
筆
の
板
下
で
上
梓
さ
れ

た
『
艶
隠
者
』
は
、
こ
う
し
て
い
氏
享
二
年
の
下
半
期
の
空
白
を
或
程
度
埋
め
得
る
も
の
を
持
っ
て
居
る
し
、
西
鶴
に
は
こ
の
「
艶
隠
者
』
刊
行
の
準
備
と
い
う

仕
事
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
こ
の
事
と
、
『
五
人
女
』
と

や
は
り
結
ぶ
べ
き
糸
は
殆
ん
ど
無

会一

い
に
等
し
い
と
言
え
よ
う
。
問
題
は
こ
こ
で
空
縛
す
る
。
所
詮
こ
の
下
半
歳
の
空
白
は
、
ど
う
光
の
首
て
よ
う
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。

〈
説
一
〉

「
今
昔
操
年
代
記
』
（
享
保
十
二
年
刊
）
に
、
弐
の
記
載
が
あ
る
と
一
百
う
。

（
丑
の
誤
〉

其
明
寅
の
年
、
京
宇
治
加
賀
援
難
波
に
下
り
、
今
の
京
四
郎
芝
居
に
て
、
西
鶴
作
の
浮
る
り
暦
と
い
ふ
を
か
た
ら
れ
け
れ
ば
、
義
太
夫
方
に
は
賢
女
の

手
習
新
暦
と
し
て
雨
家
は
り
あ
い
、
つ
い
に
義
太
夫
串
る
り
よ
く
、
嘉
太
夫
が
た
止
ぬ
。
其
弐
の
か
は
り
が
い
ぢ
ん
八
嶋
、
是
も
西
鶴
作
に
て
、
評
判
よ

き
最
中
出
火
し
て
、
加
賀
按
は
是
限
に
し
て
京
へ
の
ぼ
ち
れ

一
一
一
口
う
ま
で
も
な
く
、
『
凱
陣
八
嶋
』
の
作
者
を
め
ぐ
る
論
議
の
口
火
を
切
っ
た
有
名
な
一
節
で
あ
る
。

尾
崎
久
細
川
氏
・
横
北
重
氏
を
ほ
じ
め
と
す
る
光
皐
の



所
説
が
志
向
す
る
如
く
、
こ
れ
を
西
鶴
作
と
す
れ
ば
、
西
鶴
年
譜
は
是
歳
、
『
暦
』
と
共
に
二
つ
の
し
か
も
西
鶴
生
涯
に
是
限
の
揮
瑠
璃
を
有
す
る
事
に
な
る
。

加
え
て
七
月
に
は
『
小
竹
集
』
編
纂
の
仕
事
も
あ
る
。
管
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
の
半
年
程
、
西
鶴
が
演
劇
界
へ
情
熱
を
燃
や
し
た
事
例
は
な
い
。

同
時
に
叉
、
『
凱
陣
八
嶋
』
は
、
今
日
に
至
る
も
こ
れ
を
西
鶴
作
と
し
て
確
認
す
べ
き
明
設
は
な
い
。
依
然
と
し
て
こ
れ
は
質
疑
本
の
部
類
に
属
し
て
居
る
。

近
松
の
作
で
あ
る
と
い
う
根
操
は
ず
っ
と
少
く
な
っ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
が
そ
の
億
西
鶴
作
を
確
認
す
る
論
一
環
と
は
な
り
得
な
い
。
「
同
」
に
う
か
が
え
る
鈴
り

に
も
強
い
西
鶴
臭
は
、
こ
れ
と
「
凱
陣
八
嶋
」
と
の
比
較
を
意
味
の
無
い
も
の
に
し
て
居
る
。
に
と
す
る
と
、
衣
に
大
事
な
事
は
、
是
年
に
は
重
要
な
質
疑
本

が
二
作
『
近
代
艶
隠
者
」
と
『
凱
陣
八
時
』
と
、
あ
る
事
で
あ
る
。

今
、
こ
の
問
題
を
ど
う
解
稗
す
べ
き
か
、
論
者
は
判
ら
な
い
。
只
、
わ
ず
か
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
『
五
人
女
」
刊
行
の
前
年
は
非
常
に
興
味
深
い
年
で
あ

る
と
い
う
事
だ
け
で
あ
る
C

白
一
つ
は
、
西
鶴
の
異
常
な
程
の
浮
瑠
璃
へ
の
情
熱
が
生
ん
で
了
っ
た
『
凱
陣
八
嶋
』
の
亡
霊
で
あ
ろ
うb
、
一
つ
は
半
歳
近
い
沈

歎
が
粛
し
て
了
っ
た
『
艶
隠
者
』
の
出
現
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
ど
ら
ら
も
が
事
賓
と
し
て
西
鶴
の
周
遣
に
あ
っ
た
事
は
疑
え
な
い
。
た
と
い
そ
の
作

品
の
著
作
者
論
議
が
、
西
鶴
の
関
知
す
る
所
で
江
い
に
し
て
も
、
首
時
西
鶴
が
こ
れ
を
観
、
そ
れ
を
読
み
し
た
事
、
何
等
か
の
印
象
を
と
ど
め
た
ろ
う
事
は
、

-3-

間
違
い
あ
る
ま
い
。

樽
屋
日
子
中
」
見
て
扇
子
拍
子
を
と
り
て
態
は
し
せ
も
の
特
人
の
と
曾
我
の
道
行
を
か
た
り
出
す

（
「
五
人
女
」
を
こ
の
三
）

天
和
一
二
年
九
月
の
刊
記
を
有
寸
ノ
る
近
松
の
傑
作
一
一
世
継
八
四
日
我
一
の
ゴ
一
段
目
の
道
行
が
、
か
く
取
り
こ
ま
れ
で
あ
る
を
見
て
も
、

が
、
相
首
「
五
人
女
』
執
筆
の
西
鶴
の
態
度
に
、
今
迄
の
浮
世
草
子
と
は
違
っ
た
影
響
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
事
が
考
え
ら
れ
る

c

そ
う
し
て
叉
、
自
童
自
筆

の
板
下
を
組
ん
だ
「
艶
隠
者
』
の
老
荘
思
想
も
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ
、
『
五
人
女
」
に
何
程
か
の
作
用
を
果
し
て
居
る
か
も
知
れ
な
い
。

一
年
前
の
部
瑠
璃
へ
の
傾
倒

貞
享
二
年
下
半
期
の
空
白
は
、
か
く
て
依
然
と
し
て
論
者
に
と
っ
て
は
大
き
な
興
味
を
そ
の
儲
と
ど
め
た
難
問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
居
る
。



「
好
色
一
代
男
」
に
は
容
一
か
ら
惇
程
一
九
日
中
ず
つ
告
五
ま
で
に
、
山
之
介
が
杭
傾
向
に
強
心
を
寄
せ
た
女
性
が
配
さ
れ
て
居
る

0

5
一
、
「
た
づ
ね
て
き
く
ほ
ど
ち
ぎ
り
」
に
於
げ
る
伏
見
附
木
町
の
遊
女
、

在
二
、
「
女
は
お
も
は
く
の
外
ー
一
の
点
、
川
原
川D女
号
、

岱
一
二
、
「
一
夜
の
比
什
ぐ
る
ひ
一
の
大
原
の
友
、

注
目
、
「
内
肝
不
の
関
守
一
の
日
浪
迫
へ
刀
の
女

容
五
、
「
後
は
保
つ
け
て
呼
一
の
占
町
大
夫
、

以
上
の
五
名
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
論
泣
し
た
一
引
が
あ
る
の
で
略
述
す
る
に
と
ど
め
る
が
、
こ
れ
ら
の
女
性
に
封
し
て
は
『
一
代

- 4 -

男
」
中
の
他
の
女
性
と
比
較
す
る
際
、
極
め
て
封
限
的
な
事
例
が
見
山
さ
れ
る
。
容
の
順
序
に
従
っ
て
引
例
し
て
み
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

容

「
や
さ
し
き
女
一
こ
と
葉
に
放
な
く
、
見
一
ら
れ
た
き
風
情
に
あ
ら
ず

1 一

「
去
御
方
に
あ
り
し
よ
し
に
て
、
い
と
や
さ
し
き
有
抜
ー
一

「
色
し
ろ
く
、
髪
う
る
は
じ
く
、
む
の
ご
し
や
さ
し
く
、
京
に
ち
は
づ
か
じ
か
ら
ず
」

件
一

容
ゴ
一
、

容
四

「
や
さ
し
き
女
行
け
る
」

告
五

「
や
さ
し
く
か
し
こ
く
、
い
か
な
る
人
の
埋
子
に
ち
は
づ
か
し
か
ら
ず
」

以
上
の
よ
う
に
、
す
べ
て
「
や
さ
し
ー
一
と
い
う
形
容
詞
に
よ
っ
て
、
こ
の
五
人
の
女
性
が
「
一
代
男
』
中
の
他
の
女
性
昨
か
ら
匹
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
世

之
介
の
能
動
的
な
種
の
封
稿
と
じ
て
、
こ
の
五
名
に
か
ぎ
り
「
や
さ
し
」
な
る
言
葉
を
用
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

「
一
代
男
』
が
源
氏
物
話
を
俳
譜
化
じ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
今
日
一
つ
の
定
説
と
な
っ
て
居
る
。
論
者
は
、
こ
の
五
人
の
女
性
の
形
象
が
意
味
す



る
も
の
の
一
つ
を
、
源
氏
物
語
の
横
の
系
列
を
形
成
す
る
、
所
謂
玉
章
一
系
の
一
説
話
を
嘗
世
風
に
俳
譜
佑
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
居
る
。
此
揮
で
は
そ

れ
を
説
く
事
に
主
眼
は
な
い
。
こ
の
五
人
の
女
性
に
代
表
さ
れ
る
西
鶴
の
女
性
形
象
が
『
椀
久
一
世
の
物
語
』
に
於
て
は
三
名
の
女
性
の
上
に
表
わ
れ
て
居
る

