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易
上
る
り
曽
根
崎
心
中
』
の
成
立
に
つ
い
て

一
　
は

じ

め

に

昭
和
四
十

一
年
九
月
『
国
語
と
国
文
学
』誌
上
に
、
高
野
正
巳
氏
が

「世
話
浄

瑠
璃
の
初
演
に
つ
い
て

の
問
題
―
信
多
純
一
氏
の
所
説
に
対
す
る
批
判
―
」
と
題

す
る
論
文
を
発
表
さ
れ
、
昭
和
三
十
七
年
四
月
の
『国
語
国
文
』
誌
上
に
収
め
た

「
助
六
心
中
浄
瑠
璃
の
初
演
と
そ

の
意
義
―
切
浄
瑠
璃
と
世
話
物
の
問
題
―
」
の

拙
論
に
対
し
て
厳
し
く
批
判
を
加
え
ら
れ
た
。
卑
説
は
、
『曽
根
崎
心
中
』
上
演

以
前
に
、

『大
阪
千
日
寺
心
中
物
語
』
（元
禄
十
三
年
力
）
・
『道
中
評
判
敵
討
』

公
死
禄
十
五
年
）
が
上
演
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
切
浄
瑠
璃
は
共
に
世

話
物
の
初
期
作
品
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
高
野
氏
は
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
傾
城
浄
瑠
璃
や
武
道
浄
瑠
璃
で
あ
っ

て
、
共
に
世
話
浄
瑠
璃
の
定
義
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

高
野
氏
は
発
表
と
同
時
に
同
誌
抜
刷
を
恵
与
さ
れ
、
私
も
直
ぐ
さ
ま
返
書
を

送
り
、
こ
の
批
判
に
対
す
る
回
答
の
猶
予
を
申
し
出
た
。
『役
者
友
吟
味
』
の

記
事
を
引
い
て
そ
れ
が
切
狂
言

『助
六
心
中
』
即
世
話
狂
言
で
あ
る
こ
と
を
示

け［』はけ協』ψ鼎『いぼ欅詢【諭』社「熱際】たて上、‐デ喘ぃぎない

反
論
の
猶
予
方
を
申
し
出
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
氏
の
批
判
内
容
に
関
す

信

多

純

る
限
り
で
は
、
そ
れ
に
対
す
る
反
駁
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ

で
は
何
ら
建
設
的
な
方
向
に
向
か
わ
な
い
と
当
時
判
断
し
た
か
ら
で
あ
つ
た
。

彼
我
の
主
張
を
冷
静
に
見
つ
め
る
と
、
わ
れ
わ
れ
二
人
の
間
に
、
と
い
う
よ
り

は
学
界

一
般
に
、
「
時
代
」
「世
話
」
に
対
す
る
用
語

・
概
念
規
定
等
に
共
通
理

解
の
な
い
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
上
の
立
場
に
依
拠
し
て
考
え
て
お
り
、
互

い
に
噛
み
合
っ
て
い
な
い
点
の
多
い
こ
と
を
思

っ
た
か
ら
で
あ
つ
た
。
そ
の
解

決
を
措
い
て
論
駁
し
あ

っ
て
も
不
毛
の
論
議
に
終
始
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
顧

慮
し
、
こ
の
根
本
的
な
問
題
の
研
究
の
た
め
、
時
間
的
猶
予
を
乞
う
た
と
い
う

け
疇
薇
』

本 っ
肇
げ
嶽
郎
」
「
】
〔
最
い
わ
嘲
館
報
ば
属
可
嘲
型
理
】
観
％
未
見

昭
和
四
十
九
年
六
月
九
日
、
日
本
近
世
文
学
会
春
季
大
会
で
私
は
、

「
曽
根

崎
心
中
の
成
立
過
程
―
高
野
正
巳
氏
拙
論
批
判
へ
の
回
答
に
代
え
て
―
」
と
題
し
て

八
年
目
に
し
て
漸
く
氏
の
批
判

へ
の
回
答
を
行

っ
た
。
本
稿
は
そ
の
折
の
日
頭

発
表
を
文
章
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
の
研
究
を
も
少
し
く
加
え
て

