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お

せ

ん

と

お

さ

ん

l
l

西
鶴

の

場
／』

肋υ

重

信

辛

序

「
く
る
わ
」
を
非
主
と
し
て
、
其
雌
に
反
問
さ
れ
る
豪
華
絢
瑚
た
る
遊
蕩
の
一
大
総
省
は
、
保
令
其
が
ど
れ
程
華
麗
な
も
の
で
あ
ら
う
と
、

そ
の
絢
欄
た
る
好
色
生
活
の
背
後
に
、
戎
る
杭
の
空
虚
さ
を
感
じ
な
い
訟
に
は
い
か
な
い
。
さ
．
う
し
た
「
く
る
わ
」
と
い
ふ
特
殊
な
紅
曾
を
設
定
し
、
初
め
て

其
中
で
似
の
自
由
な
人
間
交
渉
が
持
た
れ
た
と
い
ふ
事
、
又
、
其
が
異
常
な
程
の
議
達
を
示
し
、
歌
舞
伎
芝
居
も
浮
世
給
も
其
「
く
る
わ
」
と
密
接
な
闘
係
を

持
ち
、
其
等
の
成
長
義
展
に
あ
た
っ
て
多
大
の
影
響
を
蒙
っ
た
と
い
ふ
事
買
を
考
へ
る
時
、
我
々
は
此
の
種
の
事
柄
の
中
に
、
徳
川
期
の
市
民
達
の
遅
ま
し
い

生
活
意
欲
を
看
取
す
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
其
反
而
さ
う
し
た
特
殊
な
枇
曾
を
設
定
し
な
け
れ
ば
、
仮
の
自
由
を
も
享
受
す
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
と

い
ふ
所
に
、
時
代
そ
の
も
の
の
持
つ
特
異
性
、
と
り
わ
け
時
代
の
秩
序
の
厳
し
さ
を
我
々
は
感
ず
る
の
で
あ
る
。

潟
に
は
、
又
其
中
で
、
よ
り
多
く
の
似
の
白
山
を
い
い
子
受
す
る
潟
に
は
、
莫
大
な
財
力
が
必
要
で
あ
っ
た
。

現
代
の
我
々
は
、
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し
か
も
、
さ
う
し
た
枇
曾
に
足
を
踏
入
れ
る

其
ば
か
り
か
、
野
暮
な
遊
客
は
、
ど
れ
程
の
金
銀
を

お
ま
う
と
も
、
一
す
ゐ
」
を
排
へ
、
「
わ
けv知
り
」
で
な
け
れ
ば
徹
底
的
に
蛇
茂
さ
れ
る
と
い
ふ
、
世
曾
で
あ
っ
た
。

逃
旦
を
非
主
と
し
、
評
判
記
風
の
記
述
を
主
に
し
て
恥
ま
っ
た
と
い
ふ
事
は
、
西
鶴
の
作
家
と
し
て
の
立
場
を
考
へ
る
上
で
重
要
な
事
だ
と
忠
ふ
。

の
態
度
を
折
口
先
生
は
、
「
帯
同
風
の
理
舎
を
も
っ
て
、
町
人
を
教
へ
ゃ
う
と
し
た
」
の
が
彼
の
最
初
の
試
み
で
あ
っ
た
と
一
言
っ
て
居
ら
れ
る
。

其
貼
、
西
鶴
の
浮
世
草
子
の
出
設
が
先
づ

こ
の
西
鶴



『
一
代
男
』
・
『
諸
艶
大
鑑
』
・
『
一
代
女
』
で
、
西
鶴
が
試
み
よ
う
と
し
た
の
は
、
嘗
時
の
町
人
達
が
理
想
と
し
て
心
に
描
い
て
居
た
理
想
像
の
具
象
化
で
あ
っ

た
。
一
代
に
栄
華
の
限
り
を
蓋
し
た
男
女
の
像
を
、
嘗
時
の
讃
者
達
は
、
限
り
な
い
憧
僚
の
眼
を
も
っ
て
眺
め
た
事
で
あ
ら
う
。
現
賞
に
は
さ
う
容
易
く
叶
へ

ら
れ
さ
う
に
も
な
か
っ
た
彼
等
の
願
望
は
、
此
等
の
浮
世
草
子
が
幾
分
な
り
と
も
そ
の
代
償
の
役
割
を
果
し
て
く
れ
た
事
で
あ
ら
う
。
其
等
の
作
品
、
殊
に
『
一

代
男
』
・
『
諸
艶
大
鑑
』
に
見
ら
れ
る
西
鶴
の
世
界
観
は
、
約
言
す
れ
ば
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
に
よ
っ
て
貫
か
れ
た
世
界
観
で
あ
る
。
仮
令
『
一
代
男
』
が
『
源
氏

物
語
』
の
誹
譜
化
で
あ
っ
た
と
一
言
は
れ
る
に
せ
よ
、
前
者
に
は
後
者
に
見
ら
れ
な
い
、
新
し
い
一
位
曾
層
の
生
命
意
欲
が
感
じ
ら
れ
る
。
「
物
の
あ
は
れ
」
よ
り
は

「
を
か
し
き
事
」
「
お
も
し
ろ
き
ふ
し
」
が
強
調
さ
れ
、
「
色
好
み
」
の
内
容
は
、
横
大
さ
れ
、
近
世
化
さ
れ
、
よ
り
人
間
の
腫
臭
を
感
じ
さ
せ
る
や
う
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
此
小
論
が
こ
れ
か
ら
問
題
と
し
て
取
上
げ
ゃ
う
と
し
て
居
る
『
好
色
五
人
女
』
に
は
、
前
述
の
西
鶴
の
作
品
と
比
較
し
て
何
等
か
の
特
色
が
あ

る
で
あ
ら
う
か
。
先
づ
、
『
一
代
男
』
に
比
し
て
、
文
髄
が
か
な
り
平
易
に
な
っ
て
居
る
事
が
奉
げ
ら
れ
や
う
。
諸
園
唱
の
形
式
を
踏
襲
し
て
居
る
と
は
い
へ
、

其
上
更
に
彼
の
新
し
い
試
み
が
附
加
さ
れ
て
居
る
と
忠
は
れ
る
も
の
に
、
山
口
剛
氏
が
説
か
れ
た
能
の
番
組
に
よ
る
構
成
法
が
考
へ
ら
れ
る
。それ
よ
り
も
何
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話
の
場
が
遊
里
か
ら
照
民
の
日
常
の
生
活
の
場
に
移
さ
れ
た
と
い
ふ
事
は
、
其
迄
の
西
鶴
の
作
品
（
好
色
物
）
か
ら
見
て
、
一
臆
注
目
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
貼
で
あ
る
と
思
ふ
。
し
か
も
作
品
中
に
登
場
す
る
人
物
は
、
豪
勢
な
大
量
で
も
な
け
れ
ば
、
名
あ
る
遊
女
で
も
な
い
。
照
民
で
あ
る
。
其
上
更
に
、

枇
曾
的
に
強
く
排
撃
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
姦
通
事
件
を
二
篇
ま
で
も
取
扱
っ
て
居
る
と
い
ふ
事
は
、
其
迄
に
は
類
例
の
な
い
事
で
あ
る
。
勿
論
『
五
人
女
』
で

は
、
悲
劇
的
な
事
件
を
扱
ひ
な
が
ら
、
多
分
に
西
鶴
自
身
の
訟
が
が
み
ら
れ
る
が
、
其
反
面
ト
ひ
ハ
』
の
轡
に
命
を
賭
け
た
男
女
の
異
質
の
姿
が
、
或
は
邪
轡
に

よ
り
も
、

慎
悩
す
る
女
の
像
が
如
貫
に
寓
し
出
さ
れ
て
居
る
。
『
五
人
女
』
の
中
に
は
、
前
述
の
如
き
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
の
謡
歌
は
殆
ど
認
め
ら
れ
な
い
。
悌
教
的
無
常
観

と
、
倫
理
的
反
省
を
そ
れ
と
な
く
促
す
や
う
な
口
吻
が
此
に
取
っ
て
替
る
。

の
が
『
五
人
女
』
で
あ
ら
う
。
各
巻
の
内
題
下
の
傍
題
を
見
て
も
そ
れ
は
肯
け
や
う
。

と
こ
ろ
で
『
五
人
女
』
の
主
題
は
何
で
あ
ら
う
か
。
主
題
は
あ
く
ま
で
も
「
好
色
」
で
あ
る
。
「
好
色
」
を
主
題
と
し
、
骨
骨
の
意
識
を
も
っ
て
述
作
さ
れ
た

又
、
賓
際
の
事
件
と
彼
の
作
品
と
の
聞
に
は
相
賞
の
距
離
が
あ
る
事
を

見
て
も
、
彼
が
か
な
り
素
材
を
自
由
に
取
扱
っ
て
居
た
事
が
分
か
る
。
完
全
と
は
言
へ
な
い
ま
で
も
ラ
『
五
人
女
』
は
短
篇
小
説
の
檀
裁
を
整
へ
て
居
り
、
町
女

の
好
色
生
活
を
主
題
と
し
て
五
篇
の
物
語
を
構
成
し
た
事
は
、
オ
ム
ニ
バ
ス
峡
董
の
構
成
法
を
思
は
せ
る
。



巻
二
「
情
を
入
し
樽
屋
物
か
た
り
」
と
在
三
「
中
段
に
見
る
暦
屋
物
語
」
を
取
上
げ
た
の
は
、
此
作
品
を

執
筆
し
た
時
期
の
、
西
鶴
の
作
家
と
し
て
の
態
度
に
闘
心
を
抱
い
た
か
ら
で
あ
る
が
、
此
二
篇
は
二
篤
と
も
、
世
間
の
注
覗
を
浴
び
た
事
件
で
あ
っ
た
だ
け
に
、