事
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
も
繰
返
し
に
な
る
の
で
要
貼
の
み
に
と
ど
め
て
置
く
が
、
そ
の
一
は
難
波
橋
決
の
女
乞
食
で
あ
る
。
椀
久
が
心
を
ひ
か
れ
た
美
し
い

黒
髪
の
持
主
は
、
一
言
葉
に
や
、
ョ
し
き
所
み
の
れ
ば
連
を
待
た
せ
て
立
戻
り
見
一
日

Q
と
い
う
拍
寓
が
あ
る
。
そ
の
二
は
、
椀
久
の
妻
で
あ
る
。
「
椀
久
妻
た
る
人
、

心
や
さ
し
く
姿
の
う
る
は
じ
き
事
二
五
々
と
あ
る
。
そ
の
一
二
は
傾
城
松
山
と
も
お
ぼ
し
き
町
家
の
人
妻
で
あ
る
。
「
其
の
や
さ
し
き
こ
は
っ
き
人
間
と
は
思
は

れ
ず
一
と
あ
る
。
以
上
『
椀
久
一
に
於
て
も
「
や
さ
し
一
と
い
う
詰
に
よ
っ
て
女
性
を
描
局
し
て
居
る
の
は
こ
の
三
名
以
外
に
な
い
。

「
椀
久
」
三
名
の
女
性
達
は
、
こ
れ
を
「
好
色
一
代
男
』
の
女
性
達
に
較
ぷ
る
時
、
明
ら
か
に
現
貫
世
相
に
立
脚
し
た
護
想
の
中
か
ら
形
造
ら
れ
て
居
る
。

「
一
代
男
』
の
肯
定
的
な
人
間
謡
歌
と
は
打
っ
て
挺
っ
た
、
除
り
に
も
虚
無
的
な
、
そ
れ
丈
に
却
っ
て
明
る
い
こ
の
「
椀
久
』
は
、
反
面
「
や
さ
し
き
女
」
の

形
象
を
俣
空
の
位
界
か
ら
庶
民
の
足
元
に
引
き
下
し
た
と
い
う
面
を
有
し
て
居
る
。
「
一
代
男
』
の
虚
構
性
が
自
然
そ
一
の
舞
去
を
京
に
集
中
せ
、
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
（
四
の
項
参
照
）
に
封
し
て
、
『
椀
久
』
の
舞
査
は
こ
と
ご
と
く
大
坂
を
中
心
と
し
て
居
る
。
こ
れ
は
作
者
の
硯
貼
の
捷
貌
を
裏
書
す
る
一
詮
左
で
お
ろ

う
。
『
諸
国
ぱ
な
し
』
の
創
作
を
経
て
作
品
に
封
す
る
附
と
し
て
の
意
識
、
小
説
と
し
て
の
意
識
の
高
ま
り
が
、
一
説
話
的
手
法
の
習
熟
と
相
侯
っ
て
、
西
鶴
の

内
に
醸
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
事
も
考
え
ら
れ
る
し
、
そ
の
事
は
「
椀
久
一
世
の
物
語
』
と
い
う
題
名
の
、
も
の
が
た
り
と
し
て
の
設
定
か
ら
も
察
せ
ら
れ
て
、

彼
の
内
部
護
展
を
語
っ
て
居
る
。
だ
か
ら
、
初
め
談
林
伎
名
草
子
と
し
て
韓
合
計
一
は
し
た
「
好
色
一
代
男
』
と
い
う
「
は
い
か
い
の
文
章
」
が
、
よ
し
貞
門
波
へ

の
括
抗
か
ら
の
所
産
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
弐
第
に
浮
位
草
子
と
し
て
の
定
着
が
、
作
品
を
積
み
重
ね
て
行
く
内
に
果
さ
れ
て
行
く
の
だ
と
い
う
見
解
な
の
で

あ
る
。
犬
、
ざ
っ
ぱ
な
叙
述
で
あ
る
が
、
『
一
代
男
』
『
椀
久
』
と
、
『
五
人
女
一
を
つ
な
ぐ
線
と
し
て
矢
張
り
紋
く
わ
け
に
行
か
ぬ
問
題
を
包
含
し
て
居
る
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
。

「
好
色
五
人
女
』
の
五
人
の
女
性
と
、
『
好
色
一
代
男
』
の
五
人
の
「
や
さ
し
き
女
」
の
閲
連
、
し
か
も
「
五
人
女
』
の
内
、
お
せ
ん
・
お
さ
ん
の
雨
名
は

人
妻
で
あ
り
、
且
つ
、
扱
わ
れ
た
事
件
は
姦
通
で
あ
る
。
『
一
代
男
』
の
五
人
の
女
性
の
内
、
巻
二
の
川
原
町
の
女
（
小
間
物
屋
源
介
の
妻
）
と
巻
四
の
信
濃

迫
分
の
女
（
牢
入
の
人
妻
）
と
は
共
に
人
妻
で
あ
り
ど
ち
ら
も
世
之
介
と
の
姦
通
が
そ
の
主
題
と
な
っ
て
居
る
。
乙
の
暗
合
も
叉
、
逃
し
得
ぬ
貼
で
、
作
者
の

- 5 -



意
園
を
探
る
一
つ
の
示
唆
で
あ
ろ
う
と
考
え
るc

先
師
日
、
世
上
の
俳
諮
の
文
平
を
見
る
に
、
或
は
漢
文
を
仮
名
に
和
ら
げ
、
或
は
和
歌
の
文
章
に
漢
字
を
入
レ
、
辞
あ
ら
く
賎
し
く
云
な
し
、
或
は
人

情
を
云
と
て
も
今
日
の
さ
か
し
き
く
ま
ん
1
1

を
探
り
求
め
、
西
鶴
が
浅
間
じ
く
下
れ
る
姿
有
。
五
日
徒
の
文
章
は
憶
か
に
作
意
を
立
、
文
字
は
た
と
ひ
漢
字

を
か
る
と
も
、
な
だ
ら
か
に
云
ひ
っ
ゾ
け
、
事
は
部
俗
の
上
に
及
ぶ
と
も
、
懐
し
く
い
〉
と
る
べ
し
と
な
り
（
『
去
来
抄
、
故
賓
』
）
O

（
一
級
以
賄
〕

芭
蕉
が
西
鶴
を
評
し
た
一
一
一
一
口
葉
は
、
円
去
来
抄
』
の
こ
の
文
以
外
に
残
っ
て
屈
な
い
。
こ
の
言
葉
は
主
と
し
て
戸
商
鶴
の
浮
世
草
子
に
就
い
て
一
一
一
日
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
て
居
る
が
、
芭
焦
は
西
鶴
の
一
浮
世
草
子
を
は
っ
き
り
「
俳
諮
の
文
字
」
と
言
い
切
っ
て
居
る

c

「
辞
あ
ら
く
賎
し
き
」
表
現
や
、
「
人
情
を
云
と
て
も
今

日
の
さ
か
し
き
く
ま
外
＼
を
求
め
」
る
よ
う
な
行
き
万
は
、
「
高
く
こ
こ
ろ
を
さ
と
り
て
俗
に
踊
る
」
を
念
っ
た
芭
蕉
に
は
「
浅
間
し
く
」
感
じ
ら
れ
た
に
相
違

な
い
じ
西
鶴
の
浮
世
草
子
を
他
山
の
石
と
し
て
、
「
五
日
徒
の
文
立
は
：
：
：
事
は
部
俗
に
及
ぶ
と
も
、
懐
し
く
い
〉
と
る
べ
し
」
と
芭
蕉
は
識
し
て
居
る

c

敢
て

長
い
引
用
を
試
み
た
の
は
他
で
も
な
い

c

蕉
門
の
人
々
が
書
ノ
＼
文
辛
と
、
西
鶴
の
浮
世
草
子
と
の
聞
に
、
文
義
上
の
ジ
ャ
ン
ル
の
相
遣
を
、
百
蕉
は
敢
て
認
め

て
は
居
な
い
貼
を
注
意
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
俳
諮
師
連
は
そ
れ
ぞ
れ
一
俳
諮
の
文
章
」
を
物
し
て
居
る
。
仮
名
草
子
と
は
、
も
と
貞
門
の
俳

-6-

諮
師
が
こ
れ
を
損
め
世
上
に
流
布
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
中
川
喜
雲
の
コ
口
小
室
』
は
、
野
々
口
立
闘
の
協
力
に
成
る
の
だ
と
、
許
六
の
『
歴
代
滑
稽
惇
』
は

停
え
て
居
る
。
立
固
ま
た
多
く
の
仮
名
草
子
を
書
い
た
。
中
で
も
源
民
物
語
の
梗
概
壮
一
日
が
俳
諮
師
の
教
菜
、
教
化
に
資
す
る
所
大
き
か
っ
た
貼
は
認
め
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
談
林
俳
諮
に
も
言
え
る
事
で
、
宗
因
の
撰
に
な
る
と
侍
え
ら
れ
る
「
紅
白
源
氏
物
語
』
は
、
俳
諮
師
的
な
覗
野
か
ら
書
か
れ
た
積
極
的

な
古
典
の
俗
解
書
で
あ
っ
た
。
そ
の
目
的
と
す
る
所
は
、
己
れ
が
依
接
す
る
俳
壇
の
俳
風
に
立
っ
て
古
典
に
封
す
る
俳
詰
の
、
そ
の
俳
風
の
他
と
の
相
違
を
訴

え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
約
め
て
一
＝
ヲ
ん
ば
、
こ
れ
ら
蝦
名
草
子
は
す
べ
て
こ
れ
「
俳
諮
の
文
章
し
で
あ
っ
た
。
「
好
色
一
代
男
』
ま
に
、