（主

に
四
章
）、
今
こ
こ
に
博
く
批
判
を
仰
ご
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

拙
稿

「
助
六
心
中
浄
瑠
璃
の
初
演
と
そ
の
意
義
」
の
補
遺
の
意
味
で
、

竹
本
内
匠
利
大
夫
に
つ
い
て
こ
こ
に
付
記
し
て
お
く
。
拙
稿
に
お
い
て
、



『曽
根
崎
心
中
』
上
演
以
前
の
二
つ
の
切
上
る
り
が
い
ず
れ
も
竹
本
内
匠
利

大
夫
の
正
本
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
大
夫
自
体
の
こ
と
が
不
明
で
あ

る
う
ら
み
を
述
べ
て
い
る
。
二
作
の
上
演
年
次
を
問
題
と
し
て
い
る
だ
け

に
、
こ
れ
を
押
え
る
事
は
重
要
で
あ

っ
た
が
、
当
時
は
こ
の
人
物
が

「竹

本
座
に
あ
っ
て
相
当
高
い
位
置
を
占
め
て
い
た
太
夫
」
と
い
う
推
定
に
と

ど
ま
っ
て
い
た
。
今
や
幾
つ
か
の
資
料
に
よ
っ
て
彼
が
元
禄
初
年
よ
り
活

躍
し
、
自
ら

一
座
を
組
織
し
て
旅
興
行
ま
で
行

っ
て
い
た
様
相
を
確
認
出

来
る
。

元
禄
六
年
正
月
十
九
日
以
前
の
上
演

（『鶏
鵡
籠
中
記
し

の

『近
江
国

し
が
物
語
』
、
ほ
ぼ
同
時
期
の

『融
大
臣
』
、
『他
力
本
願
記
』
な
ど

の
絵

入
本
表
紙
の
脇
方
嬢
に
、
竹
本
義
太
夫
と
並

ん
で

「
フ
キ
竹
本
内
匠
」
と

見
え
る
。
元
禄
八
年
五
月
以
前
上
演
の

『都
富
士
』
に
も
竹
本
頼
母
と
共

に
出
演
し
、
翌
九
年
四
月
に
は
自
ら

一
座
を
組
ん
で
紀
州
和
歌
山
新
堀
に

て
三
十
日
の
芝
居
を
興
行
し
た
翁
竹
本
内
匠
芝
居
有
之
〓
付
店
借
り
之
者

共
判
形
丼
請
状
帳
し
。
さ
ら
に
翌
十
年
七
月
に
は
名
古
屋
円
光
寺
内
に
て

三
井
小
太
夫
を
ワ
キ
と
し
て
興
行
、
軍
口
野
忠
信
』
を
語
る

（『鶏
鵡
籠
中

記
し
。
こ
の
時
竹
本
内
匠
理
太
夫
と
名
乗

っ
て
い
る
。
以
後

『鶏
鵡
籠
中

記
』
に
は
、
元
禄
十

一
年
二
月
と
九
月
の
再
度
の
興
行
、
元
禄
十
二
年
閏

九
月
ょ
り
十
月
ま
で
の
興
行
等
の
記
事
が
見
え
、
太
夫
と
し
て
一
座
を
牽

引
活
躍
の
さ
ま
が
う
か
が
え
る
。

か
く
し
て
、
元
禄
十
三
年
と
推
定
さ
れ
る

『頼
朝
伊
一二
日
記
切
上
る
り

大
坂

千
日
寺
心
中
物
語
』
の
上
演
に
つ
な
が
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
名
前
入
り

