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か
き
ぬ
き

白
鷺
の
一
二
節
」
の
機
能

新
派
劇
化
に
伴
う
語
り
手
の
変
容
に
つ
い
て

鈴

木

彩

一

原
作
通
り
」
で﹅
は﹅
な﹅
い﹅
テ
ク
ス
ト

一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
五
月
、『
新
小
説
』
に
「
泉
鏡
花
」
の
名

で
、「
か
き
ぬ
き

白
鷺
の
一
二
節
」（
以
下
「
白
鷺
の
一
二
節
」）
が
発

表
さ
れ
た
。
こ
れ
は
ト
書
き
と
人
物
の
台
詞
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
戯
曲

形
式
の
テ
ク
ス
ト
で
、「
連
引
の
一
節
」「
天
王
寺
」「
若
鮎
の
一
節
」
と

い
う
三
つ
の
場
面
か
ら
成
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
同
年
四
月
に
初
演
さ
れ

た
新
派
劇

白
鷺

の
一
部
で
あ
る
こ
と
は
、
越
智

１
）

治
雄
に
よ
っ
て
証
明

さ
れ
て
い
る
。
越
智
は
「
白
鷺
の
一
二
節
」
と
同
上
演
の
書
抜
（
特
定
の

俳
優
の
台
詞
と
そ
の
き
っ
か
け
と
な
る
前
後
の
台
詞
を
抜
き
書
き
し
た
台

本
）
の
記
述
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、「
鏡
花
の
「
か
き
ぬ
き
」
が
春
葉

脚
色
と
さ
れ
て
い
る
台
本
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
も
の
と
断
定
す
る
こ
と

は
可
能
だ
ろ
う
。」
と
結
論
づ
け
た
。
鏡
花
は
自
身
の
小
説
が
劇
化
さ
れ

る
際
、
幾
度
か
脚
色
に
関
与
し
、
時
に
は
一
部
を
執
筆
し
て
い
る
。
そ
の

う
ち
「
泉
鏡
花
」
の
名
で
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
は
「
公
孫
樹

下

南
地
心
中
｜
戯
曲
｜
一
齣
」（
一
九
一
三
・
四
）、「
鳥
笛

南
地
心

中
｜
戯
曲
｜
一
齣
」（
一
九
一
四
・
一
）（
以
上
二
作
品
の
初
出
時
の
題
は

「
銀
杏
の
下
」）、「
湯
島
の
境
内
（
婦
系
図
｜
戯
曲
｜
一
齣
）」（
一
九
一

四
・
一
〇
）、「
錦
染
瀧
白
糸
｜
其
一
幕
｜
」（
一
九
一
六
・
二
）
が
あ
る

が
、「
白
鷺
の
一
二
節
」
は
こ
の
よ
う
な
自
作
小
説
の
脚
色
を
、
自
ら
の

名
前
で
発
表
し
た
一
連
の
テ
ク
ス
ト
の
嚆
矢
で
あ
る
。

小
説
「
白
鷺
」
は
、
一
九
〇
九
（
明
治
四
二
）
年
一
〇
月
一
五
日
か
ら

一
二
月
一
二
日
ま
で
『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
連
載
さ
れ
、
一
九
一
〇
（
明

治
四
三
）
年
二
月
に
春
陽
堂
よ
り
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
そ
し
て

同
年
四
月
に
本
郷
座
、
翌
五
月
に
大
阪
・
角
座
で
劇
化
上
演
さ
れ
て
い

る
。
脚
色
は
柳
川
春
葉
、
主
な
配
役
は
小
篠
に
喜
多
村
緑
郎
、
順
一
に
藤

澤
浅
二
郎
、
孝
に
伊
井
蓉
峰
で
あ
っ
た
。
本
郷
座
の
番
付
（
場
面
構
成
と

配
役
を
記
し
た
大
判

２
）

の
紙
）
を
み
る
と
、
各
場
面
に
は
一
部
原
作
の
章
題

と
も
共
通
す
る
次
の
よ
う
な
題
が
付
さ
れ
て
い
る
。

序
幕

懐
中
絵
具
／
二
幕
目

火
の
接
吻
／
三
幕
目
第
一

無
念
／
同

第
二

食
箋
／
四
幕
目
第
一

緋
の
し
ご
き
／
同

第
二

連
れ
び
き

／
五
幕
目

天
王
寺
／
大
詰
第
一

銀
煙
管
／
同

第
二

電
話
／
同

第
三

万
能
鋏
／
同

第
四

炭
団
／
同

第
五

若
鮎

こ
の
上
演
に
用
い
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る

３
）

書
抜
は
二
種
類
あ
り
、
日
本
大
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学
・
喜
多
村
緑
郎
文
庫
と
、
松
竹
大
谷
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
い

ず
れ
も
喜
多
村
用
に
作
ら
れ
た
書
抜
の
た
め
、
小
篠
の
台
詞
以
外
は
一
部

し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
白
鷺
の
一
二
節
」
の
「
天
王
寺
」
が
第
五

幕
の
、「
若
鮎
の
一
節
」
が
大
詰
・
第
五
場
の
一
部
に
あ
た
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。
た
だ
し
「
連
引
の
一
節
」
は
第
四
幕
・
第
二
場
の
「
連
れ
び

き
」
で
は
な
く
、
同
幕
第
一
場
の
「
緋
の
し
ご
き
」
の
一
部
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
「
白
鷺
の
一
二
節
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
分
析
さ
れ
る
機
会

は
極
め
て
少
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
書
か
れ
た
背
景
も

影
響
し
て
い
る
。
伊
井
は
初
演
当
時
、
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

全
体
此
『
白
鷺
』
と
云
ふ
小
説
は
、
私
の
役
の
孝
自
身
が
一
編
の
物
語

を
し
て
居
る
事
に
な
つ
て
居
ま
す
か
ら
、
私
の
場
と
し
て
は
格
別
に
見

せ
る
所
は
無
い
の
で
す
が
、
そ
れ
を
脚
色
し
て
天
王
寺
の
場
と
、
大

の
痰
火
を

る

を

へ
ま
し
た
の
で
、

の
白せりふも
或
点
ま
で
は
泉

さ
ん
が
筆
を

ら
れ
ま
し
て
、
そ
れ
を
柳
川
さ
ん
が
芝
居
に
直
し
ま
し

た
の
で
す
が
、
実
際
の
舞
台
へ
掛
け
ま
す
に
就
て
は
、
肝
腎
の
警
句
も

言
へ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
自
分
の
考
へ
か
ら
多
少
訂
正
を
し

て
演
じ
て
居
り
ま
す
が
、（
後
略
）（
傍
線
は
引
用
者
・
以

４
）

下
同
）

伊
井
は
、
鏡
花
が
書
い
た
も
の
を
自
身
や
春
葉
が
修
正
し
た
と
述
べ
る

が
、『
新
小
説
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
白
鷺
の
一
二
節
」
が
修
正
を
経
る
以

前
の
も
の
か
、
以
後
の
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
「
天
王
寺
の
場
」

「
大
詰
の
痰
火
を
切
る
所
」
が
「
天
王
寺
」「
若
鮎
の
一
節
」
に
相
当
す

る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
二
場
へ
の
鏡
花
の
関
与
は
裏
付
け
ら
れ
る

が
、「
連
引
の
一
節
」
へ
の
関
与
は
証
言
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
テ
ク
ス

ト
が
議
論
の
俎
上
に
上
が
ら
な
か
っ
た
一
因
は
、
鏡
花
が
実
際
に
ど
の
部

分
ま
で
を
書
い
た
の
か
定
か
で
は
な
い
点
に

５
）

あ
る
。
だ
が
「
白
鷺
の
一
二

節
」
は
、
小
説
と
演
劇
と
い
う
異
な
る
媒
体
間
で
行
わ
れ
た
脚
色
が
何
を

志
向
し
、
原
作
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
結
ん
だ
の
か
を
考
察
す
る
上
で
重

要
な
意
味
を
持
つ
。
な
ぜ
な
ら
小
説
「
白
鷺
」
か
ら
新
派
劇

白
鷺

へ

の
脚
色
で
は
、
勝
田
孝
と
い
う
人
物
に
関
連
す
る
根
本
的
な
構
造
の
変
化

が
あ
り
、「
白
鷺
の
一
二
節
」
に
描
か
れ
た
の
は
い
ず
れ
も
そ
の
孝
が
登

場
す
る
場
面
だ
か
ら
で
あ
る
。

植
田

６
）

理
子
は
書
抜
を
精
緻
に
分
析
し
、
同
上
演
に
「
原
作
通
り
」
を
目

指
し
た
面
と
「
小
篠
が
伊
達
先
生
を
慕
っ
て
い
た
側
面
を
切
り
離
し
、
小

篠
の
造
型
を
〔
白
鷺
〕
劇
特
有
の
も
の
へ
と
導
い
て
い
た
」
面
が
存
在
し

た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
事
実
、
書
抜
の
台
詞
や
ト
書
き
に
は
原
作
の
表
現

を
元
に
し
た
「
原
作
通
り
」
の
部
分
が

７
）

多
い
。
ま
た
「
白
鷺
の
一
二
節
」

以
外
の
、
鏡
花
が
自
作
小
説
を
脚
色
し
た
テ
ク
ス
ト
に
は
「
原
作
通
り
」

へ
向
か
う
脚
色
を
許
容
し
、
志
向
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で

８
）

あ
る
。
だ
が
「
白
鷺
の
一
二
節
」
の
場
合
は
必
ず
し
も
「
原
作
通
り
」
で

は
な
い
。「
連
引
の
一
節
」
に
描
か
れ
る
の
は
原
作
で
孝
が
「
雛
子
も
来

た
け
れ
ど
、
平
時
い
つ
も

の
や
う
ぢ
や
な
い
、
そ
ん
な
に
膝
も
崩
さ
な
い
で
、
ひ

つ
そ
り
飲
ん
で
居
た
」
と
語
る
「
梅
雨
前
」
の
場
面
だ
が
、
原
作
に
「
連

引
の
一
節
」
の
よ
う
な
孝
と
雛
子
の
対
話
は
な
く
、
こ
の
台
詞
は
劇
化
の

際
に
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
天
王
寺
」
は
、
原
作
に
は
ほ
と
ん
ど

登
場
し
な
い
伊
達
夫
人
が
、
小
篠
の
身
請
け
の
金
を
立
て
替
え
る
と
決
断

す
る
独
自
の
場
面
で
あ
り
、「
若
鮎
の
一
節
」
の
、
小
篠
の
臨
終
に
孝
や

順
一
が
駆
け
つ
け
る
と
い
う
趣
向
も
原
作
に
は
な
い
。

小
説
「
白
鷺
」
の
孝
は
「
一
編
の
物
語
を
し
て
居
る
事
に
な
つ
て
居
」
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る
一
人
称
の
語
り
手
だ
が
、
新
派
劇

白
鷺

の
孝
は
劇
中
人
物
の
一
人

と
な
っ
て
い
る
。
本
論
は
そ
う
し
た
孝
が
新
派
劇

白
鷺

で
担
っ
て
い

た
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
孝
の
主
な
登
場
場
面
が
「
原
作

通
り
」
で﹅
は﹅
な﹅
い﹅
「
白
鷺
の
一
二
節
」
の
各
場
面
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は

「
白
鷺
の
一
二
節
」
が
上
演
で
担
っ
て
い
た
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
も
つ
な
が
る
。
小
説
が
他
の
媒
体
に
脚
色
さ
れ
た
時
、「
原
作
通
り
」