今
回
、
此
小
論
で
特
に
『
五
人
女
』
中
の
二
篇
、

西
鶴
が
其
等
の
事
件
を
如
何
に
慮
理
し
、
作
品
に
移
す
か
と
い
ふ
事
は
、
甚
だ
興
味
の
あ
る
問
題
で
あ
る
。以
下
に
順
を
迫
っ
て
其
考
察
を
進
め
て
み
た
い
と

思
ふ
。

お
せ
ん
の
場
合

お
せ
ん
が
麹
屋
長
左
衛
門
と
不
倫
の
闘
係
に
陥
る
間
の
事
情
は
、
暦
屋
お
さ
ん
の
場
合
と
全
く
趣
を
異
に
し
て
居
る
。
そ
し
て
お
せ
ん
の
事
件
を
惇
へ
る
「
た
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る
や
お
せ
ん
歌
祭
文
」
と
西
鶴
の
「
情
を
入
し
樽
屋
物
か
た
り
」
で
は
、
両
者
の
聞
に
か
な
り
の
相
謹
が
認
め
ら
れ
る
。
即
、
「
た
る
や
お
せ
ん
歌
祭
文
」
の
事

は
、
『
五
人
女
』
よ
り
一
月
早
く
刊
行
を
み
た
、
京
都
西
村
市
郎
右
衛
門
板
『
好
色
三
代
男
』
巻
三
「
情
の
深
さ
銭
の
数
ほ
ど
」
に
既
に
見
え
て
居
る
。

世
世
の
は
や
り
歌
、
こ
よ
ひ
天
満
の
は
し
ば
し
き
け
ば
、
な
み
だ
樽
屋
の
な
じ
み
の
と
、
小
び
く
に
の
鼻
た
れ
（
中
略
）
ち
と
勧
進
と
い
ふ
。

此
歌
祭
文
に
よ
る
と
、
お
せ
ん
の
不
義
は
、
隣
家
の
麹
屋
長
左
衛
門
の
無
理
難
題
に
よ
っ
て
、
己
む
無
く
惹
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
い
ふ
風
に
博
へ
ら
れ
て
居
る
。
官
時
に
あ
っ
て
は
此
梧
の
流
行
唄
や
歌
祭
文
の
果
し
た
役
割
は
か
な
り
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
『
五
人
女
』
と
歌
祭
文
の
関

と
あ
る
の
が
其
で
あ
る

係
に
つ
い
て
は
、
既
に
野
間
光
辰
氏
が
『
西
鶴
年
譜
考
設
』
で
詳
し
く
論
じ
て
居
ら
れ
る
の
で
省
略
す
る
が
、西
鶴
自
身
、
此
種
の
流
行
唄
や
歌
祭
文
に
全
く

無
関
心
で
居
た
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。

其
は
『
五
人
女
』
省
一
「
命
の
う
ち
の
七
百
雨
の
金
」
の
中
に
、
お
夏
清
十
郎
の
流
行
唄
を
取
入
れ
て
居
る
の
を
見
て



も
、
明
ら
か
に
彼
が
此
種
の
物
に
闘
心
を
寄
せ
て
居
た
事
が
分
か
る
。

い
や
つ
れ
が
よ
り
事
件
の
民
買
を
侍
へ
る
か
技
々
に
は
知
る
由
も
な
い
。

一
言
い
へ
る
事
は
『
五
人
女
』
の
場
合
に
は
、
「
怒
の
山
源
五
兵
術
物
語
」
（
巻
五
）
で
も
明
ら
か
な
や
う
に
、
西
鶴
猫
白
の
潤
色
が
此
谷
に
も
認
め
ら
れ
る
と

い
ふ
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
此
慮
で
は
事
件
の
良
相
を
、
問
題
と
し
て
取
上
げ
る
事
は
避
け
た
い
と
忠
ふ
。
問
題
の
中
心
と
な
る
の
は
、
西
鶴
に
よ
っ
て
描

か
れ
た
お
せ
ん
で
あ
る
。

「
た
る
や
お
せ
ん
歌
祭
文
」
と
百
制
の
「
情
を
入
し
樽
屋
物
か
た
り
し
と
で
は
、

日住

西
鶴
は
、
お
せ
ん
に
「
か
し
こ
い
女

i一
と
い
ふ
性
格
を
附
し
た

3

十
四
の
大
晦
日
に
親
虫
の
御
年
武
三
分
一
銀
に
さ
し
つ
ま
り
て
棟
た
か
き
町
家
に
服
も
と
っ
か
ひ
し
て
月
円
を
か
さ
ね
し
に
自
然
と
才
費
に
生
れ
つ
き

御
隠
居
へ
の
心
づ
か
ひ
奥
さ
ま
の
気
を
と
る
事
そ
れ
よ
り
す
へ
ん
＼
の
人
に
迄
あ
し
か
ら
ず
忠
は
れ
其
後
は
内
蔵
の
出
し
入
を
も
ま
か
さ
れ
此
家
に
お
せ

ん
と
い
ふ
女
な
ふ
て
は
と
諸
人
に
芯
ひ
っ
か
れ
し
は
其
身
か
し
こ
き
ゅ
へ
ぞ
か
し
（
巻
二
第
一
宇
「
惑
に
泣
輸
の
井
戸
替
L
）
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五
人
の
女
の
中
、
奉
公
人
と
い
う
立
場
に
置
か
れ
た
女
は
、
お
せ
ん
の
み
で
あ
る
。
や
が
て
大
経
師
の
内
儀
と
な
る
お
さ
ん
と
は
、
既
に
娘
時
代
に
於
て
其

境
遇
が
異
っ
て
居
る
。
お
せ
ん
は
世
渡
り
の
術
を
心
得
た
娘
で
あ
っ
た
。
立
（
利
設
さ
は
、
生
得
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
生
活
の
中
か
ら
身
に
つ
け
た
智
慧
で
は

な
か
っ
た
。
お
せ
ん
に
こ
の
様
な
「
か
し
こ
い
女
」
と
い
ふ
性
格
を
附
し
た
事
は
、
西
鶴
の
車
な
る
其
場
の
思
ひ
っ
き
で
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
又
お
せ

ん
に
は
、
お
夏
や
、
お
七
や
、
お
ま
ん
に
見
ら
れ
る
や
う
な
お
極
的
な
呉
性
へ
の
働
き
か
け
は
、
見
た
く
と
も
其
片
鱗
す
ら
も
見
出
せ
な
い
。
お
せ
ん
は
、

さ
れ
共
情
の
近
を
わ
き
ま
へ
ず
一
生
枕
ひ
と
つ
に
て
あ
た
ら
夜
を
明
し
ぬ
か
り
そ
め
に
た
は
ふ
れ
袖
つ
ま
引
に
も
遠
慮
な
く
聾
高
に
し
て
其
男
無
首
尾

を
か
な
し
み
後
は
此
女
に
物
い
ふ
人
も
な
か
り
き
（
巻
二
第
一
章
）



と
言
は
れ
る
程
身
持
の
よ
い
娘
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
絵
所
目
に
は
堅
す
ぎ
る
程
の
女
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
女
は
其
だ
け
で
移
っ
て
し
ま
ふ
女
で
な
い
事
は
、

決
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ら
う
。
お
せ
ん
が
、
老
女
こ
さ
ん
か
ら
樽
屋
の
執
心
を
聞
か
さ
れ
、

我
に
心
有
人
さ
も
あ
ら
ば
何
に
と
て
其
道
し
る
斗
こ
な
た
様
を
た
の
み
た
ま
は
ぬ
ぞ
お
も
は
く
し
ら
せ
給
は
ど
そ
れ
を
い
た
事
つ
ら
に
は
な
さ
じ
（
巻
二

第
二
章
「
踊
は
く
づ
れ
桶
夜
更
け
て
化
物
L
）

と
言
ふ
お
せ
ん
の
一
一
一
一
日
葉
が
其
を
よ
く
物
語
っ
て
居
る
。

印
、
戯
れ
に
感
を
し
か
け
る
男
に
封
し
て
は
、
遠
慮
曾
程
な
く
、
き
っ
ぱ
り
と
拒
絶
の
態
度
を
示
し
、

反
封
に
、
己
に
誠
の
懸
情
を
寄
せ
る
男
に
は
、
其
情
を
受
容
れ
る
だ
け
の
心
用
意
が
、
彼
女
に
は
あ
る
。
か
う
し
た
分
別
は
、
他
の
女
達
に
は
求
め
ら
れ
な
い
。

女
の
思
慮
の
浅
薄
さ
を
一
痛
烈
に
批
判
し
て
居
る
西
鶴
が
、
こ
斗
で
は
珍
し
く
さ
う
し
た
律
義
な
お
せ
ん
の
態
度
に
、
「
是
を
そ
し
れ
ど
人
た
る
人
の
小
女
は
か
く

あ
り
た
き
物
な
り
」
と
、
讃
僻
を
輿
へ
て
居
る
。

そ
れ
な
ら
ば
樽
屋
と
結
ぼ
れ
た
後
の
お
せ
ん
は
ど
う
で
あ
ら
う
。

彼
女
の
中
に
は
、
あ
れ
程
世
間
を
騒
が
せ
た
児
常
な
迄
の
性
格
の
激
し
さ
は
見
ら
れ
な
い

し
、
淫
奔
な
性
格
な
ど
は
見
た
く
と
も
見
ら
れ
な
い
。

相
生
よ
く
仕
合
よ
く
夫
は
正
直
の
か
う
べ
を
か
た
ふ
け
細
工
を
す
れ
ば
女
は
ふ
し
か
ね
染
を
織
り
な
ら
ひ
明
く
れ
か
せ
ぎ
け
る
程
に
｜
｜
（
中
略
）
1
1
6

