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懐
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｜
｜
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貞
享
三
年
の
西
鶴

や
さ

西
鷺
軒
橋
泉
と
い
う
隠
者
風
の
人
物
が
書
き
置
い
た
『
近
代
艶
隠
者
』
は
、
井
原
西
鶴
の
文
学
活
動
に
関
わ
る
い
く
つ
か
の
接
点
を
有
す

る
作
品
で
あ
り
、
多
く
の
関
心
が
寄
せ
ら
れ
な
が
ら
、

従
来
論
究
さ
れ
る
こ
と
少
な
か
っ
た
作
品
で
あ
っ
た
（
1

）

O

本
稿
も
そ
の
内
容
に
は

考
究
で
き
ず
研
究
へ
の
前
提
を
提
示
す
る
に
と
ど
ま
る
は
ず
だ
が
、
現
在
の
時
点
で
、
本
書
に
関
す
る
筆
者
の
関
心
の
あ
り
ょ
う
を
可
能
な

限
り
整
理
し
て
報
告
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
以
下
、
ま
ず
基
本
的
事
項
を
列
記
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

そ
れ
は
ま
ず
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
、

西
鶴
四
五
歳
の
一
年
間
の
動
向
に
関
わ
っ
て
い
る
。
事
実
の
確
認
と
し
て
、
『
近
代
艶
隠
者
』
と
い
う

書
物
は
、
題
簸
外
題
の
角
書
に
「
執
し
の
二
字
を
冠
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
本
書
は
西
鶴
自
身
の
自
画
自
筆
（
板
下
清
書
）
と
し
て
刊
行
さ
れ

た
。
第
三
に
、
本
書
の
上
梓
は
大
坂
の
書
嘩
、
河
内
屋
善
兵
衛
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
三
点
を
前
提
事
項
に
据
え
る
。

つ
ぎ
に
当
年
の
西
鶴
文
学
活
動
を
確
認
す
る
う
え
で
、
前
年
度
か
ら
の
動
向
を
左
に
略
記
す
る
。



貞
享
二
年
（
二
（
八
五
）
四
四
歳

七
月
一
六
日
宇
治
加
賀
按
の
段
物
集
『
小
竹
集
』
に
序
文
を
書
く
。

は
な
に
も
な
い
（
後
述
の

a
項
を
参
照
）
。

貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
四
五
歳

一
月
吋
近
代
艶
隠
者
』
刊
序
文
を
書
き
、
し
か
も
西
鶴
自
画
自
筆
の
板
下
と
い
う
力
の
入
れ
よ
う
で
あ
っ
た
。

二
月
上
旬
『
好
色
五
人
女
』
刊
版
元
大
坂
森
田
庄
太
郎
。
こ
れ
は
前
年
二
月
二
一
日
に
上
梓
し
た
『
綜
…
椀
久
一
世
の
物
語
』
と

同
一
版
元
で
あ
る
。

六
月
中
旬
『
好
色
一
代
女
己
刊
版
元
岡
田
三
郎
右
衛
門
。
版
元
岡
田
は
、
貞
享
元
年
（
二
（
八
四
）
四
月
、
『
好
色
二
代
男
諸
艶
大
鑑
『
』
出

版
に
お
い
て
、
新
進
作
家
西
鶴
の
述
作
を
は
じ
め
て
手
掛
け
た
書
患
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
西
鶴
と
い
う
俳
譜
師
が
、
草
子
作
者
と
し
て

大
坂
の
有
力
出
版
書
嘩
に
認
知
さ
れ
た
と
い
う
証
左
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
書
嘩
森
田
庄
太
郎
も
そ
う
だ
つ
た
。
前
年
（
貞
享

二
年
）
、
森
田
は
西
鶴
に
『
椀
久
一
世
の
物
語
』
を
、
あ
え
て
私
に
言
え
ば
、
書
か
せ
て
い
る
。
こ
れ
も
後
述
の

a
項
に
ゆ
ず
る
。
つ
ま

り
私
が
言
い
た
い
の
は
、
こ
の
歳
あ
た
り
か
ら
、
井
原
西
鶴
に
は
、
大
坂
の
有
力
出
版
書
嘩
が
散
文
作
家
と
し
て
の
西
鶴
に
注
目
し
、

作
品
を
要
請
、
刊
行
を
う
な
が
し
て
い
た
と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
読
み
取
れ
る
西
鶴
年
譜
が
、
こ
こ
に
あ

る
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、

以
後
こ
の
歳
に
西
鶴
の
作
品
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一
一
月
『
本
朝
二
十
不
孝
』
成
る
。
但
し
、
刊
行
は
翌
年
の
貞
享
四
年
正
月
、

右
衛
門
が
加
わ
っ
て
い
る
。

同
一
一
月
田
中
玄
順
撰
吋
本
朝
列
仙
伝
』
刊
行
。
本
書
の
挿
絵
は
井
原
西
鶴
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。
野
間
光
辰
氏
は
そ
の

著
『
附
西
鶴
年
譜
考
詮
』
（
中
央
公
論
社
刊
、
昭
日
・
日
）
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
『
本
朝
列
仙
伝
』
の
挿
絵
に
つ
い
て
は
、
漆
山
天
童
氏
は
こ
れ
を
蒔
絵
師
源
三
郎
筆
と
い
ふ
。
も
し
そ
れ
が
事
実
な
ら
ば
、
従

来
西
鶴
自
画
と
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
は
、
す
べ
て
源
三
郎
筆
と
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
私
は
水
谷
不
倒
氏
の
説

に
従
っ
て
、
や
は
り
初
期
西
鶴
本
の
挿
絵
は
西
鶴
自
画
と
考
へ
、
こ
れ
と
酷
似
し
て
ゐ
る
本
書
の
挿
絵
も
、
西
鶴
画
く
と
こ
ろ
と
見

こ
の
と
き
改
め
て
序
文
を
書
く
。
版
元
に
岡
田
三
郎



た
い
と
思
ふ
。
（
同
書

m頁
）
と
。

貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
四
六
歳

一
月
『
男
色
大
鑑
』
刊
版
元
大
坂
深
江
屋
太
郎
兵
衛
・
京
都
山
崎
屋
市
兵
衛
相
版
。

三
月
上
旬
『
土
川
懐
硯
』
刊
版
元
現
存
本
は
刊
記
を
欠
く
ゆ
え
未
詳
。

四
月
『
瞬
間
武
道
伝
来
記
』
刊
版
元
江
戸
高
屋
清
兵
衛
・
大
坂
岡
田
三
郎
右
衛
門
相
版
。
岡
田
三
郎
右
衛
門
と
西
鶴
の
作
品
上
梓

は
、
こ
の
時
期
き
わ
め
て
密
接
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
認
め
ら
れ
る
し
、
他
方
、
森
田
庄
太
郎
と
西
鶴
の
著
作
出
版
に
つ
い
て

の
関
係
も
翌
貞
享
五
年
三
六
八
八
）
、
九
月
三

O
日
改
元
、
元
禄
元
年
正
月
の
、
『
日
本
永
代
蔵
大
一
世
新
日
訳
者
教
』
出
版
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
前

記
岡
田
三
郎
右
衛
門
と
同
趣
の
様
態
で
あ
る
こ
と
明
白
だ
ろ
う
。

な
お
、
是
歳
貞
享
四
年
一
月
（
前
述
）
の
一
男
色
大
鑑
』
の
版
元
深
江
屋
太
郎
兵
衛
に
つ
い
て
は
、
西
鶴
と
の
仲
き
わ
め
て
濃
く
、
延
宝

年
中
の
西
鶴
俳
書
出
版
か
ら
の
関
係
で
あ
っ
て
、
著
名
な
『
西
鶴
大
矢
数
b

（
延
宝
九
年
一
六
八
一
、
九
月
二
九
日
改
元
、
天
和
元
年
、
西

鶴
四

O
歳
、
四
月
刊
行
）
の
版
元
で
あ
る
こ
と
を
み
て
も
理
解
さ
れ
よ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
こ
の
深
江
屋
は
、
延
宝
八
年
（
二
（
八
C