で﹅
は﹅
な﹅
い﹅
部
分
は
何
を
描
き
、
そ
れ
は
物
語
の
性
質
を
ど
の
よ
う
に
変
え

た
の
だ
ろ
う
か
。

原
作
者
鏡
花
氏
は
日
日
稽
古
場
に
来
り
柳
川
春
葉
氏
と
注
意
を
加
へ

９
）

居
り
」
と
新
聞
に
報
じ
ら
れ
た
ほ
か
、
順
一
の
衣
裳
に
は
「
原
作
者
か
ら

多
く
紋
付
を
着
て
と
い
ふ
註

10
）

文
で
」、
ま
た
小
篠
の
境
遇
に
も
「
紅
葉
館

の
画
会
は
、
女
中
の
身
分
で
勤
め
よ
う
と
思
つ
た
の
で
す
が
、
作
者
の
注

文
で
、
娘
時
代
で
出
て
貰
ひ
た
い
と
い
ふ

11
）

の
で
」
と
「
註
文
」
を
つ
け
る

な
ど
、
鏡
花
は

白
鷺

の
初
演
に
一
方
な
ら
ず
関
与
し
て
い
た
。「
泉

鏡
花
」
の
名
で
発
表
さ
れ
た
「
白
鷺
の
一
二
節
」
も
鏡
花
と
無
関
係
に
作

ら
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
以
上
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
分
析
は
、
小
説
の
劇

化
上
演
に
関
与
し
始
め
た
時
期
の
鏡
花
が
ど
の
よ
う
な
脚
色
の
あ
り
方
と

出
会
い
、
そ
れ
を
受
容
し
た
か
を
窺
い
知
る
契
機
に
も
な
る
。

な
お
文
中
で
は
雑
誌
・
新
聞
に
発
表
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
「

」
を
、

新
派
劇
の
演
目
は

を
用
い
る
。
ま
た
新
派
劇

白
鷺

に
関
す
る

資
料
は
多
く
は
な
い
が
、
本
論
で

白
鷺

と
述
べ
る
際
の
内
実
は
台

本
、
筋
書
、
新
聞
・
雑
誌
記
事
な
ど
の
文
献
資
料
か
ら
再
構
築
し
た
様
相

を
指
す
。

二

〔
お
稲
に
向
け
た
語
り
〕・〔
読
者
に
向
け
た
語
り
〕

小
説
「
白
鷺
」
は
「
新
暦
の
盆
の
十
三
日
の
夜
」
に
目
覚
め
た
孝
の
、

一
人
称
の
語
り
で
始
ま
る
。
孝
は
実
姉
・
お
稲
と
そ
の
夫
・
順
一
の
家
に

居
候
し
て
お
り
、
お
稲
が
夜
半
に
体
調
を
崩
し
た
こ
と
を
知
る
。
お
稲
は

孝
に
、
夕
方
、
順
一
と
親
し
か
っ
た
芸
妓
で
、
既
に
亡
く
な
っ
て
い
る
小

篠
の
姿
を
見
た
と
告
白
す
る
。
孝
は
お
稲
を
気
遣
い
そ
れ
を
否
定
す
る

が
、
孝
自
身
も
同
じ
時
、
小
篠
の
姿
を
目
撃
し
て
い
た
。
孝
は
お
稲
の
求

め
に
従
い
、
順
一
と
小
篠
の
出
会
い
か
ら
小
篠
の
死
ま
で
を
語
り
始
め

る
。
盆
の
夜
の
出
来
事
、
お
よ
び
小
篠
と
順
一
に
ま
つ
わ
る
過
去
の
出
来

事
を
描
写
す
る
孝
の
語
り
に
は
、
複
数
の
様
相
が
み
ら
れ
る
。
松
村

12
）

友
視

は
「
白
鷺
」
の
語
り
の
文
体
に
は
「
孝
自
身
の
見
聞
を
語
る
記
述
文
体
」

「
孝
が
自
ら
の
見
聞
を
姉
に
直
接
語
る
説
話
体
」「
作
者
に
近
い
立
場
で

孝
自
身
が
不
在
の
場
面
を
描
写
す
る
」
語
り
が
あ
る
と
し
た
上
で
「
語
り

の
文
体
の
自
在
な
往
還
」
に
よ
り
、
一
般
読
者
と
お
稲
の
「
境
界
が
次
第

に
失
わ
れ
、
両
者
の
位
置
が
融
合
し
て
い
く
」
効
果
が
あ
る
と
指
摘
し

た
。
安

13
）

田
孝
は
語
り
を
「「
新
暦
の
盆
の
十
三
日
の
夜
の
事
」
を

今
、

こ
こ

の
こ
と
と
し
て
語
る
語
り
手
」「
姉
の
お
稲
に
話
を
聞
か
せ
る
語

り
手
」「「
十
三
日
の
夜
の
事
」
を
相
対
化
し
得
る
時
点
に
立
つ
語
り
手
」

に
分
類
し
、「
そ
れ
ら
を
融
合
し
て
一
つ
の
流
れ
を
形
づ
く
ろ
う
と
す
る
」

テ
ク
ス
ト
の
様
態
に
つ
い
て
述
べ
た
。

白
鷺
」
の
語
り
を
、
外
面
上
の
差
異
に
よ
っ
て
二
分
す
る
な
ら
〔
お

稲
に
向
け
た
語
り
〕
と
〔
読
者
に
向
け
た
語
り
〕
が
あ
る
。
第
十
一
章

（
全
集
版
テ
ク
ス
ト
の
区
切
り
／
以
下
同
）
以
降
、
孝
の
姉
に
向
け
た
台

詞
は
地
の
文
の
よ
う
に
長
く
続
き
、
過
去
の
出
来
事
を
叙
述
す
る
。
こ
の
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台
詞
の
延
長
線
上
に
あ
り
、「
梅
雨
前
だ
の
に
、
厭
に
じ
め
〳
〵
と
雨
の

降
続
い
た
頃
だ
つ
け
。」「
尤
も
ど
ん
よ
り
曇
つ
て
ね
、」
な
ど
親
し
み
を

込
め
た
口
調
を
含
む
も
の
が
〔
お
稲
に
向
け
た
語
り
〕
と
い
え
、
こ
れ
以

外
の
地
の
文
を
〔
読
者
に
向
け
た
語
り
〕
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
後
者
に

は
「
読
む
人
は
、
私
の
身
振
や
声
色
を
、
気
に
し
て
は
不
可
ま
せ
ん
。」

の
よ
う
に
「
読
む
人
」、
す
な
わ
ち
読
者
へ
の
意
識
が
あ
る
。
冒
頭
の

「
義
理
あ
る
兄
は
、
九
州
地
方
へ
旅
行
の
留
守
。」「
私
は
自
分
の
家
を
、

勘
当
と
ま
で
も
無
い
が
、
近
頃
以
て
の
外
不
首
尾
に
し
て
、（
中
略
）
当

分
居
候
の
身
の
上
だ
つ
た

」
と
孝
が
自
ら
の
境
遇
を
説
明
す
る
箇
所

も
、
そ
れ
を
読
む
相
手
に
語
る
と
い
う
意
識
が
表
れ
た
も
の
で
あ
る
。

白
鷺
」
で
は
〔
お
稲
に
向
け
た
語
り
〕
と
〔
読
者
に
向
け
た
語
り
〕

が
交
錯
す
る
。
加
え
て
内
容
も
孝
自
身
の
経
験
と
、
孝
が
後
に
順
一
に
聞

い
た
こ
と
が
綯
交
ぜ
に
な
っ
て
い
る
。
第
十
六
章
の
冒
頭
は
そ
れ
ま
で
の

〔
お
稲
に
向
け
た
語
り
〕
が
「
爾
時
掻
摘
ん
で
姉
に
も
話
し
た
が
、
小
篠

と
順あ
一に
と
が
、
顔
を
合
は
せ
た
、
抑

そ
も
〳
〵が

、
既
に
、
伊
達
氏
の
事
に
就
い
て

で
あ
つ
た

」
と
〔
読
者
に
向
け
た
語
り
〕
に
回
帰
す
る
と
同
時
に
、

内
容
も
孝
の
経
験
か
ら
順
一
に
聞
い
た
出
来
事
へ
と
変
わ
る
箇
所
で
あ

る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
「
白
鷺
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
四
種
の
語
り
が
あ

る
と
い
え
る
。

Ⅰ

お
稲
に
、
孝
が
経
験
し
た
出
来
事
を
述
べ
る
語
り

Ⅱ

お
稲
に
、
孝
が
不
在
の
時
の
出
来
事
を
述
べ
る
語
り

Ⅲ

読
者
に
、
孝
が
経
験
し
た
出
来
事
を
述
べ
る
語
り

Ⅳ

読
者
に
、
孝
が
不
在
の
時
の
出
来
事
を
述
べ
る
語
り

〔
お
稲
に
向
け
た
語
り
〕
と
〔
読
者
に
向
け
た
語
り
〕
は
、
先
述
の
よ

う
に
口
調
が
異
な
る
。
そ
し
て
語
る
相
手
の
差
異
は
、
口
調
だ
け
で
な

く
、
語
る
内
容
の
差
異
を
も
生
じ
さ
せ
る
。
孝
は
、
お
稲
が
葭
簀
の
陰
に

女
扇
子
を
見
た
と
言
う
時
、「
小
篠
の
気
勢
け
は
ひ

」
が
「
六
畳
の
片
隅
」
を
訪

れ
た
こ
と
を
嬉
し
く
思
い
つ
つ
も
、「
熱
あ
る
人
に
気
振
に
も
示
す
べ
き

事
で
は
な
い
」
た
め
に
「
灯
取
虫
だ
よ
、
姉
さ
ん
、」
と
ご
ま
か
す
。
そ

し
て
お
稲
の
「
心
を
鎮
め
さ
す
た
め
」
の
配
慮
は
、
小
篠
へ
の
理
解
を
促

す
言
葉
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
。

（
中
略
）
と
ぼ
〳
〵
冥
土
か
ら
来
た
と
思
へ
ば
可
哀
相
で
す
。
…
…
而

し
て
日
蔭
の
体
だ
、
と
先
祖
の
位
牌
へ
遠
慮
か
ら
、
真
菰
の
上
へ
も
坐

ら
な
い
で
板
敷
に
立
つ
て
居
る
ん
だ
と
思
へ
ば
、
泣
い
て
遣
つ
て
も
口

惜
く
は
な
い
。
…
…
真
個
ほ
ん
と

に
懐
し
け
れ
ば
こ
そ
来
た
ん
だ
よ
。
姉
さ

ん
、
可い
厭や
な
座
敷
へ
御
祝
儀
に
因
つ
て
勤
め
に
出
る
婦をんな
ぢ
や
な
か
つ

た
。
だ
か
ら
可おそ
恐ろ
し
い

は
些
と
も
無
か
ら
う
。
気
に
し
な
い
で
、
明

日
は
又
御
馳
走
を
し
て
お
あ
げ
な
さ
い
。」

心
を
鎮
め
さ
す
た
め
と
も
思
へ
ば
、
憚
る
処
も
な
く
言
つ
た
の
で
あ

る
。

こ
の
孝
の
配
慮
は
〔
お
稲
に
向
け
た
語
り
〕
に
、
あ
る
性
質
を
付
与
す

る
。
そ
れ
は
小
篠
と
順
一
が
絆
を
深
め
る
契
機
と
な
っ
た
「
伊
達
先
生
」

の
存
在
を
強
調
す
る
と
い
う
性
質
で
あ
る
。

（
中
略
）
だ
か
ら
、
姉
さ
ん
は
何
も
心
配
を
す
る
に
は
当
ら
な
い
と
云

ふ
ん
で
す
。
表
面
に
は
順に
一い
さ
ん
が
、
何
か
、
色
男
の
や
う
だ
け
れ

ど
、
其
の
実
、
お
篠
さ
ん
が
先
生
の
、
惚
話
の
ろ
け

を
…
…
と
云
ふ
と
些ち
と
語

弊
が
あ
る
ね
、
…
…
其
思
ひ
出
さ
。

だ
ね
。
其

を
神
妙
に
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は
る

手
な
ん
だ
よ
。
順に
一い
さ
ん
は

神
妙
に
承
は
る
…
…
其
処
へ
、
あ
の
人
が
思
ひ
つ
い
た
も
の
な
ん

だ
。
妙
な
思
ひ
つ
き
も
有
つ
た
も
の
だ
け
れ
ど
も
。（
中
略
）

其
処
へ
行
く
と
、
順に
一い
さ
ん
は
親
身
さ
。
伊
達
先
生
と
、
一
声
懸
る

と
、
坐
り
直
ら
う
と
云
ふ
人
だ
か
ら
、
話
に
し
ん
み
り
と
手
応
へ
が
あ

つ
て
、
泣
き
も
笑
ひ
も
出
来
よ
う
と
云
ふ
わ
け
だ
か
ら
、
し

ら
く
も

先
生
の

を
忘
れ
ら
れ
な
い
人
は
、
片

も
又
、
順に
一い
さ
ん
に
離
れ
ら

れ
な
い
や
う
に
成
つ
た
ん
で
す
。
不
思
議
な
縁
ぢ
や
な
い
か
、
え
ゝ
、

姉
さ
ん
。」

孝
は
お
稲
に
、
順
一
が
「
伊
達
先
生
と
、
一
声
懸
る
と
、
坐
り
直
ら
う

と
云
ふ
人
」
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
、
順
一
を
「
追
憶
談
」
を
「
神

