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『宵
庚
申
』
型
一
つ
腹
帯
』
に
み
る

近
松

・
海
音
の
文
体

一

作
者
と
し
て
の
近
松
と
海
音
を
、
同

一
水
準
に
置
い
て
比
較
論
じ
た
の
は
、

文
化
初
年

『
反
古
籠
』
の

「門
左
衛
間
は
人
麿
の
如
く
孔
明
の
如
し
。
海
音
は

赤
人
の
如
く
仲
達
の
如
し
」
が
湖
り
得
る
上
限
ら
し
く
、
そ
れ
以
前
に
同
種
の

批
評
の
あ
る
事
を
知
ら
な
い
。
近
松
に
関
し
て
詳
細
で
あ
る
『今
昔
操
年
代
記
』

（享
保
十
二
年
）も
、
海
音
に
関
し
て
は
、
豊
竹
座
の
説
明
中
で
作
者
と
し
て
名

前
を

一
度
あ
げ
る
ほ
か
は
別
に
記
す
事
も
無
く
、
た
だ
近
松
の
辞
世
を
の
せ
た

後
に

「
平
安
堂
の
な
が
れ
を
く
ん
で

一
作
な
さ
る
ヽ
人
々
近
年
出
来
、　
一　

・紀

海
音
…
…
…
」
と
記
す
の
み
で
あ
る
。

『
竹
豊
故
事
』
（宝
暦
六
年
）も
同
様
、

「浄
瑠
璃
作
者
並
近
松
氏
之
事
」
と

一
章
を
設
け
て
い
る
近
松
の
伝
記
の
あ
と
に
、

わ
ず
か
、
錦
文
流

・
村
上
嘉
助

。
紀
の
海
音
…
…
と
名
前
を
列
記
し
て
い
る
。

同
時
代
及
び
近
接
し
た
後
代
の
海
音
評
価
が
、
近
松
に
対
し
て
ど
う
で
あ

っ
た

か
は
、
こ
れ
ら
わ
ず
か
な
例
か
ら
で
も
ほ
ぼ
想
像
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

『
反
古
籠
』
よ
り
下

っ
て
、
安
政
二
年

『
浪
速
人
傑
談
』
は
、
あ
る
老
人
の
説

と
し
て

「近
松
氏
は
学
力
厚
き
に
す
ぎ
て
其
名
高
け
れ
ど
其
作
古
風
に
し
て
、

婦
女
童
蒙
の
耳
に
入
が
た
き
所
あ
り
、
海
音
氏
の
作
は
、
あ
ら
た
に
し
て
能
田

夫
児
輩
に
わ
か
り
や
す
し
」
と
い
う
評
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
海
音
称
讃
で

松

平

進

は
あ
る
が
、
批
評
の
基
準
が
下
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
れ
が
引
上
げ
ら
れ

れ
ば
美
点
は
そ
の
ま
ま
欠
点
に
な
る
。
た
だ

『
反
古
籠
』
の
場
合
と
同
様
、
と

に
か
く
両
者
が
比
較
の
水
準
に
あ
る
と
い
う
見
地
に
立
っ
て
い
る
事
が
注
意
さ

れ
る
。
つ
ま
り
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
、
近
世
中
期
以
降
に
、
海
音
評
価
に
あ
る
変

化
が
あ

っ
た
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
。

明
治
に
入
っ
て
、例
え
ば
水
谷
不
倒
氏

『
続
帝
国
文
庫

・
紀
海
音
浄
瑠
璃
集
』

解
題
（明
治
三
十
二
年

一
月
）
の
如
く
、

「門
左
衛
門
と
海
音
と
は
、
こ
れ
を
同

等
に
見
る
べ
か
ら
ざ
る
事
論
な
し
」
と
、
頭
か
ら
否
定
す
る
意
見
も
無
い
で
は

な
い
が
、
概
し
て
肯
定
的
で
、
比
較
論
は
長
く
命
脈
を
つ
な
い
で
行
く
。
と
言

う
よ
り
海
音
作
品
論
は
常
に
比
較
論
で
、
殆
ん
ど
必
ず
近
松
の
ひ
き
あ
い
に
出

さ
れ
て
来
た
。
対
抗
競
争
し
た
二
座
の
同
時
代
作
家
の
事
ゆ
え
、
比
較
の
根
拠

は
十
分
有
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
際
、
こ
れ
叉
殆
ん
ど
必
ず
近
松
の
引
立
て
役
を

振
り
当
て
ら
れ
た
海
音
は
、
不
運
な
作
家
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
う
い
っ

た
比
較
論
の
哨
矢
に
位
置
す
る
藤
村
作
氏

「紀
海
音
の
世
話
浄
瑠
璃
」
∩
国
語

と
国
文
学
』
大
正
三
年
六
月
）を
見
よ
う
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
海
音
の
特
色
の
第

一
は
、
内
容
面
か
ら
見
て
近
松
と
正
反

対
に

「義
理
を
主
位
に
置
い
て
人
情
を
従
位
に
置
い
た
所
…
…
義
理
を
重
ん
じ

て
人
情
を
軽
ん
じ
て
ゐ
る
点
」
で
あ
り
、
且
つ
、
近
松
は
義
理
と
人
情
が
作
中



で
混
然
と
結
び
つ
き
双
方
共
に
人
を
感
泣
さ
せ
る
が
、
海
音
は
、
義
理
の
表
現

さ
え
近
松
に
及
ば
ず
、
有
効
で
な
い
と
言
う
。
さ
ら
に
形
式
面
か
ら

「事
件
の

外
相
も
亦
道
理
の
筋
道
も
尋
常
平
板
に
過
ぎ
て
、
景
を
人
形
劇
の
舞
台
上
に
想

像
し
て
も
目
立
た
ず
、
華
々
し
か
ら
ず
、
理
情
の
上
で
、
ひ
ど
く
人
を
感
激
せ

し
む
べ
き
も
の
が
無
い
。」
と
述
べ

「
近
松
は
人
情
作
家

。
彼
は
義
理
作
家
Ｌ
近

松
は
人
情
の
人
、
愛
の
人
…
…
彼
は
知
の
人
、
理
の
人
」
と
結
論
し
て
い
る
。

藤
村
氏
の
こ
の
論
文
は
い
わ
ば
比
較
論
の
原
型
で
、
以
後
、
黒
木
勘
蔵
氏

「紀

海
音
研
究
」
（新
潮
社

『
日
本
文
学
講
座
』
江
戸
時
代
下
、
昭
和
三
年
）が
、
こ

の
説
を
敷
街
し
文
章
の
特
色
を
も
含
め
て
行
届
い
た
研
究
を
さ
れ
た
後
は
、
例

え
ば
増
田
四
郎
氏
「紀
海
音
の
研
究
」
（改
造
社

『
日
本
文
学
講
座
』
１０
、
風
八

年
）が
、海
音
の

「道
楽
気
」
を
指
摘
し
た
如
く
、
そ
れ
ぞ
れ
興
味
深
い
展
開
を

見
せ
つ
つ
、
原
則
的
な
点
で
は

一
貫
し
て
い
て
、
守
随
憲
治
氏

「海
音

。
出
雲

・
半
二
」
（岩
波
講
座

『
日
本
文
学
』
同
七
年
）、
樋
日
慶
千
代
氏

「傑
作
浄
瑠

璃
集
上
」
解
題
（
『
評
釈
江
戸
文
学
叢
書
』
同
十
年
）、
諸
田
善
雄
氏

「紀
海
音

の
著
作
年
代
考
証
と
そ
の
作
品
傾
向
」
（
『
国
語
国
文
』
同
十

一
年
）
「海
音
の

時
代
只

『
上
方
』

一
二
九
号
、
同
十
六
年
）、
吉
永
孝
雄
氏

「紀
海
音
の
一
生
」

（同
誌
）、
近
石
泰
秋
氏

「紀
海
音
の
時
代
物
浄
瑠
璃
」
（同
誌
）、
園
田
民
雄
氏

「紀
海
音
」
（
『浄
瑠
璃
作
者
の
研
究
』
第
三
章
、
同
十
九
年
）、
高
野
正
巳
氏

「近
松
と
海
音
の
交
渉
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
同
二
十
五
年
）、
「紀
海
音
と
近