殊
更
男
を
大
事
に
掛
雪
の
日
風
の
立
時
は
食
つ
ぎ
を
包
を
き
夏
は
枕
に
扇
を
は
な
さ
ず
留
守
に
は
宵
か
ら
門
口
を
か
た
め
夢
／
＼
外
の
人
に
は
め
を
や
ら

ず
物
を
ご
つ
い
へ
ば
こ
ち
の
お
人
／
＼
、
と
う
れ
し
か
り
年
月
つ
も
り
で
よ
き
中
に
ふ
た
り
迄
う
ま
れ
て
狛
と
男
の
事
を
わ
す
れ
ざ
り
き
（
巻
二
第
四
章
「
こ

け
ら
は
胸
の
焼
付
さ
ら
批
帯
」
）
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此
庭
に
は
、
樽
屋
と
結
ば
れ
た
事
を
喜
び
、
平
凡
な
家
庭
生
活
に
最
大
の
幸
福
を
見
出
し
て
居
る
貞
淑
な
人
妻
の
姿
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。他の
男
に
日

を
く
れ
る
や
う
な
、
浮
気
心
は
微
塵
も
な
い

と
す
る
と
、

お
も
へ
ば
／
＼
に
く
き
心
中
と
て
も
ぬ
れ
た
る
扶
な
れ
ば
此
う
へ
は
是
非
に
お
よ
ば
す
あ
の
長
左
術
門
殿
に
な
さ
げ
を
か
け
あ
ん
な
女
に
品
あ
か
せ
ん

（
在
二
終
章
「
木
屑
の
杉
ゃ
う
じ
一
す
先
の
人
叩
」
）

と
一
特
す
る
彼
女
の
此
激
し
い
嬰
貌
振
り
は
、
何
故
の
も
の
な
の
で
あ
ら
う
か
。

で
あ
る
。

女
の
意
地
と
一
言
で
片
附
け
て
し
ま
ふ
に
し
て
は
、
徐
り
に
激
し
い
費
り
様

姦
泊
は
大
き
な
罪
悪
で
あ
る
。
其
は
古
今
東
西
を
問
は
ず
自
明
の
児
と
し
て
衆
知
の
所
で
あ
る
。
殊
に
徳
川
期
に
於
け
る
此
而
の
捉
は
ま
こ
と
に
巌
古
一
を
極

め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
密
通
の
妻
及
び
男
は
死
非
を
以
っ
て
扱
い
ら
れ
る
と
い
ふ
時
代
に
、
何
故
お
せ
ん
が
敢
て
さ
う
し
た
車
に
迄
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

子
を
顧
ず
、
自
ら
生
命
を
組
つ
事
を
も
辞
さ
な
か
っ
た
と
い
ふ
、
彼
女
の
嬰
貌
振
り
に
は
其
な
り
の
一
理
山
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
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た
の
だ
ら
う
か
。
夫
を
拾
て

い
。
し
か
し
西
鶴
は
、
其
経
緯
を
詳
し
く
述
べ
て
は
く
れ
な
い
。

辿
っ
て
行
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

と
す
れ
ば
、
名
筆
の
著
し
い
此
間
の
経
緯
を
、
必
要
な
分
だ
け
我
々
の
方
で
補
足
し
て
筋
を

不
義
の
起
り
と
J一
日
へ
ば
、
お
せ
ん
が
長
左
衛
門
方
の
納
戸
か
ら
定
を
か
い
角
、
ぐ
っ
て
京
所
へ
山
い
て
き
た
と
こ
ろ
を
、
内
儀
に
見
各
め
ち
れ
た
の
が
其
鼓
端
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
見
各
め
ら
れ
て
「
そ
な
た
の
髪
は
今
の
さ
き
ま
て
う
つ
く
し
く
有
し
が
納
戸
に
て
俄
に
と
け
し
は
い
か
な
る
事
ぞ
」
と
問
は
れ
た
お
せ
ん

は
、
「
日
一
那
殿
棚
よ
り
道
具
を
取
お
と
し
給
ひ
か
く
は
な
り
け
る
」
と
し
か
答
へ
椋
が
な
い
の
で
あ
る
。
其
後
の
内
儀
の
材
料
々
し
い
痛
罵
に
、
や
が
て
は
居
合
は

せ
た
人
々
も
問
耳
を
克
て
興
費
め
を
賢
え
る
。
し
か
し
、
お
せ
ん
は
内
儀
が
事
毎
に
合
り
散
ら
さ
う
と
も
、
す
ぐ
さ
ま
其
に
肱
酬
す
る
や
う
な
軒
薄
な
立
で
は



な
い
。
西
鶴
は
此
事
も
計
算
に
入
札
て
お
せ
ん
を
描
い
て
居
る
。
「
お
せ
ん
身
に
費
え
な
く
ゆ
い
小
が

U
旦
那
殿
棚
よ
り
道
具
を
云
々
」
と
申
開
き
を
さ
せ
て
居

る
。
其
慮
に
は
理
性
を
も
っ
た
女
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
分
別
の
あ
る
、
「
か
し
こ
い
」
女
は
人
前
を
考
へ
る
と
い
ふ
設
定
の
も
と
に
話
を
進
め
て
居
る
。
し

か
し
、
他
人
の
聞
く
所
で
罵
ら
れ
た
と
い
ふ
事
は
著
し
く
彼
女
の
自
尊
心
を
傷
つ
け
た
に
連
ひ
な
い
。
し
か
も
其
時
の
情
景
は
記
憶
の
底
に
重
苦
し
く
沈
潜
し
、

表
面
穏
か
な
様
子
を
見
せ
て
居
た
だ
け
に
、
首
惑
と
不
快
の
感
情
は
警
へ
や
う
も
な
か
っ
た
事
で
あ
ら
う
と
い
ふ
想
像
を
可
能
な
ら
し
め
る
。
其
不
快
な
感
情

を
刺
戟
す
る
内
儀
の
非
難
の
一
一
一
一
口
葉
は
、
其
の
後
も
後
を
紹
た
な
い
。

お
せ
ん
は
濡
衣
を
着
せ
ら
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
自
ら
進
ん
で
身
の
潔
白
を
一
不
さ
う
と
は
せ

ず
、
濡
衣
を
依
然
着
せ
ら
れ
た
佳
日
を
迭
る
の
で
あ
る
。

昔
日
居
合
は
せ
た
女
達
は
内
儀
の
言
葉
に
興
費
め
を
費
え
は
し
た
が
、
其
日
の
出
来
事
は
出
来
事
と
し
て
、
彼
女
達
の
記
憶
に
留
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
ふ
事

も
考
へ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
お
せ
ん
め
い
わ
く
な
が
ら
間
暮
せ
し
が
」
の
僚
は
以
上
の
事
柄
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
其
場
に
居
合
は
せ
た
者
が
、
内
儀
の
一
一
一
n
葉
を
信
じ
な
け
れ
ば
問
題
は
な
い
が
、

中
に
は
改
め
て
お
せ
ん
に
不
審
の
眼
を
向
け
る
者
も
出
て
来
な
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い
と
は
限
ら
な
い
。
茶
飲
仲
間
の
話
題
と
し
て
は
、
打
っ
て
付
で
あ
る
。其
は
噂
と
な
っ
て
虞
が
る
虞
れ
も
あ
る
。
現
に
お
せ
ん
は
、
内
儀
の
根
械
の
な
い
非

難
を
迷
惑
に
思
ひ
な
が
ら
聞
き
過
し
て
居
る

さ
う
し
て
み
る
と
、
内
儀
の
非
難
に
取
合
は
な
い
と
い
ふ
事
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
も
の
を
感
じ
は
し
な
か

更
に
想
像
を
遅
し
う
す
る
事
を
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
自
分
の
立
場
の
不
利
な
事
を
改
め
て
費
え
、
忌
は
し
い
未
来
の
想
像
闘
を
も
脳
裡
に
重

い
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
「
お
も
へ
ば
お
も
へ
ば
に
く
き
心
中
」
と
、
心
の
中
で
彼
女
が
繰
返
し
反
第
し
て
居
た
不
快
感
は
徐
々
に
内
儀
へ
の
憎
悪
に
轄
換
さ

れ
て
行
く
。
し
か
も
内
儀
へ
の
憎
思
は
、
其
裏
側
に
、
迫
詰
め
ら
れ
て
行
く
者
が
感
ず
る
遣
り
場
の
な
い
恐
怖
の
感
情
を
伴
っ
て
居
る
。
恐
怖
の
感
情
は
、
知

ら
ず
／
＼
の
う
ち
に
、
自
己
を
紹
望
の
淵
へ
と
迫
ひ
遣
る
。
「
と
て
も
ぬ
れ
た
る
扶
な
れ
ば
」
と
思
詰
め
る
彼
女
は
既
に
自
己
を
見
失
っ
て
居
る
。
此
庭
に
至
つ

て
は
も
う
、
か
し
こ
い
、
分
別
の
あ
る
お
せ
ん
は
求
め
る
に
も
求
め
ら
れ
な
い
。
彼
女
は
自
ら
、
自
己
を
一
吐
舎
と
切
り
離
し
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。