大
坂
談
林
の
俳
風
よ
り
す
る
西
鶴
の
十
俳
譜
の
文
章
」
に
他
な
る
ま
い

c

芭
蕉
が
去
来
に
語
っ
た
前
記
の
西
鶴
評
は
、
西
鶴
に
封
す
る
批
評
が
目
的
で
あ
っ
た

の
で
は
な
く
、
買
に
一
吾
徒
の
」
俳
譜
の
文
章
作
文
上
の
警
告
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
誹
諮
秘
戴
抄
』
な
る
書
物
に
よ
れ
ば
、
西
鶴
は
芭
蕉
の
「
辛
崎
の
」
の

句
に
つ
い
て
、
「
此
句
連
歌
也
」
と
其
角
に
語
っ
た
と
言
う
。
こ
の
百
蕉
と
西
鶴
の
見
解
の
相
違
は
、
ぼ
く
ら
に
新
た
な
興
味
を
喚
ぶ
の
で
あ
る
が
、
徒
ら
に

近
代
的
な
解
稗
は
加
え
る
べ
き
で
あ
る
ま
い
。
と
ま
れ
、
此
庖
で
は
西
鶴
の
浮
世
草
子
が
一
俳
諮
の
文
章
」
と
し
て
受
け
と
ら
れ
て
居
っ
た
事
が
言
い
た
か
っ

た
迄
で
あ
る
。

そ
の
西
鶴
は
、
氏
享
元
年
六
月
、
濁
吟
二
再
三
千
五
百
匂
の
大
業
を
や
っ
て
の
け
た
。
こ
れ
以
後
西
鶴
は
ひ
た
す
，
ら
散
文
界
に
専
心
努
力
を
致
し
た
と
さ
れ

て
居
る
。
し
か
し
乍
ら
西
鶴
の
年
譜
は
、
こ
の
年
以
後
、
浮
世
草
子
に
専
念
す
る
所
か
、
却
っ
て
伊
瑠
璃
に
専
心
す
る
姿
を
前
述
の
如
く
あ
ら
わ
す
の
は
ど
う

し
た
事
か
。
俳
諦
か
ら
浮
世
草
子
ヘ
、
こ
の
方
式
が
西
鶴
に
立
て
ら
れ
て
か
ら
の
歳
月
は
長
い
。
移
り
気
な
軽
口
な
談
林
の
俳
諮
師
西
鶴
の
、
一
時
の
試
の
迷

い
が
貞
享
二
年
の
上
半
歳
を
浮
瑠
璃
で
彩
っ
た
だ
け
の
事
と
、
先
皐
は
考
え
ら
れ
て
の
無
視
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
此
慮
の
個
慮
で
の
拘
泥
は
取
る
に
足
ら
ぬ
問

題
で
あ
る
の
か
も
知
れ
ぬ
。
だ
が
西
鶴
が
「
好
色
五
人
女
」
ヘ
行
き
や
一
利
く
道
は
、
俳
諮
｜
｜
部
瑠
璃
｜
｜
浮
世
草
子
と
い
う
曲
折
の
行
程
で
あ
っ
た
事
は
確
か

で
あ
る
。
そ
れ
は
叉
、
西
鶴
そ
の
人
に
、
散
文
一
途
に
意
を
定
め
切
れ
ぬ
恒
慌
た
る
思
い
を
抱
か
せ
る
程
、
散
文
そ
の
も
の
の
ジ
ャ
ン
ル
が
、
俳
諮
や
四
伊
瑠
璃

に
比
し
て
未
確
立
の
も
の
で
あ
っ
た
事
を
も
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
俳
諮
と
い
う
「
此
一
筋
」
の
遣
を
責
め
た
芭
蕉
や
、
「
白
雲
や
花
な
き
山
の
恥
か
く
し
」

と
い
う
一
句
を
侍
設
の
よ
う
に
遺
し
て
、
四
伊
瑠
璃
の
道
に
突
き
進
ん
だ
近
松
に
較
べ
て
、
不
惑
を
越
え
た
西
鶴
は
、
散
文
界
と
律
語
界
を
、
そ
れ
こ
そ
「
浅
間

ープー

し
く
」
低
迷
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
が
良
か
っ
た
か
ど
う
か
、
論
者
は
知
ら
ぬ
。
唯
、
『
男
色
大
鑑
」
の
記
事
を
引
合
に
出
す
ま
で
も
な
く
、
芝
居
好
き
な
西
鶴
が
こ
の
半
歳
の
賞
作

経
験
か
ら
得
た
ち
の
は
大
、
き
か
っ
た
ろ
う
事
が
考
え
ら
れ
て
来
る
。
そ
れ
が
『
五
人
女
』
へ
ど
う
投
影
し
て
来
る
の
か
、
研
究
の
不
充
分
が
説
、
き
明
ら
め
る
事

を
妨
げ
て
居
る
が
、

世
に
謂
わ
れ
る
五
段
組
織
の
構
成
は
恐
ら
く
妥
首
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
『
好
色
五
人
女
』
五
巻
五
章
、
ず
つ
の
構
成
は
伊
瑠
璃
五
段
組
織
の

日〈
亙~

山響
本に
健成
_L. 司

古。

氏と
は t•
次う
の見
よ方
うが

巳（二
百言l:V

うス少
）は

可
能

近
附
く
ト

つ
に

思
／し

’Q 

の
に、

あ
Q 



近
松
は
武
士
の
山
で
あ
る
ら
し
い
か
ら
、
式
家
生
活
を
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
が
、
時
代
物
に
お
い
て
、
も
っ
と
ち
リ
ア
ル
に
生
活
感
情

を
浮
、
き
山
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
一
二
段
目
の
合
活
で
も
、
彼
は
町
人
の
一
一
一
一
口
実
を
勾
じ
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
時
代
的
・
階
殻
的
な
矛
百
二

彼
は
こ
だ
わ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
よ
り
、
聴
衆
が
大
坂
の
町
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
そ
れ
は
強
い
ら
れ
た
も
の
だ
と
弓
う
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
の
一
や
は
辺
に
一
一
一
一
日
っ
て
、
汗
山
川
時
は
非
常
に
庶
民
的
な
世
界
を
附
く
誌
術
で
あ
芯
と

b

一
一
一
日
一

Jん
ら
〉
日
の
前
に
間
容
を
置
い
て
、
間
容
の
附
閉
廷
に
詞
一
立
ー
し
」
語
、
律

を
以
て
一
個
の
木
仏
を
人
間
に
形
決
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
比
パ
直
に
は
観
客
に
程
遠
い
生
活
感
情
の
介
入
は
許
さ
れ
ぬ
。
公
家
も
武
士
も
法
師
も
官
女
も
、
す
べ
て

庶
民
と
同
質
の
内
怒
長
換
を
表
現
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
西
鶴
が
こ
の
庶
民
葱
術
を
臼
ら
創
作
し
た
事
は
、
三
部
の
遊
里
を
思
す
筆
か
ら
庶
民
の
巷
を
描

汚
ず
る
官
に
持
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
一
代
男
」
か
ら
「
五
人
女
』
へ
の
推
移
の
上
に
、
相
官
大
き
く
働
き
か
け
た
も
の
が
あ
っ
た
貼
を
認
め
ね
ば
な
る
ま
い
。

き
て
、
『
五
人
女
一
の
周
過
を
へ
め
ぐ
っ
て
、
比
一
一
か
長
き
に
惰
じ
た
感
が
あ
る
。
『
五
人
女
」
そ
の
も
の
の
考
察
を
急
が
ね
ば
な
ら
な
い
。
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四

『
好
色
五
人
女
』
は
言
う
ま
で
も
な
く
五
つ
の
告
に
→
け
れ
て
居
司
令
宇
一
筋
を
貫
く
テ

l

マ
は
「
好
色
」
の
二
字
に
還
元
さ
れ
る
。

代
女
』
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
先
ず
は
じ
め
に
、
各
巻
の
内
題
下
の
芳
題
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
弐
の
様
だ
。

巻
一
、
姿
姫
路
清
十
郎
防
語
、
径
二
、
情
を
入
し
櫓
昼
物
か
た
り
、
径
三
、
中
段
に
見
る
杯
怪
物
語
、
向
日
四
、
経
草
か
ら
げ
し
八
百
屋
吻
話
、
程
五
、
時
四
の

こ
れ
は
「
一
代
男
』
『

山
一
政
五
兵
衛
物
語
コ

す
べ
て
「
も
の
が
た
り
i一
と
あ
る
事
に
注
意
を
引
か
れ
る
。
明
か
に
物
語
の
意
識
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
つ
芳
題
に
せ
よ
、
は
っ
き
り
と
「
も
の
が
た
り
」

を
作
ろ
う
と
す
る
意
欲
を
見
せ
た
の
は
、
先
行
文
事
と
快
を
分
つ
に
充
分
な
西
鶴
の
姿
勢
で
あ
ろ
う
。
勿
論
『
椀
久
ア
も
そ
の
題
に
物
語
を
銘
打
っ
て
居
る
。



し
か
し
「
椀
久
』
は
あ
く
ま
で
大
和
屋
甚
兵
衛
の
芝
居
に
首
込
ん
だ
、
椀
屋
久
右
衛
門
の
最
期
物
語
で
あ
り
、
較
ぷ
べ
く
も
な
い
小
品
で
あ
る
。
『
椀
久
一
の

延
長
上
に
、
成
熟
し
た
西
鶴
の
作

L家
精
神
が
「
五
人
女
』
を
物
語
と
し
て
構
成
し
た
と
見
る
べ
、
き
で
あ
ろ
う
。

更
に
そ
の
配
列
を
見
る
。

巻
一
の
舞
査
は
姫
路
で
あ
る
。
巻
二
は
大
坂
で
あ
る
。
以
下
、
京
都
、
江
戸
、
薩
摩
と
な
っ
て
居
る
。
印
ち
京
都
を
中
心
に
、
大
坂
、
江
戸
を
そ
の
雨
脇
に