妙
に
承
は
る
対
手
」
に
位
置
付
け
る
。
小
篠
に
つ
い
て
も
第
五
十
一
章

の
、
や
は
り
〔
お
稲
に
向
け
た
語
り
〕
に
お
い
て
「
伊
達
先
生
と
言
ふ
神

業
の
本
尊
が
あ
つ
て
、
男
を
寄
せ
つ
け
な
か
つ
た
さ
う
だ
け
れ
ど
、
ね
。」

と
小
篠
が
伊
達
を
純
粋
に
慕
っ
て
い
た
と
述
べ
る
。
だ
が
〔
読
者
に
向
け

た
語
り
〕
で
は
、
孝
が
伊
達
の
存
在
を
こ
の
よ
う
に
強
調
す
る
こ
と
は
な

い
。
こ
う
し
た
言
葉
は
お
稲
に
、
小
篠
と
順
一
へ
の
理
解
を
促
す
た
め
に

挿
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

む
し
ろ
孝
は
〔
読
者
に
向
け
た
語
り
〕
で
は
、
小
篠
を
「
義あ
兄に
の
恋

で
、
然
も
最
う
亡
く
な
つ
た
婦をんな
で
あ
る
。／
と
ば
か
り
で
は
何
や
ら
怪
し

い
。」
と
「
義
兄
の
恋
」
に
位
置
付
け
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
〔
読
者
に
向

け
た
語
り
〕
に
は
、
小
篠
と
順
一
が
伊
達
の
「
追
憶
談
」
を
す
る
場
面
も

あ
る
。
順
一
は
砂
子
で
「
其
の
内
…
…
直
に
来
る
よ
。」
と
伊
達
の
言
葉

を
ま
ね
、
小
篠
は
待
合
で
「
処
が
貴
下
の
身
体
に
も
何
処
か
先
生
の
影
が

あ
る
の
…
…
」
と
順
一
に
伊
達
を
重
ね
る
。
し
か
し
〔
読
者
に
向
け
た
語

り
〕
を
行
う
孝
は
、
小
篠
や
順
一
が
伊
達
に
つ
い
て
語
る
様
子
を
描
写
す

る
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、「
私
は
、
実
は
、
順あ
一に
の
家
へ
訪
ね
て
来
て
、

姉
に
逢
つ
て
動
じ
な
か
つ
た
態
度
と
言
ひ
、
も
の
に
落
着
い
た
立
居
挙ふる

動まい
、
大
胆
な
婦をんな
だ
と
思
つ
た
の
で
あ
る
。」
と
小
篠
の
「
姉
に
逢
つ
て
動

じ
な
か
つ
た
態
度
」
に
驚
く
よ
う
に
、
小
篠
を
順
一
と
恋
愛
関
係
に
あ
る

「
婦
」
と
し
て
語
る
視
点
を
持
っ
て
い
る
。
同
日
小
篠
の
帰
途
を
順
一
と

孝
が
二
人
で
送
る
時
も
、
孝
は
「
人
魂
」
が
出
る
と
小
篠
を
お
ど
か
し
、

「
唯
然
う
や
つ
て
、
男
と
女
と
、
二
人
で
手
を
曳
い
て
行
く
処
へ
、
ふ
は

〳
〵
と
来
て
、
し
ゆ
つ
と
附くつ
着つ
く
。」
と
、
実
際
に
は
手
を
曳
い
て
い
な

い
小
篠
と
順
一
を
手
を
曳
く
「
男
と
女
」
に
当
て
は
め
る
な
ど
、
小
篠
を

「
義
兄
の
恋
」
と
見
做
し
て
か
ら
か
う
。
つ
ま
り
〔
お
稲
に
向
け
た
語

り
〕
と
〔
読
者
に
向
け
た
語
り
〕
で
は
、
小
篠
と
順
一
の
関
係
を
ど
う
表

現
す
る
か
が
異
な
る
の
で
あ
る
。〔
お
稲
に
向
け
た
語
り
〕
で
は
伊
達
を

共
に
慕
う
者
同
士
の
絆
と
い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
、〔
読
者
に
向
け
た
語

り
〕
で
は
同
じ
関
係
が
「
男
と
女
」
の
「
恋
」
と
し
て
語
ら
れ
る
。
そ
れ

は
小
篠
と
順
一
の
関
係
の
表
裏
で
あ
り
、
こ
の
差
異
は
語
り
の
比
重
の
か

け
方
の
差
異
と
い
え
る
。
孝
は
二
人
の
関
係
を
二
つ
の
視
点
か
ら
眺
め
、

語
る
の
で
あ
る
。

白
鷺
」
の
語
り
の
も
う
一
つ
の
性
質
に
は
、
出
来
事
が
生
起
し
た
順

と
、
そ
の
出
来
事
が
語
ら
れ
る
順
が
異
な
る
と
い
う
点
が
あ
る
。
孝
は
、

小
篠
と
順
一
が
初
め
て
会
話
を
交
わ
し
た
紅
葉
館
の
場
面
の
次
に
、「
序

な
が
ら
云
ふ
」
と
断
り
つ
つ
、
待
合
で
癪
を
起
こ
し
た
小
篠
を
順
一
が
介

抱
す
る
場
面
を
挟
む
。
紅
葉
館
の
場
面
と
は
伊
達
の
紋
付
の
羽
織
を
着
て

い
た
順
一
に
、
小
篠
が
揮
毫
を
頼
む
と
い
う
、
伊
達
の
存
在
が
契
機
と
な
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っ
て
二
人
が
言
葉
を
交
わ
す
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
待
合
の
場
面
で
は

「
高
麗
結
び
を
一
重
に
解
い
て
、
両
手
で
緊
乎
しつかり

と
引
締
め
る
…
…
余
儀
な

い
逢
曳
の
夜
半
の
あ
る
や
う
に
、
扨
も
其
の
後
、
扨
も
其
の
後
、
立
到
つ

た
の
で
あ
る
。」
と
二
人
の
逢
瀬
が
「
余
儀
な
い
逢
曳
の
夜
半
の
あ
る
や

う
に
」
と
い
う
言
葉
で
語
ら
れ
、
二
人
の
関
係
の
変
化
が
印
象
付
け
ら
れ

る
。
こ
こ
に
も
小
篠
と
順
一
を
「
追
憶
談
」
を
通
し
て
絆
を
深
め
た
伊
達

の
崇
拝
者
同
士
と
す
る
〔
お
稲
に
向
け
た
語
り
〕
と
は
異
な
り
、
二
人
を

待
合
で
「
逢
曳
」
を
重
ね
る
「
男
と
女
」
と
す
る
〔
読
者
に
向
け
た
語

り
〕
が
あ
る
。「
白
鷺
」
の
語
り
は
一
人
称
で
あ
り
な
が
ら
、
二
つ
の
視

点
か
ら
小
篠
と
順
一
の
関
係
を
描
写
し
て
い
る
。

三

新
派
劇

白
鷺

と
、
原
作
を
代
替
す
る
試
み

白
鷺
」
が
新
派
劇
に
脚
色
さ
れ
た
際
、
三
つ
の
大
き
な
変
更
が
施
さ

れ
た
。「
盆
の
十
三
日
の
夜
」
の
場
面
が
な
く
、
お
稲
が
登
場
し
な
い
点
、

回
想
の
構
造
が
失
わ
れ
、
す
べ
て
が
舞
台
上
の
現
在
の
出
来
事
に
な
っ
た

点
、
そ
し
て
出
来
事
が
生
起
し
た
順
に
観
客
に
提
示
さ
れ
る
点
で
あ
る
。

そ
の
結
果

白
鷺

に
回
想
す
る
語
り
手
は
存
在
し
な
く
な
り
、
孝
は
小

篠
や
順
一
と
同
じ
一
人
の
劇
中
人
物
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
た
め
「
白
鷺
」
の
〔
お
稲
に
向
け
た
語
り
〕
に
あ
っ
た
「
追
憶
談

だ
ね
。
其
奴
を
神
妙
に
承
は
る
対
手
な
ん
だ
よ
。
順に
一い
さ
ん
は

」
と

い
う
位
置
付
け
は
、
孝
か
ら
お
稲
に
向
け
て
は
な
さ
れ
な
い
。
だ
が
当

時
、
上
演
の
外
部
で
は
、
俳
優
た
ち
が
〔
お
稲
に
向
け
た
語
り
〕
と
同
様

の
枠
組
み
を
与
え
て
い
た
。
喜
多
村
は
小
篠
に
つ
い
て
「
伊
達
先
生
崇
拝

で
色
だ
と
思
は
れ
ま
せ
う
が
、
決
し
て
猥
な
関
係
は
な
か
つ
た
の
で
、
慕

ふ
の
余
り
、
先
生
の
紋
の
付
い
た
羽
織
を
着
て
ゐ
た
先
生
の
弟
子
に
近
付

き
に
な
つ
て
、
馴
染
む
に
従
つ
て
色
に
な
つ
た
の
は
、
つ
ま
り
伊
達
先
生

を
置
い
て
色
に
な
つ
た
の

14
）

で
す
。」
と
述
べ
、
藤
澤
は
順
一
に
つ
い
て

「
小
篠
と
の
交な
情か
も
伊
達
画
伯
を
崇
拝
し
て
呉
れ
る
女
に
同
情
の
結
果
成

立
つ
た
恋
で
、
感
情
の
人
間
だ
け
に
小
篠
の
恋
に
引
込
ま
れ
て
居
る
位
の

心
で
演や
つ
て
居

15
）

ま
す
」
と
語
っ
た
。
つ
ま
り
小
篠
は
伊
達
を
慕
う
心
か
ら

順
一
を
思
い
、
順
一
は
伊
達
を
慕
う
小
篠
に
同
情
し
て
親
し
み
を
増
し
た

と
い
う
見
解
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
に
俳
優
た
ち
が
強
調
し
た
枠
組
み

が
観
客
に
伝
わ
っ
た
と
は
言
い
難
い
。

こ
の
時
の

白
鷺

は
、
小
篠
と
順
一
の
「
床
し
親
し
が
恋
に
う
つ
り

行
く
の
が
余
り
現あらはに
打ぶつ
付つけ
で
、
死
ん
だ
先
生
の
代
り
に
弟
子
で
我
慢
し
て

置
か
う
と
い
ふ
趣
あ
り
て
、
何
と
な
く
縁
を
引
く
と
い
ふ
妙
味
は
出
ず
」

（
竹
の
屋

16
）

主
人
）、「
唯
師
に
対
す
る
恋
を
そ
の
弟
子
に
移
す
と
い
ふ
、
ロ

ー
マ
ン
チ
ツ
ク
な
見
方
に
多
少
の
興
味
を
感
じ
た
が
、
こ
の
方
面
丈
を
深

く
突
込
ん
で
行
つ
た
ら
、
も
少
し
見
ら
れ
る
も
の
が
出
来
た
ら
う
に
、
下

ら
ぬ
方
面
と
混
線
し
て
、
何
も
彼
も
、
不
通
に
な
つ
て
了
つ
て
ゐ
る
」

（
中

17
）

村
生
）
と
伊
達
を
慕
う
小
篠
が
順
一
と
親
し
み
を
増
す
過
程
が
不
自

然
だ
と
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
実
際
の
場
面
構
成
を
確
認
す
る