コ
こ

s
f

コ
”
）
、
‘
。

J
一

f
f
F

一

t
f

刀

怒
り
の
感
情
が
攻
撃
の
欲
求
と
表
裏
の
闘
係
に
あ
る
や
う
に
、
ス
恐
怖
の
感
情
は
逃
避
の
欲
求
と
表
裏
の
関
係
を
保
っ
て
居
る
。周
問
か
ら
の
様
々
な
攻
撃

に
射
し
て
、
受
け
て
立
つ
側
の
力
が
弱
い
場
合
に
は
、
反
臆
は
怒
り
よ
り
も
恐
怖
の
感
情
が
力
を
得
て
来
る
。

時
と
し
て
其
恐
怖
の
感
情
は
逃
避
の
欲
求
の
域

に
と
ど
ま
ら
ず
、
周
固
に
、
高
い
紹
望
の
障
壁
が
張
り
巡
ら
さ
れ
た
場
合
に
は
、
全
生
命
を
賭
し
た
攻
撃
性
に
逆
輔
付
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
も
此
様
に
迫



詰
め
ら
れ
た
極
限
に
於
け
る
攻
撃
は
、
相
手
へ
の
絶
望
的
な
反
撃
だ
け
に
志
き
る
も
の
で
は
な
く
、
時
と
し
て
は
自
己
に
封
す
る
紹
望
的
な
攻
撃
｜
｜
つ
ま
り
、

自
殺
の
形
を
と
る
事
も
あ
る
。

お
せ
ん
の
場
合
、
既
に
彼
女
は
調
和
あ
る
枇
合
生
活
を
志
向
す
る
怠
欲
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
て
居
る
。

で
あ
っ
た
。
「
あ
の
長
左
衛
門
殿
に
な
さ
け
を
か
け
あ
ん
な
女
に
品
あ
か
せ
ん
」
と
い
ふ
彼
女
の
心
の
中
で
の
此
叫
び
玲
は
、
恐
怖
の
虜
と
な
っ
て
土
壇
へ
追
詰

め
ら
れ
、
逃
げ
場
を
欠
っ
た
も
の
の
、
生
命
を
附
け
た
逆
判
的
な
攻
撃
の
叫
び
で
あ
る
と
一
一
一
一
口
へ
や
う
。
此
時
か
ら
、
既
に
彼
女
は
白
一
己
の
生
命
を
失
っ
て
居
た

彼
女
に
残
さ
れ
て
居
た
の
は
、
紹
望
的
な
攻
撃
の
み

と
一
言
ふ
事
も
出
来
ゃ
う
。

所
謂
つ
逗
な
ら
ぬ
懸
」
主
彼
女
の
不
倫
な
行
魚
と
は
、
其
性
質
か
ら
い
っ
て
本
来
結
び
つ
く
性
質
の
も
の
で
は
な
い
J
西
鶴
は
、

さ
け
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
斗
ろ
ざ
し
ほ
と
な
く
態
と
な
り
」
と
述
べ
て
居
る
が
、
お
せ
ん
の
何
庭
に
長
左
衛
門
へ

の
ま
こ
と
の
執
心
が
見
ら
れ
る
と
い
ふ
の
だ
ら
う
か
。
彼
女
の
不
義
経
過
は
、
良
質
、
愛
情

「
あ
の
長
左
衛
門
殿
に
な

（
そ
れ
が
仮
令
邪
ま
な
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
）
か
ら
出
議
し
て

線
て
の
可
能
性
を
放
棄
し
、
唯
一
人
の
男
を
求
め
て
、
世
舎
か
ら
柏
村
落
し
て
行
く
と
い
っ
た
筋
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ば
、
あ
く
ま
で
も
計
霊
的
な
非
行
で
あ
り
、
仕
掛
事
で
あ
る
に
泊
ぎ
な
い
。

彼
女
の
密
通
は
、
一
一
一
一
口
っ
て
み
れ
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樽
屋
に
現
場
を
接
見
さ
れ
て
、
お
せ
ん
を
其
場
に
取
残
し
、
無
我
夢
中
で
樽
屋
の

家
を
飛
出
す
長
左
衛
門
に
は
、
お
せ
ん
へ
の
愛
情
の
片
鱗
す
ら
も
見
出
す
事
が
出
来
な
い
。所
詮
、
無
理
に
仕
組
ん
だ
懸
に
、
民
の
愛
情
な
ど
認
め
ら
れ
や
う

寧
ろ
、
民
の
愛
情
と
い
ふ
事
な
ら
ば
、
其
は
お
せ
ん
と
樽
屋
の
聞
に
求
め
ら
れ
る
。
其
故
、
此
物
語
の
終
章
に
於
け
る
お
せ
ん
と
麹
屋
長
左
衛
門

の
不
義
の
設
定
の
仕
方
に
は
社
撰
な
所
が
あ
り
、
結
果
に
於
て
は
問
的
の
失
敗
に
終
っ
た
と
一
一
一
一
口
へ
や
う
。

A
3
4
Z＊
、
‘
‘
、
、
。

会
t

，
刀
ふ
山
L

以
上
述
べ
き
た
っ
た
所
を
総
合
し
て
み
る
と
、
此
樽
屋
お
せ
ん
の
物
語
の
中
心
は
、
お
せ
ん
と
長
左
衛
門
の
邪
懸
に
あ
る
よ
り
は
、
寧
ろ
お
せ
ん
と
樽
屋
の

懸
の
方
に
其
が
求
め
ら
れ
る
と
言
っ
た
方
が
妥
首
で
は
な
か
ら
う
か
。

買
在
し
た
事
件
は
、
本
来
一
枇
曾
的
に
厳
し
く
札
弾
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た

だ
け
に
、
其
を
作
品
と
し
て
取
上
げ
る
場
合
に
は
珠
想
外
に
困
難
を
極
め
た
事
で
あ
ら
う
。慎
重
な
態
度
で
臨
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
は
勿
論
で
あ
る
。
其

故
、
西
鶴
は
此
天
満
の
事
件
を
取
上
げ
る
に
あ
た
っ
て
表
題
の
「
好
色
」
と
ど
の
透
で
折
合
ひ
を
つ
け
る
か
で
相
官
思
ひ
悩
ん
だ
に
連
ひ
な
い
。もし
さ
う
い

ふ
事
が
な
か
っ
た
な
ら
、
樽
屋
と
お
せ
ん
の
懸
に
多
く
の
筆
を
費
さ
ず
、
も
っ
と
お
せ
ん
と
長
左
衛
門
の
話
に
力
を
注
い
で
居
た
事
で
あ
ら
う
。とこ
ろ
が
貫



際
に
は
、
樽
屋
と
お
せ
ん
の
懲
物
語
の
方
が
話
も
面
白
く
、
譜
諸
を
も
交
へ
て
一
段
と
生
彰
を
放
っ
て
居
る
。此
省
の
第
四
章
の
後
半
に
は
、
志
操
堅
固
な
ら

ざ
る
女
の
多
い
事
を
西
鶴
が
歎
い
て
店
る
筒
所
が
あ
る
が
、

の
事
件
を
暗
示
し
た
も
の
と
し
て
と
れ
る
一
方
、
又
、

終
章
の
天
満

其
を
附
け
加
へ
る
事
に
よ
っ
て
彼
自
身
の
作
家
と
し
て
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
ゃ
う
と
し
た
、
い
は
ば

き
う
し
た
西
鶴
の
教
訓
的
口
吻
は
、
プ
ロ
ッ
ト
の
展
開
と
い
ふ
観
貼
か
ら
見
れ
ば
、

彼
の
作
家
と
し
て
の
辞
明
と
も
と
る
事
が
出
来
る
。
し
か
し
、
仮
令
、
究
極
に
至
っ
て
「
情
を
入
し
樽
屋
物
か
た
り
」
が
失
敗
に
終
ら
う
と
も
、
さ
う
し
た
彼

の
作
家
た
る
が
故
の
鮮
明
は
、
此
場
合
作
品
の
素
材
の
性
質
か
ら
い
っ
て
欣
く
事
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
『
一
代
男
』
で
諜
揮
さ
れ
た
西

鶴
の
強
い
個
性
は
、
省
二
に
於
て
は
樽
屋
と
お
せ
ん
の
物
語
の
中
で
放
出
さ
れ
た
と
言
ふ
事
が
出
来
ゃ
う
。

お
さ
ん
の
場
合
（
一
）
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起
っ
た
、
五
篇
中
で
は
最
も
耳
新
し
い
事
件
で
あ
っ
た
と
い
ふ
事
が
翠
げ
ら
れ
る
。

「
情
を
入
し
樽
屋
物
か
た
り
」
が
、
お
せ
ん
と
長
左
衛
門
の
不
義
密
泊
を
充
分
に
描
き
謹
せ
な
か
っ
た
事
の
一
因
に
、
此
事
件
が
『
五
人
女
』
刊
行
の
前
年
に

人
々
の
記
憶
に
新
た
な
る
も
の
が
あ
る
場
合
、
作
家
と
し
て
は
、
自
分
が

其
素
材
と
し
て
の
事
件
を
ど
の
程
度
白
山
に
潤
色
し
得
る
か
と
い
ふ
興
味
が
湧
く
か
も
知
れ
な
い
が
、
其
よ
り
も
起
っ
た
事
件
が
比
較
的
最
近
の
も
の
で
あ
る

と
い
ふ
事
に
よ
っ
て
受
け
る
執
筆
上
の
制
約
の
方
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
五
篇
の
物
語
を
み
る
と
、
此
事
を
裏
附
け
る
か
の
や
う
に
、
起
っ
た
事