の
二
種
の
正
本
の
存
在
す
る
こ
と
も
、
そ
の
位
置
か
ら
考
え
れ
ば
む
し
ろ

当
然
と
い
え
ょ
う
。
『声
曲
類
纂
』巻
之
二
大
和
少
像
の
記
事
に

「
元
祖
儀

太
夫
の
弟
内
匠
理
太
夫
か
倅
也
」
と
見
え
る
こ
と
も
或
い
は
信
が
置
け
る

か
も
知
れ
な
い
。

（注
１
）

高
野
氏
は

『役
者
友
吟
味
』
杉
山
平
八
の
条
を
私
が
全
部
読
ま
な
い
て
好
都

合
の
部
分
の
み
を
引
用
し
た
結
果
誤
り
を
犯
し
て
い
る
と
し
て
杉
山
平
八
の
条
を
全

文
掲
出
さ
れ
、
信
多
の
指
摘
し
た
世
話
狂
言
と
い
う
の
は
、
成
の
年
の

『
お
七
歌
祭

文
』
の
こ
と
で
あ
り
、
当
流
や
つ
し
（傾
城
事
）
の
御
名
人
と
い
っ
て
い
る
の
が
『京

助
六
心
中
』
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
さ
れ
た
。
本
文
を
再
録
す
る
の
は
避
け
る
が
、

舞
瑯
隧
鳴鰊
篭
脚
幕
粽

助
六
と
成
り
、

「
大
当
り
。
」
を
取
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
高
野
氏
の
問
題
と

が
】
ち

当「ぃ
や話、つ狂、し言、̈
罐
律
廟
噴
聾
」咄
誤
熱
¨
、

「く
れ貴
』
』
のそ
曇
み
漱

『ご
孵
絲

心
中
』
の
「
大
当
り
。
」
の
直
ぐ
後
に
続
く
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
高
野
氏
が
、「
世

話
狂
言
色
事
に
成
て
は
」
の
部
分
は
成
の
年
の

『
お
七
歌
祭
文
』
の
こ
と
で
ぁ
り
、

「
当
流
や
つ
し
の
御
名
人
」
の
部
分
は

『京
助
六
心
中
』
の
こ
と
を
指
す
と
解
釈
さ

れ
る
の
で
あ
る
が
こ
れ
は
全
く
理
解
に
苦
し
む
。
普
通
評
判
記
は
対
話
の
体
で
構
成

さ
れ
、　
一
話
者
の
評
の
部
分
は
そ
れ
な
り
に
独
立
し
て
い
る
。
よ
っ
て
互
い
に
論
駁

し
合
っ
た
り
す
る
趣
向
も
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
氏
の
両
条
に
ま
た
が
っ
て
の
解
釈

自
体
問
題
が
あ
り
、
ま
し
て
後
条
亥
の
年
の
一
評
文
を
三
分
し
て
、
前
条
は
戌
の

年
、
後
条
は
亥
の
年
に
そ
れ
ぞ
れ
当
て
ら
れ
る
そ
の
解
は
私
に
は
首
肯
出
来
な
い
。

（注
２
）

高
野
氏
は
私
が

『役
者
友
吟
味
』
の
杉
山
平
八
の
条
を
全
部
読
ま
ず
に
引
用

を
行
っ
た
と
記
さ
れ

（私
は
当
時
演
博
本
全
文
の
写
真
を
所
持
し
そ
れ
に
よ
っ
た
。

現
在
は

『歌
舞
伎
評
判
記
集
成
』
第
四
巻
に
収
載
さ
れ
て
い
る
）
、
ま
た
『道
中
評
判

敵
討
』
を

『浄
瑠
璃
稀
本
集
』
に
よ
っ
て
読
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

確
か
に
氏
の
時
代
は
資
料
閲
覧
に
限
界
が
あ
り
、
そ
の
経
験
か
ら
か
く
推
量
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
も
当
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
私
は
大
阪
府
立
中
之
島

図
書
館
蔵
の
絵
入
十
二
行
本
に
直
接
当
っ
て
こ
れ
を
記
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
内
題