と
、
そ
の
指
摘
も
故
な
し
と
は
い
え
な
い
。

一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
四
月
六
日
の
『
都
新
聞
』（「
志
バ
ゐ
と
ゆ

う
げ
い
」）
は

白
鷺

の
各
場
面
の
舞
台
と
な
る
場
所
を
「
紅
葉
館
の

画
会
、
木
挽
町
の
往
来
、
五
坂
熊
次
郎
邸
、
風
月
楼
上
、
待
合
於
登
利
、

築
地
川
岸
、
天
王
寺
墓
畔
、
待
合
当
世
内
、
於
登
利
内
の
場
」
と
報
じ
て

い
る
。

白
鷺

の
実
態
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
資
料
に
は
、
書
抜
の
ほ

か
『
本
郷
座

筋
書
』（
場
面
構
成
や
配
役
、
梗
概
を
記
し
た

18
）

冊
子
）
と

上
演
の
詳
細
な
報
告
記
事
「
芝
居
見
た
ま
ゝ

19
）

白
鷺
」
が
あ
り
、
そ
れ
ら

―49―



を
確
認
す
る
限
り
、
各
場
面
の
舞
台
と
な
る
場
所
は
『
都
新
聞
』
と
一
致

す
る
。
各
資
料
を
元
に

白
鷺

の
梗
概
と
、
各
場
面
が
原
作
の
何
章
を

元
に
し
て
い
る
か
を
、
以
下
に
大
ま
か
に
ま
と
め
た
。
原
作
と
比
べ
て
章

が
前
後
し
て
い
る
箇
所
が
多
く
み
え
る
が
、
ほ
と
ん
ど
は
原
作
で
生
起
順

と
語
ら
れ
る
順
が
異
な
っ
て
い
た
出
来
事
が
、
生
起
順
に
並
べ
直
さ
れ
た

も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た

白
鷺

で
独
自
に
加
え
ら
れ
た
対
話
も
あ

る
が
、
本
論
で
言
及
し
て
い
な
い
も
の
は
省
略
し
た
。

『
都
新
聞
』
場
割

梗
概
（

）内
は
原
作
で
相
当
す
る
章
）

序
幕

紅
葉
館
の
画
会

・
小
篠
と
順
一
が
紅
葉
館
で
出
会
う
。

（
二
〇
〜
二
三
）

・
小
篠
、
津
川
、
順
一
が
伊
達
の
思
い
出

を
語
る
。（
一
六
〜
一
九
）

・
小
篠
が
伊
達
の
墓
参
を
し
た
い
と
申
し

出
る
。（
二
七
〜
三
〇
）

第
二
幕

木
挽
町
の
往
来

・
順
一
が
同
郷
の
士
、
近
田
に
出
会
う
。

（
三
八
〜
三
九
）

・
小
篠
が
貧
窮
す
る
近
田
に
金
を
渡
す
。

（
四
七
〜
五
〇
）

第
三
幕

五
坂
熊
次
郎
邸

・
五
坂
が
順
一
の
絵
を
罵
倒
し
、
引
き
裂

く
。（
四
三
）

風
月
楼
上

・
小
篠
と
順
一
が
風
月
堂
で
食
事
を
す

る
。（
四
十
〜
四
二
）

・
二
人
が
五
坂
と
出
会
い
、
揉
め
事
に
な

る
。（
四
四
〜
四
五
）

第
四
幕

待
合
於
登
利

・
小
篠
と
順
一
が
待
合
で
対
話
す
る
。

（
四
六
〜
四
七
）

・
小
篠
が
絵
の
返
却
を
女
将
に
頼
み
、
断

ら
れ
る
。（
五
五
〜
五
六
）

・
癪
を
起
こ
し
た
小
篠
を
順
一
が
介
抱
す

る
。（
二
四
〜
二
五
）

築
地
川
岸

・
五
坂
か
ら
逃
げ
た
小
篠
と
、
順
一
が
夜

道
を
行
く
。（
五
六
〜
五
七
）

第
五
幕

天
王
寺
墓
畔

・
邦
子
が
小
篠
の
身
受
け
の
金
を
立
て
替

え
る
。（
原
作
に
な
し
）

大
詰

待
合
当
世
内

・
五
坂
が
小
篠
に
酒
を
強
要
し
、
責
め

る
。（
六
〇
）

於
登
利
内

・
順
一
の
元
に
、
小
篠
か
ら
電
話
が
か
か

る
。（
六
〇
）

待
合
当
世
内

・
小
篠
が
伊
達
の
幻
を

20
）

見
る
。（
四
七
）

於
登
利
内

・
絵
を
描
く
順
一
の
元
に
小
篠
の
霊
が
現

わ
れ
る
。（
五
九
〜
六
〇
）

待
合
当
世
内

・
小
篠
が
万
能
鋏
で
喉
を
突
き
、
死
ぬ
。

（
六
〇
）

こ
の
う
ち
小
篠
と
順
一
が
伊
達
の
「
追
憶
談
」
を
通
し
て
親
密
さ
を
増

す
場
面
は
、
第
一
幕
の
み
で
あ
る
。
前
掲
・
植
田
論
に
も
指
摘
が
あ
る
通

り
、
こ
の
幕
は
原
作
で
は
異
な
る
三
つ
の
場
面
、
す
な
わ
ち
二
人
が
出
会

う
伊
達
の
三
回
忌
、
砂
子
で
の
再
会
、
後
日
砂
子
を
訪
れ
た
日
を
一
つ
の

場
面
に
短
縮
し
て
い
る
。
原
作
の
小
篠
と
順
一
は
、
伊
達
の
「
追
憶
談
」
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を
中
心
と
し
た
複
数
の
邂
逅
を
経
て
い
る
が
、

白
鷺

で
は
そ
の
段
階

が
省
略
さ
れ
、
第
二
幕
の
小
篠
は
既
に
芸
妓
に
な
っ
て
い
る
。「
芝
居
見

た
ま
ゝ

白
鷺
」
に
は
「
お
篠
は
家
の
都
合
が
悪
い
の
で
、
小
篠
と
名
告

つ
て
近
頃
竹
屋ママ
か
ら
芸
者
と
し
て
出
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
稲
木
と
小

篠
と
の
間
に
は
早
く
も
恋
が
成
り
立
つ
た
の
で
あ
る
。」
と
あ
り
、

白

鷺

は
以
降
、
芸
妓
と
な
っ
た
小
篠
と
、
待
合
で
彼
女
に
会
う
順
一
の
物

語
が
中
心
と
な
る
。
俳
優
た
ち
が
伊
達
の
存
在
を
強
調
し
た
の
は
、
こ
う

し
た
場
面
の
短
縮
を
受
け
て
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
「
白
鷺
の
一
二
節
」
の
「
天
王
寺
」
に
は
、

白
鷺

で
失
わ

れ
た
〔
お
稲
に
向
け
た
語
り
〕
を
代
替
す
る
台
詞
が
あ
る
。「
天
王
寺
」

は

白
鷺

の
第
五
幕
に
当
た
り
、
書
抜
に
は
多
く
の
合
致
す
る
台
詞
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
同
場
面
は
墓
参
を
す
る
伊
達
未
亡
人
・
邦
子
の

も
と
に
津
川
が
現
わ
れ
、
順
一
と
小
篠
の
近
況
を
語
る
前
半
と
、
続
い
て

登
場
し
た
孝
が
小
篠
の
窮
状
を
訴
え
、
夫
人
が
小
篠
の
身
請
け
の
金
を
立

て
替
え
る
と
決
め
る
後
半
か
ら
成
り
、
邦
子
は
小
篠
を
演
じ
て
い
た
喜
多

村
緑
郎
が
二
役
で
務
め
て
い
る
。「
白
鷺
」
に
伊
達
夫
人
の
登
場
場
面
は

少
な
い
が
、
紅
葉
館
で
小
篠
に
揮
毫
を
頼
ま
れ
た
際
、
順
一
が
「
我
受
附

を
憐
ん
で
、
故
先
生
の
令
室
が
、
密そつ
と
慰
安
の
た
め
に
此
処
へ
出
て
見
え

た
の
を
、
茫
と
し
て
目
が
眩
ん
で
能
く
は
見
定
め
難
い
の
で
は
あ
る
ま
い

か
」
と
い
う
印
象
を
抱
く
場
面
が
あ
り
、
次
い
で
順
一
が
伊
達
に
「
剣
突

を
食
つ
」
た
時
、
夫
人
が
「
配
所
へ
天
下
る
天
女
の
如
く
」
慰
め
に
現
わ

れ
た
と
回
想
さ
れ
る
。
こ
の
順
一
を
救
済
す
る
者
と
い
う
役
割
は
、
受
付

に
ぽ
つ
ね
ん
と
し
て
い
た
順
一
に
揮
毫
を
頼
む
小
篠
と
重
な
る
。
こ
の
像

が

白
鷺

で
小
篠
の
身
請
け
の
金
を
立
て
替
え
る
と
い
う
役
割
に
つ
な

が
り
、
小
篠
と
の
重
ね
合
わ
せ
が
喜
多
村
に
よ
る
二
役
と
い
う
趣
向
を
招

い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

天
王
寺
」
の
冒
頭
で
、
邦
子
は
「
余
り
築
地
辺
へ
は
行
か
な
い
や
う

に
、
些
と
然
う
言
つ
て
お
上
げ
な
さ
い
ま
し
。」
と
順
一
と
小
篠
の
関
係

を
心
配
し
て
い
る
。
す
る
と
津
川
は
「
恁
う
申
し
て
は
奥
さ
ん
の
前
で
す

が
、
小
篠
は
実
に
御
生
前
か
ら
、
伊
達
先
生
に
は
ぞ
つ
こ
ん
生
命
が
け
て

居
り
ま
し
た
ん
で
。（
中
略
）
婦をんな
の
方
か
ら
、
ど
う
の
、
恁
う
の
と
、
そ

り
や
浄
瑠
璃
の
や
う
な
訳
に
や
参
り
ま
せ
ん
。」
と
小
篠
が
純
粋
に
伊
達

を
慕
っ
て
い
た
と
語
る
。
津
川
は
、
小
篠
が
伊
達
の
死
後
「
客
も
な
し
、

い
ろ
も
な
し
、
か
た
は
か
、
と
人
が
言
つ
て
不
思
議
が
る
ほ
ど
操
を
立

て
」
て
い
る
と
言
い
、
続
い
て
小
篠
と
順
一
が
伊
達
の
「
追
憶
談
」
に
よ

っ
て
絆
を
深
め
た
と
い
う
物
語
を
示
す
。
津
川
は
「
白
鷺
」
の
〔
お
稲
に

向
け
た
語
り
〕
と
同
様
、
順
一
と
小
篠
へ
の
理
解
を
促
す
た
め
に
、
伊
達

の
存
在
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

津
川

中
略
）
稲
木
君
は
ア
ン
ナ
人
、
逢
は
し
て
話
を
さ
せ
て
遣
つ

た
ら
、
両
方
が
先
生
の
事
で
気
が
合
は
う
、
小
篠
も
ど
ん
な
に

か
嬉
し
か
ら
う
と
、
実
は
、
な
り
た
け
近
づ
け
る
や
う
に
、
近

づ
く
や
う
に
計
ら
ひ
ま
し
た
。（
中
略
）
今
以
て
二
人
の
中
に

関
係
が
あ
る
や
ら
な
い
や
ら
、
私
は
、
先
づ
、
あ
る
ま
い
と
思

ふ
く
ら
ゐ
で
。
恁
う
言
つ
ち
や
勝
田
の
孝
さ
ん
な
ん
ざ
、
一
口

に
、
ナ
ニ
関
係
が
な
い
な
ん
て
、
ソ
ン
ナ
事
が
あ
る
も
の
か
と

笑
ひ
ま
す
が
、
私
は
何
う
と
も
判
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。（
後
略
）