松
」
（
『
近
松
と
そ
の
伝
統
芸
能
』

。
一
二
、
同
四
十
年
）、
広
末
保
氏

「
近
松

の
芸
術

〔附
〕
紀
海
音
」
（岩
波
講
座

『
日
本
文
学
史
』
同
三
十
三
年
）等
々
を

へ
て
、
最
近
の
、
海
音
の
世
話
物
の
特
質
を
そ
の
俳
諾

。
生
活
環
境

。
若
太
夫

と
の
関
連
に
お
い
て
総
合
的
に
把
え
ら
れ
た
横
山
正
氏

「世
話
浄
瑠
璃
に
お
け

る
海
音
の
手
法
」
（
『
近
世
文
芸
稿
」
９
、
同
三
十
九
年
）
に
至
る
ま
で
、
該
博

な
貴
重
な
研
究
が
、
私
の
前
に
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
す
で
に
近
石
氏

は
前
掲
論
文
で
、
従
来
の
海
音
研
究
を
ま
と
め
て
、

一
理
智
的
な
作
者
で
あ
る
　
一
一人
情
よ
り
義
理
の
精
神
を
強
調
し
て
ゐ

る
　
三
叙
述
的

。
散
文
的
客
観
的
平
板
で
あ
る
　
四
結
構
整
然
と
し
て

理
に
詰
ん
で
ゐ
る
　
五
場
面
の
変
化
に
乏
し
く
芸
術
的
情
調
が
之
に
伴

っ
て
ゐ
な
い
　
エハ
流
用

。
翻
案

。
改
作

。
撮
合
が
多
い

の
六
項
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
恐
ら
く
こ
れ
に
異
論
を
は
さ
む
人
は
あ
る
ま

い
。海

音
研
究
も
、
近
松
研
究
の
場
合
と
同
様
、
浄
瑠
璃
詞
章
の
比
較
だ
け
で
は

意
味
が
無
く
、
太
夫

・
興
行
な
ど
を
含
め
て
考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
立
場
は
当

然
あ

っ
て
、
前
記

『
上
方
』
の
諸
論
文
は
そ
れ
で
あ

っ
た
。
巻
頭
論
文

・
守
随

氏

「紀
海
音
の
位
置
」
が
そ
れ
を
明
言
し
、
誅
田
・
吉
永
氏
は
す
で
に
従
前
か

ら

一
貫
し
て
そ
の
立
場
で
あ

っ
た
。
た
だ
そ
の
場
合
も
発
言
を
詞
章
に
関
わ
る

点
に
限

っ
て
み
る
と

（そ
う
し
て
は
研
究
の
意
図
に
は
全
く
そ
わ
な
い
わ
け
だ

が
）
、従
来
の
研
究
を
全
て
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
立
場
の
相
違
を

含
め
て
も
、
海
音
近
松
の
比
較
論
に
は
、
も
う
結
論
が
出
て
い
る
。

．
　

唯
彼
の
作
品
は
上
野
少
橡
の
美
聾
と
お
山
人
形
遣
、
辰
松
八
郎
兵
衛
の

技
に
よ
っ
て
、
人
気
を
保
た
れ
て
ゐ
た
の
で
、
作
品
そ
の
も
の
か
ら
考

へ
る
と
ど
う
し
て
も
近
松
の
敵
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
は
れ
る
。

吉
永
氏
の
前
掲
論
文
の
一
部
だ
が
、
こ
れ
又
異
論
の
余
地
は
あ
る
ま
い
。

と
こ
ろ
で
近
松
を
海
音
の
上
に
置
く
そ
の
根
拠
の
重
要
な

一
点
に
、
近
松
は

情
の
作
家
海
音
は
知
の
作
家
と
い
う
常
識
が
あ

っ
た
。
つ
ま
り
情
を
知
の
上
に

置
く
事
、
少
な
く
と
も
浄
瑠
璃
に
関
し
て
は
、
情
を
知
よ
り
重
く
見
る
事
が
通

用
し
て
い
る
。
浄
瑠
璃
は
情
緒
的
な
作
物
、
し
つ
と
り
と
し
た
情
緒
纏
綿
た
る

も
の
と
見
る
わ
け
で
あ
る
。
で
は
仮
に
、
浄
瑠
璃
を
知
的
な
作
物
と
す
る
と
海

音
は
近
松
の
上
に
立
つ
の
か
。
さ
ら
に
情
の
人

・
知
の
人
又
は
人
情
作
家

・
義



理
作
家
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
―
―
人
情
を
知
的
に
描
く
と
い
う
事
は
あ
り
得

な
い
の
だ
ろ
う
か
。
も

っ
と
も
、
情

。
知
に

「的
」
を
附
し
た
こ
の
評
語
は
曖

味
を
き
わ
め
て
い
て
議
論
を
進
め
て
行
く
上
で
は
有
効
な
術
語
で
は
あ
る
ま
い
。

私
は
た
だ
、
先
に
見
て
来
た
従
来
の
研
究
で
常
識
化
し
て
い
る
評
価
に
異
論
が

あ
る
わ
け
で
は
全
く
無
く
、
比
較
に
恰
好
の
二
作
品
に
関
し
て
私
な
り
の
方
法

で
、
情
的
と
か
知
的
と
か
言
わ
れ
て
来
た
側
面
を
吟
味
し
て
み
た
い
だ
け
で
あ

スタ
。

二

何
故
お
千
代
は
去
ら
れ
た
か
。
仮
に
こ
の
設
間
を
た
て
て
み
る
。
「宵
庚
申
」

「
ニ
ツ
腹
帯
」
の
両
作
品
全
体
に
比
較
の
網
の
目
を
行
き
わ
た
ら
せ
る
事
は
不

可
能
で
も
あ
り
無
意
味
で
も
あ
る
の
で
、
こ
の
設
間
を
解
く
事
に
限
っ
て
み
た

い
。
も
と
よ
り
こ
れ
は
事
新
し
い
設
間
で
は
な
く
、
例
え
ば
先
に
も
あ
げ
た
樋

口
慶
千
代
氏

『
傑
作
浄
瑠
璃
集
上
』
に
よ
る
と
、
こ
う
言
っ
た
設
間
に
丁
度
答

え
る
形
で
、
次
の
如
く
原
因
を
分
析
し
て
い
る
。

①
近
松

『
心
中
宵
庚
申
』
の
評
よ
り

半
兵
衛
夫
婦
の
姑
は
、
さ
さ
や
か
な
八
百
屋
店
を
引
興
す
に
辛
労
し
、

気
丈
な
女
で
あ

っ
た
だ
け
に
、
己
が
甥
を
差
置
き
、
半
兵
衛
を
見
込
ん

で
養
子
と
し
、
愛
し
た
の
で
あ
つ
た
ら
う
。
が
半
兵
衛
が
お
千
世
を
妻

に
迎
へ
る
に
及
ん
で
、
己
が
愛
を
奪
は
れ
た
様
に
気
淋
し
う
感
じ
、
嫉

妬
の
焔
を
燃
し
て
自
か
ら
邪
険
な
者
と
な
り
、
従
順
な
嫁
を
い
ぢ
め
た

て
、
そ
れ
が
日
々
に
深
刻
と
な
っ
た
。

②
海
音

『
心
中
二
つ
腹
帯
』
の
評
よ
り

家
政
に
苦
し
み
抜
い
た
姑
は
、
睦
じ
い
若
夫
婦
に
対
し
て
妬
み
を
感
じ
、

邪
魔
者
視
し
た
。
こ
れ
を
知
る
絶
て
の
者
は
、
邪
険
な
姑
を
憎
ん
で
若

夫
婦
に
同
情
し
た
。
姑
は
嫁
の
派
手
好
き
に
難
癖
を
附
け
て
去
ら
う
と

す
る
。

こ
の
曲
の
鑑
賞
と
し
て
こ
れ
は
と
り
た
て
て
異
論
の
出
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