）
西
鶴

三
九
歳
の
年
の
五
月
、
西
鶴
の
俳
友
片
岡
旨
恕
の
俳
書
『
制
備
前
海
月
』
一
冊
を
出
版
し
た
。
本
書
は
野
間
光
辰
氏
の
前
述
『
年
譜
考

抑
止
』
（
以
下
こ
の
よ
う
に
略
称
す
る
）
に
よ
れ
ば
、

原
本
題
祭
下
に
割
書
し
て
「
破
邪
顕
正
返
答
之
評
判
、
同
返
答
自
註
之
再
評
」
と
あ
る
通
り
、
是
歳
三
月
下
旬
に
出
版
せ
ら
れ
た
惟

中
の
『
俳
諮
破
邪
顕
正
評
判
之
返
答
百
韻
白
註
』
に
対
す
る
再
評
で
あ
る
。

つ
ま
り
本
書
は
、
同
門
の
岡
西
惟
中
の
俳
譜
論
に
僚
ら
ず
、
あ
ま
つ
さ
え
、
惟
中
が
西
鶴
の
付
句
を
窃
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
暴

露
し
た
俳
論
書
で
あ
っ
た
。
本
書
の
作
者
片
岡
旨
恕
に
つ
い
て
は
後
述
の
b
項
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。
元
に
戻
る
。
こ
う
し
て
筆
者
が

申
し
述
べ
た
い
の
は
、
当
歳
、
西
鶴
の
周
辺
に
は
、
大
坂
の
す
ぐ
れ
て
活
性
化
し
た
書
嘩
が
蛸
集
し
は
じ
め
て
い
た
と
い
う
状
況
の
確

認
で
あ
る
。
で
は
翌
五
月
の
動
向
は
ど
う
か
。

五
月
『
西
行
撰
集
抄
』
刊
版
元
大
坂
河
内
屋
善
兵
衛
。
挿
絵
西
鶴
自
筆
。
版
元
河
内
屋
は
、
本
論
当
初
に
述
べ
た
ご
と
く
『
近
代

艶
隠
者
』
の
同
一
版
元
で
あ
り
、
さ
ら
に
本
書
で
も
西
鶴
は
挿
絵
を
担
当
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
近
代
艶
隠
者
』
と
『
西
行
撰
集
抄
』

-3-



と
。
両
書
に
関
わ
る
西
鶴
本
人
の
関
心
・
興
味
は
な
に
か
。
こ
れ
も
ひ
と
つ
の
考
察
点
と
な
ろ
う
か
。
さ
き
を
急
ぐ
。

九
月
一
一
日
『
好
色
旅
日
記
』
刊
版
元
京
都
吉
野
屋
次
郎
兵
衛
。
本
書
は
前
引
の
片
岡
旨
恕
の
作
と
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に

挙
げ
た
の
は
、
前
述
し
た
理
由
と
、
本
書
に
西
鶴
の
発
句
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
事
由
に
よ
る
。
本
作
品
に
つ
い
て
は
す
で

に
筆
者
に
小
論
が
あ
る
（
2

）

O

そ
し
て
こ
れ
以
後
、
当
年
西
鶴
の
文
学
活
動
は
な
い
。
西
鶴
本
人
の
創
作
活
動
だ
け
に
限
定
し
て
考
え
る
と
、
こ
の
年
四
月
の
『
武
道

伝
来
記
』
執
筆
刊
行
ま
で
で
、
以
後
八
カ
月
間
、
西
鶴
は
沈
黙
を
守
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
、
貞
享
三
年
次
の
井
原
西
鶴
の
文
学
活
動
を
、
主
と
し
て
彼
の
創
作
物
と
そ
の
出
版
書
壁
、

そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
西
鶴
に
ご
く
近
い
俳

譜
師
ら
の
動
静
に
注
目
し
て
整
理
し
て
み
た
。
も
と
よ
り
焦
点
を
『
近
代
艶
隠
者
』
に
当
て
て
い
る
こ
と
は
言
を
侠
た
な
い
。
課
題
は
当
期

に
お
け
る
『
近
代
艶
隠
者
』
の
位
置
で
あ
ろ
う
。

- 4 ー
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西
鶴
と
西
鷺
と
玄
順
と
元
順

筆
者
は
か
つ
て
近
世
文
学
に
お
け
る
兼
好
の
守
徒
然
草
門
二
羊
受
を
考
勘
し
た
。
そ
の
と
き
わ
け
で
も
啓
発
を
得
た
の
は
中
村
幸
彦
氏
と
関

場
武
氏
の
論
考
で
あ
っ
た
（
3

）

O

両
氏
お
よ
び
多
く
の
諸
説
か
ら
得
た
筆
者
な
り
の
、
近
世
『
徒
然
草
』
享
受
の
位
相
は
、
私
な
り
に
過
去

に
童
日
い
て
い
る
（
4
3

い
ま
だ
に
そ
れ
以
上
に
考
え
は
さ
ほ
ど
進
展
し
て
い
な
い
も
の
の
、

い
ま
そ
の
稿
を
左
に
述
べ
る
。

こ
れ
は
旧
稿
の

書
き
直
し
ゆ
え
、
引
用
文
の
体
裁
を
と
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
。

近
世
の
文
壇
と
い
う
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
漢
詩
文
に
遊
ぶ
も
の
、
狂
歌
・
俳
譜
に
携
わ
る
も
の
、
笑
話
・
雑
談
を
語
る
も
の
、
堂
上
の

和
歌
や
古
典
の
講
読
を
た
の
し
む
も
の
な
ど
な
ど
、
多
く
の
知
識
人
が
、
堂
上
と
地
下
と
、
武
家
と
僧
侶
と
が
、
戦
後
の
太
平
を
愉
し



ん
で
い
た
と
考
え
て
至
当
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
で
あ
る
。
石
川
丈
山
や
鈴
木
正
三
の
よ
う
な
、
徳
川
家
康
に
仕
え
た
三
河
以
来
の
旧

臣
の
ひ
に
く
れ
武
士
は
、
お
そ
ら
く
史
実
か
ら
み
て
も
家
康
以
上
に
幹
侍
が
高
か
っ
た
ろ
う
こ
と
だ
か
ら
、
幕
滞
体
制
下
に
身
を
置
く

こ
と
な
ど
で
き
る
わ
け
も
な
か
っ
た
。
関
ガ
原
で
負
け
た
側
の
牢
人
衆
ば
か
り
で
な
く
、
徳
川
方
に
だ
っ
て
、
さ
ら
に
戦
後
の
政
治
体

制
に
参
画
す
る
こ
と
に
懸
念
を
も
っ
輩
は
多
く
い
た
。
彼
ら
は
家
康
を
ふ
く
め
た
行
政
職
に
或
る
種
の
異
和
感
を
も
っ
て
い
た
の
だ
ろ

う
。
も
う
い
い
や
的
・
放
っ
て
お
け
的
、
嫌
悪
感
な
い
し
悔
蔑
感
と
言
っ
て
も
よ
い
。

戦
後
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
教
養
が
あ
り
財
が
あ
っ
た
と
き
、
こ
れ
ら
の
人
士
は
戦
後
の
世
の
中
を
、
無
責
任
に
見
て
や
ろ
う
、
勝
手

に
生
き
て
や
ろ
う
、
自
己
な
り
に
考
え
て
み
よ
う
式
の
諦
観
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
彼
ら
の
思
考
は
中
世
の
隠
者
を
志
向
し

た
。
そ
の
感
想
は
、
市
中
に
深
く
身
を
ひ
そ
め
て
風
流
を
た
の
し
み
、
閑
寂
の
境
と
世
俗
の
人
情
と
の
は
ざ
ま
で
、
隠
逸
の
士
で
あ
り

お
も

た
い
と
す
る
念
い
を
持
っ
た
。
だ
が
そ
れ
は
、
鴨
長
明
の
『
方
丈
記
』
、
吉
田
兼
好
の
『
徒
然
草
』
が
語
る
〈
隠
逸
の
境
界
〉
を
、
き

わ
め
て
近
世
的
に
読
み
直
し
た
世
界
で
は
あ
っ
た
。
言
っ
て
お
く
が
中
世
が
そ
の
ま
ま
近
世
へ
な
だ
れ
込
ん
だ
の
で
は
な
い
。
そ
う
い