件
が
執
筆
の
時
期
よ
り
昔
に
、
遡
れ
ば
遡
る
も
の
程
、
西
鶴
の
潤
色
は
際
立
っ
て
く
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
同
じ
姦
泊
事
件
を
取
扱
ひ
な
が
ら
、
前
の
お
せ
ん
の
物

語
に
比
べ
れ
ば
、
此
「
暦
屋
お
さ
ん
」
の
物
語
は
、
西
鶴
が
、
か
な
り
民
正
面
か
ら
此
事
件
を
捕
へ
ゃ
う
と
し
て
居
る
意
闘
が
認
め
ら
れ
る
。

中
に
も
、
彼
濁
得
の
遊
び
は
あ
る
し
、
思
ふ
ざ
け
も
あ
る
。

勿
論
此
物
語
の

が
、
少
く
と
も
事
件
の
中
心
人
物
を
堂
々
と
正
面
に
据
ゑ
た
事
は
、
前
者
に
は
な
か
っ
た
事
と
し

て
注
目
し
て
よ
い
。



お
せ
ん
の
場
合
は
、
最
初
の
過
失
は
自
ら
招
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。不
測
の
事
件
が
諜
端
と
な
っ
て
、
乏
に
は
身
を
諜
り
、
死
に
至
っ
た
諜
で
あ
っ
て
、

彼
女
の
不
義
密
一
週
も
買
の
所
、
本
能
的
な
欲
求
に
駆
ら
れ
て
起
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
其
は
不
義
密
通
と
呼
ぶ
よ
り
は
、
計
霊
的
な
自
殺
行
局

と
呼
ん
だ
方
が
宇
ろ
妥
首
な
杭
で
あ
る
。
お
せ
ん
は
自
分
の
仕
組
ん
だ
民
に
自
ら
潔
く
飛
込
ん
で
死
ん
で
行
っ
た
。
此
に
比
べ
て
お
さ
ん
の
方
は
ど
う
だ
つ
た

ら
う
か
。

お
さ
ん
の
過
火
を
考
へ
て
み
る
と
、
最
初
か
ら
彼
女
の
行
免
に
は
好
奇
心
が
手
侍
っ
て
店
り
、
其
好
奇
心
が
、
本
能
的
な
欲
求
と
の
つ
な
が
り
を
も
っ
て
ゐ

る
だ
け
に
、
其
記
戯
に
も
等
し
い
行
局
は
中
途
で
止
ま
る
事
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
過
失
の
責
任
は
、
首
然
彼
女
が
負
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
又
彼
女

に
と
っ
て
は
ど
う
に
も
砕
併
の
飴
地
の
な
い
泊
欠
な
の
で
あ
る
。

が
不
可
能
で
あ
る
事
を
魔
っ
て
、
恐
怖
に
戦
く
。

お
さ
ん
は
、
其
汎
一
欠
が
自
ら
招
い
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
彼
女
白
身
も
全
く
後
へ
、
退
く
事

主
人
の
安
と
密
通
し
た
者
は
、
引
は
引
廻
し
の
上
獄
門
、
女
は
死
罪
、
主
人
の
妻
へ
密
通
の
手
引
を
し
た
者
は
同
じ
く
死
罪
と
い
ふ
恐
し
い
制
裁
が
控
へ
て- 26 -

居
る
時
代
で
あ
る
。

と
党
っ
た
彼
女
の
前
に
、
こ
の
制
裁
が
大
潟
し
主
な
っ
て
辿
っ
た
で
あ
ら
う
事
は
想
像
す
る
迄
も
な
い
事
で
あ

る
。
到
底
二
人
が
、
死
の
子
か
ら
逃
が
れ
る
事
は
で
き
な
い
の
を
承
知
の
上
で
、
お
さ
ん
は
逃
避
行
を
企
て
、
「
此
う
へ
は
身
を
す
て
命
か
き
り
に
名
を
立
茂
右
衛

門
と
死
手
の
放
路
の
近
づ
れ
」
と
、
不
倫
な
閥
係
を
一
層
深
め
る
方
向
へ
向
か
ふ
の
で
あ
る
。
早
晩
彼
等
は
死
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
者
の
断
を

待
っ
か
、
自
ら
断
を
己
に
下
す
か
、
い
づ
れ
か
其
二
者
の
う
ち
一
つ
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
運
命
に
あ
る
。
さ
う
し
た
迫
詰
め
ら
れ
た
欣
況
の
中
で
、
「
人

寸
よ
も
や
此
事
人
に
し
れ
ざ
る
事
あ
ら
じ
」

の
と
が
め
も
か
へ
り
み
ず
外
な
る
事
に
身
を
や
っ
」
す
茂
右
衛
門
の
行
動
は
、
一
見
不
可
解
の
感
を
抱
か
せ
る
。

都
総
し
さ
に
姿
を
嬰
へ
て
「
日
那
殿
の
町
」
を
窃
か
に
訪
れ
る
彼
の
行
動
は
、
其
感
を
一
一
層
強
く
さ
せ
る
。

と
こ
ろ
で
、
お
さ
ん
と
不
倫
な
閥
係
に
な
る
以
前
の
茂
右
衛
門
を
、
国
鶴
は
、

し
か
も
、
こ
れ
と
い
ふ
用
も
な
し
に
、
た
ど

此
山
引
の
正
直
か
う
べ
じ
人
ま
か
せ
級
ち
い
さ
く
制U
五
寸
に
た
ら
ず
髪
託
し
て
此
か
た
編
笠
を
か
ぶ
ら
ず
。

ま
し
て
や
脇
差
を
こ
し
ら
へ
ず
。
只
十
時



盤
を
枕
に
夢
に
も
銀
も
ふ
け
の
せ
ん
さ
く
ば
か
り
に
明
し
ぬ
。
（
省
一
二
、
第
二
立
「
し
て
や
ら
れ
た
枕
の
夢
」
）

と
述
べ
て
居
る
。
其
故
に
、
か
う
し
た
白
山
な
別
で
あ
っ
た
茂
右
衛
門
の
嬰
り
様
に
我
々
は
改
め
て
驚
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
茂
右
衛
門
に
は
ひ
け
を
と
ら
な
い
。
常
て
の
お
さ
ん
に
到
し
て
は
、

嬰
貌
の
著
し
さ
で
は
、
お
さ
ん

夫
婦
の
か
た
ら
ひ
ふ
か
く
三
と
せ
が
程
も
か
さ
ね
け
る
に
明
器
世
を
わ
た
る
女
の
業
を
大
事
に
。手
づ
か
ら
べ
ん
が
ら
糸
に
筑
を
つ
く
し
す
へ
ん
ヘ
の

女
に
手
納
を
織
ら
せ
て
。

わ
が
山
刀
の
見
よ
げ
に
始
末
を
本
と
し
、
置
も
大
く
べ
さ
せ
ず
小
泣
帳
を
筆
ま
め
に
あ
ら
た
め
。

町
人
の
家
に
有
た
き
は
か
ゃ
う

の
女
ぞ
か
し
（
省
三
、
第
二
平
）

と
す
る
と
、
「
う
れ
し
や
命
に
か
へ
て
の
男
じ
ゃ
も
の
」
と
「
魂
に
れ
ん
ぼ
入
か
は
」
る
お
さ
ん
を
、
我
々
は
如
何
に
与
へ
れ
ば
よ
い
の
だ
ら
う
か
。
二
人
の- 27 ー

と
述
べ
て
、
貞
淑
で
堅
買
な
大
経
師
の
内
儀
の
風
格
を
よ
く
表
は
し
て
居
る
。

嬰
貌
の
著
し
さ
は
、
泊
似
て
彼
等
自
身
が
犯
し
た
一
夜
の
過
失
に
還
元
さ
せ
て
考
へ
る
事
が
出
来
る
。

過
失
と
は
一
－
一
日
へ
、
お
せ
ん
の
悪
戯
は
度
を
、
過
ぎ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

夫
の
不
在
も
確
か
に
彼
女
の
過
失
と
関
聯
を
も
っ
て
店
た
で
あ
ら
う
。
彼
女
は
自
律
の

戒
め
を
白
ら
徐
々
に
解
い
て
行
く
。
後
ヘ
退
け
ず
、
自
己
の
犯
し
た
過
欠
が
何
に
油
、
ず
る
か
を
仕
っ
た
時
、
彼
女
は
現
買
の
生
活
の
坊
を
拾
て
て
逃
避
を
企
て

た
認
で
あ
る
が
、
お
さ
ん
と
茂
右
衛
門
が
こ
の
一
夜
の
過
失
を
契
機
と
し
て
逃
避
を
企
て
た
と
い
ふ
事
は
、
換
パ
す
れ
ば
、
其
時
か
ら
調
和
あ
る
枇
曾
生
活
を

放
棄
し
、
官
時
の
枇
曾
か
ら
完
全
に
脱
落
し
て
し
ま
っ
た
事
を
意
味
す
る
。
さ
う
し
た
朕
況
の
下
で
は
、
人
川
の
理
性
に
基
く
判
断
は
生
移
を
猷
き
、
誠
に
力

な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
ふ
。
理
性
が
急
速
に
瓦
解
し
て
行
く
時
、
逆
に
人
間
の
本
能
的
な
も
の
は
、
崩
れ
去
っ
た
理
性
の
枠
を
押
除
け
て
周
回
に
伸
び
康
が

る
。
お
さ
ん
が
一
度
は
長
剣
に
投
身
自
殺
を
忠
ひ
立
ち
な
が
ら
、
茂
右
衛
門
の
一J口
葉
で
其
を
忠
ひ
留
ま
っ
て
し
ま
ふ
筒
所
が
、
其
事
を
物
語
っ
て
居
る
。
所
詮
、