た
だ
、
原
因
を
専
ら
姑
の
嫉
妬
心
に
置
い
て
い
る
わ
け
だ
が
、
評
者
の
そ
う
い

っ
た
解
釈
は
し
ば
ら
く
措
き
、
作
者
自
身
が
そ
こ
を
ど
う
書
い
て
い
る
か
。
文

脈
に
従

っ
て
見
て
行
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
衝
突
の
当
事
者
で
あ
る

姑
と
お
千
代
の
う
ち
、
ま
ず
明
ら
か
に
書
か
れ
て
い
る
お
千
代
の
側
の
何
ら
か

の
欠
点
と
か
落
度
を
、
可
能
な
限
り
抜
き
出
し
て
み
る
。

Ｉ
海
音

①
お
千
代

・
伯
母
の
登
場
時
の
紹
介
（地
の
文
）

苫
も
る
露
も
情
知
る
。
ゆ
か
り
に
摩
く
な
ぎ
袖
や
。
小
棲
に
色
を
抱
帯

は
で
な
姿
の
女
房
に
。
婆
の
連
立
つ
其
風
情
。
荒
れ
し
軒
端
に
三
日
月

の
。
光
こ
ぼ
る
ゝ
如
く
な
り
。

②
泊
り
宿
の
亭
主
与
次
兵
衛
の
詞

町
方
の
お
内
儀
に
は
ば
つ
と
か
う
と
な
御
風
俗
。

③
千
代
の
家
柄
に
関
す
る
、
伯
母
の
詞

こ
な
た
（半
兵
衛
）
は
元
が
由
あ
る
身
仁
右
衛
門
殿
も
歴
々
。
千
代
が

一

家
は
吹
け
ば
飛
ぶ
。

④
千
代
に
関
す
る
、
伯
母
の
詞

器
量
は
こ
な
た
（半
兵
衛
）
の
覚
え
て
な
り
。
ち
つ
と
の
落
目
は
派
手
な

れ
ど
若
い
時
が
三
度
は
な
い
。

⑤
半
兵
衛
の
詞

堪
忍
す
る
が
町
人
風
。
女
房
は
又
当
世
の
風
。
世
間
の
人
が
誹
ら
う
が

母
者
人
が
く
す
べ
う
が
。
此
ば
つ
と
し
た
悌
を
。
我
等
が
宿
の
お
千
代

じ
や



⑥
嘉
兵
衛
の
詞

か
ね
ハ
ヽ
お
主
も
知
る
通
り
役
に
立
た
ず
の
嫁
御
寮

⑦
お
千
代
自
身
の
詞

不
調
法
な
る
自
ら
が
悪
い
所
を
陰
に
な
り
、
日
向
に
な
っ
て
明
暮
に
、

③
姑
の
詞

お
前
の
様
な
よ
い
衆
の
嫁
御
に
し
て
は
似
合
は
う
が
。
此
方
づ
れ
の
内

に
て
飯
を
も
炊
か
に
や
な
ら
ぬ
身
で
。
肌
に
は
小
袖
鼻
紙
は
。
延
べ
で

な
け
れ
ば
手
に
鰯
れ
ず
。
わ
し
ら
は
お
寺
の
奉
加
さ
へ
百
目
の
銀
は
大

儀
な
に
。
五
両
と
や
ら
の
櫛
を
挿
し
鳥
甲
程
髯
出
し
て
。
太
夫
の
道
中

す
る
様
に
狭
い
所
を
八
文
字
。
そ
こ
ら
あ
た
り
の
青
物
は
。
踏
み
潰
さ

れ
て
芥
に
な
る
。
其
費
で
も
積
つ
た
ら
此
身
代
は
ひ
づ
み
ま
し
よ
。
是

が
八
百
屋
の
お
内
儀
に
成
り
遂
げ
う
か
と
え
せ
笑
ふ
。

右
八
項
の
う
ち
③
は
除
外
し
て
も
い
い
。
家
柄
が
問
題
に
な
っ
て
去
ら
れ
た
と

い
う
事
は
全
く
見
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
次
に
近
松
に
眼
を
移
し
て
み
る
。

Ｉ
近
松

①
お
千
世
の
服
装
に
関
す
る
地
の
文

駕
籠
の
戸
あ
く
れ
ば
打
し
ほ
れ
目
元
し
ば
よ
る
、
縮
緬
の
、
二
重
廻
り

の
抱
へ
帯

②
千
世
に
関
す
る
父
平
右
衛
門
の
詞

去
年
聟
入
せ
し
折
か
ら
、
不
調
法
な
娘
を
進
上
い
た
し
た

③
千
世
の
行
為
に
関
す
る
父
平
右
衛
門
の
詞

半
兵
衛
是
見
や
此
し
ど
な
さ
、
婦
ら
ん
と
い
ふ
嬉
し
さ
に
、
親
の
病
ひ

を
か
共
い
は
ず
、
悦
ぶ
顔
を
見
る
親
の
、
心
の
内
の
嬉
し
さ
を
、
叶
は

ゞ
見
せ
て
謹
い
ひ
た
し
、
と
り
し
め
の
な
い
お
ろ
か
者
伊
右
衛
門
夫
婦

の
気
に
は
入
ま
い
、
た
の
む
は
そ
な
た
の
心

一
ツ

④
千
代
自
身
の
行
為

…
…
此
戸
棚
の
ほ
こ
り
は
い
の
、
奥
の
疵
も
ま
だ
ふ
さ
が
ず
、
香
の
物

も
見
廻
た
し
何
か
ら
為
う
や
ら
気
が
う
ろ
つ
く
、
ゐ
付
た
所
に
ゐ
て
見

よ
と
と
ん
と
坐
り
し
茶
釜
の
前
、
湯
を
わ
か
し
て
水
に
成

海
音
は
、
千
代
の
欠
点
を
、
姑
の
日
か
ら
だ
け
で
な
く
当
人
や
当
人
の
身
内
で

あ
る
夫

・
伯
母
、
さ
ら
に
第
二
者
に
ま
で
言
わ
せ
て
い
る
の
で
、
公
平
に
言

っ

て
八
百
屋
の
女
房
に
は
あ
ま
り
相
応
し
く
な
い
派
手
な
所
の
あ
る
女
で
あ
る
事

が
了
解
さ
れ
て
く
る
。
近
松
の
説
明
は
そ
の
点
に
委
曲
を
つ
く
し
て
い
る
と
は

言
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は

「
説
明
」
に
言
葉
が
尽
さ
れ
て
い
な
い
と

い
う
だ
け
の
事
で
あ

っ
て
、
就
中
③
④
は
、
行
き
と
ど
い
た
海
音
の
①
か
ら
③

に
十
分
太
刀
打
出
来
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
が
近
松
の
所
謂

「
あ

は
れ
を
あ
は
れ
也
と
い
ふ
時
は
、
含
蓄
の
意
な
ふ
し
て
け
つ
く
其
情
う
す
し
。

あ
は
れ
也
と
い
は
ず
し
て
、
ひ
と
り
あ
は
れ
な
る
が
肝
要
な
り
」
で
あ
ろ
う
。

た
と
へ
ば
松
島
な
ん
ど
の
風
景
に
て
も
、
（中
略
）其
景
を
ほ
め
ん
と
お

も
は
ゞ
、
其
景
の
も
や
う
共
を
よ
そ
な
が
ら
数
ノ
ヽ
云
立
れ
ば
、
よ
き

景
と
い
は
ず
し
て
、
そ
の
景
の
お
も
し
ろ
さ
が
お
の
づ
か
ら
し
る
ヽ
事

也
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
難
波
み
や
げ
』
発
端
）

近
松
は
人
物
の
些
細
な
行
為
二
つ
で
、
そ
の
性
格
を
端
的
に
暗
示
し
て
い
る
。

恐
ら
く
た
れ
し
も
こ
の
二
項
か
ら
、
お
千
世
と
い
う
人
物
の
心
象
を
浮
か
べ
る

こ
と
が
出
来
よ
う
。
可
愛
い
所
が
あ
る
が
実
務
的
で
な
い

（と
言
う
様
な
換
言

を
し
て
行
く
と
次
第
に
意
味
が
な
く
な
る
が
）
人
物
と
言
え
ば
い
い
か
、
兎
に

角
近
松
は
海
音
と
は
全
く
異
っ
た
方
法
で
描
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