う
思
考
は
私
の
と
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

従
来
の
文
学
史
の
記
述
は
こ
れ
を
無
視
し
た
。
中
世
文
学
の
歌
学
・
随
筆
の
傾
向
を
、
そ
の
ま
ま
近
世
の
知
識
人
が
盲
従
し
た
と
す

る
錯
覚
で
あ
る
。
現
今
よ
う
や
く
認
め
ら
れ
る
近
世
和
歌
へ
の
探
究
の
風
潮
は
、
上
述
の
過
去
の
誤
謬
を
や
が
て
溶
い
て
く
れ
る
の
で

は
な
い
か
。

-5-

と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
私
の
考
察
を
支
え
た
の
は
二
条
良
基
の

『
近
来
風
駄
抄
』

の
指
摘
に
よ
る
。
同
書
で
は
兼
好
に
つ
い
て
、
「
其
比
は
頓
・
慶
・
兼

三
人
い
づ
れ
も
ノ
＼
、
上
手
と
い
は
れ
し
な
り
」
（
中
黒
点
は
論
者
が
付
し
た
）
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
兼
好
は
此
中
に
、
ち
と
を
と
り
た
る
や

う
に
人
も
存
ぜ
し
ゃ
ら
ん
L

と
評
し
、
ま
た
は
「
ち
と
俳
譜
の
体
を
ぞ
よ
み
し
L

と
記
し
て
い
る
。
詳
し
い
論
証
は
省
く
こ
と
に
す
る
が
、

こ
こ
に
は
明
ら
か
に
中
世
の
歌
人
兼
好
を
、
俳
諸
に
遊
ぶ
風
雅
の
士
と
し
て
認
知
し
て
い
る
言
説
が
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。



ち
と
を
と
り
た
る
｜
中
略
l
ち
と
俳
譜
の
体
を
ぞ
よ
み
し

と
い
う
歌
人
が
『
徒
然
草
』
の
作
者
で
あ
り
、

そ
れ
が
二
条
良
基
の
兼
好
認
識
で
あ
っ
た
。

こ
う
い
う
兼
好
像
は
、

近
世
初
・
中
期
の
知
識
人
に
は
好
意
的
に
迎
え
ら
れ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
も
少
し
く
述
べ
た
と
こ
ろ
だ
が
（

E
、

こ
こ
で
は
、
『
近
代
艶
隠
者
』
刊
行
に
至
る
位
相
を
簡
略
に
述
べ
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

深
草
元
政
の

『
扶
桑
隠
逸
伝
』
は
寛
文
四
年
三
六
六
四
）
に
上
梓
さ
れ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

読
耕
斎
林
靖
の

『
本
朝
、
遮
史
』
も
同
年
秋
の
刊
で
あ
る
。

そ
れ
以
前
万
治
四
年
三
六
六
一
）
に
は
野
間
三
竹
の
『
古
今
隠
逸
伝
』
が
上
梓
さ
れ
る
。

貞
享
三
年
刊

の
『
近
代
艶
隠
者
』
は
以
上
の
先
行
書
に
影
響
を
受
け
て
出
版
さ
れ
た
と
み
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
そ
の
序
文
を
井
原
西
鶴
は
書
い
た
。
そ

こ
に
は
、

い
わ
ゆ
る
近
世
的
な
隠
者
志
向
が
あ
り
あ
り
と
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
『
近
代
艶
隠
者
』
に
お
け
る
西
鶴
の
序
文
は
ど
う
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な
の
か
。
左
に
抄
出
し
て
み
る
。

よ

い

し

く

れ

の

き

い

た

ふ

ゅ

よ

る

．

す

〈

さ

し

ゃ

う

じ

か

れ

の

宵
は
時
雨
し
て
、
軒
ち
か
き
板
屋
に
、
冬
を
は
じ
め
て
し
ら
す
。
万
の
草
も
一
と
せ
の
う
ち
に
、
生
死
を
見
す
る
。
枯
野
に
つ
れ
て
、

こ

こ

う

し

だ

ひ

ね

む

る

よ

な

か

な

に

人
の
心
も
次
第
に
、
山
の
眠
が
ご
と
し
。
ー
中
略
l
、
世
の
世
を
お
も
ふ
に
、
何
か
め
づ
ら
し
か
ら
ず
、
鳥
に
口
ば
し
あ
り
は
ね
あ

な

く

と

ぷ

、

、

、

、

、

ほ

ど

か

わ

、

、

、

、

、

、

、

、

む

じ

ゃ

う

と

な

り

ゆ

め

わ

が

や

ど

か

た

ど

き

さ

λ

あみと

り
、
鳴
も
飛
も
心
に
ま
か
す
べ
し
。
人
な
が
ら
人
程
替
り
た
る
も
の
は
な
し
と
、
無
常
を
隣
に
、
夢
を
我
宿
に
語
る
時
、
笹
の
網
戸

お

び

や

か

さ

み

な

ま

く

ら

ま

つ

あ

ら

し

た

び

す

が

た

ほ

う

し

か

さ

い

の

ち

を
、
せ
は
し
く
音
信
に
葬
れ
て
、
比
白
枕
を
そ
ば
立
、
松
の
嵐
よ
り
は
と
明
出
れ
ば
、
旅
姿
の
法
師
、
笠
も
と
り
あ
へ
ず
、
命
が
あ

な
み
だ
こ
ろ
も
つ
つ
も
と
よ
り
き
き
な
れ
か
わ
か
た
ち
お
ど
ろ
か
な
に
は
わ
か
し
ょ
こ
く
ゆ
く
か
づ

れ
ば
二
た
び
と
、
泊
衣
に
包
む
。
旧
来
声
は
聞
馴
て
、
替
る
形
に
驚
ず
。
い
つ
な
る
ら
ん
難
波
を
別
れ
、
諸
国
に
心
の
行
、
日
数
を
今

と
せ
か
み
な

お
も
へ
ば
、
五
年
の
其
神
無
月
に
な
り
ぬ
。

l
下
略
｜
（
傍
点
論
者
）

ま
ず
右
の
文
は
、
時
雨
・
板
屋
・
冬
の
始
、

な
ど
、
『
定
本
西
鶴
全
集
』
の
頭
註
を
参
照
し
て
も
判
る
よ
う
に
、
中
世
和
歌
の
歌
句
を
利
用



し
て
、

世
の
定
め
な
さ
を
語
り
、

次
に
「
人
の
心
も
次
第
に
山
の
眠
が
ご
と
し
へ
と
云
う
。
そ
れ
は
時
節
が
冬
に
な
っ
て
、
人
に
万
物
が

「
生
死
を
見
せ
L

、
「
枯
野
」
を
あ
ら
わ
す
の
に
つ
れ
て
、

「
人
の
心
」
が
山
が
眠
る
よ
う
に
お
さ
ま
っ
た
と
い
う
の
で
、

こ
こ
で
は

「
人
の

心
」
が
な
か
な
か
落
ち
着
か
な
か
っ
た
状
況
を
序
文
の
筆
者
は
気
に
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
後
半
の
「
人
な
が
ら
人
程
替
り

た
る
も
の
は
な
し
L

と
い
う
文
言
と
照
応
す
る
し
、
次
文
、
「
無
常
を
隣
に
、
夢
を
我
宿
に
語
る
」
と
い
う
筆
者
の
意
識
に
も
対
応
す
る
だ

ろ
う
。
多
く
は
言
わ
ぬ
が
、
西
鶴
は
、
だ
か
ら
「
無
常
」
を
外
に
置
い
て
、
「
夢
」
を
誰
か
と
語
っ
た
の
で
あ
る
。

で
、
文
は
、
人
ほ
ど
変
化
自
在
な
も
の
は
な
い
と
人
の
世
を
観
じ
て
い
た
ら
、

そ
こ
へ
西
鷺
軒
橋
泉
が
五
年
ぶ
り
に
突
然
訪
ね
て
き
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
か
れ
橋
泉
は
法
師
姿
で
諸
国
行
脚
の
旅
に
出
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
あ
た
り
の
文
に
も
中
世
和
歌
の
援
用
は
多
様
で
あ
る