白
鷺
」
の
〔
お
稲
に
向
け
た
語
り
〕
の
性
質
で
あ
る
小
篠
へ
の
理
解

を
促
す
言
葉
は
、
こ
こ
に
津
川
か
ら
邦
子
へ
の
言
葉
と
な
っ
て
登
場
し
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た
。
そ
れ
は
原
作
を
そ
の
ま
ま
移
入
す
る
の
で
は
な
く
、
原
作
の
要
素
を

取
り
上
げ
て
異
な
る
形
に
変
え
、
代
替
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。
こ

こ
で
〔
お
稲
に
向
け
た
語
り
〕
を
代
替
す
る
の
は
孝
で
は
な
く
、
津
川
で

あ
る
。
で
は

白
鷺

に
お
け
る
孝
は
小
篠
と
順
一
に
つ
い
て
、
何
を
語

る
の
だ
ろ
う
か
。

四

物
語
の
統
括
者
か
ら
、
劇
中
人
物
へ

天
王
寺
」
で
、
津
川
が
「
勝
田
の
孝
さ
ん
な
ん
ざ
、
一
口
に
、
ナ
ニ

関
係
が
な
い
な
ん
て
、
ソ
ン
ナ
こ
と
が
あ
る
も
の
か
と
笑
ひ
ま
す
が
」
と

述
べ
る
よ
う
に
、「
天
王
寺
」
の
孝
は
、「
白
鷺
」
の
〔
お
稲
に
向
け
た
語

り
〕
が
示
し
て
い
た
枠
組
み
を
否
定
す
る
立
場
に
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う

に
「
白
鷺
」
の
〔
読
者
に
向
け
た
語
り
〕
で
は
、
孝
は
小
篠
を
「
義
兄
の

恋
」
と
見
做
し
て
い
た
。

白
鷺

に
引
き
継
が
れ
た
の
は
こ
う
し
た
眼

差
し
で
あ
る
。「
芝
居
見
た
ま
ゝ

白
鷺
」
に
は
第
二
幕
の
末
尾
に
「
小

篠
は
莨
の
火
を
借
り
る
為
に
つ
と
稲
木
の
体
に
身
を
寄
せ
る
。
孝
は
そ
れ

を
見
て
、『
火
の
キ
ツ
ス
！
火
の
キ
ツ
ス
！
』
と
囃
す
。」
と
い
う
場
面
が

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
原
作
の
「
白
鷺
」
で
、
孝
が
人
魂
の
件
で
小
篠

と
順
一
を
か
ら
か
っ
た
後
に
あ
る
「
順あ
一に
は
其
処
で
敷
島
を
一
箇
ひ
と
つ

買
つ

て
、
吸
つ
け
た
あ
と
を
、
お
篠
に
渡
す
と
、
黙
つ
て
取
つ
て
、
こ
れ
も
一

本
、
火
の
口
を
合
は
せ
た
暗や
夜み
に
、
お
篠
の
顔
は
白
か
つ
た
。」
と
い
う

場
面
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
白
鷺
」
の
孝
は
そ
れ
を
黙
っ
て
見

て
い
る
た
め
、「
囃
す
」
と
い
う
行
為
は

白
鷺

に
独
自
の
も
の
だ
が
、

「
火
の
キ
ツ
ス
」
と
い
う
言
葉
は
小
説
の
章
題
「
火
の
接
吻
」
か
ら
来
て

い
る
。
小
篠
と
順
一
の
仕
草
を
「
男
と
女
」
の
「
キ
ツ
ス
」
に
見
立
て
る

白
鷺

の
孝
の
視
点
は
「
白
鷺
」
の
〔
読
者
に
向
け
た
語
り
〕
が
拠
っ

て
い
た
視
点
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
つ
ま
り
「
天
王
寺
」
で
は
、
津
川
が

〔
お
稲
に
向
け
た
語
り
〕
に
あ
っ
た
、
伊
達
を
慕
う
者
同
士
の
絆
と
い
う

枠
組
み
を
示
し
、
孝
が
〔
読
者
に
向
け
た
語
り
〕
の
眼
差
し
を
提
示
す
る

こ
と
で
、「
白
鷺
」
の
語
り
の
二
つ
の
面
が
二
人
の
台
詞
に
分
散
し
て
再

現
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

そ
も
そ
も
「
白
鷺
」
の
孝
が
〔
お
稲
に
向
け
た
語
り
〕
と
〔
読
者
に
向

け
た
語
り
〕
を
用
い
て
、
小
篠
と
順
一
の
関
係
を
二
つ
の
視
点
か
ら
叙
述

し
た
こ
と
に
は
、
い
か
な
る
効
果
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
白

鷺
」
で
、
他
の
人
物
か
ら
小
篠
と
順
一
に
向
け
ら
れ
る
眼
差
し
と
関
係
が

あ
る
。「
白
鷺
」
で
は
語
り
手
の
孝
の
外
に
、
小
篠
と
順
一
が
関
係
を
深

め
る
過
程
に
伊
達
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
者
は
多
く
な
い
。
孝
と

関
係
を
持
つ
芸
妓
の
雛
子
は
「
客
取
り
を
し
な
い
と
思
ふ
と
、
お
身
装
み
な
り

は

麁
末
で
も
、
金ダ
剛イ
石ヤ
の
指
環
は
嵌
め
て
な
い
で
も
、
何
ん
と
な
く
清
い
わ

ね
。」
と
、
小
篠
が
体
を
売
ら
な
い
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
が
、「
否
ね
、

小
篠
さ
ん
が
、
あ
ゝ
云
つ
た
人
で
せ
う
。
其
れ
で
な
く
つ
て
さ
へ
、
ま
る

で
人
を
受
け
つ
け
な
い
処
へ
、
貴
下
の
義に
兄い
さ
ん
が
出
来
た
ん
だ
も
の
。」

と
小
篠
と
順
一
の
関
係
を
「
出
来
た
」
と
語
り
、
そ
こ
に
介
在
し
た
伊
達

に
は
言
及
し
な
い
。
五
坂
の
場
合
は
、
小
篠
に
執
着
し
始
め
た
の
が
小
篠

の
「
築
地
の
砂
子
に
女
中
し
た
時
分
」
の
た
め
、
小
篠
と
伊
達
の
こ
と
を

知
ら
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
小
篠
が
伊
達
を
慕
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

女
中
に
な
る
以
前
、
小
篠
の
実
家
で
あ
る
料
理
屋
・
辰
巳
屋
を
伊
達
が
利

用
し
て
い
た
時
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
於
登
利
の
女
将
は
「
濱
町
の
お

篠
の
家
が
瓦
解
す
る
前
、
見
切
を
つ
け
て
、
築
地
の
待
合
へ
住
込
ん
だ
。」

と
あ
る
よ
う
に
辰
巳
屋
に
奉
公
し
て
い
た
た
め
、
伊
達
と
小
篠
に
つ
い
て

知
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
小
篠
を
手
に
入
れ
よ
う
と
五
坂
と
相
談
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す
る
場
面
で
は
「
情
立
て
る
男
は
確
に
な
い
が
、
お
嬢
さ
ん
気
の
失
せ
な

い
我
儘
か
ら
、
男
嫌
ひ
な
、
あ
の
人
を
、
御
恩
返
し
に
私
が
口
説
落
し
ま

せ
う
。」
と
語
る
の
み
で
あ
り
、
伊
達
の
存
在
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。

例
外
は
小
篠
と
順
一
を
引
き
あ
わ
せ
た
津
川
で
あ
る
。
彼
は
小
篠
の
伊
達

へ
の
思
い
を
「
何
う
も
、
伊
達
さ
ん
に
未
練
が
残
つ
て
、

但
し
今
時

そ
ん
な
女
は
あ
り
さ
う
に
も
思
へ
ま
せ
ん
が

其
の
た
め
の
心
中
だ
て

に
相
違
な
い
と
思
は
れ
ま
す
。」
と
理
解
し
、「
順あ
一に
は
、
時
々
の
津
川
の

話
に
、
耳
を
傾
け
る
や
う
に
成
つ
た
。
次
第
に
、
聞
染
み
る
や
う
に
成
つ

た
。」
と
順
一
に
印
象
の
変
化
を
も
た
ら
し
も
す
る
。
だ
が

白
鷺

と

は
異
な
り
、
津
川
が
「
白
鷺
」
に
登
場
す
る
の
は
、
小
篠
が
伊
達
の
墓
参

を
申
し
出
る
砂
子
の
会
合
ま
で
で
あ
り
、
そ
の
後
、
津
川
が
小
篠
と
順
一

の
関
係
に
言
及
す
る
場
面
は
な
い
。

白
鷺
」
の
孝
が
〔
お
稲
に
向
け
た
語
り
〕
で
示
し
た
「
伊
達
先
生
」

の
存
在
が
小
篠
と
順
一
の
関
係
に
深
く
関
与
し
て
い
た
と
い
う
側
面
は
、

多
く
の
場
合
、
特
に
小
篠
が
芸
妓
に
な
っ
て
以
降
は
、
他
者
に
意
識
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
後
は
孝
が
お
稲
に
そ
れ
を
語
ら
な
け
れ
ば
、
小
篠

と
順
一
が
二
人
で
交
わ
す
対
話
で
語
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
孝

が
〔
読
者
に
向
け
た
語
り
〕
で
小
篠
を
「
義
兄
の
恋
」
と
称
し
、
小
篠
と

順
一
を
待
合
で
「
逢
曳
」
を
す
る
「
男
と
女
」
と
い
う
面
か
ら
捉
え
た
こ

と
は
、
二
人
に
対
す
る
周
囲
の
眼
差
し
を
語
り
に
お
い
て
反
復
し
て
い
た

こ
と
を
意
味
す
る
。
孝
は
小
篠
と
順
一
が
他
者
か
ら
ど
の
よ
う
な
眼
差
し

で
捉
え
ら
れ
る
か
を
認
識
す
る
一
方
、〔
お
稲
に
向
け
た
語
り
〕
で
は
伊

達
を
崇
拝
す
る
者
同
士
が
絆
を
結
ん
だ
と
い
う
物
語
を
提
示
す
る
。
周
囲

の
眼
差
し
と
は
違
う
角
度
か
ら
二
人
の
関
係
を
語
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
評

価
す
る
枠
組
み
を
変
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。「
白
鷺
」
の
語
り
は
小

篠
と
順
一
の
関
係
性
に
注
が
れ
る
視
線
を
示
し
つ
つ
、
孝
が
お
稲
に
向
け

て
、
新
た
な
評
価
の
枠
組
み
を
伝
達
す
る
様
を
描
き
出
し
て
い
た
。

し
か
し
こ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
視
点
か
ら
小
篠
と
順
一
の
関
係
を
語
る

こ
と
は
、
孝
が
語
ら
れ
る
内
容
を
統
括
す
る
位
置
に
あ
る
か
ら
こ
そ
実
現

し
得
る
。「
白
鷺
」
の
孝
が
語
る
内
容
に
、
孝
が
不
在
の
時
の
出
来
事
も

含
ま
れ
る
こ
と
は
第
二
節
に
述
べ
た
。「
そ
れ
以
来
の
筋
道
も
、
順あ
一に
の

口
か
ら
も
聞
け
ば
、
私
が
自
分
に
も
見
聴
き
し
て
、
大
概
は
知
つ
て
居

る
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
孝
が
経
験
し
て
い
な
い
こ
と
は
主
に
順
一
か
ら

聞
い
た
事
柄
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
に
は
「
葭
簀
を
走
る
雨
の
雫
が
玉
の
や

う
に
美
し
か
つ
た
、
と
言
ふ
の
で
あ
る
。」「
或
時
、
或
場
合
に
、
順あ
一に
に

話
し
た
、
と
言
ふ
。」
な
ど
聞
い
た
話
だ
と
示
す
指
標
が
た
び
た
び
挿
入

さ
れ
る
。
孝
は
小
篠
の
生
前
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
死
後
に
得
た
情
報
も
総