椰』なか静型「切４“］
「道新、中一評剛珈婦魂「ぃ卿亜『嗽嗽狂林””』たった「

高
野
氏
は
同
論
文
で
こ
れ
を
御
所
蔵
の
影
写
本
（題
嬢
は
高
野
辰
之
博
士
筆
）
に
よ
っ



％
仄
悧
凸

勒

罐
」菱
年
籍

懃

白
）
で
あ
つ
た
ｏ

二
　
世
話
物
と
世
話
事
と

高
野
氏
の
批
判
を
受
け
て
後
、
私
の
研
究
課
題
は
、

「
世
話
」
を
ど
う
押
え

て
ゆ
く
か
、
客
観
的
基
準
を
立
て
る
方
途
は
何
か
見
つ
か
ら
な
い
か
、
と
い
つ

た
こ
と
で
あ
り
、
当
時
出
版
の
始
ま
っ
て
い
た
歌
舞
伎
評
判
記
の
用
例
や
そ
の

他
の
書
の
用
例
を
求
め
る
調
査
な
ど
も
行

っ
て
み
た
。
し
か
し
、
こ
の
限
り
で

は
確
と
し
た
も
の
を
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
ま
ま
に
終

っ
た
の
で
あ
る
が
、

高
野
氏
の
批
判
を
読
ん
で
以
来
気
に
か
か
つ
て
い
た

一
つ
の
問
題
に
「世
話
物
」

と

「世
話
事
」
の
区
別
と
い
う
事
柄
が
あ
っ
た
。

高
野
氏
は

『役
者
友
吟
味
』
の
山
下
又
四
郎
の
条
の
、

（前
略
）
諸
芸

一
通
不
足
な
き
役
者
．

一
番
に
所
作
ご
と
し
二
に
武
道
三
に

や
つ
し
．
四
に
世
話
事
五
に
六
法
ふ
り
か
ね
ず
。

と
あ
る
を
引
い
て
、　
で
」
れ
だ
け
で
も
武
道
事
、
世
話
事
、
所
作
事
等
の
区
別

が
あ
り
、
す
く
な
く
と
も
∧
や
つ
し
∨
と
∧
世
話
事
∨
と
が
別
で
あ

っ
た
こ
と

が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
信
多
氏
は
い
っ
た
い
武
道
物
、
世
話
物
、
傾
城
物
等
の

定
義
を
ど
う
考
え
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
氏

の
批
判
は
、
右
の

「
…
事
」
と
い
う
も
の
を
歌
舞
伎
の

「
狂
言
の
種
類
」
と
み

る
立
場
に
立
た
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
私
は
こ
れ
に
不
審
を
持

っ
た
。
す
な

わ
ち
、
こ
れ
ら

「
…
事
」
は
演
技
の
種
類
で
あ
っ
て
、
狂
言
の
種
類
で
な
い
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
世
話
物
の
中
で
の