が
略
に
従
う
。

そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
右
に
言
う
五
年
前
の
神
無
月
で
あ
ろ
う
。

五
年
ま
え
の
旧
暦
十
月
、

西
鶴
は
な
に
を
し
て
い
た
か
。
可
近
代
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艶
隠
者
』
の
出
版
は
な
ん
ど
も
言
う
よ
う
に
貞
享
三
年
正
月
で
あ
る
。
序
文
を
信
ず
れ
ば
五
年
前
の
神
無
月
は
、
橋
泉
が
西
鶴
を
訪
ね
た
の

が
貞
享
二
年
十
月
だ
か
ら
、
当
然
一
六
八

O
年
で
、
延
宝
八
年
十
月
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

私
は
前
章
の
貞
享
四
年
一
月
刊
『
男
色
大
鑑
』
の
項
で
申
し
述
べ
た
ご
と
く
、

延
宝
八
年
五
月
に
は
、
片
岡
旨
恕
が
『
制
備
前
海
月
』
を

出
版
し
て
岡
西
惟
中
を
論
難
し
西
鶴
を
擁
護
し
た
と
述
べ
た
。
当
歳
西
鶴
は
あ
の
『
西
鶴
大
矢
数
』
四
千
句
を
成
就
し
た
（
五
月
七
・
八
日
）

年
で
も
あ
る
。
と
す
れ
ば
当
年
の
西
鶴
と
橋
泉
の
交
渉
は
き
わ
め
て
濃
か
っ
た
と
み
て
も
よ
い
。

野
間
氏
の
『
年
譜
考
詮
』
は
貞
享
元
年
（
二
（
八
四
）
八
月
二
八
日
の
尾
張
鳴
海
の
下
里
知
足
宛
書
状
か
ら
、
西
鶴
と
西
鷺
と
の
師
友
関
係
を
明

示
す
る
。

す
な
わ
ち
、
「
然
者
西
鷺
事
、
其
御
地
ニ
御
念
比
ニ
被
遊
被
下
、
悉
奉
存
候
」
（
天
理
図
書
館
蔵
、

一
紙
）
と
い
う
文
面
で
あ
る
。

詳
し
く
は
野
間
氏
の
『
年
譜
考
詮
』
等
に
よ
ら
れ
た
い
。
従
っ
て
西
鷺
軒
橋
泉
が
、
延
宝
八
年
（
二
〈
八
C
）
の
冬
に
西
鶴
と
別
れ
て
か
ら
、
貞
享



元
年
（
二
（
八
四
）
秋
に
鳴
海
に
知
足
を
訪
ね
る
あ
い
だ
、
西
鶴
と
音
信
を
通
じ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
で
明
白
で
あ
る
。
橋
泉
は
西
鶴
の
俳
友
で

あ
っ
た
。

つ
ぎ
に
西
鶴
は
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
三
三
歳
の
春
、

江
戸
談
林
の
俳
譜
師
野
口
在
色
と
出
会
っ
た
と
き
（
こ
れ
は
在
色
が
西
山
宗
因
に
入
門

す
る
た
め
だ
っ
た
の
だ
が
、

じ
つ
は
在
色
は
幕
府
の
重
要
な
要
務
を
か
か
え
て
い
た
）
、
西
鶴
は
す
で
に
江
戸
の
談
林
派
と
意
思
疎
通
し
て

い
た
と
筆
者
は
考
え
る
。

い
ま
詳
考
は
略
す
が
、
野
間
氏
の
『
年
譜
考
詮
』
や
『
一
徳
川
実
紀
』
な
ど
に
よ
れ
ば
、
野
口
在
色
が
西
下
し
た
理
由
は
明
ら
か
で
あ
る
。

『
年
譜
考
詮
』
か
ら
の
孫
引
き
だ
が
私
に
労
を
省
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

長
野
県
上
伊
那
郡
教
育
会
編
の
『
俳
譜
解
脱
抄
』
（
野
口
在
色
撰
）
に
は
、
や
や
長
い
引
用
に
な
る
が
、

予
壮
年
を
こ
へ
で
、
遠
江
浜
松
の
社
頭
の
事
有
て
公
の
仰
を
蒙
り
、
備
前
国
福
山
に
行
て
、
其
事
終
れ
ば
、
立
春
を
得
た
り
。
｜
｜
以

下
カ
ッ
コ
内
は
野
間
氏
の
要
約
に
よ
る

l
l。
（
吉
備
津
の
社
参
詣
、
細
谷
川
・
有
木
の
別
所
な
ど
一
見
の
後
乗
船
、
牛
窓
を
経
て
高

砂
に
着
船
し
、
そ
れ
よ
り
陸
行
し
て
明
石
・
須
磨
・
兵
庫
・
西
宮
各
地
の
名
所
旧
跡
を
巡
歴
、
大
阪
に
入
る
）
。

大
阪
に
帰
り
天
満
に
行
て
、
宗
因
の
方
丈
を
尋
ね
侍
る
に
、
僕
も
見
へ
ず
、
炉
に
炭
は
あ
れ
ど
も
、
書
棚
も
な
し
。
此
人
は
八
歳
よ
り

歌
学
に
入
て
、
世
に
ふ
れ
し
連
歌
の
師
也
。
誹
譜
も
こ
と
な
き
作
者
に
て
、
誹
名
は
難
波
の
梅
翁
と
呼
け
り
。
し
ば
ら
く
物
が
た
り
し

て
予
発
句
、

継

穂

に

は

ゆ

る

せ

難

波

の

梅

法

師

是
を
し
る
し
に
師
に
仰
が
ん
と
乞
け
れ
ば
、
こ
よ
な
ふ
祝
ひ
給
ひ
き
。
旅
宿
し
ば
し
の
中
、
梅
翁
連
誹
の
門
弟
、
境
の
玄
順
、

の
除
会
道
寸
、
西
酔
な
ど
出
会
て
、
百
前
四
五
席
終
り
ぬ
o

（
傍
点
筆
者
）

茶
臼
山

と
あ
る
。
右
、
引
用
文
中
「
境
の
玄
順
」
と
あ
る
の
は
、
野
間
光
辰
氏
に
よ
れ
ば
、
堺
の
南
元
順
（
方
由
）
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
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そ
れ
で
よ
い
。

南
元
順
は
中
村
俊
定
氏
に
よ
れ
ば
、

り
つ
し
ゅ
く

俳
書
『
四
人
法
師
』
（
延
宝
六
年
か
、
撰
者
那
波
葎
宿
等
）
の
中
に
、
独
吟
百
韻
を
収

録
さ
れ
た
俳
譜
師
で
、

さ
ら
に
言
え
ば
、
寛
文
一

O
年
（
一
六
七
C

）
刊
の
俳
書
『
寛
伍
集
』
（
横
本
四
冊
）
の
撰
者
で
あ
っ
た

（
『
俳
譜
大
辞
典
』
、

明
治
書
院
刊
）
。

右
『
寛
伍
集
』
出
刊
の
寛
文
一

O
年
、
西
鶴
年
譜
は
空
白
で
あ
る
。
考
察
を
元
に
戻
す
。

延
宝
二
年
、
西
鶴
は
江
戸
談
林
派
の
野
口
在
色
と
会
っ
て
い
た
（
前
出
）
。
そ
れ
は
春
の
こ
と
だ
っ
た
。
以
上
、
事
項
が
輯
嘆
し
て
き
た
。

焦
点
を
明
確
に
し
よ
う
。

3 

項
目
別
の
整
理

-9-

a
項
貞
享
二
年
、
西
鶴
は
宇
治
加
賀
探
の
た
め
に
書
い
た
浄
璃
瑠
『
暦
』
興
行
の
あ
と
、
前
述
の
ご
と
く
段
物
集
『
小
竹
集
』
に
序
文

を
書
い
た
。
こ
れ
は
八
月
六
日
刊
。
書
嘩
は
京
の
山
本
九
兵
衛
（
加
賀
探
の
浄
璃
瑠
本
は
多
く
こ
こ
か
ら
出
版
さ
れ
、
西
鶴
の
『
暦
』