合
し
な
が
ら
回
想
す
る
。
何
を
ど
の
よ
う
に
語
り
、
い
か
な
る
評
価
を
与

え
る
か
は
、
語
り
手
で
あ
る
孝
が
統
括
し
て
い
る
た
め
、
周
囲
か
ら
小
篠

と
順
一
に
向
け
ら
れ
た
眼
差
し
を
反
復
し
つ
つ
、
新
た
な
枠
組
み
を
提
示

す
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
。
だ
が

白
鷺

の
場
合
、
そ
う
し
た
語
り
の

再
現
は
困
難
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

白
鷺

の
孝
は
他
の
劇
中
人
物
と
同

じ
く
、
舞
台
上
の
現
在
を
生
き
る
人
間
の
限
ら
れ
た
視
点
し
か
持
た
な

い
。
そ
こ
で
〔
お
稲
に
向
け
た
語
り
〕
と
〔
読
者
に
向
け
た
語
り
〕
の
両

方
の
視
点
で
語
っ
た
場
合
、
人
物
と
し
て
の
性
質
の
一
貫
性
に
欠
け
る
お

そ
れ
も
あ
る
。
そ
し
て

白
鷺

に
お
い
て
は
二
つ
の
語
り
は
分
散
さ

れ
、
孝
は
〔
読
者
に
向
け
た
語
り
〕
の
視
点
を
引
き
継
い
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
原
作
を
要
素
に
分
割
し
、
各
場
面
や
各
人
物
の
台
詞
に

配
す
る
こ
と
は
、
原
作
を
意
識
し
て
脚
色
に
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
営
為

で
は
あ
る
。
し
か
し
、
本
来
「
白
鷺
」
と
は
物
語
の
構
造
が
異
な
る

白
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鷺

で
は
、
原
作
に
通
じ
る
要
素
が
、
原
作
と
は
異
な
る
意
味
を
持
つ
こ

と
も
あ
る
。
孝
が
原
作
の
二
つ
の
視
点
の
う
ち
、〔
読
者
に
向
け
た
語
り
〕

の
視
点
の
み
を
引
き
継
い
だ
こ
と
は
、
孝
の
小
篠
と
順
一
に
対
す
る
認
識

が
一
方
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
変
容
を
も
た
ら
し
た
。
な
ら
ば
そ
の
他
に

も
孝
の
台
詞
に
織
り
込
ま
れ
た
原
作
の
要
素
が

白
鷺

で
は
ど
の
よ
う

な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
か
、
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

次
に
挙
げ
る
の
は
「
白
鷺
の
一
二
節
」
に
含
ま
れ
る
場
面
で
は
な
い

が
、「
芝
居
見
た
ま
ゝ

白
鷺
」
の
第
二
幕
の
序
盤
に
、
孝
が
小
篠
に
つ

い
て
意
見
を
述
べ
る
場
面
が
記
さ
れ
て
い
る
。
同
幕
の
冒
頭
で
は
芸
妓

屋
・
竹
家
の
お
蟹
が
往
来
で
「
小
篠
が
飽
迄
純
粋
の
芸
者
と
し
て
立
て
通

さ
う
と
云
ふ
」
の
を
困
っ
た
も
の
だ
と

し
て
い
る
。
そ
の
後
、
雛
子
と

と
も
に
登
場
し
た
孝
は
、
雛
子
か
ら
同
様
の

を
聞
き
、
次
の
よ
う
に
答

え
る
。

『
小
篠
さ
ん
の
こ
と
を
云
ひ
出
さ
れ
る
と
何
ぼ
暢
気
な
僕
で
も
厭
に
な

つ
て
来
る
』
と
少
し
悄
気
る
。
が
、
そ
れ
で
も
、『
何
も

に
拘
は
る

と
い
ふ
程
の
こ
と
ぢ
や
な
し
、
一

男
と
い
ふ
も
の
は
鈍のろ
い
も
の
な
ん

だ
か
ら
、
一
寸
貴
方
や
と
か
何
と
か
云
つ
て
グ
リ
〳
〵
で
も
極
め
や
う

も
の
な
ら
、
忽
ち
懐
中
ぽ
つ
ぽ

が

か
に
な
つ
て
、
そ
れ
こ
そ
帰
り
に
は
自
分

の

き
な
人
と
一
緒
に
、
天
麩
羅
位
を

な
く
食
べ
ら
れ
や
う
と
云
ふ

も
の
な
ん
だ
が
』
な
ど
ゝ
ふ
ざ
け
て
ゐ
る
。

ま
た
「
白
鷺
の
一
二
節
」
の
「
連
引
の
一
節
」
で
は
、
孝
と
雛
子
は
以

下
の
よ
う
な
対
話
を
交
わ
す
。
冒
頭
、
孝
は
現
わ
れ
た
雛
子
に
「
お
い
、

あ
や
か
り
も
の
と
云
ふ
の
が
一
人
、
ぼ
ツ
ね
ん
と
し
て
居
る
ん
だ
ぜ
、」

と
文
句
を
言
い
、
雛
子
は
「
お
待
遠
さ
ま
で
し
た
ね
、
だ
か
ら
早
速
駈
け

て
来
た
わ
、」
と
答
え
る
。
だ
が
「
其
の
頰
を
一
寸
突
い
て
、」「
十
七
八

ぢ
や
あ
る
ま
い
し
、
い
や
に
初
心
ぶ
る
な
い
。」
と
続
け
る
孝
の
振
る
舞

い
に
本
当
に
怒
っ
て
い
る
様
子
は
な
く
、
す
ぐ
に
次
の
よ
う
な
冗
談
を
言

い
始
め
る
。

孝

中
略
）
私
は
一
寸
其
処
へ
出
り
や
…
…
（
中
略
）
浮
気
筋
が
突

張
る
た
ん
び
に
、
顔かほ
色つき
が
何
と
、
可
愛
く
な
つ
た
り
、
り
ゝ
し
く

な
つ
た
り
、
或
は
苦
み
走
つ
た
り
、
然
う
か
と
思
ふ
と
、
蕩
け
た

り
、
紫
陽
花
ぢ
や
な
い
け
れ
ど
、
せ
つ
〳
〵
に
変
る
か
ら
、
其
処

で
見
飽
き
は
し
な
い
ん
で
す
が
ね
、
お
前
と
い
ふ
も
の
は
融
通
が

利
か
な
い
、

田
の
孝たか
ち
や
ん
一
点
張
と
言
ふ
も
ん
だ
か
ら
、
顔

色
に
変
り
が
な
い
。（
後
略
）

連
引
の
一
節
」
は
於
登
利
で
待
つ
孝
の
も
と
に
、
雛
子
が
訪
れ
る
場

面
を
描
い
た
短
い
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
上
演
で
は
第
四
幕
・
第
一
場
「
緋

の
し
ご
き
」
の
半
ば
に
位
置
し
、
こ
の
場
面
の
後
に
、
小
篠
が
於
登
利
の

女
将
に
伊
達
の
懸
物
を
返
し
て
ほ
し
い
と
頼
み
、
女
将
が
そ
れ
を
断
る
場

面
が
あ
る
。
こ
こ
で
孝
は
、
自
分
は
「
浮
気
筋
が
突
張
る
」
ご
と
に
顔
立

ち
も
変
化
す
る
が
、
雛
子
は
「
勝
田
の
孝
ち
や
ん
一
点
張
」
で
つ
ま
ら
な

い
と
言
う
。
冒
頭
で
孝
が
雛
子
を
待
っ
て
い
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
他
に

客
を
持
ち
、
孝
を
待
た
せ
る
雛
子
は
「
勝
田
の
孝
ち
や
ん
一
点
張
」
で
は

な
い
。
だ
が
「
連
引
の
一
節
」
で
、
孝
が
雛
子
に
待
た
さ
れ
る
こ
と
は
深

刻
な
意
味
を
持
た
ず
、
二
人
は
実
態
を
離
れ
た
「
浮
気
」
な
男
と
一
途
な

女
を
演
じ
て
戯
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
芸
妓
と
客
と
い
う
関
係
に
お
い
て
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雛
子
を
待
つ
こ
と
は
当
然
と
さ
れ
、
二
人
は
そ
れ
を
知
っ
た
上
で
、
冗
談

を
言
い
合
っ
て
楽
し
む
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
挙
げ
た
孝
の
芸
妓
観
や
、
雛
子
と
の
関
係
と
い
う
要
素
は
原
作

の
「
白
鷺
」
に
も
み
ら
れ
る
。
し
か
し
新
派
劇

白
鷺

と
異
な
る
の

は
、
小
説
で
は
そ
れ
が
〔
お
稲
に
向
け
た
語
り
〕
で
、
小
篠
の
死
後
と
い

う
段
階
か
ら
提
示
さ
れ
る
情
報
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。

五

芸
妓
か
ら
の
解
放

白
鷺

の
新
た
な
展
開

白
鷺
」
で
は
、
五
坂
が
小
篠
を
探
し
に
待
合
へ
乗
り
込
ん
だ
こ
と
が

語
ら
れ
た
後
、
雛
子
の
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
小
篠
を
案
じ
る
お
稲

に
、
孝
は
こ
う
付
言
す
る
。

何
も
六むづ
ケ
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
さ
。
た
か
〴
〵
お
伽
を
す
る
分

の
事
で
す
。

で
、
ま
あ
、
何
う
せ
野
郎
は
の
ろ
い
ん
だ
か
ら
、
貴

下
、
私
ね
え
、
と
か
何
と
か
鼻
声
で
、
四
方
八
方
借
金
を
抜
く
か
ね
、

残
り
を
お
小
遣
に
し
て
、
情い
人ろ
と
差
向
ひ
で
、
鰻
で
茶
漬
ち
や
づ

る
…
…
」

ま
あ
！
」

其
の
か
は
り
相
手
が
違
ひ
ま
す
、
相
手
は
お
篠
さ
ん
ぢ
や
な
い
、

…
…
私
の
は
雛
子
つ
て
言
ふ
ん
で
す
、
少わか
い
の
に
自
前
で
ね
、
抱
妓
か
か
へ

の

二
人
も
あ
ら
う
と
云
ふ
働
き
も
の
さ
。」

雛
子
は
旦
那
を
複
数
持
ち
「
誰
に
で
も
…
…
一
寸
ち
よ
い

々
々
ち
よ
い

転
ぶ
」
と
、
色

を
売
る
こ
と
も
辞
さ
な
い
芸
妓
で
あ
る
。
孝
は
雛
子
に
待
た
さ
れ
る
こ
と

に
つ
い
て
も
「
二
階
へ
一
人
其
の
旦
那
が
来
て
居
て
、
階し
下た
に
は
鴛
鴦
の

懸
物
を
斜
に
睨
ん
で
、
私
が
控
へ
る
事
が
毎
度
あ
り
ま
す
。
驚
き
ま
せ
ん

な
。
女
も
、
一
寸
今
何
ん
だ
か
ら
直
き
よ
、
と
澄
ま
し
て
居
れ
ば
、
宜
し

く
頼
む
ぜ
、
な
ん
て
此
方
も
平
気
さ
。」
と
当
然
と
考
え
て
い
る
。

白

鷺

の
第
二
幕
に
あ
っ
た
、
芸
妓
と
し
て
望
ま
な
い
客
を
相
手
に
す
る
こ

と
も
仕
方
な
い
と
言
う
孝
の
台
詞
や
、「
連
引
の
一
節
」
に
描
か
れ
た
孝

と
雛
子
の
関
係
は
、
原
作
の
こ
う
し
た
要
素
を
踏
襲
し
て
い
る
。
だ
が
こ

れ
は
〔
お
稲
に
向
け
た
語
り
〕
で
の
発
言
で
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
。
こ
こ
で
孝
は
雛
子
と
自
身
の
関
係
を
「
恰
も
こ
れ
両ふた
牡おす
の
犬
相
並