置
き
、
相
路
、
持
醸
を
一
川
巽
に
配
し
た
構
成
で
ゐ
る
。
こ
の
構
成
は
叶
好
色
一
代
男
一
の
後
半
、
者
五
以
下
の
配
刈
に
類
似
し
て
居
る
。
「
一
代
男
』
の
後
半

（
’
J
七
妓
列
博
心
部
分
）
ば
、
3

五
と
き
八
が
、
点
却
を
中
央
に
置
き
、
地
川
日
的
に
考
慮
せ
ら
れ
た
配
置
が
行
わ
れ
て
時
る
。
但
し
こ
の
場
合
は
雨
翼
に
多
く
京
、

大
収
守
旧
し
て
回
る
。
そ
う
し
て
色
六
、
官
七
な
る
巾
間
の
二
告
は
、
点
、
大
坂
、
江
戸
の
三
部
の
み
に
限
っ
て
日
り
、
し
か
も
両
翼
に
は
、
京
、
大
坂
が
き

ち
ん
と
配
さ
れ
て
構
成
さ
れ
て
居
る
。
か
く
て
各
容
に
於
て
、
む
一
立
は
点
、
沼
七
市
は
大
収
（
巷
八
に
は
部
七
立
ば
な
い
。
又
川
口
草
と
し
て
心
性
一
日
上
品
底

的
税
念
は
倍
、
り
段
以
で
は
な
い
。
）
容
五
と
告
八
の
買
中
の
卒
、
つ
ま
り
第
四
半
は
求
、
径
六
、
径
七
は
三
郎
の
み
、
と
一
一
は
っ
た
構
成
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
内
容
に
亙
っ
て
検
し
た
結
果
、
西
鶴
の
三
部
活
旦
に
封
す
る
遊
皇
制
を
市
的
に
知
る
事
が
山
来
た
と
同
時
に
、
か
か
る
配
置
が
意
味
す
る
よ
り
の
は
談
林

俳
詰
的
な
「
て
ん
が
う
」
で
あ
る
と
結
論
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
似
た
配
列
が
、
『
五
人
女
一
一
に
見
ら
れ
る
事
は
、
日
誌
に
西
鶴
の
常
套
的
な
俳
譜
的
手

段
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
と
す
れ
、
ば
、
新
た
な
物
語
意
識
を
内
に
摘
し
周
到
な
川
志
の
下
に
創
作
に
と
り
か
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
「
五
人
女
』
が
、
一
面

一
一
代
男
一
の
構
成
を
引
い
て
居
る
事
買
は
、
前
述
せ
る
か
伏
性
像
の
一
昭
討
し
」
関
連
し
て
何
手
か
の
意
味

Jゲ
に
け
し
て
居
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
来
る

r
v
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名
は
町
家
の
娘
で
あ
る
。
そ
こ
で

五
巻
二
十
五
～
羊
の
各
一
説
話
の
女
主
人
公
は
お
夏
、
お
せ
ん
わ
さ
ん
お
七
、
お
ま
ん
の
五
名
で
ゐ
る
つ
内
、
お
ぜ
ん
と
お
さ
ん
が
人
主
で
あ
り
、
他
の

こ
の
五
つ
の
物
語
を
、
女
主
人
公
の
面
か
ら
乃
類
す
る
と
、
人
片
足L
」
山q
J
K
L」の
二
つ
の
形
態
に
一
け
け
ら
れ
る
c

ま
ず
、

お
夏
、
お
七
、
お
ま
ん
の
一
二
名
を
見
る
。
こ
の
三
名
の
説
明
出
烏
を
、
西
鶴
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
居
る
つ

お
夏
・
・
九
右
衛
門
妹
に
お
な
つ
と
い
へ
る
訂
げ
る
其
年
十
六
迄
見
の
色
好
て
い
ま
に
定
る
縁
も
な
し
さ
れ
は
此
友
田
合
に
は
い
か
に
し
て
都
に
も
素
人



女
に
は
見
た
目
心
事
とL
I

－
－
中
略1
1
1

情
の
程
も
さ
ぞ
有
ヘ
し
（
を
つ
く
け
帯
よ
り
あ
ら
は
る
＼
女
）

お
七
・
・
此
人
ひ
と
り
の
蚊
あ
り
名
は
お
七
と
い
へ
り

c

年
も
十
六
花
は
上
野
の
盛
月
は
隅
田
川
の
か
げ
き
よ
く
か
ご

Q
美
女
の
あ
る
べ
き
も
の
か
都
鳥

其
業
一
平
に
時
代
ち
が
ひ
に
て
見
せ
ぬ
事
の
口
惜
日
正
に
心
を
掛
、
ざ
る
は
な
し
（
巻
四
、
大
節
手
は
お
も
ひ
の
問
）

お
ま
人
・
・
其
比
叉
さ
つ
ま
が
に
演
の
町
と
い
ふ
所
に
琉
球
屋
の
川
が
し
が
娘
お
ま
ん
と
い
へ
る
有
け
り
年
の
程
十
六
夜
の
月
を
も
そ
ね
む
生
っ
き
心
ざ

し
や
さ
し
く
揺
の
只
中
見
し
人
お
も
ひ
掛
ざ
る
は
な
し
（
径
五
、
小
平
泣
は
附
心
手
に
散
十
化
）

こ
の
三
つ
の
文
平
か
ら
次
の
一
手
が
一
一
一
日
盲
人
一

ω
（

第
一
に
、
お
夏
、
お
七
、
お
ま
ん
共
に
年
齢
は
十
六
鼠
で
あ
る
」
「
ち
く
さ
の
ま
へ
と
て
い
ま
だ
二
八
の
春
も
す
ぎ
」
（
「
凱
昨
八
叫
』
）
と
申
瑠
璃
で
は
美
女

の
年
齢
に
多
一
く
十
六
政
を
以
て
す
る
。
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
三
名
共
一
泊
し
て
十
六
歳
と
し
て
居
る
の
は
類
型
的
で
あ
る
。

第
二
に
、
三
名
共
近
在
近
郷
に
無
比
の
美
少
女
で
あ
る
。
第
三
に
、
こ
れ
ら
の
娘
を
一
日
見
た
男
で
、
思
を
掛
け
な
い
男
は
居
な
い
と
一
一
一
口
っ
て
居
る
。

以
上
の
事
制
が
不
唆
す
る
事
は
、
そ
の
描
お
が
非
常
に
類
型
的
に
し
か
な
さ
れ
て
な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。
人
物
が
類
型
的
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
徳

川
初
期
の
封
建
倫
即
の
規
制
を
破
っ
て
、
世
間
一
般
の
町
家
の
子
女
で
あ
り
乍
ら
、
か
か
る
い
た
ず
ら
事
を
や
っ
て
の
げ
る
娘
を
表
現
す
る
に
、
一
律
的
な
文

辞
を
以
て
し
、
且
つ
一
人
一
人
の
性
格
拙
認
は
多
く
省
雫
に
よ
っ
て
事
件
そ
の
も
の
を
迫
っ
て
行
く
。
お
夏
も
お
七
も
お
ま
ん
も
皆
統
一
あ
る
一
人
格
と
し
て

は
拙
か
れ
て
屈
と
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
、
も
う
一
つ
興
味
あ
る
事
は
、
こ
の
三
名
共
に
そ
の
轡
は
積
極
的
で
あ
る
貼
だ

c

男
に
封
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

が
「
か
ず
／
＼
の
か
よ
は
せ
文
し
を
迭
っ
て
居
る
。
十
六
の
娘
の
掛
か
な
直
情
的
な
思
慕
と
し
て
も
、
そ
の
積
極
性
は
三
名
に
共
通
し
て
行
動
を
件
っ
て
烈
し

い
。
こ
の
掻
へ
の
積
極
性
は
、
す
べ
て
悲
劇
の
性
質
を
州
市
ぴ
て
回
る
に
も
拘
ら
ず
、
西
鶴
の
殺
事
は
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
藤
村
作
氏
は
こ
れ
に
就
い
て
、

必
す
し
も
慾
愛
悲
劇
と
し
て
取
上
げ
た
の
で
は
広
い

ο

彼
は
…
強
愛
生
活
の
一
字
柴
田
に
日
を
つ
け
る
と
共
に
、
偶
然
の
人
聞
の
運
命
に
於
げ
る
重
大
さ
に
日
を

（
計
二
一
）

つ
け
て
一
構
成
し
た
の
だ
と
言
わ
れ
て
居
る
ご
悲
劇
の
契
機
と
な
る
も
の
は
、
一
五
人
女
一
」
の
場
合
、
多
く
運
命
の
い
大
す
ら
で
あ
る
。
組
処
愛
の
種
々
相
と
、

偶
然
が
負
う
運
命
の
翻
弄
を
描
く
事
の
方
が
、
作
者
に
あ
っ
て
主
眼
だ
と
し
た
ら
、
も
と
よ
り
悲
劇
の
構
成
な
ど
は
念
頭
に
浮
び
も
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

c
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悲
劇
の
文
皐
性
は
西
鶴
の
世
界
に
は
求
む
べ
く
も
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
三
名
の
魔
女
の
形
象
が
、
か
く
類
型
的
で
あ
る
事
も
首
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

可
。
。そ

れ
で
は
も
う
一
つ
の
形
態
に
属
す
る
、
お
せ
ん
、
お
さ
ん
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
繰
返
し
に
な
る
が
こ
の
二
つ
の
説
話
は
、
ま
ず
事
件
の
契
機
を
成