も
同
じ
だ
っ
た
）
で
は
な
く
て
、
西
鶴
ゆ
か
り
の
森
田
庄
太
郎
で
あ
る
。
近
松
と
西
鶴
の
競
合
と
か
、
西
鶴
側
の
敗
北
と
か
従
来
論

じ
ら
れ
て
き
た
右
の
状
況
は
、
し
か
し
、
『
小
竹
集
』
上
梓
の
事
情
を
み
る
か
ぎ
り
、
さ
ま
で
西
鶴
に
痛
手
が
な
か
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
七
月
一
六
日
に
序
を
書
い
た
あ
と
、
五
カ
月
も
沈
黙
し
て
、
西
鶴
は
ま
ず
『
近
代
艶
隠
者
』
の
板
下
浄
書
に
勉
め
た
の
で

あ
る
。さ

ら
に
、
こ
れ
よ
り
さ
き
、
二
月
一
一
一
目
、
西
鶴
は
右
の
森
田
か
ら
『
献
酬
椀
久
一
世
の
物
語
』
を
上
梓
し
た
。
本
作
が
大
和
屋

甚
兵
衛
の
当
た
り
狂
言
『
椀
久
』
初
演
の
当
て
込
み
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
従
来
の
研
究
か
ら
ほ
ぼ
決
定
的
で
あ
る
。

ゅ
う
よ
く

つ
ま
り
こ
こ
に
は
思
う
さ
ま
浄
璃
瑠
の
世
界
に
遊
勺
す
る
西
鶴
を
み
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
た
出
版
者
森
田
の
志
向
が
う
か
が

わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

b
項
片
岡
旨
恕
に
つ
い
て
は
、

人
丸
御
影
供
の
行
事
主
宰
者
と
し
て
知
ら
れ
、

連
歌
師
、

の
ち
に
歌
人
と
し
て
大
坂
で
著
名
で
あ
っ



た
。
そ
の
交
友
関
係
は
広
く
、
京
坂
の
文
人
を
多
く
ふ
く
み
、
俳
諮
師
と
か
浮
世
草
子
作
者
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
歌
人
と
し
て

の
自
負
を
有
し
た
人
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
そ
の
人
に
『
好
色
旅
日
記
』
の
述
作
上
梓
が
あ
る
。
い
ま
梗
概
は
省
略
す
る
が
、

近
世
社
会
の
民
俗
的
風
習
と
民
間
信
仰
を
逆
手
に
と
っ
て
、
伊
勢
参
宮
に
お
け
る
性
的
禁
忌
を
侵
犯
す
る
冒
険
が
、
ど
の
よ
う
な
い

き
さ
つ
を
生
む
か
を
措
い
た
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
性
的
に
き
わ
め
て
む
ご
た
ら
し
く
、
す
ぐ
れ
て
古
典
的
旅
行
記
風
で
、
記
述

は
歌
枕
を
俳
諮
に
変
容
し
た
、
新
趣
向
の
作
品
で
あ
っ
た
。
は
た
し
て
片
岡
旨
恕
が
作
者
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
状
況
証

拠
は
そ
れ
に
近
い
。
さ
ら
に
、
な
に
よ
り
も
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
左
に
引
く
野
間
氏
の
提
言
で
あ
る
。

そ
し
て
本
書
の
伊
勢
道
中
・
東
海
道
中
の
案
内
記
事
は
、
西
鶴
の
『
一
目
玉
鉾
』
（
元
禄
二
年
刊
）
に
先
行
す
る
も
の
と
し
て
、
極

め
て
注
目
に
値
す
る
も
の
が
あ
る
（
『
年
譜
老
詮
』
初
頁
参
照
）
。

つ
ま
り
西
鶴
の
地
誌
三
目
玉
鉾
』
は
旨
恕
の
『
好
色
旅
日
記
』
に
も
影
響
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
『
一
目
玉
鉾
』

に
つ
い
て
は
拙
稿
を
御
参
照
願
い
た
い
（
6

）

0

『
好
色
旅
日
記
』
は
前
述
の
よ
う
に
歌
枕
を
俳
諸
に
変
え
た
の
だ
が
、
他
方
『
一
目
玉

鉾
』
は
全
篇
が
和
歌
の
引
用
に
終
始
し
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。
西
鶴
は
日
本
全
土
の
地
誌
を
、
俳
諮
の
祖
で
あ
る
和
歌
に

戻
っ
て
描
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
を
私
は
重
く
み
た
い
。
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以
上
、
貞
享
三
年
の
西
鶴
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
動
静
を
論
者
の
視
点
か
ら
提
示
し
た
。
こ
こ
で
そ
れ
ら
を
い
く
つ
か
の
部
類
に
分
け
て
整

理
す
る
こ
と
に
す
る
。

一
は
西
鶴
浮
世
草
子
の
述
作
の
あ
り
よ
う
で
あ
り
、
二
は
『
近
代
艶
隠
者
』
を
め
ぐ
る
西
鶴
の
関
心
の
状
況
で
あ
り
、

三
は
貞
享
四
年
三
月
刊
の
『
土
川
懐
硯
』
述
作
へ
の
私
な
り
の
追
跡
で
あ
る
。

一
、
は
じ
め
に
西
鶴
本
の
刊
行
年
譜
に
よ
っ
て
示
し
た
ご
と
く
、
こ
の
時
期
西
鶴
は
流
行
作
家
で
あ
り
、
そ
の
作
品
は
『
好
色
五
人
女
』
・

『
好
色
一
代
女
』
（
貞
享
三
年
）
、
『
男
色
大
鑑
』
（
貞
享
四
年
）
等
で
、

い
わ
ゆ
る
へ
好
色
物
〉
の
浮
世
草
子
が
並
ぶ
の
で
あ
る
。
貞
享
三
年
に

は
好
色
本
差
し
止
め
令
が
出
た
と
い
う
臆
説
が
い
ま
で
も
流
れ
て
い
る
こ
と
を
含
め
て
、
当
期
の
西
鶴
は
ま
さ
に
好
色
物
浮
世
草
子
作
家
と

し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
る
。
右
の
三
作
品
と
『
本
朝
二
十
不
孝
』
（
貞
享
四
年
一
月
刊
）
は
、

い
ず
れ
も
盛
行
し
、
西
鶴
の



名
を
高
か
ら
し
め
た
。
文
学
史
上
無
視
で
き
ぬ
作
品
で
あ
る
こ
と
自
明
で
あ
る
。

い
わ
ば
こ
の
時
期
の
西
鶴
は
好
色
本
作
者
だ
っ
た
。
こ
れ

は
い
ま
ま
で
の
西
鶴
像
と
し
て
現
在
で
も
通
用
す
る
文
学
史
的
認
識
と
言
っ
て
も
よ
い
。
と
こ
ろ
が
で
あ
る
。
私
に
よ
る
西
鶴
年
譜
の
読
み

方
に
従
え
ば
、

そ
こ
に
〈
も
う
ひ
と
り
の
西
鶴
〉
が
見
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
が
次
項
に
説
く
西
鶴
の
中
世
文
学
へ
の
執
心
で
あ

る。
二
、
右
に
述
べ
た
貞
享
三
年
次
を
中
心
と
す
る
西
鶴
の
出
版
活
動
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
流
れ
が
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
説
い
た
と
こ
ろ

に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
再
度
ま
と
め
て
言
え
ば
、
貞
享
二
年
に
西
鶴
は
近
松
と
浄
瑠
璃
劇
作
を
競
っ
た
の
ち
、
同
年
七
月
以
来
沈
黙

し
た
。
五
ヵ
月
を
経
て
、
翌
三
年
正
月
に
『
近
代
艶
隠
者
b

の
序
文
を
書
き
、
自
画
自
筆
の
板
下
で
本
書
は
出
版
さ
れ
た
。
著
者
で
あ
る
俳

友
西
鷺
の
本
書
に
よ
ほ
ど
の
関
心
が
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
同
三
年
一
一
月
玄
順
の
『
本
朝
列
仙
伝
』
が
上
梓
さ
れ
る
。
挿
絵
は
西