離
別
の
原
因
は
、
お
千
代
の
側
に
だ
け
あ
る
わ
け
で
は
無
い
。
姑
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。

Ｉ
海
音



①
千
代
の
伯
母
の
詞

姑
御
の
さ
が
な
う
て
取
り
に
く
い
御
機
嫌
に
、
辛
抱
す
る
は
何
故
ぞ

②
半
兵
衛
の
内
心
を
説
明
し
た
地
の
文

養
ひ
母
の
胴
欲
さ
思
ひ
廻
せ
ど
さ
す
が
叉

③
青
物
づ
く
し

練
れ
た
親
父
は
結
構
者
ふ
き
の
姑
に
が
日
に
、
嫁
菜
の
袖
を
ひ
た
し
物

千
代
と
は
あ
だ
の
女
松
茸

④
姑
に
関
す
る
説
明
（地
の
文
）

詞
の
あ
と
も
針
を
持
つ
姑
は
つ
こ
ど
声

⑤
姑
に
対
す
る
批
評
（地
の
文
）

女
の
性
は
嫁
や
子
の
中
も
法
界
倍
気
日

⑥
姑
に
対
す
る
同
行
衆
七
兵
衛
の
忠
告

こ
な
た
の
様
に
言
ひ
立
つ
れ
ば
、
記
言
の
手
は
あ
が
れ
ど
も
。
ど
こ
を

聞
い
て
も
其
様
に
よ
い
事
ば
か
り
は
揃
は
ぬ
も
の
。

⑦
仁
右
衛
門
に
対
す
る
同
行
衆
の
忠
告

仁
右
衛
門
殿
。
そ
な
た
も
ち
つ
と
物
言
は
じ
や
れ
。
鳴
が
こ
は
さ
に
黙

つ
て
か
。

③
姑
に
対
す
る
嘉
兵
衛
の
詞

胴
欲
な
は
姑
御
。
嫁

一
人
が
憎
い
と
て
大
勢
に
憂
身
を
見
せ
。
嘉
兵
衛

は
髪
を
出
て
行
く
と
明
日
か
ら
路
頭
に
立
ち
ま
す
ぞ
や
。
（中
略
）そ
れ

で
も
嫁
が
去
り
た
い
か
堪
忍
が
な
ら
ぬ
か

◎
右
の
詞
に
対
す
る
姑
の
行
為

…
…
堪
忍
が
な
ら
ぬ
か
」
と
恨
み
て
も
か
こ
ち
て
も
、
心
つ
れ
な
く
返

事
せ
ず
見
向
き
も
せ
ね
ば
詮
方
な
く
。

海
音
の
場
合
、
さ
ら
に
姑
の
金
銭
欲
が
離
別
に
か
ら
む
。
こ
れ
は
近
松
で
は
全

く
無
い
要
素
で
あ
る
。

⑩
姑
に
関
す
る
嘉
兵
衛

・
利
介
の
詞

ナ
ン
ト
利
介
。
お
婆
が
先
の
気
相
で
も
。
寺
同
行
の
御
意
見
で
。
邪
険

の
角
が
折
れ
う
か
い
。
イ
エ
ノ
ヽ
存
じ
も
寄
ら
ぬ
こ
と
。
生
れ
付
い
た

る
熊
手
性
。
今
度
の
起
り
も
根
が
欲
か
ら
。
按
摩
取
の
印
可
め
が
。
跡

先
な
し
の
饒
舌
口
さ
る
浪
人
の
娘
と
や
ら
。
年
は
十
八
敷
金
は
大
金
で

七
十
両
氏
系
図
よ
り
確
か
な
る
商
人
へ
や
り
た
い
と
。
頼
ま
れ
ま
す

⑪
姑
自
身
の
詞

二
三
十
年
身
の
油
絞
り
溜
め
た
る
金
銀
が
、
（
お
千
代
の
為
に
）忽
ち
水

に
な
る
事
を
見
な
が
ら
孫
が
か
は
ゆ
く
ば
、
は
て
ど
う
な
り
と
な
さ
れ

ま
せ
。
し
た
が
わ
し
に
は
暇
下
さ
れ
。
短
い
浮
世
に
気
に
入
ら
ぬ
顔
見

て
修
羅
を
燃
そ
よ
り
。
頭
こ
そ
げ
て
未
来
を
ば
、
助
か
る
様
に
致
さ
う

と
緩
む
気
色
は
な
か
り
け
り
。　
　
　
　
　
　
　
ヽ

以
上
の
う
ち
⑤
は
、　
一
寸
注
意
を
要
す
る
。
こ
の
章
の
最
初
に
樋
口
氏
の
評

「

姑
は
睦
じ
い
若
夫
婦
に
対
し
て
妬
み
を
感
じ
、
邪
魔
者
視
し
た
」
を
引
い
た
が
、

あ
れ
は
こ
の
⑤
を

一
つ
の
よ
り
所
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
か
と
も
思

わ
れ

る

（他
に
嫉
妬
に
類
し
た
叙
述
全
く
無
し
）。
だ
が
こ
れ
は
、
半
兵
衛
が
つ
れ
一戻
っ

た
千
代
に
逢
い
に
行

っ
て
い
る
事
に
対
す
る
法
界
倍
気
で
あ

っ
て
、
そ
も
そ
も

の
離
別
の
原
因
と
し
て
掲
げ
う
る
か
ど
う
か
疑
間
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
れ
は
、

除
外
す
べ
き
項
か
も
し
れ
な
い
。

Ｉ
近
松

①
姉
お
軽
の
詞

気
の
取
り
に
く
い
舅
姑
持
た
お
千
世

②
お
千
世
自
身
の
説
明

道
具
に
そ
へ
暇
の
状
は
跡
か
ら
、
先
い
ね
と
評
も
言
は
ず
、
お
腹
に
四



月
た
だ
も
な
い
身
を
、
姑
御
が
手
を
取
て
か
ご
に
引
ず
り
の
せ
、
む
ご

い
つ
ら
い
…

・

③
姉
お
軽
の
詞

子
の
有
物
を
夫
の
留
守
隙
く
れ
る
姑
、
心
に
一
物
有
は
い
の
、
伯
母
聟

な
が
ら
そ
な
た
の
親
分
、
高
麗
橋
式
丁
目
川
崎
屋
源
兵
衛
殿
指
置
て
、

直
に
援

へ
突
付
る
仕
方
も
悪
し
、

④
地
の
文

女
房
は
内
外
の
世
話
に
五
つ
も
年
ふ
け
て
、
朝
か
ら
晩
ま
で
気
は
苛
立

て
⑤
半
兵
衛
に
対
す
る
姑
自
身
の
詞

さ
ぞ
お
れ
が
事
そ
し
り
や
つ
つ
ろ
、
十
五
年
世
話
に
し
た
、
親
の
嫌
ふ

女
房
に
随
分
と
孝
々
尽
し
、
親
に
は
不
孝
尽
し
や
、
恩
し
ら
ず
め
と
畳

た
ヽ
い
て
わ
め
き
居
る

⑥
姑
に
対
す
る
伊
右
衛
門
の
詞

ハ
レ
鳴
何
を
や
か
ま
し
い
、
又
し
て
も
ノ
ヽ
半
兵
衛
さ
へ
見
れ
ば
、
敵

の
様
に
云
ふ
人
じ
や

⑦
半
兵
衛
に
対
す
る
姑
の
威
嚇

必
ず
（千
世
を
）去
り
や
ゝ
、
間
に
合
い
ふ
て
だ
ま
し
や
れ
ば
、　
コ
レ
此

母
が
咽
笛
を
出
刃
庖
丁
で
ち
よ
い
じ
や
ぞ
や
、
母
殺
す
か
女
房
さ
る
か
、

そ
れ
か
ら
は
そ
つ
ち
の
勝
手
次
第

海
音
は
、
姑
の
胴
欲
―
―
欲
が
深
く
て
自
分
勝
手
（残
酷
）だ
∧
明
解
国
語
辞
典

Ｖ
Ｉ
Ｉ
な
人
柄
を
、
金
銭
に
か
ら
め
て
、
十
分
に
説
明
す
る
。
従

っ
て
前
の
お

千
代
に
関
す
る
各
項
を
参
照
す
る
と
、
離
別
に
至
っ
た
原
因
や
経
緯
が
、
い
わ

ば
情
理
兼
備
え
て
理
解
で
き
て
く
る
。
確
か
に
海
音
は
、
周
到
に
説
明
し
筋
の

構
築
を
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
近
松
は
、
人
間
同
志
の
衝
突
が
全
て
だ
と
い