す
も
の
が
共
に
姦
通
で
あ
る
貼
で
一
致
し
て
居
る
と
言
え
よ
う
。

お
せ
ん
め
い
わ
く
な
が
ら
間
暮
せ
し
が
お
も
へ
ば
／L

－k

に
く
き
心
中
と
て
も
ぬ
れ
た
る
決
な
れ
ば
比
う
へ
は
是
非
に
お
よ
ぽ
す
あ
の
長
左
衛
門
殿
に
な

さ
げ
を
か
け
あ
ん
な
女
に
鼻
あ
か
せ
ん
と
思
ひ
そ
め
し
よ
り
各
別
の
こ
〉
ろ
ざ
し
ほ
と
な
く
態
と
な
り
し
の
び
／
＼
に
申
か
は
し
い
つ
ぞ
の
し
ゅ
び
を
ま

ち
け
る
（
巻
二
、
木
将
の
杉
ゃ
う
じ
一
寸
先
の
命
）

こ
れ
は
樽
屋
の
女
房
お
せ
ん
が
、

--1.1 -

主
家
の
長
左
衛
門
と
密
通
す
る
に
至
る
心
情
の
境
移
を
惇
え
る
一
節
で
あ
る
。
「
さ
れ
共
情
の
道
を
わ
き
ま
へ
ず
一
生
枕

ひ
と
つ
に
て
あ
た
ら
夜
を
明
し
ぬ
」
と
は
お
せ
ん
に
閲
す
る
描
寓
で
あ
る
が
、
こ
ん
な
に
堅
い
身
持
の
女
が
、
思
い
つ
め
た
行
局
に
出
る
の
は
徐
程
長
左
衛
門

の
内
儀
の
惰
気
が
憎
か
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
は
上
記
の
説
明
は
簡
車
で
あ
り
過
ぎ
る
。
叉
、
そ
れ
へ
至
る
た
め
の
お
せ
ん
の
性
格
描
馬
が
物
足
り

ぬ
し
、
第
一
夫
の
傍
で
長
左
衛
門
と
密
通
す
る
と
い
う
設
定
は
如
何
に
も
ず
ぼ
ら
な
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
夫
に
護
見
さ
れ
て
、
鑓
飽
で
胸
元
を
さ
し
通

し
て
自
殺
す
る
と
い
う
結
末
が
ま
こ
と
に
唐
突
で
あ
る
。
そ
う
し
た
感
じ
は
お
さ
ん
の
場
合
に
も
同
様
に
言
え
る
。

よ
も
や
此
事
人
に
し
れ
、
ざ
る
事
あ
ら
じ
比
う
へ
は
身
を
す
て
命
か
き
り
に
名
を
立
茂
右
衛
門
と
死
手
の
披
路
の
道
づ
れ
と
な
お
や
め
が
た
く
心
底
申
き

か
せ
け
れ
ば
（
巷
三
、
し
て
や
ら
れ
た
枕
の
夢
）

茂
右
衛
門
と
不
義
に
陥
っ
た
夜
の
お
さ
ん
の
心
理
描
寓
で
あ
る
。
彼
女
の
心
理
の
こ
の
急
激
な
竣
化
を
諌
ん
で
ぼ
く
ら
は
多
少
の
戸
惑
い
を
憶
え
る
の
で
あ



る
。
今
日
の
ぼ
く
ら
に
は
、
所
謂
リ
ア
リ
テ
ィ
が
稀
薄
な
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
るc

恐
ら
く
そ
れ
は
、
ぼ
く
ら
が
現
代
の
尺
度
で
一
五
人
女
」
を
計
っ

て
居
る
か
ら
か
も
知
れ
ぬ
。
或
い
は
叉
作
者
の
狙
い
と
ぼ
く
ら
の
受
容
と
に
幾
許
の
ず
れ
が
あ
る
か
ら
か
も
知
れ
ぬc

お
せ
ん
も
お
さ
ん
も
、
人
の
婦
女
に
は

あ
る
ま
じ
き
い
た
ず
ら
者
で
あ
る
と
、
二
一
一
口
わ
ぬ
計
り
の
西
鶴
の
筆
の
運
び
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

姦
通
は
大
き
な
罪
悪
で
あ
る
。
人
と
し
て
、
不
倫
こ
れ
に
過
ぐ
る
は
な
い
。
読
者
の
側
に
、
判
断
は
そ
れ
と
、
用
意
さ
れ
て
店
つ
で
も
、
と
か
く
主
人
公
に

同
情
し
勝
な
護
者
は
、
い
た
ず
ら
女
を
い
た
ず
ら
女
と
し
て
書
い
た
人
間
形
象
に
按
じ
て
は
、
お
き
に
ら
ぬ
感
情
を
抱
き
が
ち
な
も
の
で
あ
る

c

え
て
し
て
許

債
は
、
主
人
公
の
側
に
立
っ
て
読
ん
に
請
者
が
、
作
者
の
意
同
と
法
岡
井
、
っ
た
結
論
を
苛
じ
て
了
う
の
で
あ
る
。
時
代
や
一
川
合
け
に
封
寸
目
。
一
反
抗
の
姿
勢
を
、
目
的
問

に
需
め
、
作
中
の
人
物
に
求
め
る
事
は
課
り
で
は
な
い
。
そ
れ
が
可
能
な
ら
、
は
じ
め
て
作
品
は
民
族
の
古
典
と
じ
て
定
着
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
今
日
的
な
意

義
と
は
、
作
品
自
躍
の
分
析
が
生
む
債
値
と
意
岡
と
の
認
識
の
上
に
、
作
者
を
超
え
時
代
を
超
え
た
リ
ア
リ
テ
ィ
を
抽
出
す
る
事
が
可
能
な
時
に
の
み
考
え
ら

れ
る
。
封
建
的
な
制
約
の
中
で
、
力
い
っ
ぱ
い
生
の
白
由
な
主
張
を
叫
ん
だ
女
性
像
を
形
象
し
た
と
結
論
出
来
た
ら
、
『
五
人
女
」
に
つ
い
て
物
言
う
こ
と
ば

は
査
さ
れ
る
。
其
庭
に
は
作
者
西
鶴
の
深
い
杢
人
間
的
な
同
情
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
し
か
し
、
そ
れ
は
「
五
人
女
」
の
文
準
的
形
象
が
、
生
み
出
し

て
了
っ
た
文
庫
ナ
的
現
買
を
、
結
果
か
ら
師
納
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
c

も
し
か
し
た
ら
、
西
鶴
は
五
人
の
女
す
べ
て
を
決
し
て
員
の
同
情
か
ら

描
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
巻
五
「
衆
道
は
一
雨
の
手
に
散
花
一
に
、
西
鶴
は
衣
の
よ
う
に
書
い
て
居
る
。
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女
程
お
そ
ろ
じ
き
も
の
は
な
し
何
事
を
も
留
め
げ
る
人
の
中
に
て
は
常
泣
し
て
お
ど
じ
け
る
さ
れ
ば
世
の
中
に
化
も
の
と
後
家
た
て
寸
ま
寸
女
な
し
ま

し
て
男
の
女
房
を
五
人
や
三
人
こ
ろ
し
て
後
よ
び
む
か
へ
で
も
と
が
に
は
な
ら
し

女
の
悪
業
に
く
ら
べ
た
ら
、
男
が
三
人
や
五
人
後
妻
を
め
と
っ
て
も
住
め
立
て
す
る
筋
合
で
は
む
い
と
西
鶴
は
一
百
う
。
俳
諮
師
の
坐
の
滑
り
、
問
中

h
bる
修
辞

と
、
考
え
る
に
し
て
は
思
い
切
っ
た
文
章
で
は
な
か
ろ
う
か
。



五

こ
れ
に
類
し
た
言
葉
を
各
血
甘
か
ら
抽
出
す
れ
ば
次
の
如
、
き
で
あ
る
叩

菟
角
女
は
化
物
姫
路
の
於
佐
賀
部
狐
も
か
へ
っ
て
眉
毛
よ
ま
る
べ
し
（
巷
一
、
大
鞍
に
よ
る
獅
子
舞
）

き
れ
ば
一
切
の
女
移
り
気
足
る
物
に
し
て
う
ま
き
色
附
し
に
現
を
ぬ
か
し
ー
ー
ー
中
略
｜
｜
う
る
は
し
き
男
に
う
か
れ
か
へ
り
で
は
一
代
ゃ
し
な
ふ
男
を

嫌
ひ
ぬ
是
ほ
ど
無
理
な
る
事
な
し
（
巻
二
、
こ
け
ら
は
胸
の
焼
付
さ
ら
世
帯
）

中
に
も
い
た
づ
ら
か
た
ぎ
の
女
を
持
あ
は
す
男
の
身
に
し
て
是
程
な
き
け
な
き
物
は
な
し
（
巻
三
、
身
の
上
の
立
問
）

千
マ

女
の
つ
よ
か
ら
ず
し
て
よ
き
事
に
無
用
の
言
葉
（
巷
四
、
虫
出
し
の
紳
鳴
も
ふ
ん
ど
し
か
き
た
る
君
主
）

女
程
お
そ
ろ
し
き
も
の
は
な
し
（
巻
玉
、
前
出
）
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こ
う
し
た
一
連
の
文
章
を
ぼ
く
ら
は
ど
う
解
轄
す
べ
、
き
で
あ
ろ
う
。前作
「
諸
国
、
ぱ
な
し
』
の
巻
四
、
「
忍
び
一
扇
の
長
歌
一
に
一
さ
る
大
名
の
姪
御
椋
」
の

見
事
な
形
象
を
果
し
た
西
鶴
を
知
っ
て
居
る
ぼ
く
ら
が
、
今
こ
れ
ら
の
文
章
の
文
字
づ
ら
か
ら
受
け
と
る
印
象
は
意
外
で
あ
る
。
し
か
し
叉
、
ぼ
く
ら
は
、