さ
ら
に
、
貞
享
四
年
三
月
『
叫
信
懐
硯
』
刊
。

西
鶴
作
と
し
て
ま
ち
が
い
な
い
。

本
書
の
出
版
書
障
は
不
明
で
、
今
後
初
版
本
の
発
見
を
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鶴
で
あ
る
。

待
つ
他
な
い
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、
右
に
述
べ
た
出
版
書
庫
の
状
況
か
ら
し
て
、
森
田
庄
太
郎
・
岡
田
三
郎
右
衛
門
・
深
江
屋
太
郎
兵
衛
な

ど
の
書
障
と
、
河
内
屋
善
兵
衛
ら
が
そ
の
版
元
と
し
て
当
然
考
え
ら
れ
て
然
る
べ
き
だ
ろ
う
。
状
況
証
拠
ば
か
り
で
反
論
も
多
か
ろ
う
が
、

い
ま
少
し
私
の
推
定
を
申
し
述
べ
る
。

右
『
懐
硯
』
刊
行
の
あ
と
、
西
鶴
は
四
月
に
『
武
道
伝
来
記
』
を
上
梓
し
、
次
い
で
五
月
『
西
行
撰
集
抄
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
挿
絵
は
前

述
の
ご
と
く
西
鶴
で
あ
る
。
以
上
を
左
に
例
示
し
て
み
る
。

貞
享
三
年

正
月

『
近
代
艶
隠
者
』
刊

序
文
・
本
文
挿
絵
と
も
西
鶴
自
筆
自
画

版
元

河
内
屋



一
一
月

『
本
朝
列
仙
伝
』
刊

挿
絵

西
鶴
自
画

貞
享
四
年

月

『
懐
硯
』
刊

西
鶴
自
序

挿
絵
は
吉
田
半
兵
衛
風

版
元
不
明

五
月

『
西
行
撰
集
抄
』
刊

挿
絵

西
鶴
自
画

版
元

河
内
屋

貞
享
五
年
（
元
禄
元
年
）

正
月

『
日
本
永
代
蔵
』
刊

の
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
自
作
『
懐
硯
』
と
『
日
本
永
代
蔵
』
を
の
ぞ
い
て
他
作
者
の
作
品
へ
の
関
与
で
あ
り
、

そ
の
姿
勢

は
積
極
的
で
あ
る
と
認
め
て
も
よ
い
。

し
か
し
な
が
ら
、

貞
享
四
年
の
三
月
と
五
月
に
お
け
る

『
懐
硯
』
と

『
西
行
撰
集
抄
』
刊
行
の
間

-12-

の
、
四
月
に
出
刊
し
た
『
武
道
伝
来
記
』
に
つ
い
て
は
、

そ
の
性
格
が
だ
い
ぶ
異
な
る
こ
と
自
明
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
機
会
を

侠
ち
た
い
が
、
同
年
一
月
刊
の
『
本
朝
二
十
不
孝
』
と
と
も
に
、
こ
の
時
期
、
西
鶴
に
は
中
国
渡
来
の
「
稗
史
」
や
通
俗
史
書
類
へ
の
関
心

も
旺
盛
だ
っ
た
こ
と
へ
の
証
左
と
も
な
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
い
ま
私
に
述
べ
る
だ
け
の
資
料
が
不
足
し
て
い
る
。

い
ず
れ
、
同
学
・
先

学
の
学
説
を
待
っ
て
考
え
た
い
。

そ
こ
で
、
元
に
戻
る
と
、

こ
こ
に
居
る
西
鶴
は
明
ら
か
に
隠
者
文
学
志
向
と
は
考
え
ら
れ
ま
い
か
。
可
小
竹
集
』
序
文
を
書
い
た
あ
と
、

五
ヵ
月
も
逼
塞
し
て
、
『
近
代
艶
隠
者
』

の
出
刊
に
積
極
的
に
参
加
す
る
。

一
一
月
に
は
（
そ
の
間
一

0
ヵ
月
）
『
本
朝
列
仙
伝
』
に
も
参
与

す
る
。

さ
ら
に
翌
年
五
月
『
西
行
撰
集
抄
』
出
版
に
は
又
し
で
も
挿
絵
作
者
と
し
て
登
場
す
る
の
だ
。

そ
し
て
そ
の
あ
い
だ
に
、
西
鶴
は

『
懐
硯
』
と
い
う
廻
国
行
脚
の
僧
の
見
開
請
を
出
版
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
こ
の
時
期
、

西
鶴
に
は
中
世
文
学
以
来
の
隠
者
文
学
へ

の
関
心
が
あ
っ
た
証
左
と
認
め
ざ
る
を
得
ぬ
事
実
だ
と
考
え
る
他
は
な
い
。



再
度
言
う
。

前
年
貞
享
二
年
度
に
は
、

そ
の
ま
え
か
ら
持
続
し
た
あ
れ
ほ
ど
の
浄
璃
瑠
へ
の
情
熱
を
、

西
鶴
は
五
ヵ
月
の
沈
黙
の
あ
と

に
、
こ
ん
ど
は
西
鷺
軒
橋
泉
の
作
品
上
梓
に
協
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
り
と
消
去
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
き
貞
享
四
年
正

月
に
上
梓
し
た
『
男
色
大
鑑
』
が
、
今
後
き
わ
め
て
重
要
な
作
品
研
究
の
課
題
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
爾
後
の
問
題
で
あ
る
が
、
作
品
成

立
年
譜
上
か
ら
見
え
て
く
る
当
年
の
西
鶴
の
意
識
（
な
い
し
は
姿
勢
）
は
、
流
行
作
家
で
あ
り
浮
世
草
子
の
創
始
者
（
好
色
物
で
有
名
に
な
っ

た
的
な
世
俗
の
風
潮
）
で
あ
り
つ
つ
、

そ
の
裏
面
で
、
中
世
文
学
か
ら
持
続
す
る
へ
隠
者
文
学
v

へ
の
大
き
な
関
わ
り
と
深
い
享
受
と
を
表

わ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
私
に
は
か
つ
て
書
い
た
い
く
つ
か
の
論
考
が
あ
る
か
ら
い
ま
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
く
が
、

そ
れ
は
現

代
の
作
家
に
よ
る
明
治
期
文
学
の
領
略
と
言
っ
て
も
い
い
が
、

い
わ
ば
西
鶴
に
と
っ
て
、
中
世
文
学
は
自
家
薬
籍
中
の
分
野
だ
っ
た
の
で
あ

る。考
え
る
。

ひ
と
く
ち
に
元
禄
文
学
と
い
わ
れ
る
、
西
鶴
・
芭
蕉
・
近
松
を
中
心
と
す
る
近
世
文
芸
の
内
実
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
独
創
と
摂
取
に
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つ
ま
り
以
上
の
事
象
は
、

そ
う
し
た
西
鶴
の
志
向
が
生
ん
だ
『
近
代
艶
隠
者
』
以
降
の
隠
者
伝
出
版
へ
の
積
極
的
な
参
加
だ
っ
た
と
私
は

よ
っ
て
、
中
世
文
学
を
い
か
に
読
み
取
り
、
新
た
に
更
生
し
て
行
っ
た
か
を
私
た
ち
は
探
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

そ
の
問
題
の
ひ
と
つ
の
解

答
が
、

こ
こ
に
は
あ
っ
て
、

西
鶴
自
身
に
よ
る
試
み
が
、

じ
つ
は
『
土
印
刷
懐
硯
』
の
作
品
内
容
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
私
は
考
え
て
い
る
の

で
あ
る
。

三
、
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
丑
林
鐘
（
六
月
）
、
京
都
の
書
皐
村
上
勘
兵
衛
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
本
朝
法
華
伝
』
三
巻
本
は
、
深
草
元
政
の
著
作

に
成
る
も
の
で
あ
り
、
漢
文
体
の
記
述
で
、
同
じ
著
者
に
よ
る
『
扶
桑
隠
逸
伝
』
（
前
述
の
よ
う
に
寛
文
四
年
刊
）
は
、
右
の
作
と
深
く
関
わ

る
し
、
『
本
朝
法
華
伝
』
あ
っ
て
こ
そ
生
ま
れ
た
作
品
と
考
え
て
も
よ
い
。
そ
の
『
本
朝
法
華
伝
』
巻
二
「
聖
応
第
七
L