う
感
が
強
い
。
就
中
姑
の
強
烈
な
人
柄
が
前
面
に
押
出
さ
れ
て
い
る
。
事
実
金

銭
も
か
ら
ん
で
い
な
い
。

一
体
近
松
海
音
比
較
論
で

「宵
庚
申
」

「
二
つ
腹
帯
」
の
対
照
に
な
る
と
、

必
ず
中
之
巻
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
近
松
の
人
情

。
海
音
の
義
理
が
言
い
た
て
ら

れ
た
。
そ
れ
に
関
し
て
私
は
全
然
異
論
は
な
い
の
だ
が
、
た
ゞ
あ
れ
は
場
所
も

登
場
人
物
も
異
な
る
二
つ
の
場
面
で
あ

っ
た
。
環
境

・
情
況
の
等
し
い
二
物
の

比
較
を
心
が
け
る
な
ら
ば
、
下
の
巻
、
就
中
姑
を
と
り
あ
げ
る
べ
き
で
は
あ
る

ま
い
か
。
作
中
に
於
け
る
姑
の
位
置
は

「宵
庚
申
」

「
二
つ
腹
帯
」
も
変
り
は

無
く
、
こ
の
離
別
及
び
心
中
を
捲
起
す
立
役
者
で
あ
る
が
、
そ
の
人
物
の
書
か

れ
方
に
関
し
て
は
甚
だ
大
き
な
懸
隔
を
持

っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
点
が
近
松

・
海
音
の
本
質
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

三

姑
に
関
す
る
言
及
の
う
ち
Ｉ
海
音
の
第
⑤
項
は
、
詳
し
く
記
す
と
左
の
通
り

で
あ
る
。

サ
ア
半
兵
衛
の
参
り
や
つ
た
庚
申
様
は
石
町
。
伯
母
の
所
へ
先
度
か
ら

嫁
の
千
代
め
が
来
て
ゐ
る
げ
な
。
顔
突
合
せ
夜
も
す
が
ら
庚
申
待
を
し

を
ら
う
と
、
女
の
性
は
嫁
や
子
の
中
も
法
界
倍
気
口

か
ね
て
私
が
繰
返
し
て
来
た
通
り

（註
し

、
右
の
引
用
文
は
、
文
体
的
に
三
分

出
来
る
わ
け
で
あ

っ
て
、
初
め
の
二
行
余
は
作
中
人
物
の
会
話
、
終
り

一
行
傍

線
部
は
、
作
者
釜
”り
手
）が
直
接
に
語
る
作
中
人
物
姑
に
対
す
る
批
評
で
あ
る
。

批
評
と
言

っ
て
も
時
に
は
、
批
評
性
が
極
め
て
稀
薄
な
単
な
る
叙
述
に
近
い
場

合
も
あ
る
が
、
作
者
釜
“り
手
）が
作
中
人
物
を
観
客
に
ど
う
印
象
づ
け
よ
う
と

し
て
い
る
か
そ
の
姿
勢
の
表
わ
れ
と
見
ら
れ
る
限
り
、
批
評
の
名
で

一
括
し
て

お
く
。
海
音
作
中
に
姑
に
か
か
わ
る
批
評
句
を
さ
が
す
と
、
右
の
一
例
以
外
は
、
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④
の

詞
の
あ
と
も
針
を
持
つ
姑
は
つ
こ
ど
声

の
ほ
か
発
見
で
き
な
か
っ
た
。
他
に
は
せ
い
ぜ
い
姑
の
頑
固
さ
を
あ
ら
わ
す
若

千
の
行
動
の
叙
述

「緩
む
気
色
は
無
か
り
け
り
」

「
え
せ
笑
う
」
等
が
あ
る
だ

け
で
あ
る
。
近
松
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

田
女
房
は
内
外
の
世
話
に
五
つ
も
年
ふ
け
て
朝
か
ら
晩
ま
で
気
は
苛
立
て

②
…
…
と
商
売
が
八
百
屋
と
て
八
百
色
程
言
ひ
つ
く
る
日
せ
か
ノ
ヽ
と
せ

わ
し
き
は
、
大
晦
日
の
生
れ
か
や

０
…
…
と
こ
わ
い
目
知
ら
ぬ
我
侭
た
ら
た
ら

四
（な
む
あ
み
だ
、
松
よ
、
又
見
世
の
吊
柿
く
ら
ふ
な
、
ア
な
ま
み
だ
）
な

む
あ
み
だ
ぶ
つ
に
取
ま
ぜ
て
、
ぶ
つ
ノ
ヽ
い
ふ
て
ぞ
出
に
け
る

同
母
は
念
佛
の
回
向
よ
り
、
嫁
女
夫
の
願
以
此
功
徳
気
が
ゝ
り
、
よ
そ
に

ゆ
る
り
と
ゐ
る
空
も
、
店
さ
し
比
に
に
よ
つ
と
帰
り

０
…
…
と
半
兵
衛
に
合
図
の
詞
、
嫁
は
知
ら
ぬ
と
思
ひ
こ
む
、
是
ば
つ
か

り
は
佛
也

い
ず
れ
も
あ
か
ら
さ
ま
な
非
難
や
椰
愉

・
嘲
笑
が
含
ま
れ
、
そ
の
行
為
も
仏
語

を
用
い
て
戯
画
化
さ
れ
て
い
る
。
海
音
と
の
差
違
は
、
単
に
批
評
の
量
だ
け
で

な
く
、
そ
の
鋭
さ
や
巧
み
さ
に
あ
る
と
言
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
若
千
の
例
か
ら

だ
け
で
も
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。　
一
体
に
、
近
松
の
文
章
と
い
う
も
の
は
、
会
話

が
、
作
中
人
物
を
貴
賤
都
部
各
々
品
位
に
応
じ
て
そ
の
実
を
写
し
、
他
の
文
が

雅
俗
折
衷
の
技
巧
を
こ
ら
し
た
美
文
で
あ
る
事
は
、
す
で
に
以
貫
の
近
松
批
評

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
所
で
あ
り
（書
し
、
事
実
、
近
松
の
地
の
文
は
、
海
音
の
そ

れ
よ
り
豊
か
に
肥
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
単
に
他
の
文
に
技
巧
が
こ
ら
さ

れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
中
の
批
評
旬
に
大
い
に
見
る
べ
き
も
の

が
あ
る
と
い
う
事
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
文
体
か
ら
見
た
近
松

・
海
音
の

差
も

一
つ
そ
こ
に
見
る
事
が
出
来
る
。
お
よ
そ
近
松
の
作
品
を

一
寸
読
め
ば
、

批
評
旬
に
は
よ
く
ぶ
つ
か
る
わ
け
で
、
こ
こ
に
若
千
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
ま