方
で
次
の
よ
う
な
西
鶴
を
も
知
っ
て
居
る
。

さ
れ
ど
も
町
の
女
の
風
俗
は
外
な
り
色
里
の
よ
き
事
見
馴
れ
て
そ
れ
に
は
向
か
つ
Y

く
べ
し
（
『
柿
久
一
世
ω
物
尚
一
上
告
ん
判
界
は
夜
J
I聖
」
）

ど
ん
な
に
美
し
く
す
ぐ
れ
た
女
で
あ
っ
て
も
、
所
詮
地
女
は
地
女
、
た
け
の
こ
と
し
か
な
い
。
才
覚
あ
っ
て
金
銭
を
貯
え
る
事
は
町
人
道
の
第
一
義
で
あ
る

c



貯
え
た
金
は
折
に
の
ぞ
ん
で
費
消
す
る
事
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
け
れ
ど
も
費
消
し
つ
く
す
事
を
避
け
る
の
が
、
町
人
と
し
て
首
然
執
る
べ
き
配
慮
で
あ
り
庭

置
で
あ
ろ
う
。
遊
里
に
遊
ん
で
分
知
り
と
言
わ
れ
色
事
の
表
裏
に
通
暁
し
乍
ら
、
し
か
も
程
良
く
我
身
を
御
し
て
貯
え
を
減
ら
さ
ぬ
の
が
、
才
覚
あ
る
人
間
で

が
ち

あ
る
。
が
、
ま
た
遊
女
の
よ
さ
を
知
ら
、
ざ
る
は
女
房
に
鼻
毛
を
よ
ま
れ
る
「
山
出
し
の
月
」
で
も
あ
る
。
地
女
に
な
え
－
遊
女
の
よ
さ
は
、
先
ず
遊
里
に
遊
ん
で

自
ら
味
え
よ
と
西
鶴
は
説
く
。
そ
の
観
想
は
、
浮
世
草
子
十
飴
年
の
創
作
過
程
を
通
じ
て
獲
る
事
が
な
い
西
鶴
で
あ
っ
た
。
そ
の
観
却
し
」
、
こ
れ
と
、
一
見
闘

（
計
四
〉

わ
り
は
な
い
か
に
見
え
て
基
は
一
つ
で
あ
る
。
浮
世
草
子
の
本
質
は
浮
い
て
浮
い
て
な
ぐ
さ
み
、
男
色
女
色
の
色
道
二
つ
を
「
水
に
流
る
〉
瓢
箪
の
と
と
く
」

わ
た
り
暮
す
除
悦
を
描
く
に
在
る
。
町
人
階
級
の
世
界
Jを
、
そ
の
生
活
を
、
如
貫
に
描
く
と
一
一
一
一
口
わ
れ
た
所
で
、
そ
の
抗
き
方
、
そ
の
態
度
は
、
ど
こ
ま
で
も
好

色
の
相
を
踏
ま
え
た
浮
世
な
る
覗
貼
か
〉
り
す
る
そ
れ
で
あ
っ
て
、
酒
落
が
滑
稽
が
、
そ
し
て
所
謂
俳
謂
が
作
の
基
底
に
あ
る
一
事
は
否
め
な
い
の
で
あ
る
。

若
い
女
年
寄
男
こ
か
れ
で
も

五
鱒
五
倫
皆
か
り
物
の
浮
世
町
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水
性
火
性
も
ゆ
る
相
性

っ
か
ひ
す
こ
し
て
跡
は
か
ら
だ
び
（
茶
昆
）

（
帥
一
部
）
（
仙
憂
大
矢
敷
・
回
一
鶴
の
摘
吟
）

現
買
の
事
象
の
表
面
を
擦
過
し
て
行
く
表
現
は
、
生
涯
の
大
半
を
捧
げ
た
俳
譜
生
活
が
、
西
鶴
に
植
え
つ
け
た
も
の
だ
っ
た
ろ
う
し
、
浮
世
草
子
そ
の
も
の

も
、
そ
れ
以
上
を
要
求
し
て
は
居
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
と
か
く
女
と
い
う
も
の
は
」
そ
う
書
く
筆
は
深
い
思
慮
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
員
面

と
と
わ
p

日
を
装
っ
て
、
事
は
卑
俗
な
下
世
話
の
道
却
に
寄
せ
る
。
如
上
の
一
連
の
文
章
は
、
俳
諮
一
流
の
を
こ
な
表
出
を
狙
っ
た
浮
世
草
子
の
常
套
な
の
で
あ
る
。
西

鶴
自
身
の
内
面
に
は
関
わ
る
事
な
く
、
遊
女
を
地
女
の
上
位
に
翠
げ
、
女
一
般
を
好
色
の
苗
か
ら
の
み
評
慣
す
る
事
は
、
つ
ま
り
は
浮
世
草
子
の
有
す
る
一
つ

の
通
弊
な
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
西
鶴
の
浮
世
草
子
が
こ
れ
に
と
ど
ま
る
限
り
西
鶴
の
西
鶴
た
る
本
領
は
な
い
。
こ
れ
ら
卑
俗
な
観
想
が
更
に
一
歩
を
進
め
て

古
典
の
俳
諮
と
絡
み
合
っ
た
一
つ
の
人
生
批
評
と
な
る
所
に
、
『
五
人
女
」
の
面
目
が
表
わ
れ
て
来
る
。
人
間
そ
の
も
の
を
、
決
の
よ
う
な
言
葉
で
語
っ
た
周



鶴
が
あ
る
。

人
の
情
は
一
歩
小
判
あ
る
う
ち
な
り
（
巻
一
、
議
は
闇
夜
を
霊
の
岡
）

天
満
に
七
つ
の
化
物
有
ー
ー
ー
中
略
｜
｜
定
一
皆
年
を
か
さ
ね
し
狐
狸
の
業
ぞ
か
し
世
に
お
そ
ろ
し
き
は
人
間
ば
け
て
命
を
と
れ
り
（
巻
二
、
踊
は
く
づ
れ

桶
夜
更
て
化
物
）

人
は
み
な
移
気
な
る
物
ぞ
か
し
（
同
、
こ
け
ら
は
胸
に
焼
付
さ
ら
世
帯
）

き
れ
ば
世
の
人
程
だ
い
た
ん
な
る
も
の
は
な
し
〈
巻
三
、
身
の
う
へ
の
立
聞
）

命
程
頼
み
す
く
な
く
て
叉
つ
れ
な
き
物
は
な
し
中
／
＼
死
ぬ
れ
ば
う
ら
み
も
穣
も
な
か
り
し
に
（
巻
四
、
様
子
あ
つ
て
の
俄
坊
主
）

さ
り
と
で
は
死
な
れ
ぬ
も
の
人
の
命
に
そ
有
げ
る
（
巻
玉
、
も
ろ
き
は
命
の
烏
さ
し
）
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人
の
身
程
あ
き
ま
し
く
つ
れ
な
き
物
は
な
し
1
1
1

中
略
1
1
1

女
程
お
そ
ろ
し
き
も
の
は
云
々
（
巻
王
、
衆
遣
は
雨
の
手
に
散
花
）

「
掠
も
死
な
れ
ぬ
う
き
世
に
御
座
候
。
」
と
は
、
「
文
反
故
』
の
一
節
で
あ
る
が
、
こ
の
世
に
ま
さ
し
く
存
在
す
る
人
間
同
志
の
現
貫
生
活
が
、
矛
盾
や
虚
僑

や
葛
藤
の
渦
の
中
で
、
流
樽
の
宿
世
を
流
れ
る
と
す
る
。
中
世
の
隠
者
達
や
連
歌
師
輩
の
感
想
が
、
元
禄
文
化
の
底
の
方
に
か
黒
く
尾
を
引
い
て
承
け
繕
が
れ

て
居
っ
た
の
だ
と
、
考
え
て
こ
れ
を
し
も
俳
譜
師
西
鶴
の
問
中
な
る
修
鮮
と
は
片
附
け
ら
れ
な
い
。
人
生
を
宿
世
と
観
じ
、
輪
廻
の
業
と
見
る
事
は
、
古
典
文
皐

の
停
統
的
な
一
つ
の
観
念
で
あ
る
。
西
鶴
叉
、
こ
れ
を
意
識
下
に
有
し
て
居
た
事
は
疑
え
ぬ
所
で
あ
る
。
「
さ
だ
め
で
御
身
や
み
づ
か
ら
が
。
く
は
こ
の
か
た

き
が
子
と
生
れ
御
子
に
や
か
〉
る
ら
ん
。
何
事
も
さ
だ
ま
る
と
う
必
な
げ
か
せ
給
ふ
な
と
」
（
凱
陣
八
嶋
第
五
）
「
し
ょ
せ
ん
策
政
と
さ
し
ち
が
へ
う
き
ょ
の

ま
う
し
う
は
ら
さ
ん
と
」
（
暦
第
一
）
。
こ
れ
ら
は
閉
瑠
璃
の
定
ま
り
文
句
と
言
う
程
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
慣
用
句
で
は
あ
る
。
そ
れ
ら
は
何
等
の
拘
束
も
な
し

に
、
素
朴
に
聴
衆
の
情
感
に
訴
え
て
来
た
に
相
違
な
い
。
「
歌
き
な
が
ら
も
月
日
を
迭
る
」
と
い
う
投
節
の
文
句
と
同
じ
様
に
、

梯
わ
ず
、
上
記
の
言
葉
を
各
巻
に
鎮
め
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

西
鶴
は
さ
ま
で
深
い
顧
慮
を



今
日
的
な
受
容
の
仕
方
で
は
、
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
程
、
西
鶴
の
浮
世
は
今
日
の
時
代
と
は
か
け
離
れ
て
居
る

c

ぼ
く
ら
か
、
お
夏
と
清
十
郎
の
馳
訴
を
車
純

過
ぎ
無
銭
砲
す
ぎ
る
と
見
ぬ
ま
で
も
、
何
か
割
り
切
れ
な
さ
が
残
る
と
い
う
受
け
と
り
様
が
、
却
っ
て
西
鶴
に
は
不
思
議
で
あ
る
‘
だ
ろ
う
。
首
時
の
請
者
に
は