の
「
行
空
法
師
L

の

項
は
、
以
下
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
全
文
を
引
く
。
漢
字
は
現
行
の
も
の
に
改
め
た
。



ニ

ス

ト

ル

ヲ

テ

ヲ

シ

ト

一

五

コ

ト

セ

フ

ユ

釈
行
空
世
称
三
宿
上
人
↓
所
v
居
不
v
経
ニ
両
夜
↓
以
v
故
五
l

畿
七
道
無
v
不
一
一
行
l

遍
↓
随
ν
身
之
資
旦
ハ
。
三
衣
猶
不
v
全
。
況
其
余

乎
。
只
法
華
一
l

部
而
巳
。
昼
読
六
l

部
。
夜
亦
爾
。
行
ー
旅
之
問
。
或
迷
v
路
天
i

童
示
v
之
。
渇
ー
之
時
天
女
与
v
水
。
若
病
苦
天
l

薬

ケ

ハ

ヲ

ス

ニ

シ

テ

ス

ニ

ニ

ヲ

ヒ

ニ

ク

ヲ

シ

テ

ス

ト

フ

自
至
。
欠
v
供
甘
l

露
現
前
。
年
九
十
残
ニ
鎮
西
↓
臨
l

終
天
l

衣
自
纏
v
身
。
蓮
華
承
ニ
嬰
足
↓
普
賢
文
殊
降
l

現

摩
l

頂
云
。
生
平
所

v
諦
三
十
余
万
部
。

つ
ぎ
に
当
代
よ
り
は
る
か
後
年
刊
行
さ
れ
た
、
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
板
の
平
仮
名
本
『
本
朝
法
華
伝
』
（
絵
入
、
京
、
平
楽
寺
蔵
版
）
の
、
該
当

部
分
を
引
用
す
る
。
カ
ツ
コ
内
は
私
の
読
み
を
示
す
。

ぎ
や
・
っ
く
う
ほ
ふ
し

行
空
法
師よい

っ

し

ゅ

く

し

ゃ

う

に

ん

ふ

た

よ

あ

か

ご

き

し

ち

た

う

ゆ

き

行
空
は
。
世
に
一
宿
上
人
と
ぞ
申
け
る
。
お
る
所
二
夜
を
。
明
さ
ゾ
り
け
る
ゆ
へ
也
。
さ
る
あ
い
だ
。
玉
畿
七
道
。
行
め
ぐ
ら
ず
と
い

と

こ

ろ

み

さ

ん

ゑ

（

全

た

）

た

た

ほ

け

き

や

う

い

ち

ぷ

ひ

る

ろ

く

ぷ

よ

る

ろ

く

ぷ

あ

る

い

や

ま

ふ
跡
な
し
。
身
に
も
つ
所
。
一
ニ
衣
だ
に
ま
た
か
ら
ず
。
只
法
花
経
。
壱
部
の
み
な
り
。
昼
六
部
夜
六
部
づ
〉
な
ん
よ
み
け
り
。
或
は
山

ぢ

て

ん

と

う

い

で

き

み

ち

て

ん

に

よ

み

つ

や

ま

ひ

路
に
ま
よ
へ
ば
。
天
輩
出
来
て
。
道
を
し
め
し
。
の
ん
ど
。
か
は
け
ば
。
天
女
あ
ら
は
れ
て
。
水
を
あ
た
へ
。
も
し
病
に
く
る
し
め

て

ん

や

〈

う

へ

か

ん

ろ

げ

ん

ち

ん

ぜ

い

り

ん

b
う

て

ん

ゑ

ば
。
天
薬
を
の
つ
か
ら
い
た
り
。
飢
に
の
ぞ
め
ば
。
甘
露
た
ち
ま
ち
現
じ
け
り
年
九
十
に
て
。
鎮
西
に
て
お
は
り
け
り
。
臨
終
に
天
衣

み

れ

ん

け

あ

し

ふ

げ

ん

も

ん

巴

ゆ

ゃ

う

が

う

く
だ
り
て
。
身
を
ま
と
ひ
。
蓮
花
お
ひ
出
て
。
足
を
う
け
。
普
賢
文
殊
影
向
し
給
ひ
て
。
い
た
－
x
き
を
な
で
給
へ
り
け
り
。
お
よ
そ
一

し

ゃ

う

し

ゅ

よ

ま

ん

ぷ

生
に
。
請
す
る
所
の
法
花
経
。
三
十
余
万
部
な
り
け
り
（
以
上
、
近
世
文
芸
資
料
日
、
島
原
泰
雄
氏
編
『
深
草
元
政
集
』
第
三
巻
・
第

四
巻
、
古
典
文
庫
刊
、
昭
臼
・
日
・
叩
、
昭
日
・

2
－

m、
に
よ
る
）

以
上

二
例
の
引
用
文
に
よ
っ
て
私
が
推
測
す
る
の
は
、

貞
享
四
年
三
月
の
序
文
を
有
す
る
西
鶴
の

長
胤
懐
硯
』
と
の
関
連
で
あ
る
。
本

書
は
現
存
本
で
検
す
る
限
り
改
題
本
の
疑
い
が
濃
い
。
さ
ら
に
本
書
は
元
禄
以
降
『
匹
身
物
語
b

（
改
題
本
）
、
『
筆
の
は
つ
ぞ
め
』
（
改
鼠
本
、

宝
永
二
年
正
月
）
の
よ
う
に
版
元
も
未
詳
な
形
で
流
布
し
て
行
っ
た
。
だ
が
、

本
書
題
祭
角
書
が
示
す
「
岳
山
げ
は
お
そ
ら
く
初
版
か
ら
の
命

名
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
よ
い
。
右

『
懐
硯
』

に
つ
い
て
も
す
で
に
小
論
が
あ
る
が
（
7
）
、
こ
こ
で
は
別
の
角
度
か
ら
そ
の
西
鶴
序
文
を
再
度
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読
み
返
し
た
い
。

あ

め

よ

さ

う

あ

ん

・

っ

ち

た

の

た

び

こ

と

ば

ま

た

う

み

た

び

し

し

ゃ

う

雨
の
夜
草
庵
の
中
の
楽
し
み
も
旅
し
ら
ぬ
人
の
詞
に
や
。
亦
、
人
の
い
へ
る
あ
り
、
「
し
ら
ぬ
山
、
し
ら
ぬ
海
も
、
旅
こ
そ
師
匠
な
れ
」

わ

れ

あ

さ

な

ゆ

ふ

ベ

は

ま

か

ぜ

み

と
。
我
朝
ノ
＼
わ
ら
ん
じ
の
あ
た
ら
し
き
を
た
の
み
、
タ
ノ
＼
ゆ
た
ん
の
あ
か
な
る
〉
を
わ
ざ
に
て
、
お
く
は
そ
と
の
浜
風
を
身
に
ふ

ゑ

び

す

お

や

し

ま

も

り

い

き

ま

つ

ば

ら

は

こ

ざ

き

な

み

き

れ
、
こ
さ
ふ
く
夷
が
ほ
こ
り
に
も
ま
ぶ
れ
、
に
し
は
「
親
に
も
つ
げ
よ
」
と
い
ひ
し
嶋
守
と
も
身
を
な
し
、
生
の
松
原
・
箱
崎
の
並
木

あ

る

あ

る

は

な

ふ

で

た

び

さ

の

ご

と

し

の
か
ず
も
よ
み
お
ぼ
ゆ
る
に
、
或
は
お
か
し
く
、
或
は
心
に
と
ま
る
人
の
唱
し
を
、
く
き
み
じ
か
き
筆
し
て
、
旅
せ
ぬ
人
に
と
如
左
。

（
対
訳
西
鶴
全
集
玉
、
『
西
鶴
諸
国
ぱ
な
し
・
懐
硯
』
麻
生
磯
次
・
富
士
昭
雄
氏
訳
注
、
明
治
書
院
刊
、
昭
叩
・