ず

『宵
庚
申
』
に
出
る
青
坊
主
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。

○
…
…
と
言
捨
婦
る
そ
ゝ
く
さ
坊
主
未
来
頼
む
は
あ
ぶ
な
物

こ
の
人
物
は

一
寸
使
い
に
来
た
だ
け
の
全
く
端
役
の
青
坊
主
だ
が
、
こ
れ
だ
け

の
嘲
笑
的
言
辞
が
附
け
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
例
を

『
冥
途
の
飛
脚
』
に
み
え

る
出
入
の
屋
敷
の
若
侍
か
ら
ひ
く
。

○
…
…
と
徒
士
若
党
も
刀
の
威
光
銀
ご
し
ら
へ
も
胡
散
成
な
ま
り
散
ら
し

て
帰
り
し
が

『
大
経
師
昔
暦
』
の
悪
役
助
右
衛
門

〇
…
…
主
手
代
助
右
衛
門
、
此
家
の
た
ば
ね
綿
の
小
紋
の
羽
繊
、
主
も
心

を
奥
嶋
の
袴
も
と
渡
り
の
昆
布
の
皮
、
硬
張
つ
た
る
顔
付
に
て

『
重
井
筒
』
の
下
女
手
間
取

○
‥
…
と
の
こ
ぎ
り
く
ず
の
言
ひ
か
ひ
な
き
猜
み
も
下
の
役
ぞ
か
し

『
堀
川
波
鼓
』
の
彦
九
郎

○
…
…
か
へ
す
刀
に
止
ど
め
を
刺
し
、
死
骸
押
遺
り
刀
拭
い
、
静
ノ
ヽ
し

ま
ふ
て
立
た
り
し
武
士
の
仕
方
の
す
す
ど
さ
よ

『
今
宮
心
中
』
の
貞
法

〇
…
…
と
泣
ひ
つ
お
ど
し
つ
さ
ま
＾
ヽ
に
、
慈
悲
心
余
る
涙
の
異
見
後
世

に
入
り
た
る
し
る
し
な
り

『
生
玉
心
中
』
の
嘉
平
次

○
…
…
と
計
に
て
、
親
の
膝
に
打
も
た
れ
、
馨
も
惜
ま
ず
歎
き
し
は
、
性

は
善
成
ル
涙
也

『
心
中
天
の
網
島
』
の
三
五
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

○
…
…
と
あ
ほ
う
の
癖
に
軽
口
だ
て
苦
笑
ひ
す
る
計
也
。



『鑓
の
権
三
重
帷
子
』
の
お
さ
ゐ

○
…
…
と
、
櫛
笥
鏡
菫
片
付
け
て
塵
掃
く
羽
根
の
二
つ
羽
も
、
比
翼
の
悪

縁
底
深
き
、

最
後
の
例
は
、
予
言

。
前
表
と
言

っ
て
も
い
い
も
の
だ
が
、
作
中
人
物
な
い
し

そ
の
行
為
を
、
そ
れ
ら
よ
り

一
段
高
所
か
ら
見
て
色
々
言
う
と
い
う
態
度
方
法

は
、
批
評
の
中
に
加
え
得
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、
以
上
並
べ
た
よ
う
な
例
は
、

近
松
作
中
の
い
た
る
所
に
発
見
で
き
る
が
、
海
音
で
は
こ
れ
に
比
べ
て
甚
だ
稀

で
あ
る
。
あ

っ
て
も
、
痩
せ
枯
れ
て
、
面
白
味
や
的
確
さ
に
欠
け
て
い
る
。

海
音
は
専
ら
、
前
に
見
た
如
く
、
種
々
の
作
中
人
物
の
口
を
通
し
て
姑
の
悪

を
指
摘
し
て
い
る
わ
け
で
、
た
だ
地
の
文
中
で
作
者
が
の
り
出
し
て
来
て
直
接

法
の
批
評
を
放
つ
と
言
う
こ
と
は
無
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
作
中
人
物
を
嘲
け
り
笑
い
時
に
罵
倒
す
る
の
は
、
何
も
地
の
文
中
の

そ
れ
に
限
る
も
の
で
は
な
い
。
近
松
が

『
宵
庚
申
』
で
行
な
っ
た
も
う

一
つ
の

方
法
は
、
姑
自
身
に
逆
説
的
な
台
詞
を
し
ゃ
べ
ら
せ
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

一
例
を
あ
げ
て
み
る
。
半
兵
衛
が
親
に
孝
行
を
立
て
る
為
い
自
分
の
日
か
ら
離

別
の
宣
告
を
約
束
し
た
時
の
、
姑
の
台
詞
で
あ
る
。

○
フ
ゝ
嬉
し
い
ノ
ヽ
、
お
れ
も
鬼
に
は
成
と
む
な
い
。
必
ら
ず
去
り
や
や
、

間
に
合
い
ふ
て
だ
ま
し
や
れ
ば
、　
コ
レ
此
母
が
咽
笛
を
出
刃
庖
丁
で
ち

よ
い
ざ
ぞ
や
、
母
殺
す
か
女
房
去
る
か
、
そ
れ
か
ら
は
そ
つ
ち
の
勝
手

次
第
、
ア
ヽ
さ
ら
り
と
機
土
の
苦
が
抜
け
た
、
此
世
か
ら
の
生
佛
と
は

己
が
事
、

そ
し
て
南
無
阿
弥
陀
の
念
仏
を
唱
え
て
出
て
行
く
。
鬼
の
様
な
姑
が
鬼
に
な
り

と
む
な
い
と
言
い
、
此
世
か
ら
の
生
仏
と
自
称
し
、
念
仏
を
唱
え
る
。
そ
の
矛

盾

・
滑
稽
を
近
松
は
繰
返
し
用
い
て
い
る
。

○

（先
に
引
い
た
四
な
む
あ
み
だ
、
松
よ
、
叉
見
世
の
吊
柿
云
々
）

〇
な
ふ
お
千
代
戻
り
や
つ
た
か
（中
略
）
は
ん
の
生
如
来
が
見
た
く
ば
、
己

じ
や
と
思
や
、
長
う
も
無
い
浮
世
に
、
む
ご
い
辛
い
日
見
て
何
に
せ
う

な
ふ
い
や
ゝ
の
、　
コ
リ
ヤ
半
兵
衛
、
走
り
の
出
刃
庖
丁
よ
ふ
磨
か
し
て

置
い
た
ぞ
や
、
ち
よ
い
と
さ
は
つ
て
も
剣
じ
や
ぞ
、
ア
な
む
あ
み
だ
佛

さ
ら
に
、
半
兵
衛
の
日
か
ら
言
わ
せ
た
に
せ
よ
、
自
分
の
意
の
ま
ま
に
姑
去
り

に
し
た
嫁
に
対
し
て
、

○
コ
レ
嫁
御
、
お
り
や
去
ら
ぬ
ぞ
や
、
親
の
ま
ま
に
な
ら
ぬ
は
め
う
と
、

是
非
が
な
い
。

そ
し
て
、
泣
い
て
い
る
お
千
代
に
対
し
て
、

ム
ゝ
其
涙
は
、
ま
だ
母
に
恨
が
有
さ
う
な
有
な
ら
云
や
、
聞
き
ま
せ
う
、

イ
ゝ
エ
イ
ゝ
工
お
じ
ひ
深
い
姑
御
に
何
の
ノ
ヽ

と
ま
で
言
わ
せ
て
い
る
。
近
松
は
慈
悲
と
寛
容
の
宗
教
で
あ
る
仏
教
の
用
語
を

こ
の
人
物
に
ぶ
つ
け
る
事
で
、
効
果
を
倍
加
さ
せ
る
と
い
う
技
巧
を
用
い
て
い

る
。
海
音
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
れ
ら

一
連
の
意
識
的
な
操
作
―
―
そ
れ
を
称

し
て
私
は
、
近
松
の
旺
盛
な
批
評
精
神
と
し
、
近
松
文
体
の
一
特
徴
と
し
て
指

摘
し
て
お
こ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

四

問
題
は
こ
こ
で
当
然
、
そ
れ
で
は
姑
と
千
代
と
ど
ち
ら
が
悪
い
と
作
者
は
書

い
て
い
る
か
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
如
く
、
海
音
は
、
お
千
代
の
欠
点

も
姑
の
胴
欲
も
、
公
平
に
等
を
つ
く
し
て
い
た
。
近
松
も
、　
一
応
は
そ
の
双
方

に
言
及
し
つ
つ
も
、
姑
を
糾
弾
す
る
事
に
於
い
て
は
る
か
に
性
急
激
烈
で
あ

っ

た
。
そ
れ
で
は

『宵
庚
申
』
に
あ

っ
て
は
、
離
別

・
心
中
と
い
う
事
件
の
元
凶

と
し
て
、
姑
は
追
求
を
う
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
当
然
、
理
論
的
に
は