『
五
人
女
』
の
心
情
の
移
り
行
き
は
す
べ
て
素
直
に
胸
底
に
這
入
っ
て
来
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
は
そ
れ
程
に
時
代
の
封
建
制
は
巌
し
く
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
が
し
か
し
、
そ
う
し
た
枇
舎
に
生
き
て
、
人
間
の
深
奥
に
巣
食
う
悲
哀
が
、
自
己
の
心
象
の
冷
や
か
さ
に
ま
ぎ
ら
す
す
べ
な
い
哀
し
み
が
、
甲

斐
な
き
浮
世
に
死
な
れ
ぬ
命
と
歎
ず
る
言
葉
は
今
も
深
く
ぼ
く
ら
の
心
に
迫
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。

徳
じ
て
人
間
ほ
ど
浅
ま
し
く
不
人
情
な
L

の
は
な
い
。
浮
気
で
慾
深
で
執
念
深
い
。
そ
う
西
鶴
は
一
一
一
ず
令
官
り
す
ま
し
た
隠
者
の
よ
う
な
こ
れ
ら
の
言
葉
つ

き
を
、
か
く
て
ぼ
く
ら
は
矢
張
り
ま
と
も
に
受
け
取
る
事
は
危
険
で
あ
ろ
う
。
そ
う
語
り
乍
ら
、
か
く
女
性
へ
の
不
信
を
連
ね
乍
ら
、
西
鶴
程
人
聞
を
よ
く
眺

め
、
貧
禁
な
程
よ
く
描
い
た
作
家
は
な
い
。
「
人
程
可
愛
ら
し
き
者
は
な
し
」
と
は
『
諸
艶
大
鑑
』
の
中
で
、
同
じ
西
鶴
が
書
い
た
言
葉
で
あ
る
。
隠
者
風
な

感
想
や
封
建
道
徳
の
説
教
染
み
た
言
葉
の
下
に
、
あ
く
ま
で
も
執
劫
に
お
せ
ん
や
お
さ
ん
を
抽
出
し
て
行
く
西
鶴
の
眼
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
だ
と
し
た
ら
、

如
上
の
引
例
は
一
際
何
で
あ
ろ
う
。
謂
う
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
彼
一
流
の
俳
諮
な
の
で
あ
っ
た
。
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五
篇
を
通
じ
て
西
鶴
は
、
そ
の
女
主
人
公
で
あ
る
市
井
の
女
性
達
の
生
き
万
を
決
し
て
悲
劇
的
に
は
描
い
て
居
な
い
。
場
面
々
々
の
つ
な
ぎ
を
を
か
し
み
と

諮
詣
で
連
ね
て
行
く
。
其
庭
に
は
町
人
一
世
曾
の
切
迫
し
た
危
機
感
も
な
け
れ
ば
封
建
的
な
規
制
の
中
で
も
が
く
女
の
悲
劇
感
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
、
お

夏
清
十
郎
が
馳
十
れ
す
る
場
面
で
、
飛
脚
が
吠
新
を
問
屋
に
置
き
忘
れ
た
た
め
に
、
雨
名
が
叩
え
ら
れ
る
所
な
ど
は
飴
り
に
も
俳
詩
的
な
酒
誌
で
あ
り
滑
稽
で
あ

る
。
こ
う
し
た
面
か
ら
見
る
限
り
、
西
鶴
の
態
度
は
あ
く
ま
で
も
は
な
し
と
し
て
の
態
度
で
あ
る
。

か
く
し
て
論
者
は
、
談
林
候
名
草
子
と
し
て
の
「
俳
諮
の
文
章
」
、
「
一
代
男
」
「
椀
久
」
と
経
る
に
つ
れ
て
日
を
市
井
の
女
性
に
向
け
た
西
鶴
の
筆
が
、
周

知
の
著
名
な
五
人
女
を
投
し
来
た
っ
て
、
こ
れ
を
物
語
に
綴
ろ
う
と
す
る
時
、
其
庭
に
談
林
俳
諮
特
有
の
穿
っ
た
配
慮
が
あ
っ
た
に
相
違
な
い
と
思
う
の
で
あ

岬
心
。前

述
せ
る
如
く
、
『
一
代
男
』
中
に
見
出
さ
れ
る
五
人
の
「
や
さ
し
き
女
」
の
内
、
二
人
の
人
妻
は
世
之
介
と
の
姦
通
を
犯
し
て
居
る
。
『
一
代
男
」
が
、
謂



わ
れ
る
通
り
源
氏
物
語
光
源
氏
の
一
代
を
模
し
た
結
構
と
す
る
な
ら
ば
、
世
之
介
と
二
人
の
人
妻
の
場
合
と
同
一
主
題
に
成
る
『
五
人
女
』
の
樽
屋
お
せ
ん
と

暦
屋
お
さ
ん
と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う

c

し
か
も
「
五
人
女
』
の
配
列
叉
、
『
一
代
男
』
に
酷
似
し
て
居
る
。
巷
間
に
あ
っ
て
喧
侍
さ
れ
た
衆
人
周
知
の

女
性
を
と
ら
え
て
、
「
五
人
女
」
を
仕
組
ん
だ
作
意
は
、
『
一
代
男
』
の
世
之
介
が
光
源
氏
と
い
う
周
知
の
古
典
の
主
人
公
を
踏
ま
え
た
手
法
と
同
様
で
あ
ろ

う
。
上
記
の
引
例
は
、
以
上
の
如
く
考
え
て
来
る
と
、
車
に
女
性
へ
の
不
信
の
言
葉
、
人
間
に
闘
す
る
観
想
と
い
う
域
に
と
ど
ま
ら
ず
し
て
、
そ
れ
ら
は
俳
話
的

な
一
つ
の
批
評
の
立
場
か
ら
設
せ
ら
れ
仁
一
一
一
口
一
楽
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
来
る
。
「
と
か
く
女
は
化
け
物

L
「
世
に
お
そ
ろ
し
き
は
人
間
ば
け
て
命
を
と
れ
り

「
人
は
み
な
う
つ
り
気
な
る
も
の
」
、
無
暴
か
も
知
れ
な
い
が
、
論
者
は
こ
れ
ら
の
言
葉
か
ら
、
源
氏
物
語
の
光
若
や
夕
顔
や
末
摘
花
を
粗
い
浮
べ
て
了
う
の
で

あ
る
。

..... 
J、
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能
で
も
崎
市
瑠
璃
で
も
、
三
番
目
は
全
曲
の
骨
子
と
さ
れ
る
。
能
で
は
霊
杓
が
そ
の
折
、
能
の
中
心
で
あ
っ
た
し
、
市
山
川
，

m
で
は
三
段
目
は
最
も
世
話
物
的
な
、

か
な
め

一
曲
の
要
で
あ
っ
た
。
『
五
人
女
』
が
そ
う
し
た
五
段
組
織
の
影
響
を
受
け
た
と
す
る
な
ら
、
や
は
り
三
帯
日
の
説
話
は
世
話
物
的
な
全
知
の
中
心
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
三
番
目
に
位
す
る
の
は
「
中
段
に
見
る
屑
屋
物
語
」
で
あ
る
。
こ
の
物
語
は
、
五
つ
の
物
訟
山
中
最
も
民
出
な
構
成
と
見
事
な
折
見
を
持
っ
て
居

る
。
殊
に
お
さ
ん
茂
右
衛
門
の
雨
名
が
、
丹
波
越
す
る
道
中
の
、
お
さ
ん
の
拙
勾
は
心
憎
い
ま
で
に
よ
く
抗
か
れ
て
回
る
。
一
々
論
じ
て
肘
る
徐
裕
を
持
た
ぬ

が
、
そ
の
作
品
の
債
値
の
高
さ
は
充
分
納
得
さ
れ
得
る
と
思
う
。
し
か
し
、
今
此
庇
で
説
こ
う
と
す
る
の
は
そ
れ
で
は
な
い

c

本
書
「
人
を
は
め
た
る
湖
」
（
巷
一
ニ
）
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
だ

ο

世
に
わ
り
な
き
は
情
の
道
と
源
氏
に
も
書
残
せ
し
血
友
に
石
山
寺
の
開
帳
と
て
都
人
袖
を
つ
ら
ね
東
山
の
楼
は
拾
物
に
し
て
・
・
：
：



石
山
寺
の
縁
語
で
源
氏
を
引
い
て
来
る
の
は
連
俳
の
手
段
で
あ
る
。
そ
の
源
氏
の
引
用
に
つ
い
て
、
『
定
本
西
鶴
全
集
』
（
中
央
公
論
吐
刊
）
の
頭
註
に
、
障

峻
民
と
野
間
民
が
説
か
れ
る
所
に
従
え
ば
、
「
世
に
わ
り
な
き
は
情
の
道
」
な
る
一
一
一
口
葉
は
源
氏
物
語
に
は
な
い
が
、
寛
永
二
十
年
刊
の
『
心
友
記
』
、
『
諸
艶
大

鑑
』
の
雨
書
に
は
出
て
居
る
と
言
う
。
（
全
集
信
一
巻
、
停
二
巻
）
因
に
こ
の
句
を
用
い
た
も
う
一
つ
の
例
を
『
諸
艶
大
鑑
』
か
ら
引
い
て
み
よ
う
。

有
時
物
質
の
よ
は
き
人
。
わ
り
な
き
は
情
の
道
と
書
し
は
。
柏
木
の
容
に
は
な
き
と
あ
ら
そ
ひ
。
去
太
夫
殿
ヘ
。
源
氏
物
語
を
借
に
遣
し
げ
る
に
。
其

中
氏
、
〉
矧
月
お
く
ら
れ
て
見
出
に
弐
持
ち
あ
げ
し
に
。
（
径
七
、
制
の
身
浪
乃
切
責
よ
り
は
）

柏
木
容
に
出
て
居
る
と
し
た
の
は
西
鶴
の
錯
覚
と
い
う
事
に
な
る
。
事
貫
柏
木
巻
に
こ
の
言

葉
は
な
い
。
よ
く
俳
諮
削
の
口
の
端
に
来
っ
た
言
葉
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
こ
の
言
葉
を
、
西
鶴
が
不
用
意
に
「
五
人
女
』
に
用
い
た
事
が
問
題
で
あ