「
や
つ

し
」
な
ど
も
当
然
あ
り
得
る
こ
と
に
な
る
。

世
話
狂
言
の
大
名
人
．
此
度
切
狂
言
女
執
心
因
果
物
語
…
…
思
入
大
分
よ

し
．
尤
く
ら
ゐ
を
取
て
哀
を
す
る
衆
は
お
ゝ
け
れ
ど
．
世
話
に
て
姿
を
や

つ
し
。
色
を
す
て
ヽ
見
物
涙
に
成
．
や
つ
こ
が
作
り
ひ
げ
も
お
ち
る
は
，

此
度
に
て
三
度
の
大
あ
た
り
。
合
役
者
三
世
相
』
中
村
千
弥
）

こ
の
例
は

「
世
話
」

。
世
話
狂
言
に
お
い
て
、
や
つ
ｔ
事
の
演
技
を
し
て
い

る
こ
と
を
い
う

（
こ
こ
で
は

「
姿
を
や
つ
し
」
と
動
詞
に
な
っ
て
い
る
が
、「
い

ば
ら
村
狂
言
と
五
格
」
と
並
記
さ
れ
て
い
る

『丹
波
国
茨
村
の
沙
汰
』
千
弥
評

に
同
趣
の
演
技
を
さ
し
て

「
や
つ
し
ご
と
」
∧
役
者
御
前
歌
舞
妓
∨
と
あ
る
）。

先
の

『役
者
友
吟
味
』
の
又
四
郎
の
条
に
つ
い
て
も
、
他
の
評
判
記
に
つ
い
て

み
れ
ば
、
明
ら
か
に
彼
の
得
意
の
演
技

・
芸
の
種
類
で
あ
る
と
知
り
得
る
。

此
く
ら
ゐ
に
さ
つ
し
や
る
役
者
衆
の
内
で
は
，
万
能
丸
で
ご
ざ
ん
す
。

武
道
や
つ
し
．
舞
ひ
や
う
し
ご
と
．
ぬ
れ
ご
と
．
詞
の
お
と
し
よ
く
．
さ

し
あ
た
つ
て
何
が
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
が
ご
ざ
ん
せ
ぬ
．
水
だ
て
Ｘ
ム
い
か

さ
ま
何
も
さ
う
お
う
に
は
せ
ら
る
れ
共
．
に
は
か
あ
が
り
が
し
て
．
げ
い

に
。
ほ
ん
あ
ぢ
は
ひ
が
ご
ざ
ら
ぬ
。

今
役
者
口
三
味
線
』
又
四
郎
評
）

高
野
氏
が

『役
者
友
吟
味
』
杉
山
平
八
評
で
、

「世
話
狂
言
」
と
あ
る
の
は

『
お
七
歌
祭
文
』
、

「
当
流
や
つ
し
」
は

『京
助
六
心
中
』
の
こ
と
を
指
す
と
ｔ

と
さ
ら
に
分
離
さ
れ
た
わ
け
も
、
こ
の

「
事
」
と

「
物
」
を
区
別
さ
れ
ず
、「世

話
事
」
と

「
や
つ
し
」
は
、
す
な
わ
ち
世
話
物
と
傾
城
物
は
、
別
と
い
う
認
識

が
あ

っ
て
の
結
果
と
推
察
出
来
る
。
氏
は

『京
助
六
心
中
』
な
ど
は
や
つ
し
狂

言
で
あ
り
傾
城
物
で
あ

っ
て
、
世
話
物
で
は
な
い
と
強
調
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

別してゎれ″」̈
哺期〔ψ馴岬帥』『̈
Ⅷユ囃赫̈
政興誦囀費̈
雌

話
事
と
い
う
の
は
ど
う
把
え
れ
ば
よ
い
の
か
、
浄
瑠
璃
の
場
合
は
ど
う
で
あ
る



の
か
、
と
い
っ
た
事
柄
が
私
の
新
し
い
課
題
と
な
っ
て
く
る
。

浄
瑠
璃
関
係
の
文
献
に
用
例
を
探
れ
ば
、
『操
年
代
記
』
等
に
世
話
事

の
記

事
が
み
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
各
太
夫
に
つ
い
て

「世
話
事
よ
し
」
と
か

「世
話

事
難
ず
る
こ
と
な
し
」
と
あ
る
だ
け
で
ぁ
り
、
実
体
を
把
握
す
る
こ
と
は
出
来

な
い
。
た
だ
世
話
事
は
色
事
と
し
て
の
性
格
が
強
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
つ