ん
で
、
一
匹
の
牝
を
追
ふ
が
如
し
。」
と
「
犬
」
に
譬
え
、「
凡
そ
女
が
、

可い
厭や
な
奴
で
も
金か
子ね
で
自
由
に
成
ら
う
と
思
つ
て
、
断あき
念らめ
を
付
け
さ
へ
す

れ
ば
、
天
下
に
面
倒
は
少
し
も
な
い
。
其
の
か
は
り
、
女
な
ん
だ
か
、
牝

な
ん
だ
か
、
其
の
辺
は
覚
束
な
い
。」
と
、
雛
子
の
よ
う
に
ど
ん
な
客
も

相
手
に
す
る
姿
は
人
間
ら
し
く
は
な
い
と
述
べ
る
。
そ
う
し
た
雛
子
へ
の

揶
揄
的
な
言
葉
は
、
そ
れ
と
対
比
さ
れ
る
小
篠
の
純
粋
性
を
際
立
た
せ

る
。
孝
が
〔
お
稲
に
向
け
た
語
り
〕
で
雛
子
を
引
き
合
い
に
出
す
理
由
は

こ
こ
に
あ
る
。

た
だ
し
〔
読
者
に
向
け
た
語
り
〕
で
も
、
孝
は
小
篠
の
死
後
、
於
登
利

の
女
将
が
「
辛
く
当
つ
た
の
も
何
も
彼
も
、
皆
あ
の
人
の
た
め
を
思
つ
た

の
だ
、
と
真ほん
個たう
に
真
面
目
に
言
」
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
「
敢
て
憎
む
べ
き

で
は
な
か
ら
う
。
芸
者
の
身
の
た
め
を
思
つ
た
ら
、
或
は
然
う
す
る
の
が

道
か
も
し
れ
な
い
。」
と
評
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
雛
子
に
つ
い
て
揶
揄

的
に
述
べ
た
「
断
念
を
付
け
さ
へ
す
れ
ば
、
天
下
に
面
倒
は
少
し
も
な

い
。」
と
い
う
言
葉
も
強
ち
冗
談
ば
か
り
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
小

篠
の
死
後
、
一
定
の
時
間
を
経
た
と
思
わ
れ
る
孝
は
、
於
登
利
の
女
将
の

価
値
観
を
理
解
す
る
視
点
も
有
し
て
い
る
。「
白
鷺
」
の
孝
は
、
雛
子
の
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よ
う
に
振
る
舞
わ
な
か
っ
た
小
篠
が
、
幸
福
な
結
末
に
至
ら
な
か
っ
た
こ

と
も
、「
金か
子ね
の
工
面
も
工
面
だ
け
れ
ど
も
、
差
当
り
、
二
人
が
逢
ふ
処

を
算
段
し
よ
う
。
最
う
あ
の
様
子
ぢ
や
、
於
登
利
へ
は
遣
ら
れ
な
い
、
と

思
つ
て
居
る
と
、

其
の
間
も
な
か
つ
た
。」
と
自
ら
の
「
算
段
」
が

無
力
に
終
わ
っ
た
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。
皮
肉
ま
じ
り
に
雛
子
を
語
り
、

於
登
利
の
女
将
に
も
一
定
の
理
解
を
示
す
「
白
鷺
」
の
孝
の
態
度
は
、

「
断
念
を
付
け
」
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
死
と
い
う
結
末
を
迎
え

た
小
篠
に
対
す
る
感
慨
か
ら
導
か
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

し
か
し

白
鷺

に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
孝
の
芸
妓
観
や
、
雛
子
と

孝
の
関
係
は
小
篠
の
死
後
に
語
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
要
素

は
、
待
合
に
五
坂
が
乗
り
込
む
場
面
（
第
四
幕
・
第
一
場
の
末
尾
）
以
前

に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
の
小
篠
は
、
孝
が
金
銭
の
工
面
を
試
み
る

ほ
ど
に
は
切
迫
し
て
お
ら
ず
、
も
ち
ろ
ん
孝
は
小
篠
の
死
と
い
う
結
末
も

知
ら
な
い
。
さ
ら
に

白
鷺

の
場
合
は
〔
お
稲
に
向
け
た
語
り
〕
に
あ

っ
た
、
雛
子
の
よ
う
な
芸
妓
を
揶
揄
的
に
語
る
態
度
も
み
ら
れ
な
い
。
そ

の
時
、
芸
妓
に
つ
い
て
語
る
孝
の
台
詞
や
、
雛
子
と
の
関
係
が
表
す
の

は
、
舞
台
上
の
現
在
を
生
き
る
孝
の
、
そ
の
時
点
に
お
け
る
価
値
観
で
あ

る
。

白
鷺

の
孝
は
初
め
か
ら
、
芸
妓
と
い
う
も
の
の
性
質
を
知
り
、

雛
子
と
の
戯
れ
の
関
係
を
当
然
の
こ
と
と
受
け
入
れ
る
人
物
と
し
て
登
場

す
る
。「
白
鷺
」
に
あ
っ
た
要
素
は
、
回
想
と
い
う
構
造
の
消
失
に
よ
り
、

物
語
の
結
末
を
知
ら
な
い
孝
の
本
質
的
な
性
格
を
示
す
も
の
と
な
る
の
で

あ
る
。

そ
し
て
こ
の
変
容
は
、

白
鷺

に
独
自
の
孝
の
振
る
舞
い
に
つ
な
が

る
。

白
鷺

の
孝
は
、
小
篠
の
現
状
で
あ
る
芸
妓
が
ど
の
よ
う
な
も
の

か
を
理
解
し
た
上
で
、
問
題
の
解
決
を
目
指
す
。「
天
王
寺
」
で
邦
子
は

「
若
い
方
で
す
も
の
、
順
一
さ
ん
だ
つ
て
遊
ぶ
の
は
当
前

あたりまへ
」
と
、
順
一

を
芸
妓
で
あ
る
小
篠
と
「
遊
ぶ
」
客
と
し
て
語
る
。

白
鷺

の
孝
は
こ

の
枠
組
み
を
否
定
し
な
い
代
わ
り
に
、
芸
妓
と
い
う
境
遇
の
苦
悩
を
訴
え

る
こ
と
で
、
救
済
の
必
要
を
主
張
す
る
。「
天
王
寺
」
で
は
五
坂
に
迫
ら

れ
る
小
篠
に
つ
い
て
「
八
方
か
ら
く
も
の
巣
が
ら
み
で
、
金か
子ね
で
縛
つ
て

あ
る
身
体
か
ら
だ

。
血
を
吸
は
れ
る
の
は
今
の
間
で
、
然
う
す
り
や
活
き
て
は
居

ま
す
ま
い
。
奥
さ
ん
、
何
だ
つ
て
世
の
中
に
、
芸
者
が
操
を
守
る
ほ
ど
、

無
慙
な
事
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
語
っ
た
孝
の
言
葉
が
邦
子
を
動
か
し
、

身
請
け
の
金
の
立
て
替
え
を
導
く
こ
と
に
な
る
。
孝
は
芸
妓
が
「
金
子
で

縛
」
ら
れ
、「
操
を
守
る
」
の
が
難
し
い
と
い
う
現
実
を
知
る
た
め
に
、

金
銭
に
よ
っ
て
身
請
け
し
な
け
れ
ば
、
五
坂
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
と
い
う

小
篠
の
限
界
を
意
識
し
て
い
る
。
そ
の
意
識
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
孝
は
そ

の
境
遇
か
ら
の
解
放
を
試
み
る
の
で
あ
る
。

原
作
の
「
白
鷺
」
で
も
、
金
銭
に
縛
ら
れ
る
芸
妓
と
い
う
小
篠
の
境
遇

は
描
か
れ
て
い
る
。
於
登
利
の
女
将
は
、
呼
び
出
し
の
電
話
を
小
篠
に
告

げ
る
際
「
其
処
は
お
前
さ
ん
、
勤
め
だ
あ
ね
、」「
稲
木
さ
ん
だ
つ
て
、
分

つ
た
方
だ
あ
ね
。
何
も
御
自
分
一
人
の
も
の
と
極
め
て
い
ら
つ
し
や
り
は

し
な
い
し
さ
、」
と
順
一
を
芸
妓
で
あ
る
小
篠
の
客
と
し
て
、
他
の
客
と

同
列
に
扱
う
。
そ
れ
に
「
少
か
ら
ぬ
侮
辱
を
感
じ
て
、
声
も
や
ゝ
激
し

く
」「
お
出
掛
け
な
、
お
い
。」
と
答
え
る
順
一
も
、
癪
を
起
こ
し
た
時
に

「
私
は
其
の
女
房
かみさん

に
、
商
売
あきなひ

も
の
に
さ
れ
る
芸
者
で
す
。」
と
い
う
小
篠

も
、
そ
う
し
た
現
状
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
孝

は
「
於
登
利
へ
は
遣
ら
れ
な
い
、
と
思
つ
て
居
る
と
、

其
の
間
も
な

か
つ
た
。」
と
自
ら
の
無
力
を
回
想
す
る
の
み
で
あ
る
。

芝
居
見
た
ま
ゝ

白
鷺
」
の
「
お
と
り
が
出
て
来
る
。
稲
木
は
跡
に
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心
を
残
し
な
が
ら
帰
つ
て
行
く
。」（
第
四
幕
・
第
一
場
）
や
、
書
抜
の

「
そママ
う
し
て
私
は
そ
の
か
み
さ
ん
に
商
売
物
に
さ
れ
る
芸
者
で
す
／
と
、

言
つ
て
泣
き
入
る
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
二
人
の
こ
う
し
た
現
状
も

白

鷺

に
劇
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
し
て
「
白
鷺
の
一
二
節
」

の
「
若
鮎
の
一
節
」
に
は
、
そ
れ
に
対
す
る
孝
の
行
動
が
描
か
れ
る
。
万

能
鋏
で
喉
を
突
い
た
小
篠
の
も
と
に
孝
、
雛
子
、
順
一
が
駆
け
つ
け
、
孝

と
順
一
が
五
坂
ら
に
啖
呵
を
切
る
「
若
鮎
の
一
節
」
は
、

白
鷺

の
最

終
場
面
で
あ
る
。
柳
川
春
葉
は
「
金
を
大
詰
へ
持
つ
て
来
る
と
、
最
早
小

篠
は
死
ん
で
ゝ
間
に
合
は
な
い
、
気
の
毒
に
も
惜
し
い
事
と
い
ふ
見
物
に

印
象
を
与
え
る
為
に
、
無
駄
で
も
な
か

21
）

ら
う
」
と
い
う
意
図
か
ら
「
天
王

寺
」
の
場
面
を
加
え
た
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
大
詰
の
悲
劇
性
を
高
め
る

こ
と
を
意
識
し
て
い
た
。
だ
が
こ
の
場
面
は
悲
劇
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ

の
金
銭
が
小
篠
の
境
遇
を
変
え
よ
う
と
す
る
場
面
で
も
あ
る
。
孝
が
小
篠

に
駆
け
寄
ろ
う
と
す
る
と
、
竹
家
の
お
蟹
が
「
何
で
す
ね
え
、
お
前
さ
ん

は
、
竹
家
の
芸
者
を
わ
が
物
顔
に
。
こ
り
や
内
の
商
ひ
物
で
ご
ざ
い
ま
す

よ
。
は
い
、
大
枚
七
百
両
と
い
ふ
資
本
も
と
で

が
出
た
抱
へ
で
す
よ
。」
と
文
句

を
言
う
。
そ
れ
に
対
し
て
孝
は
「
初
松
魚
が
つ
お

の
懸
値
ぢ
や
ね
え
が
、
其
の
七

百
両
承
知
だ
い
。（
中
略
）
ソ
レ
、
指
の
先
に
唾
を
つ
け
る
な
、
き
れ
い

に
数
へ
て
、
器
用
に
受
取
れ
。」
と
言
い
、
金
で
お
蟹
の
横
顔
を
打
つ
。

そ
し
て
こ
の
場
面
で
は
「
伊
達
の
奥
さ
ん
の
お
情
で
、
お
前
さ
ん
を
ひ
か

せ
る
ん
だ
、
安
心
お
し
よ
。」（
孝
）「
嬉
し
い
で
せ
う
。
姐
さ
ん
、
姐
さ

ん
は
も
う
芸
者
ぢ
や
な
い
。
辰
巳
屋
の
お
嬢
さ
ん
、
憎
ら
し
い
奴
が
大
勢

居
る
。
毒
づ
い
て
お
遣
ん
な
さ
い
よ
、」（
雛
子
）
と
、
小
篠
が
も
は
や
芸

妓
で
は
な
い
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
小
篠
が
こ
と
切
れ
る
の
は
こ
の
場