（我



我
の
常
識
で
は
と
言

っ
て
も
同
じ
だ
が
）
そ
う
な
る
は
ず
だ
が
、
作
品
に
従

っ

て
行
く
限
り
そ
う
で
は
な
い
。　
一
体
そ
も
そ
も
の
原
因
は
何
だ
と
言
う
の
で
あ

ろ
う
か
―
―
丁
度

『
宵
庚
申
』
に
次
の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
。

昨
日
も
く
れ
ハ
ヽ
い
ふ
通
り
、
（
母
は
）佛
法
の
端
も
聞
入
れ
物
の
慈
悲

も
知

っ
た
人
、
我
甥
を
さ
し
の
け
、
他
人
の
身
共
に
跡
し
き
譲
る
心
か

ら
は
根
か
ら
歪
ま
ぬ
是
証
拠
、
人
に
は
合
縁
機
縁
血
を
分
け
た
親
子
で

も
中
の
悪
い
が
有
物
、
乗
合
舟
の
見
ず
知
ら
ず
に
も
、
可
愛
ら
し
い
と

′
思
ふ
人
も
有
、
人
界
の
な
ら
は
し
は
斯
う
し
た
物
、
い
と
し
ぼ
げ
に
根

か
ら
の
悪
人
で
も
な
い
母
を
、
其
方
故
に
邪
見
者
と
言
は
せ
て
は
、
女

夫
の
者
が
後
生
も
悪
い

こ
れ
は
、
お
千
代
に
対
す
る
半
兵
衛
の
台
詞
で
あ
る
か
ら
、
作
者
の
意
見
の
直

接
的
表
現
で
は
な
い
が
、
以
前
お
千
世
が
強
い
ら
れ
て
（
心
に
も
無
く
）
「
お
じ

ひ
深
い
姑
御
」
と
言
っ
た
あ
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
半
兵
衛
の
本
心
か
ら
の

発
言
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
事
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
こ
こ
に
至
っ
て
姑
を
、

「根
か
ら
歪
ま
ぬ
」

「根
か
ら
の
悪
人
で
も
な
い
」
と
、
弁
護
的
言
辞
の
あ
る

所
が
注
意
さ
れ
る
。
そ
の
根
か
ら
の
悪
人
で
な
い
人
間
を
、
今
悪
人
に
し
て
い

る
何
か
が
あ
る
。
そ
れ
は
要
す
る
に
姑
と
お
千
代
と
の
関
係
な
い
し
結
び
つ
き

だ
と
言
う
の
で
あ
る
ら
し
い
。
悪
い
の
は
合
縁
機
縁
だ
っ
た
、
つ
ま
り
人
で
は

な
く
て
人
と
人
と
の
結
び
つ
き
な
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
縁
次
第
で
、
人
力
を
超

え
た
何
か
に
か
か
わ
る
。
こ
こ
ま
で
来
て
我
々
は
半
兵
衛
の
台
詞
の
中
で
そ
う

言

っ
た
何
か
に
出
会
う
事
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
作
者
が
今
ま
で
糾
弾
し
て
来
た
姑
の
人
柄
と
の
関
係
は
ど
う
な

る
の
か
。
半
兵
衛
が
言
う
如
く
、
姑
に
と
っ
て
も
こ
の
事
件
が
合
縁
機
縁
の
間

題
な
ら
ば
、
姑
さ
え

一
種
の
被
害
者
に
過
ぎ
な
く
て
、
作
者
釜
ｍり
手
）
か
ら
あ

れ
程
ま
で
悪
し
ざ
ま
に
罵
ら
れ
る
事
は
無
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
何
か
肩
す

か
し
を
喰

っ
た
気
分
に
な
る
。
こ
れ
を
近
松
の
挫
折

・
限
界
と
言

っ
て
の
け
る

の
は
容
易
だ
が
、
そ
れ
は
研
究
の
挫
折
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
と
は
言
え
右

の
極
め
て
素
朴
な
疑
間
に
即
答
す
る
の
は
私
に
と
っ
て
容
易
で
な
く
、
た
だ
試

答
を
種
々
考
え
て
い
る
段
階
で
あ
る
。
例
え
ば
、
や
は
り
、
作
者
と
作
中
人
物

の
分
離
と
い
う
事
、
ま
た
心
中
浄
瑠
璃
と
い
う
様
式
と
作
中
人
物
の
性
格
と
い

う
リ
ア
リ
テ
イ
と
の
関
係
と
い
う
事
等
々
、
で
あ
る
。
そ
の
う
ち

一
つ
、
従
来

考
え
て
来
た
事
（菫
こ
と
し
κ
、
性
格
の
軋
礫
と
い
う
い
わ
ば
人
間
の
領
域
と
、

宿
命

・
運
命
と
い
う
人
間
を
超
え
た
領
域
と
、
こ
の
二
つ
の
も
の
は
、
何
ら
か

の
形
で
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
事
が
あ
る
。
作
中
人
物
た

ち
は
、
当
初
か
ら
思
い
の
ま
ゝ
に
運
命
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
や

は
り
人
間
段
階
の
問
題
と
い
う
も
の
は
あ

っ
て
、
た
だ
そ
れ
を
超
え
る
と
運
命

で
処
理
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

『宵
庚
申
』
中
之
巻
に
、
去
ら
れ
て
実
家

Ｌ
戻
っ
た
娘
千
世
に
対
す
る
、
父
親
の
左
の
言
葉
が
み
え
て
い
る
。

三
度
は
お
ろ
か
百
度
千
度
去
ら
れ
て
も
、
去
ら
る
ゝ
に
定
り
し
前
世
の

約
束
と
思
ひ
諦
ら
む
れ
ば
、
悔
み
も
せ
ぬ
憎
ふ
も
な
い

換
悩
や
憎
悪
が
無
益
だ
と
判
明
し
た
ら
、
運
命
と
思

っ
て
あ
き
ら
め
る
と
い
う

方
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
勿
論
極
端
な
場
合
だ
が
、
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
う

し
た
方
が
便
利

。
好
都
合
な
ら
、
運
命
を
借
用
し
て
切
抜
け
る
と
い
う
、
い
わ

ば

「
生
活
の
智
恵
」
、
極
め
て
現
実
的
な
運
命
観
で
あ
る
。
こ
う
い
う
も
の
を

厳
密
に
運
命

・
宿
命
と
言

っ
て
い
い
か
否
か
は
疑
間
だ
が
、
確
か
に
人
間
の
領

域
と
い
う
水
平
の
面
と
、
そ
れ
を
超
え
る
領
域
―
―
い
わ
ば
垂
直
の
面
と
、
二

つ
の
も
の
が
意
識
さ
れ
て
い
る
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
海
音
に
目
を
移
し
て
み
る
。　
コ
一ツ
腹
帯
」
第
二
、
嘉
兵
衛
の
言
葉

に

「胴
欲
な
は
姑
御
。
嫁

一
人
が
憎
い
と
て
大
勢
に
憂
身
を
見
せ
‥
…
」
と
あ

っ
て
、
姑
が
元
凶
と
し
て
追
求
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
地
の
文
中
で
作
者
が
何



か
を
言
う
と
い
う
事
も
無
く
、
心
中
の
当
事
者
二
人
が
そ
の
点
に
言
及
し
て
い

る
の
も
、
左
の
台
詞
の
他
に
は
な
い
。

心
中
と
い
う
二
文
字
は
。
流
れ
の
女
に
限
り
し
と
昨
日
は
余
所
に
思
ひ

し
に
。
今
日
は
夫
婦
が
身
の
上
に
飽
き
も
飽
か
れ
も
せ
ぬ
仲
を
、
由
な

い
障
り
に
隔
て
ら
れ
仇
に
朽
ち
行
く
是
非
な
さ

こ
こ
で
問
題
は
当
然

「由
な
い
障
り
」
で
あ
る
が
、
姑
以
外
の
も
の
を
指
し
て

い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
海
音
は
、
原
因
に
関
し
て
は
こ
れ
以
上
何
の
言
葉

も
費
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
す
べ
て
は
人
間
と
い
う
同

一
平
面
上
の
者
達
の

間
で
の
事
で
あ
り
、
あ
る
距
離
を
保

っ
て
、
叉
あ
る
高
み
に
立

っ
て
、
こ
れ
を

眺
め
る
と
い
う
事
は
無
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
先
に
、
旺
盛
な
批
評
精
神
を
近
松
の
文
体
に
見
て
来
た
わ
け
だ
が
、