る
。
こ
の
句
が
源
氏
に
な
い
と
知
つ
て
は
出
れ
ば
、
あ
れ
だ
け
用
意
周
到
な
彼
が
好
ん
で
諜
り
を
犯
す
事
は
あ
る
ま
い
。
知
ら
．
ざ
れ
ば
こ
そ
、
そ
し
て
柏
木
容
に

こ
れ
で
見
る
と
、
「
世
に
わ
り
な
き
は
情
の
道
」
な
る
句
を
、

あ
る
と
信
じ
て
居
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
西
鶴
は
石
山
手
の
綜
語
に
こ
の
言
葉
を
思
い
付
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
考
え
れ
ば
、
こ
の
西
鶴
の
錯
覚
は
重
要
で
あ

る
。
何
故
な
ら
源
氏
物
語
柏
木
巻
は
、
若
葉
、
横
笛
の
二
容
と
共
に
、
柏
木
と
女
三
の
宮
の
不
倫
の
行
局
を
一
篇
の
眼
目
に
し
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し

て
、
そ
れ
が
、
お
さ
ん
茂
右
衛
門
の
不
倫
の
行
局
に
直
接
結
び
つ
く
闘
連
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
今
読
み
に
「
好
色
五
人
女
』
の
二
つ
の
姦
通
事
件
、
樽
屋
お
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せ
ん
と
お
さ
ん
茂
右
衛
門
の
場
合
を
考
え
て
み
る
。

お
せ
ん
と
長
左
衛
門
と
は
近
所
の
出
入
り
の
女
房
と
富
裕
な
町
家
の
亭
主
と
の
閥
係
で
あ
る
。
格
式
あ
る
町
家
の
亭
主
と
人
妻
と
の
聞
に
起
っ
た
愛
慾
で
あ

る
。
そ
れ
に
較
べ
て
お
さ
ん
と
茂
右
衛
門
の
場
合
は
、
主
家
の
内
儀
と
手
代
と
の
閥
係
で
あ
り
、
身
分
の
低
い
男
と
主
家
の
女
房
の
愛
慾
と
考
え
ら
れ
る
。
源

民
物
語
に
於
て
大
き
な
姦
通
事
件
と
ほ
何
で
あ
ろ
う
っ
数
う
れ
ば
藤
壷
と
光
源
氏
、
空
蝉
と
光
源
氏
、
女
三
の
宮
と
柏
木
：
：
：
と
あ
る
。
こ
の
内
源
氏
物
語
の

傍
系
と
見
ら
れ
る
も
の
は
空
輝
、
柏
木
の
岩
々
で
あ
ろ
う
。
先
ず
空
蝉
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
。
受
領
層
の
伊
諜
介
の
後
妻
空
蝉
と
青
年
貴
族
光
君
の
姦
通
で

あ
る
。
他
は
朱
雀
院
の
女
三
の
宮
と
柏
木
衛
門
督
の
姦
通
で
あ
る
。
封
人
関
係
に
於
て
こ
の
雨
者
は
そ
れ
ぞ
れ
お
せ
ん
、
お
さ
ん
の
場
合
に
適
合
す
る
。
壇
々



述
べ
て
来
た
如
く
、
云
い
得
べ
く
ば
こ
の
二
つ
の
物
語
は
、
源
氏
物
語
空
蝿
柏
木
の
俳
諮
化
を
一
方
で
携
う
意
園
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る

c

さ
き
に
『
一
代

男
』
『
椀
久
』
の
例
を
引
い
て
「
や
さ
し
き
女
」
と
『
五
人
女
』
と
の
暗
合
を
説
き
、
源
氏
物
語
横
の
系
列
玉
霊
系
の
パ
ロ
デ
ィ
に
非
ざ
る
か
と
推
定
し
て
置

い
た
の
は
こ
の
事
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
は
、
源
氏
物
語
の
俳
譜
化
は
、
『
好
色
一
代
男
」
『
好
色
五
人
女
」
の
二
篇
を
以
て
完
成
す
る
と
見
る
。
「
き
れ
ば

世
の
人
程
だ
い
た
ん
な
る
も
の
は
な
し
」
と
い
う
西
鶴
の
瑳
歎
は
、
古
典
へ
の
批
評
を
含
む
皮
肉
な
談
林
風
の
て
ん
が
う
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

お
夏
、
お
七
、
お
ま
ん
の
魔
女
達
が
類
型
的
な
中
に
も
、
そ
の
轡
の
積
極
性
を
認
め
ら
れ
る
の
は
、
首
世
女
が
古
典
の
女
性
に
比
し
て
は
る
か
に
首
世
風
な

意
志
に
基
く
行
動
を
す
る
の
だ
と
い
う
西
鶴
の
見
解
を
示
す
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
虚
構
を
構
え
ず
、
古
典
に
操
る
と
見
せ
ず
に
、
現
貫
世
相
の
描
寓
の
内
に
、

談
林
本
来
の
俳
諮
を
包
み
こ
め
て
、
難
波
談
林
仮
名
草
子
の
異
髄
を
世
に
間
切
っ
た
「
好
色
五
人
女
』
の
意
園
が
、
か
く
し
て
や
や
明
ら
か
と
な
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。

好
色
の
二
字
を
逐
い
求
め
、
色
遣
の
至
極
を
説
、
き
、
し
か
も
西
鶴
は
一
ー
粋
し
の
境
地
を
終
に
設
か
な
か
っ
た
。
『
近
代
艶
隠
者
』
の
老
荘
思
想
は
、

の
人
の
根
抵
に
、
た
と
い
何
等
か
の
よ
ど
み
を
残
し
た
と
し
て
も
、
『
好
色
五
人
女
』
そ
の
も
の
に
豪
も
闘
わ
る
所
な
か
っ
た
と
言
い
得
ょ
う
。 西

鶴
そ
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以
上
、
こ
の
試
論
は
、
源
氏
物
語
の
俳
譜
化
を
志
す
談
林
股
名
草
子
の
連
作
と
し
て
、
『
好
色
一
代
男
」
『
好
色
五
人
女
」
の
二
作
を
西
鶴
が
試
み
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
推
定
の
撞
で
終
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
詩
論
は
あ
く
ま
で
も
試
論
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
念
う
所
は
西
鶴
研
究
の
よ
り
進
んr
護
展
以
外
に
な
い
。

貧
し
い
若
輩
の
一
考
察
が
、
先
皐
の
研
究
に
よ
っ
て
い
ち
早
く
踊
さ
れ
る
事
が
買
は
最
も
望
ま
し
い
の
で
あ
る
。
西
鶴
の
意
園
し
た
も
の
が
般
に
こ
の
試
論
の

如
く
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
『
好
色
五
人
女
』
そ
れ
自
細
胞
の
文
皐
的
慣
値
は
、
作
者
の
意
識
を
超
え
、
時
代
を
超
え
て
、
作
品
そ
の
も
の
の
有
す
る
見
事
な
リ

ア
リ
テ
ィ
を
今
日
に
侍
え
て
居
る
。
ぼ
く
ら
が
受
け
取
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
正
に
こ
の
西
鶴
濁
自
の
ち
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

ﾗ 

ﾗ 

ﾗ 

貞
享
三
年
春
、
江
府
深
川
の
庵
に
於
て
、
芭
蕉
は
彼
の
「
古
池
や
蛙
飛
び
こ
む
水
の
一
音
」
な
る
一
句
を
物
し
た
。
世
に
こ
れ
を
蕉
風
開
眼
の
句
と
唱
え
た
秀

句
で
あ
る
。



同
じ
き
年
、
三
十
四
歳
の
近
松
は
、
京
に
あ
っ
て
竹
本
義
太
夫
の
た
め
に
「
出
世
景
清
』
を
書
い
た
。
世
に
謂
う
新
揮
瑠
璃
の
塙
矢
で
あ
る
。

「
好
色
五
人
女
」
は
、
こ
う
し
た
年
の
早
春
に
世
に
出
た
の
だ
っ
た
。
江
戸
に
新
風
樹
立
の
芭
蕉
が
あ
り
、
京
に
古
淳
瑠
璃
と
訣
別
し
た
近
松
が
あ
っ
て
、

大
坂
の
地
に
全
く
新
し
い
浮
世
草
子
が
誕
生
す
る
。
一
五
藤
文
皐
の
開
花
に
と
っ
て
、
貞
享
三
年
と
い
う
年
は
ま
こ
と
に
感
慨
深
い
年
と
一
百
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

〔
注
〕

戸ヘ

一一、，J

叶
定
本
両
鶴
全
災
」
（
中
央
公
諦
此
刊
）
円
滑
十
四
巻
解
説
、
野
間
光
氏
疋

〆ー、

一一、』J

雑
誌
「
群
像
」
三
O
年
九
月
四
「
近
松
の
周
遺
』

r問、

一
一、ーJ

「
課
註
阿
鶴
全
集
』
（
至
丈
品
川
七
刊
）
信
一
巷
一

J

内
鶴
の
丈
樫
」
藤
村
作
氏

（
凹
）

「
浮
世
物
語
」
（
出
井
了
立
、

「
浮
世
と
い
ふ
事
」

国
治
三
年
の
作
と
さ
れ
て
い
る
）
程
一

「
五
人
女
』
そ
の
他
の
引
用
は
「
定
本
所
叫
ん
上
集
』
中
央
公
一
副
社
刊
に
披
っ
た

内
年
必
ち
同
州
は
野
山
た
反
応
「
阿
川
年
品
川
考
説
」
中
央
公
論
社
川
た
山
笠
間
し
れ

一切ー