死
に
慣
す
る
大
罪
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
彼
等
に
、
正
常
な
人
間
の
思
考
を
要
求
す
る
の
は
無
理
な
要
求
と
一
一
一
口
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

罪
の
意
識
を
排
除
し
ょ



う
と
努
力
し
て
も
排
除
し
切
れ
ず
、
彼
等
は
紹
え
ず
記
子
が
来
は
し
な
い
か
と
怯
え
る
。彼
等
を
大
き
く
支
配
し
て
居
る
の
は
恐
怖
の
感
情
で
あ
る
。
し
か
も

恐
怖
の
感
情
と
並
行
し
て
本
能
的
な
生
へ
の
渇
仰
が
彼
等
の
中
に
存
在
し
て
居
る
。

彼
等
が
非
の
意
識
を
身
に
感
じ
な
が
ら
、
飽
く
事
な
く
愛
欲
の
世
界
を
初

復
す
る
と
い
ふ
の
は
、
哀
を
返
せ
ば
さ
う
し
た
愛
欲
の
世
界
に
一
時
な
り
と
身
を
沈
め
、
本
能
の
力
に
よ
っ
て
極
度
に
品
じ
て
居
る
恐
怖
の
感
情
を
抑
墜
し
よ

う
と
い
ふ
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
其
で
恐
怖
の
感
情
を
完
全
に
抑
隠
し
仰
げ
る
と
い
ふ
も
の
で
は
な
い
。
其
は
唯
、
恐
怖
の
感
情
を
一
時
廊
痔
さ
せ
る
に
、
過

ν
5な
い
。
J
I
H
u
t
J
f、
1
U
F
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，
、t
t
f

コ
ー
、t
L
K
L
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て
え
工
、
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／
説
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〈
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ノ
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ハ
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U
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辺
司
ト
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H
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ピ
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J
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元
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引
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瓦
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d
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1
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廿
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U
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ピ
ト
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H
H
C出
即
日
φ
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U

白
慰
的

行
局
に
泊
ぎ
な
い
。
一
凡
し
て
、
不
可
解
な
、
罪
の
上
に
非
を
重
ね
る
と
い
っ
た
彼
等
の
行
動
は
、
異
常
な
現
境
に
目
か
れ
た
人
間
の
、
見
常
な
行
動
と
し
て

ゴ
己
£
L
J
L
f
t
3
L
J

ア
r

～
何
百
」
〉
二
」
市
川
f
f
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且
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川
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J
J
t
一
一
l
J
V
J
J
f

ル
チ

J
L
G
V
B
t
T
L
J

ん

口
仁
川
山
、
一
北
に
直
一
山
せ
ざ
る
を
件
な
い
人
間
に
と
っ
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
機
舎
が
自
己
の
生
を
認
識
す
る
機
舎
と
な
り
、
宜
（
機
曾
に
於
け
る
関
験
は
重
安
な
意
義

を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
兵
記
以
の
仕
方
が
、
又
認
識
し
た
も
の
が
、
ノ
ー
マ
ル
な
環
境
に
置
か
れ
て
居
る
人
間
の
其
と
は
数
段
の
聞
き
を
も
ち
、
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ

ド
で
、
極
め
て
県
内
J的
な
も
の
で
あ
っ
て
お
、
別
に
不
思
議
な
事
で
は
な
い
。
彼
等
は
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
、
勢
一
杯
生
命
を
燃
焼
さ
せ
ゃ
う
と
す
る
。
極

v
特
殊
な
爪
況
（
け
て
れ
は
限
日
航
況
と
し
て
考
へ
ら
れ
ゐ
）
の
下
に
あ
る
彼
等
に
、
現
性
の
力
が
市
一
き
を
件
ょ
う
告
が
な
い
。
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時
代
の
倫
理
は
彼
等
の
扱
き
立
て
ら
れ
た
激
情
の
中
に
民
介
入
す
る
事
を
妨
げ
ら
一
れ
る
。

し
か
し
、
描
か
れ
た
お
さ
ん
は
「
好
色
」
以
上
の
も
の
を
備
へ
て
居
る
の
で
あ
る
。

西
鶴
の
描
か
ん
と
し
た
所
は
「
好
色
」
の
お
さ
ん
で
あ
っ
た
ら
う
。

町
娘
の
怒
は
、
一
途
で
激
し
く
純
粋
で
あ
る
。
其
故
に
、
又
お
瓦
や
お
七
の
不
卒
な
結
末
は
、
我
々
の
胸
を
打
た
ず
に
は
お
か
な
い
も
の
が
そ
こ
に
あ
る
。

こ
れ
に
封
肱
す
る
人
安
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ら
う
。
お
せ
ん
の
場
合
は
見
も
角
、
お
さ
ん
の
場
合
に
は
、
似
令
其
動
機
が
責
め
ら
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で

あ
ら
う
と
も
、

一
一
民
以
っ
て
厄
た
情
欲
が
目
覚
め
る
と
、
其
は
娘
遠
の
懸
に
は
見
ら
れ
な
い
科
の
激
し
さ
を
帯
び
、
複
雑
さ
を
作
っ
て
向
き
始
め
る
。

の
邪
怒
の
中
に
は
、
人
間
の
間
共
が
能
っ
て
居
る
。
片
山
と
内
と
の
問
を
初
ね
す
る
お
さ
ん
に
、
救
ひ
難
い
人
間
の
迷
ひ
と
慎
悩
を
右
て
取
る
事
が
出
来
よ
う
。

お
せ
ん
に
は
自
律
の
献
し
さ
が
あ
っ
た
が
、
お
さ
ん
に
は
、
其
を
求
め
る
事
が
出
来
な
い
。
主
従
の
闘
係
に
あ
る
お
さ
ん
と
茂
右
衛
門
が
、
逃
避
行
を
納
け

て
む
く
う
ち
に
、
木
来
の
身
分
関
係
を
徐
々
に
取
去
っ
て
行
く
心
理
の
過
程
に
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
戎
右
衛
門
を
頼
り
に
、
逃
げ
得
る
限
り
逃
げ
延
び

お
さ
ん



ょ
う
と
す
る
お
さ
ん
に
は
、
断
ち
難
い
生
へ
の
執
着
が
認
め
ら
れ
る
。

彼
女
の
内
な
る
生
命
が
、
其
を
志
向
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
時
代
の
秩
序
に
自
己
を
適
合

せ
し
め
よ
う
と
す
る
に
し
て
は
、
西
鶴
の
描
い
た
お
さ
ん
は
あ
ま
り
に
も
人
間
的
で
あ
り
、
過
ぎ
た
。
茂
右
衛
門
と
て
も
同
様
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
彼
等
が
「
さ
ら
／
＼
寂
期
い
や
し
か
ら
ず
世
話
と
は
な
り
ぬ
」
と
一
一
一
日
は
れ
る
や
う
に
な
る
迄
に
は
、
幾
多
の
曲
折
が
其
間
に
あ
っ
た
事
で
あ
ら
う
。

彼
等
が
捕
へ
ら
れ
、
や
が
て
死
に
臨
ん
だ
時
、
宜
（
屍
に
は
深
い
罪
の
意
識
よ
り
も
、
恐
怖
か
ら
解
き
放
た
れ
る
事
に
よ
っ
て
生
ず
る
安
堵
感
と
疲
労
感
と
虚
脱

感
と
が
、
更
に
い
判
る
充
足
感
が
其
を
凌
認
し
て
店
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

お
さ
ん
の
場
介
（
二
）

秩
序
の
確
立
さ
れ
た
枇
曾
で
は
、
人
間
は
其
秩
序
の
質
践
者
乃
至
は
擁
護
者
と
し
て
、
初
め
て
其
存
在
を
許
さ
れ
る
。其
批
曾
に
生
き
る
限
り
、
人
間
は
其
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批
曾
の
秩
序
に
自
己
を
、
又
自
己
の
行
動
を
合
致
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。し
か
し
、
其
反
面
、
人
聞
は
時
代
及
び
枇
曾
の
秩
序
か
ら
よ
り
遠
ざ
か
り
、

自
己
の
持
つ
生
命
を
自
由
に
仲
良
さ
せ
た
い
と
い
ふ
本
能
的
な
欲
求
を
持
つ
。

其
故
、
人
間
は
許
容
し
得
る
限
り
、
自
己
及
び
自
己
の
生
活
を
時
代
の
、
又
枇

舎
の
定
め
た
秩
序
の
総
に
沿
っ
て
迩
め
よ
う
と
す
る
が
、
時
と
し
て
飴
り
に
も
其
秩
序
が
厳
し
、
過
ぎ
、
許
容
の
限
界
を
起
え
る
と
、
逆
に
今
度
は
本
能
が
其
秩

序
に
釘
し
て
抵
抗
を
討
み
、
秩
序
の
枠
か
ら
脱
し
よ
う
と
す
る
。
此
様
に
人
間
は
自
己
を
、
時
代
や
枇
曾
の
秩
序
で
律
し
、
修
正
し
よ
う
と
す
る
が
、
其
に
は

自
づ
と
限
一
は
が
あ
る
。
人
間
のM
初
的
欲
求
は
如
何
な
る
場
介
に
も
閑
却
す
る
事
は
出
来
な
い
。
し
か
も
庄
一
欲
求
は
個
人
の
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
潜
み
、