一
体
、
批
評
と
は

一
口
で
言
え
ば
対
象
を
離
れ
る
精
神
の
事
で
あ
り
、
と
り
も

な
お
さ
ず
、
絶
え
ず
覚
醒
す
る
精
神
、
ま
た
陶
酔
拒
否
の
不
幸
な
精
神
と
言

っ

て
も
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
何
も
近
松
が
例
外
的
に
そ
う
い
う
精
神
を
所

有
す
る
条
件
に
あ

っ
た
と
い
う
事
で
は
決
し
て
無
い
。
す
で
に
別
に
述
べ
た
通

り
（註
四
）、
お
よ
そ
語
り
物
の
作
者

。
語
り
手
は
、
そ
う
な
る
べ
き
文
体
を
背
負

つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
浄
瑠
璃
と
い
う
具
体
例
で
考
え
て
み
れ
ば
た
ゞ
ち
に
了

解
さ
れ
る
が
、
語
り
手
は
作
中
人
物
で
あ
る
個
々
の
人
形
に
な
り
変

っ
て
台
詞

を
し
ゃ
べ
り
泣
き
笑
い
す
る
。
と
同
時
に
、
傍
観
者
に
な
っ
て
人
形
を
横
目
で

見
や
り
つ
つ
説
明
し
た
り
誉
め
た
り
椰
愉
し
た
り
、
時
に
は
そ
れ
ら
の
不
幸
な

人
形
達
の
行
末
を
憂
え
た
り
予
言
し
た
り
す
る
、
そ
う
い
う
文
体
を
背
負

っ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
近
松
は
、
そ
れ
を
極
度
に
発
端
さ
せ
た
、
あ
る
い
は

駆
使
し
た
と
い
う
事
に
過
ぎ
な
い
。

「
八
百
屋
尽
し
」
と
い
う
も
の
が
、

「宵

庚
申
」

「
ニ
ツ
腹
帯
」
共
に
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
部
分
の
評
価
は
如
上
の
点
に

関
連
し
興
味
深
い
。
近
松
は
こ
れ
を

「畝
臨
退
群
嫉
靖
み
ち
行
」
に
用
い
て
い
る
。

参
り
の
人
に
打
ま
ぎ
れ
、
忍
び
出
る
も
商
売
の
八
百
や
萬
を

一
文
字
に

半
兵
衛
と
い
ふ
名
に
も
似
ず
、
只
根
深
く
も
思
ひ
つ
む
若
菜
心
の
つ
き

つ
め
て
詞
の
義
理
に
は
じ
か
み
や
、
ち
し
や
は
ま
ど
は
ず
勇
者
は
お
そ

れ
ぬ
生
れ
付
さ
す
が
は
武
士
の
種
ぞ
か
し
（以
下
略
）

ね
ぶ
か
や
ち
し
や
を
通
じ
さ
せ
た
言
葉
の
遊
戯
だ
が
、

「道
行
の
青
物
づ
く
し

は
場
合
に
不
釣
合
な
わ
る
洒
落
で
あ
る
」
（藤
井
乙
男
氏

『
近
松
全
集
』
解
題
）

と
い
う
意
見
は
、
大
方
の
同
意
す
る
所
で
あ
ろ
う
し
、　
コ
一腹
帯
の
方
は
、
第

三
の
書
出
し
に
あ

っ
さ
り
使

っ
た
だ
け
に
却
っ
て
目
障
り
に
な
ら
ぬ
」
（同
）も

同
様
で
あ
ろ
う
。
海
音
は
第
三
の
冒
頭
に
、

世
の
中
は
し
ん
き
ノ
ヽ
の
新
う
つ
ぼ
。
地
水
火
風
を
借
住
居
。
光
陰
早

き
八
百
屋
見
世
内
証
と
も
に
吉
野
葛
。
練
れ
た
親
父
は
結
構
者
ふ
き
の

姑
に
が
口
に
。
嫁
菜
の
袖
を
ひ
た
し
物
、
千
代
と
は
あ
だ
の
女
松
茸
（

以
下
略
）

と
あ
る
。
藤
井
氏
は
、

「宵
庚
申
」
中
巻
を

「実
家
に
お
け
る
親
子
姉
妹
夫
婦

の
情
愛
を
書
き
ま
ぜ
た

一
段
は
し
ん
み
り
し
た
情
味
の
深
い
妙
文
で
あ
る
」
と

ほ
め
た
後
に
つ
づ
い
て
、
八
百
屋
尽
し
を
け
な
し
て
お
ら
れ
る
が
、
ま
さ
に
そ

の
よ
う
に
浄
瑠
璃

一
曲
は
、
情
緒
纏
綿
た
る
ま
ろ
や
か
な
も
の
と
期
待
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
あ
ろ
う
。
甘
美
で
あ
れ
悲
痛
で
あ
れ
浄
瑠
璃
は
文
体
的
に
（註
五
）

そ
う
い
う
も
の
で
あ
り
得
な
く

（少
く
な
く
と
も
、
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
状

態
が
持
続
す
る
時
間
は
必
ず
し
も
長
く
な
く
）
し
ば
／
ヽ
裏
切
ら
れ
る
。
私
共

は
陶
酔
の
中
に
乱
入
し
て
来
る
爽
雑
物
、
せ
つ
か
く
積
み
あ
げ
た
積
木
を
足
蹴

に
し
て
つ
き
く
ず
す
も
の
に
対
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
悲
痛

で
哀
れ
を
極
め
る
道
行
文
に
、
野
菜
を
よ
み
こ
ん
だ
言
葉
の
遊
び
が
入
る
事
を

不
可
解
と
し
な
い
精
神
を
了
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
は
近
松
の
浄
瑠
璃
は
、
つ
き
く
ず
さ
れ
た
瓦
礫
の
山
な
の
か
。
も
と
よ
り



そ
う
で
は
な
い
。
批
評
は
結
局
何
か
を
見
通
す
事
に
な
り
、
そ
の
む
こ
う
に
運

命
を
見
た
わ
け
だ
が
、
人
間
が
自
分
よ
り
大
き
な
何
か
の
存
在
を
意
識
し
そ
の

前
に
死
ぬ
時
、
悲
劇
の
発
生
す
る
条
件
が
整
う
こ
と
に
な
る
。
自
分
よ
り
大
き

な
何
か
だ
と
思

っ
て
い
た
も
の
が
、
後
に
な
る
と
実
は
小
さ
な
何
か
だ

っ
た
と

い
う
事
も
有
り
得
る
は
ず
で
、
今
日
で
は
そ
う
言

っ
た
悲
劇
の
相
対
化
と
い
う

恐
る
べ
き
現
象
は
さ
け
ら
れ
ぬ
が
、
し
か
し
近
松
当
時
は
そ
れ
の
無
い
幸
福
な

時
代
で
あ

っ
た
。
海
音
に
あ

っ
て
は
明
瞭
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
近
松
の
描

い
た
半
兵
衛
は
、
と
も
か
く
も
自
分
を
超
え
た
何
か
大
き
な
も
の
を
意
識
し
、

そ
の
前
に
身
を
投
じ
、
見
事
に
死
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（梅
花
女
子
大
学
助
教
授
）

註

一

註
二

註
三

註
四

註
五

関
西
大
学
「国
文
学
』
第
二
十
五
号
（昭
和
三
九
年

一
月
）
所
載

「近
松
浄
瑠
璃
文

体
の
批
評
的
要
素
」
。
大
阪
大
学

『語
文
』
第
二
十
五
輯

（昭
和
四
十
年
二
月
）

所
載

「鎧
の
権
二
重
帷
子
論
」

「婦
幅
謬
課
難
波
土
産
」
発
端
。

前
掲

『語
文
」
所
載
論
文
二
。

＝
註

一

文
体
と
は
作
者
会
”り
手
）が
観
客

・
作
中
人
物
に
対
処
す
る
そ
の
姿
勢
の
あ
ら
わ

れ
と
考
え
る
。
前
掲

「国
文
学
」
所
載
論
文
参
照
。

２

九
杢
↑
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・
四
）
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