8
・
お
、
に
よ
る
）

以
上
、
三
例
を
引
い
た
。
こ
こ
に
は

J
宿
上
人
」

J
宿
道
人
」
「
行
空
法
師
」
と
い
う
三
つ
の
名
が
見
出
せ
た
。

深
草
元
政
の
『
扶
桑
隠
逸
伝
L

（
寛
文
四
年
刊
）
は
、
同
者
撰
の
『
本
朝
法
華
伝
』
（
寛
文
元
年
刊
）
の
類
書
で
あ
り
、

そ
れ
ら
を
享
け
て
橋
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泉
の
可
近
代
艶
隠
者
』
が
成
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
識
者
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
『
近
代
艶
隠
者
』
題
鎮
の
角
書
に
対
」
の
二
字
が
あ
る

可
ト
胤
懐
硯
』
の
述
作
が
や

こ
と
も
前
述
し
た
。

こ
う
し
た
類
似
の
書
を
井
原
西
鶴
は
精
力
的
に
支
援
し
出
版
に
関
与
し
た
。

そ
の
西
鶴
に

が
て
生
ま
れ
る
。

そ
の
問
、
『
本
朝
列
仙
伝
』
（
貞
享
三
年
刊
）
が
あ
り
、

『
懐
硯
』
上
梓
と
相
侠
っ
て
『
西
行
撰
集
抄
』
が
刊
行
さ
れ
る
。
そ

の
間
二
ヵ
月
、
構
想
・
執
筆
と
し
て
は
同
時
平
行
と
考
え
て
よ
い
。
右
三
例
の
資
料
か
ら
し
て
も
状
況
証
拠
は
ほ
ぼ
調
っ
た
と
は
言
え
ま
い

か
『
懐
硯
』
の
主
人
公
伴
山
と
い
う
半
俗
半
僧
の
人
物
は
、
本
書
題
祭
角
書
に
は
八
一
宿
道
人
〉
と
あ
っ
た
。
元
政
の
『
本
朝
法
華
伝
』
の

「
行
空
法
師
」

の
項
ハ
に
は

「
一
宿
上
人
」
と
称
し
た
と
あ
っ
た
。
行
空
も
伴
山
も
日
本
国
中
を
遍
歴
し
て
倦
ま
な
か
っ
た
と
い
う
。

か
く
し

て
西
鶴
は
行
空
を
読
ん
で
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。



4-

も
う
ひ
と
り
の
西
鶴

本
稿
で
は
好
色
物
作
家
と
し
て
時
代
の
有
名
人
と
な
っ
た
西
鶴
が
、
そ
の
側
面
で
中
世
文
学
の
随
筆
系
統
に
深
い
興
味
を
そ
そ
ぎ
、
じ
っ

示
に
と
ど
め
、

は
近
世
散
文
界
に
新
し
い
隠
者
像
を
形
象
し
よ
う
と
意
図
し
た
の
で
は
な
い
か
、

と
く
に
そ
れ
へ
の
読
解
と
他
の
関
連
資
料
に
も
言
及
し
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
描
い
た
西
鶴
像
は
、
こ
と
に
よ
れ
ば

と
い
う
問
題
を
提
示
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
資
料
の
例

筆
者
の
懇
意
的
な
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

た
だ
私
と
し
て
は
、
中
世
文
学
に
お
け
る
吉
田
兼
好
の
『
徒
然
草
』
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
隠
者
像
を
追
い
続
け
、
同
時
に
多
く
の
和
歌
文

学
を
岨
噂
し
て
、
作
品
の
な
か
に
活
用
し
た
井
原
西
鶴
と
い
う
作
家
に
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
の
新
し
い
研
究
が
後
続
し
て
欲
し
い
と
念
う

だ
け
で
あ
る
。
本
稿
は
依
頼
さ
れ
た
も
の
で
、
時
日
に
も
多
少
の
魁
掘
削
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
弁
解
に
す
ぎ
な
い
が
、

い
ず
れ
他
日
を
期
す
こ

- 16ー

と
に
し
た
い
。
御
批
判
を
仰
ぎ
た
い
と
念
じ
て
い
る
。

〔注〕

（

1
）
 

野
間
光
辰
氏
「
近
代
艶
隠
者
の
考
察
し
其
の
一
、
其
の
二
、
（
京
都
帝
国
大
学
国
文
学
会
『
国
語
・
国
文
』
昭
日
・
8
月
・

9
月
、
の
ち
、
『
西

鶴
新
新
政
』
岩
波
書
店
刊
、
昭
日
・

8
・
Mm
に
再
再
録
）
、
の
他
、
管
見
で
は
吉
江
久
弥
氏
の
「
『
近
代
艶
隠
者
』
と
霊
岩
洞
L

（
西
鶴
人
ご
こ
ろ

の
文
学
』
、
昭

ω
・
印
、
和
泉
書
院
刊
）
な
ど
の
他
多
く
を
知
ら
な
い
。

「
名
所
記
・
評
判
記
と
浮
世
草
子
｜
｜
好
色
旅
日
記
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜
i
L

（
民
俗
文
学
講
座
第
六
巻
『
近
世
文
芸
と
民
俗
』
所
収
、
弘
文
堂
刊
、

昭
お
・

2
－

m〉
を
御
参
照
く
だ
さ
ら
ば
幸
甚
で
あ
る
。

中
村
幸
彦
氏
「
徒
然
草
受
容
史
」
有
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
至
文
堂
刊
、
昭
刀
・
ロ
）
、
関
場
武
氏
「
徒
然
草
の
影
響
・
享
受
と
研
究
史
近

世
前
期
を
中
心
に
｜
｜
」
（
可
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
何
・
3
、
至
文
堂
刊
）

檎
谷
「
後
世
へ
の
影
響
｜
｜
あ
わ
せ
て
西
鶴
作
品
と
の
関
連
に
つ
い
て
｜
｜
」
（
諸
説
一
覧
叢
書
司
徒
然
草
』
、
明
治
書
院
刊
、
昭
川
町
、
お
よ
び

（

2
）
 

3 4 



（

5
〉

（

6
）
 

「
徒
然
草
の
享
受
史
」
（
『
徒
然
草
講
座
』
第
四
巻
、
有
精
堂
刊
、
昭
刊
・
日
）
を
御
参
照
あ
り
た
い
。
小
論
は
そ
こ
で
、
西
鶴
の
『
徒
然
草
ら
へ

の
関
心
と
、
書
皐
深
江
屋
太
郎
兵
衛
と
の
関
わ
り
に
も
言
及
し
た
。
し
か
し
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
、
補
説
と
し
て
の
役
割
に
す
ぎ
ず
、
主
論

文
の
テ
l
マ
と
な
り
得
て
い
な
い
。

前
記
注
4
の
小
論
を
御
参
照
せ
ら
れ
た
い
。

小
論
「
『
一
目
玉
鉾
』
の
世
界
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
、
昭
臼
・

7
、
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
、
至
文
堂
、
の
ち
に
檎
谷
著
の
『
西
鶴
論
の
周

辺
』
（
三
弥
井
書
店
刊
、
昭

ω
・
7
・
お
に
収
録
）

小
論
「
『
懐
硯
』
の
行
方

l
l諸
国
物
語
の
終
熔
」
（
拙
著
『
井
原
西
鶴
研
究
』
所
収
（
三
弥
書
店
刊
、
昭
引
け
・
口
－

m）
参
照
。

（

7
）
 

〔
筆
者
注
〕

可
近
代
艶
隠
者
』
の
内
容
と
そ
の
先
行
書
と
の
関
わ
り
と
、
さ
ら
に
は
深
草
元
政
と
西
鷺
軒
橋
泉
と
の
接
点
と
か
、
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は

多
く
あ
っ
た
。
と
く
に
『
懐
硯
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
ま
だ
多
い
。
本
論
は
そ
う
し
た
視
点
に
立
っ
て
、
い
ち
お
う
の
視
界

を
展
い
て
み
た
に
す
ぎ
な
い
。
雑
務
の
た
め
、
旬
日
を
お
く
作
業
と
な
り
、
作
文
上
、
論
理
の
通
ら
ぬ
点
も
あ
ろ
う
か
と
お
も
う
。
御
寛
容
を
願
い
た

い
。
（
昭
和

ω年
日
月
2
日）
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