躍
は
り
つ
い
て
離
れ
よ
う
と
し
な
い
ば
か
り
か
、
紹
え
ず
充
足
さ
れ
る
事
を
渇
望
し
て
店
る
。

『
五
人
女
』
で
取
上
げ
ら
れ
た
賀
在
の
事
件
も
、
さ
う
し
た
個
々
の
人
間
達
の
内
部
に
潜
む
人
間
本
来
の
欲
求
が
、
秩
序
に
よ
っ
て
律
し
き
れ
ず
、
遂
に
秩
序

の
枠
外
へ
溢
れ
出
た
潟
に
義
生
し
た
枇
曾
的
悲
劇
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。



し
か
も
人
間
の
欲
求
は
、
時
と
し
て
自
分
が
理
性
で
既
に
納
得
し
た
つ
も
り
で
居
る
秩
序
に
封
し
て
す
ら
、
挑
み
か
ふ
っ
て
自
分
を
確
か
め
て
み
た
い
と
い

ふ
衝
動
に
駆
ら
れ
る
。

お
さ
ん
が
り
ん
の
痴
話
文
の
代
筆
を
す
る
件
が
あ
る
。
茂
右
衛
門
の
う
ち
つ
け
た
る
返
事
に
憤
満
を
費
え
、
「
か
づ
／
＼
書
く
ど
」
い
て
遺
る
お
さ
ん
は
、
其

時
か
ら
既
に
り
ん
の
潟
に
筆
を
と
っ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
「
茂
右
衛
門
を
引
な
び
け
て
は
ま
ら
せ
ん
」
と
口
惜
し
が
る
お
さ
ん
は
、
自
分
の
心
に
夫
以
外
の
男

の
影
が
宿
っ
て
居
る
事
に
気
が
つ
か
な
い
。
ま
し
て
・
や
、
如
何
な
る
危
険
が
己
の
内
に
潜
ん
で
居
る
か
は
知
る
由
も
な
い
。
此
だ
け
で
は
不
義
が
成
立
し
た
と

は
言
へ
な
い
が
、
こ
の
兆
は
や
が
て
具
種
的
な
形
を
と
っ
て
表
面
化
し
、
思
ひ
切
っ
た
彼
女
の
行
動
に
ま
で
至
る
。
お
さ
ん
が
り
ん
に
成
代
っ
て
、
其
寝
所
に

忍
び
入
り
茂
右
衛
門
を
驚
か
さ
う
と
し
た
彼
女
の
度
は
ず
れ
た
悪
戯
が
其
で
あ
る
。
「
町
人
の
家
に
あ
り
た
き
は
か
ゃ
う
の
女
ぞ
か
し
」
と
迄
言
は
れ
た
お
さ
ん

も
、
自
分
自
身
の
中
に
滑
む
本
能
に
は
勝
て
な
か
っ
た
。

取
返
し
の
つ
か
な
い
朕
態
に
至
っ
て
、
初
め
て
彼
女
は
自
分
の
行
潟
が
如
何
な
る
性
質
の
も
の
で
あ

速
に
瓦
解
の
一
途
を
辿
る
。

や
が
て
其
は
念

お
さ
ん
は
自
分
の
行
震
が
既
に
修
正
し
き
れ
な
い
事
を
悟
っ
て
逃
避
の
道
を
選
ぶ
が
、
途
中
で
一
度
自
殺
を
考
へ
る
。
そ
れ
は
紹

え
聞
な
い
恐
怖
か
ら
解
放
さ
れ
た
い
と
い
ふ
欲
求
と
倫
理
的
反
省
に
よ
っ
て
自
己
の
行
潟
を
己
の
手
で
清
算
し
、
時
代
の
秩
序
へ
合
流
し
た
い
と
い
ふ
願
ひ
が

交
錯
し
て
、
自
殺
を
思
ひ
立
つ
に
至
っ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
彼
女
の
中
に
於
け
る
相
魁
は
、
其
迄
に
既
に
護
生
し
持
績
し
来
っ
て
居
る
不
協
和
音
（
時
代

の
秩
序
の
枠
内
で
、
其
秩
序
に
印
臆
し
た
生
活
を
協
和
音
と
す
る
な
ら
ば
）
に
も
等
し
い
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
命
限
り
に
浮
名
を
立
て
よ
う
と
自
暴
自
棄

る
か
を
知
っ
て
我
に
蹄
る
。
不
義
密
通
の
報
ひ
の
恐
し
さ
を
改
め
て
思
ひ
浮
べ
た
時
か
ら
、
彼
女
の
内
に
あ
っ
た
倫
理
観
は
動
揺
し
始
め
る
。
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に
な
っ
て
し
ま
っ
た
時
、
お
さ
ん
の
生
活
に
於
け
る
不
協
和
音
は
、
一
大
一
音
響
に
取
っ
て
替
る
。

お
七
に
つ
い
て
も
同
様
の
事
が
言
へ
る
。
放
火
を
思
附
く
お
七
の
意
識
の
世
界
に
は
、

い
。
彼
女
の
中
に
在
る
の
は
、
吉
三
郎
へ
の
激
し
い
轡
慕
の
情
だ
け
で
あ
る
。

時
代
の
秩
序
も
其
行
潟
の
代
償
た
る
べ
き
刑
罰
も
浮
か
ん
で
は
来
な

西
鶴
の
『
五
人
女
』
は
、
此
様
な
不
協
和
音
的
な
、
破
調
的
な
モ
チ
ー
フ
を
作
品
の
生
命
と
し
た
所
に
作
品
と
し
て
の
大
き
な
意
義
が
あ
る
。

な
轡
愛
は
、
秩
序
の
強
固
な
一
吐
曾
で
は
、
長
く
其
生
命
を
保
持
す
る
事
は
難
し
い
。
し
か
し
其
だ
け
に
不
協
和
音
の
輿
へ
る
印
象
は
、
協
和
音
的
生
活
者
に
と

っ
て
は
強
烈
な
も
の
と
な
ら
う
。
『
五
人
女
』
に
於
け
る
悲
劇
的
宿
命
を
背
負
っ
た
女
達
が
、
人
間
の
本
能
の
欲
求
に
駆
ら
れ
て
、
強
固
な
秩
序
の
壁
に
無
謀
な

不
協
和
音
的



抵
抗
を
試
み
る
時
、
壁
の
中
で
捕
大
し
膨
脹
す
る
個
々
の
生
命
と
秩
序
の
壁
と
が
ぶ
つ
か
り
合
ひ
、
打
ち
合
ふ
一
音
響
は
強
烈
で
あ
る
。
生
命
の
燃
焼
が
其
慮
で

は
一
段
と
明
か
る
さ
を
増
し
て
、
秩
序
の
壁
を
照
ら
し
出
す
。

お
七
は
自
己
の
生
命
を
力
一
杯
燃
焼
さ
せ
た
が
、
結
局
、
兵
強
凶
な
秩
序
の
前
に
屈
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。
又
、
お
さ
ん
に
し
て
も
、
自
分
の
行
潟
の
非
を
覚
っ
た
時
、
彼
女
は
時
代
の
秩
序
と
の
針
決
を
回
避
す
る
却
に
は
行
か
な
か
っ
た
。が
彼
女
は

其
現
買
の
秩
序
か
ら
本
能
的
に
身
を
退
け
た
。
彼
女
が
自
滅
の
谷
間
へ
一
歩
々
々
下
り
て
行
く
時
、人
間
の
中
に
存
す
る
生
命
的
な
も
の
へ
の
志
向
性
は
、
生

切
戸
の
文
一
珠
立
で
一
夜
を
明
か
し
た
以
後
の
お
さ
ん
は
、
全
く
白
己
の
生
活
を
、
時
代
の
快

命
の
欲
求
が
充
足
さ
れ
て
行
く
度
に
、
質
在
感
を
深
め
て
行
く
。

序
で
論
理
的
に
修
正
す
る
事
を
諦
め
て
し
ま
っ
て
居
る

一
々
の
機
曾
は
生
を
認
識
す
る
貴
重
な
機
曾
と
し
て
受
取
ら
れ
る

お
さ
ん
に
し
て
も
、
お
夏
や
お
七
に
し
て
も
、
又
お
せ
ん
に
し
て
も
、
彼
女
達
は
総
て
時
代
の
落
伍
者
で
あ
っ
た
。

時
代
の
倫
閣
に
つ
い
て
行
け
な
か
っ
た

彼
女
達
は
、
秩
序
の
軌
道
か
ら
特
落
し
、
究
極
に
於
い
て
或
る
者
は
仰
を
求
め
、
或
る
者
は
逃
亡
の
山
本
に
捕
へ
ら
れ
他
者
の
子
に
よ
っ
て
紹
命
し
、
又
成
る
者

は
自
ら
の
手
で
自
己
の
行
潟
一
切
を
清
算
し
て
死
ん
で
行
っ
た
の
で
あ
る

四
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『
五
人
女
』
の
中
に
現
れ
る
悲
劇
的
な
結
末
を
背
負
っ
た
女
達
も
、
そ
れ
β

＼
の
男
達
に
巡
り
逢
ふ
ま
で
は
平
穏
な
、
調
和
あ
る
生
活
を
営
ん
で
肘
た
。

彼
女
達
の
惹
起
し
た
事
件
は
、
官
時
の
枇
九
回
に
生
き
る
他
の
一
般
の
人
間
達
に
と
っ
て
セ
ン
セ
イ
シ
ョ
ナ
ル
な
事
件
で
あ
っ
た
と
は
い
へ
、
そ
の
中
の
或
る

者
は
、
此
事
件
を
取
扱
っ
た
『
五
人
女
』
に
、
早
な
る
好
色
的
な
興
味
を
抱
い
て
飛
び
つ
い
て
行
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