面
の
最
後
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
孝
は
金
銭
に
よ
っ
て
、
死
の
間
際
の
小
篠

を
芸
妓
と
い
う
境
遇
か
ら
解
放
し
た
の
だ
と
い
え
る
。

白
鷺
」
の
孝
は
、
既
に
小
篠
の
死
と
い
う
結
末
を
迎
え
、
完
結
し
て

い
る
小
篠
と
順
一
の
関
係
に
、
伊
達
を
慕
う
者
同
士
の
絆
と
い
う
物
語
を

付
与
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
評
価
の
枠
組
み
を
提
示
し
た
。
一
方
、
す
べ

て
の
出
来
事
が
舞
台
上
の
現
在
の
こ
と
と
し
て
進
行
す
る

白
鷺

で

は
、
孝
は
小
篠
を
芸
妓
と
い
う
境
遇
か
ら
解
放
し
よ
う
と
し
、「
若
鮎
の

一
節
」
に
お
い
て
小
篠
の
死
の
間
際
に
そ
れ
を
実
現
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
孝
が
「
白
鷺
」
の
〔
読
者
に
向
け
た
語
り
〕
の
眼
差
し
、
す
な
わ
ち

小
篠
と
順
一
の
関
係
を
「
男
と
女
」
の
「
恋
」
と
捉
え
る
視
点
を
引
き
継

ぎ
、
ま
た
回
想
の
構
造
が
な
い
た
め
に
原
作
の
要
素
が
、
芸
妓
と
い
う
も

の
の
現
実
を
理
解
す
る
孝
の
価
値
観
を
表
す
も
の
に
な
っ
た
こ
と
が
影
響

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

白
鷺

の
上
演
に
あ
た
っ
て
、
俳
優
た
ち

が
「
伊
達
先
生
」
の
存
在
を
強
調
し
た
の
は
、
伊
達
に
ま
つ
わ
る
場
面
が

減
少
し
た
こ
と
で
、
二
人
の
関
係
に
伊
達
が
果
た
し
た
役
割
が
伝
わ
り
に

く
い
と
感
じ
た
た
め
だ
ろ
う
。
だ
が

白
鷺

に
お
い
て
「
伊
達
先
生
」

の
介
在
し
た
物
語
と
い
う
性
質
が
弱
め
ら
れ
て
い
る
の
に
は
、〔
お
稲
に

向
け
た
語
り
〕
を
孝
が
担
わ
な
い
こ
と
と
、
回
想
の
構
造
の
消
失
に
伴

い
、
孝
が
変
容
し
た
こ
と
が
深
く
関
係
し
て
い
る
。

白
鷺

に
お
け
る

孝
は
既
に
完
結
し
た
小
篠
と
順
一
の
物
語
に
新
た
な
評
価
の
枠
組
み
を
与

え
る
人
物
で
は
な
く
、
幕
切
れ
に
お
け
る
小
篠
と
順
一
の
関
係
を
、
芸
妓

と
客
と
い
う
現
状
を
脱
し
た
も
の
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
人
物
に
な
っ
て

い
る
。
そ
し
て
そ
の
孝
の
変
容
は
、
小
説
「
白
鷺
」
か
ら
新
派
劇

白

鷺

へ
の
脚
色
に
伴
う
、
物
語
の
構
造
の
変
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

た
。白

鷺
の
一
節
」
に
描
か
れ
た
孝
の
人
物
像
に
は
、
原
作
の
要
素
を
取
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り
入
れ
よ
う
と
い
う
意
識
も
働
い
て
い
る
。
だ
が
、
異
な
る
媒
体
間
の
脚

色
で
は
、
物
語
の
構
造
の
変
化
に
よ
り
、
そ
れ
が
原
作
と
は
異
な
る
意
味

を
持
つ
こ
と
が
あ
る
。「
白
鷺
の
一
二
節
」
は
、
脚
色
に
お
い
て
生
じ
る

そ
う
し
た
変
化
に
、
脚
色
に
関
わ
り
始
め
た
時
期
の
鏡
花
が
遭
遇
し
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
が
後
の
鏡
花
の
脚
色
へ
の
関
与
に
ど
の
よ
う
な

影
響
を
与
え
た
か
は
、
今
後
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。

※
泉
鏡
花
作
品
の
引
用
は
、
断
り
の
な
い
場
合
は
『
鏡
花
全
集
』（
一
九

四
〇
〜
四
二
、
岩
波
書
店
）
に
拠
る
。
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
特

殊
な
読
み
を
示
す
ル
ビ
以
外
は
省
略
し
た
。
ま
た
本
論
を
著
す
に
あ
た

っ
て
は
日
本
大
学
・
総
合
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
、
松
竹
大
谷
図
書
館
に

並
々
な
ら
ぬ
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
御
礼
を

申
し
上
げ
る
。

注１
）

越
智
治
雄
「
泉
鏡
花
の
「
か
き
ぬ
き
」」『
東
京
大
学
教
養
学
部

人
文
科
学

科
紀
要

国
文
学
・
漢
文
学
』
六
七
号
（
一
九
七
八
・
三
）

２
）

松
竹
大
谷
図
書
館
蔵
『
本
郷
座

番
付
』（
一
九
一
〇
・
四
）
同
館
所
蔵
の

『
角
座

番
付
』（
一
九
一
〇
・
五
）
に
よ
れ
ば
、
角
座
上
演
の
場
面
構
成
は

「
大
詰
第
一

銀
煙
管
」
の
場
が
な
い
こ
と
を
除
い
て
本
郷
座
と
同
一
で
あ

る
。

３
）

植
田
論
（
後
述
）
に
て
報
告
さ
れ
て
い
る
通
り
、
日
本
大
学
の
書
抜
に
は
修

正
跡
が
多
く
、
松
竹
大
谷
図
書
館
の
も
の
は
始
め
か
ら
そ
の
修
正
を
取
り
入
れ

て
書
か
れ
て
い
る
。
同
論
に
お
け
る
、
前
者
で
な
さ
れ
た
修
正
を
取
り
入
れ
て

書
き
直
し
た
も
の
が
後
者
だ
と
い
う
指
摘
は
首
肯
し
得
る
。
本
論
も
同
論
考
に

従
い
、
主
な
書
抜
の
引
用
は
松
竹
大
谷
図
書
館
の
も
の
か
ら
行
っ
た
。

４
）

伊
井
蓉
峰
「
本
郷
座
の
四
月
狂
言
」『
都
新
聞
』（
一
九
一
〇
・
四
・
二
二
）

５
）

日
本
大
学
に
所
蔵
さ
れ
た
書
抜
に
は
「
二
幕
目

木
挽
町
往
来
の
場
」
に
頁

を
貼
り
、
継
ぎ
足
し
た
部
分
が
あ
り
、「（
此
一
枚
は
泉
鏡
花
君
が
自
ら
か
い
た

も
の
！
）」
と
付
記
さ
れ
て
い
る
。
当
該
部
分
は
、
小
篠
が
近
田
と
い
う
順
一

の
同
郷
の
士
で
、
現
在
は
金
銭
的
に
困
窮
し
て
い
る
人
物
に
金
を
渡
す
際
の
台

詞
の
一
部
で
あ
り
「
白
鷺
の
一
二
節
」
に
は
含
ま
れ
な
い
。
こ
の
付
記
の
真
偽

は
不
明
で
あ
る
た
め
、
本
論
で
は
注
記
に
と
ど
め
た
が
、
引
き
続
き
調
査
・
考

察
に
努
め
た
い
。

６
）

植
田
理
子
「
泉
鏡
花
「
白
鷺
」
の
初
演
」『
日
本
語
と
日
本
文
学
』（
二
〇
一

三
・
二
）

７
）

植
田
論
で
は
、
柳
川
春
葉
が
「
併
し
白せりふ
は
無
論
原
作
に
依
つ
て
ゐ
る
の
で

す
。」（「
本
郷
座
楽
屋
訪
問
記

「
白
鷺
」
の
脚
色
に
つ
い
て
」
注
21
に
同
じ
）

と
語
っ
た
通
り
「
小
説
の
台
詞
の
多
く
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は

小
説
の
文
章
を
も
と
に
台
詞
を
作
っ
て
い
る
こ
と
、
小
説
内
に
描
か
れ
た
場
所

か
ら
場
を
作
っ
て
い
る
こ
と
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

８
）

湯
島
の
境
内
」「
錦
染
瀧
白
糸
」
へ
の
鏡
花
の
関
与
に
つ
い
て
は
拙
論

「

瀧
の
白
糸

上
演
史
に
お
け
る
泉
鏡
花
「
錦
染
瀧
白
糸
」
の
位
置
」『
藝
文

研
究
』
一
〇
四
号
（
二
〇
一
三
・
六
）、「
新
派
劇

婦
系
図

と
原
作
テ
ク
ス

ト
｜
泉
鏡
花
「
湯
島
の
境
内
」
を
視
座
と
し
て
｜
」『
日
本
近
代
文
学
』
九
〇

号
（
二
〇
一
四
・
五
）
に
述
べ
た
。

９
）

無
署
名
「
志
バ
ゐ
と
ゆ
う
げ
い
」『
都
新
聞
』（
一
九
一
〇
・
四
・
九
）

10
）

藤
澤
浅
二
郎
「
本
郷
座
楽
屋
訪
問
記

稲
木
順
一
」『
歌
舞
伎
』
一
一
九
号

（
一
九
一
〇
・
五
）

11
）

喜
多
村
緑
郎
「
本
郷
座
楽
屋
訪
問
記

芸
者
小
篠
」『
歌
舞
伎
』
一
一
九
号

（
一
九
一
〇
・
五
）

12
）

松
村
友
視
「『
白
鷺
』｜
語
り
の
構
造
｜
」『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』
五
四

巻
一
一
号
（
一
九
八
九
・
一
一
）

13
）

安
田
孝
「
鏡
花
「
白
鷺
」
の
か
た
り
」『
人
文
学
報
』
二
四
三
号
（
一
九
九

三
・
三
）

14
）

注
11
に
同
じ
。

15
）

藤
澤
浅
二
郎
「
本
郷
座
の
四
月
狂
言
」『
都
新
聞
』（
一
九
一
〇
・
四
・
二

二
）
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16
）

竹
の
屋
主
人
「
本
郷
座
の
「
白
鷺
」」『
東
京
朝
日
新
聞
』（
一
九
一
〇
・

四
・
一
六
）

17
）

中
村
生
「
本
郷
座
の
「
白
鷺
」
劇
」『
東
京
朝
日
新
聞
』（
一
九
一
〇
・
四
・

一
七
）

18
）

日
本
大
学
・
喜
多
村
緑
郎
文
庫
蔵
『
本
郷
座

筋
書
』（
一
九
一
〇
・
四
）

同
文
庫
所
蔵
の
書
抜
の
巻
頭
に
付
さ
れ
て
い
る
。

19
）

反
魂
香
「
芝
居
見
た
ま
ゝ

白
鷺
（
本
郷
座
四
月
狂
言
）」『
演
芸
画
報
』
四

年
五
号
（
一
九
一
〇
・
五
）

20
）

こ
の
場
面
は
五
坂
に
軟
禁
さ
れ
た
小
篠
が
伊
達
の
幻
を
見
る
も
の
で
、
原
作

に
は
な
い
。
し
か
し
「
白
鷺
」
で
小
篠
が
順
一
に
、
伊
達
の
夢
を
見
た
と
語
る

場
面
か
ら
着
想
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

21
）

柳
川
春
葉
「
本
郷
座
楽
屋
訪
問
記

「
白
鷺
」
の
脚
色
に
つ
い
て
」『
歌
舞

伎
』
一
一
九
号
（
一
九
一
〇
・
五
）
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