『
五
人
女
』
の
主
題
は
、
前
述
の
如
く
好
色
に
求
め
ら
れ
る
。
此
作
品
で
は
、
『
一
代
川
と
や
「
流
艶
大
銑
』
に
は
殆
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
哀
調
が
漂
っ
て

居
る
。
又
倫
理
的
口
吻
が
随
所
に
散
見
せ
ら
れ
る
。
兵
を
読
者
が
感
じ
取
ら
な
い
詐
は
な
か
っ
た
ら
う
。
恐
ら
く
西
，
制
も
、
其
迄
手
掛
け
て
来
た
好
色
物
と
同

浮
世
草
子
の
作
者
で
あ
る
四
仰
に
は
、
そ
れ
な
り
の
作a米
と
し
て
の
責
任
が
課
せ
ら
れ
て
居
る
。

じ
よ
う
な
調
子
で
は
執
筆
に
臨
め
な
か
っ
た
に
注
ひ
な
い

好
色
本
に
期
待
を
寄
せ
る
讃
者
を
紋
が
考
慮
し
た
に
し
て
も
、
西
鶴
が
全
面
的
に
彼
等
の
意
に
従
ふ
と
い
ふ
事
は
考
へ
ら
れ
な
い
。

作
家
は
有
機
的
な
生
命
の



具
現
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
面
、
倫
理
的
合
理
性
の
代
詩
者
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

即
ち
作
家
は
其
意
識
に
於
い
て
は
、
時
代
の
秩
序
の
擁
護
者
で
あ
る
。

其
生
き
て
居
る
時
代
か
ら
、
又
枇
曾
か
ら
失
脚
す
る
憂
目
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
其

故
、
自
己
の
創
作
行
潟
が
、
時
代
の
倫
理
か
ら
よ
り
遠
ざ
か
る
や
う
な
破
調
的
モ
チ
ー
フ
を
取
扱
は
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
作
家
は
其
事
に
つ
い
て
揖
明

又
さ
う
あ
ら
ね
ば
、
彼
は
作
家
と
し
て
の
存
在
を
認
め
ら
れ
な
い
。

し
、
苦
慮
し
、
反
省
し
た
事
を
表
明
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
『
五
人
女
』
に
於
け
る
西
鶴
の
人
妻
の
扱
ひ
方
は
、
お
せ
ん
の
場
合
に
も
お
さ
ん
の
場
合
に
も
、
其
廃
に
或
る
冷
や
か
さ
を
感
じ
な
い
で
は
居

ら
れ
な
い
。
其
に
反
し
、
町
娘
の
場
合
に
は
、
放
火
と
い
ふ
重
罪
を
犯
し
た
お
七
に
封
し
て
す
ら
、
か
な
り
の
同
情
を
も
っ
て
執
筆
に
あ
た
っ
て
居
る
。

お
七

の
無
謀
な
行
震
を
責
め
る
よ
り
は
、
若
く
し
て
世
を
去
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
娘
の
生
命
を
惜
し
み
、
歎
い
て
居
る
。

其
事
は
お
夏
の
場
合
に
も
言
へ
る
。
そ

れ
な
ら
ば
、
不
義
を
犯
し
た
人
妻
達
に
封
す
る
冷
や
か
な
西
鶴
の
態
度
は
、
何
が
原
因
と
な
っ
て
居
る
の
だ
ら
う
か
。
『
五
人
女
』
に
は
『
一
代
男
』
に
あ
ま
り

見
ら
れ
な
か
っ
た
、
時
代
の
秩
序
を
反
映
す
る
や
う
な
教
訓
的
口
吻
が
目
立
っ
て
居
る
。
し
か
も
、
さ
う
し
た
口
吻
は
『
西
鶴
諸
園
は
な
し
』
巻
四
の
二
の
「
忍

び
扇
の
長
寄
」
に
於
け
る
、
か
な
り
大
臆
な
作
者
の
不
義
に
射
す
る
持
論
と
一
見
矛
盾
す
る
か
の
や
う
に
思
は
れ
る
。
が
、
よ
く
考
へ
て
み
れ
ば
、
此
、
西
鶴
の

不
義
に
関
す
る
見
解
と
、
『
五
人
女
』
で
示
し
た
西
鶴
の
不
義
に
射
す
る
態
度
と
は
、
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
ふ
事
に
気
附
く
で
あ
ら
う
。
彼
の
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作
家
と
し
て
の
態
度
は
時
代
の
秩
序
を
異
向
か
ら
否
定
す
る
態
度
で
は
な
く
、
寧
ろ
外
見
は
あ
く
ま
で
時
代
の
秩
序
を
擁
護
す
る
立
場
を
と
っ
て
ゐ
る
。
其
は

西
鶴
が
作
家
と
し
て
立
っ
て
行
く
矯
に
必
要
歓
く
べ
か
ら
ざ
る
俄
装
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
考
へ
を
飛
躍
さ
せ
る
な
ら
、
彼
は
別
の
所
で
新
し
い
秩
序
を
、

道
徳
を
求
め
て
居
た
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
西
鶴
個
人
が
、
ど
れ
程
反
捜
し
て
み
て
も
、
そ
れ
で
あ
の
強
固
な
、
時
代
の
秩
序
の
枠
が
弛
む
と
い
ふ
も
の
で
も
な
い
。
抵
抗
す
る
に
し
て
は
徐

り
に
も
高
く
、
固
い
障
壁
で
あ
っ
た
。
彼
が
作
家
と
し
て
の
責
任
を
ど
の
程
度
に
認
識
し
て
居
た
か
、
全
貌
は
到
底
知
る
事
が
出
来
な
い
。
が
、
所
詮
作
家
の

背
負
は
ね
ば
な
ら
な
い
責
任
は
彼
に
課
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、
其
を
回
避
す
る
事
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

其
故
『
五
人
女
』
に
見
ら
れ
る
教
訓
的
口
吻
は
、
彼
が
育
っ
た
倫
理
的
領
土
を
足
場
と
し
て
、
し
か
も
作
家
と
し
て
の
責
任
を
紹
え
ず
感
じ
な
が
ら
、
時
代

の
倫
理
の
方
向
へ
向
っ
て
接
近
し
て
行
っ
た
時
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
考
へ
た
い
。西
鶴
は
『
五
人
女
』
を
通
じ
て
、
徳
川
封
建
制
度
の
下
で
不
嘗
な
束
縛



を
受
け
て
居
る
町
人
達
の
反
抗
精
紳
を
形
象
化
し
た
と
急
速
に
結
論
を
出
し
て
し
ま
っ
て
は
、
前
述
の
如
き
、
彼
の
倫
理
的
な
口
吻
は
説
明
が
つ
か
な
く
な
っ

て
し
ま
ふ
。
又
似
令
彼
が
不
義
の
概
念
を
明
確
に
し
、
施
政
者
の
不
嘗
な
束
縛
を
責
め
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
時
代
の
秩
序
に
民
向
か
ら
反
旗
を
献
す
詳
に
は
い

か
な
い
の
で
あ
る

讃
者
の
場
合
に
も
、
時
代
の
秩
序
は
等
し
く
彼
等
の
上
に
主
く
の
し
か
斗
っ
て
居
る
。
彼
等
は
其
秩
序
と
、
彼
等
の
内
部
に
あ
る
生
命
の
必
然
的
な
欲
求
の

間
で
、
紹
え
ず
白
分
が
動
揺
し
、
襖
悩
し
て
居
る
の
を
知
っ
て
居
る
。
問
題
は
、
溢
れ
出
ょ
う
と
す
る
奔
放
な
生
命
を
、
其
衝
動
の
赴
く
ま
斗
に
放
出
さ
せ
る

か
否
か
に
あ
る
。
し
か
し
、
請
者
に
と
っ
て
も
設
立
さ
れ
た
秩
序
の
枠
は
飴
り
に
も
高
過
ぎ
、
破
壊
す
る
に
し
て
は
飴
り
に
も
強
固
過
ぎ
る
。

か
へ
っ
て
、
そ

の
枠
の
方
が
、
佃
人
の
生
命
力
よ
り
は
強
い
力
を
も
っ
て
居
る
。
其
締
め
つ
け
る
力
は
強
く
、
決
定
的
な
力
を
も
っ
。

故
に
読
者
は
其
枠
を
よ
り
強
同
な
も
の
と
し
て
認
識
す
れ
ば
す
る
程
、
彼
等
に
は
、
彼
女
注
の
事
件
が
悲
劇
的
な
色
調
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
受
取
ら
れ
る
。

勿
論
『
五
人
女
』
を
全
く
の
悲
劇
と
し
て
見
る
事
は
安
世
で
は
な
い
し
、
西
鶴
自
身
も
、
近
松
の
如
き
態
度
で
も
っ
て
悲
劇
と
し
て
あ
の
や
う
な
事
件
を
取
上

げ
や
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
だ
が
、
彼
女
注
の
悲
惨
な
最
期
は
、
よ
し
ん
ば
、
其
慮
に
好
色
的
な
興
味
を
織
込
ん
で
物
語
っ
た
に
し
て
も
、
護
者
達
は
、
過
去

生
々
し
く
匙
ら
せ
た
で
あ
ら
う
し
、
又
好
色
に
射
す
る
興
味
の
満
足
以
外
の
何
物
か
を
『
五
人
女
』
か
ら
感
じ
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に
於
け
る
此
等
の
事
件
に
つ
い
て
の
記
憶
を
、

取
っ
た
に
違
い
な
い
。