と
に
横
山
正
氏
が
昭
和
３８
年
８
月

『近
松
の
研
究
と
資
料
』
第
二
の

「
曽
根
崎

心
中
成
立
の
浄
瑠
璃
的
諸
要
因
」
に
お
い
て
、
「
恋
慕
段
物
揃
」
と
銘
打
つ
『浄

瑠
璃
連
理
丸
』
に

『曽
根
崎
心
中
』
全
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
さ
れ
、

そ
の
成
立
基
盤
の
重
要
な
要
素
と
し
て
恋
慕
的
表
現
の
場
の
発
達

・
展
開
を
挙

げ
て
お
ら
れ
る
が
、
世
話
事
の
用
例
調
査
の
間
に
も
そ
の
性
格
は
顕
著
に
浮
か

び
あ
が
る
。

○
筑
後
橡
の
世
話
事
は
あ
は
れ
で
だ
て
で
し
つ
ば
り
で
、
光
源
氏
の
き
や
う

そ
く
に
、
打
も
た
れ
つ
つ
好
色
の
品
定
あ
る
有
様
も
か
く
や
と
我
は
お
も

ほ
ゆ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（海
音

『浄
瑠
璃
古
今
の
序
し

○
色
に
愛
る
世
話
事
　
義
理
に
清
る
時
代
事

翁
竹
豊
故
事
し

○
大
上
上
吉
　
曽
根
崎
心
中
　
　
　
　
　
　
　
　
卜・

，

世
話
事
の
先
祖
　
色
事
は
此
う
へ
な
い
海
服

翁
竹
本
不
断
桜
し

○
又
と
有
ま
い
指
向
ひ
、
大
方
か
ゆ
は
金
色
の
、
菩
薩
の
世
話
事
床
が
た
め
、

御
新
宅
の
地
形
が
た
め
、
ヤ
ア
ロ
出
た
／
ヽ
の
若
松
様
よ
。

Ｓ
伽
羅
先
代
萩
』
第

一
）

こ
の
性
格
は
重
要
な
酷
護
と
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
演
技
の
実
体
把
握
と

い
う
面
で
は
、
こ
の
作
業
か
ら
結
果
を
得
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
次
に
、
作
品
そ
の
も
の
の
中
に
、
世
話
事
の
特
色
が
見
出
せ
な
い
で

あ
ろ
う
か
と
考
え
、
私
が
初
期
の
世
話
物
と
規
定
し
た

『
大
阪
千
日
寺
心
中
物

語
』
の
節
付
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
際
、　
一
番
に
目
に
つ
い
た

部
分
が
あ
る
。
そ
れ
は
本
文
全
体
で
僅
か
六
丁
半

（絵
入
十
二
行
本
八
丁
半
、

う
ち
挿
絵
二
丁
）
で
あ
る
同
書

一
丁
裏
ょ
り
実
に
一
丁
半
以
上
に
及
ぶ

「
せ
り

ふ
」
と
あ
る
部
分
の
あ
る
こ
と
で
ぁ
る
。
こ
こ
は
全
て
対
話
か
ら
成
っ
て
お
り
、

大
尽
と
亭
主
の
二
人
の
対
話
が
展
開
す
る
。
こ
れ
が

「
詞
」
の
節
付
で
な
く
、

特
に

「
せ
り
ふ
」
と
な
っ
て
お
り
、
拙
稿
で
も
歌
舞
伎
の
長
セ
リ
フ
的
に
演
じ

た
と
こ
ろ
で
歌
舞
伎
の
影
響
を
受
け
た
証
拠
と
し
て
問
題
に
し
て
い
た
の
で
あ

る
が
、
世
話
事
の
芸
の
探
求
と
い
う
立
場
か
ら
み
た
場
合
、
こ
れ
が
大
事
な
事

柄
で
は
な
い
か
と
気
付
く
に
至
る
。
さ
ら
に
今

一
つ
の
内
匠
利
大
夫

の
正
本

『道
中
評
判
敵
討
』
を
み
て
み
る
と
、
こ
こ
で
も
会
話
部
が
多
く
、
特
に
終
り

の
凡
そ

一
丁
半

（
こ
の
書
の
行
丁
数
は
千
日
寺
心
中
と
同

一
）
は
、
全
然
節
付

の
な
い
会
話
だ
け
の
個
所
で
あ
り
、
こ
の
点
に
、
竹
本
内
匠
利
大
夫
の
世
話
事

の
特
色
が
あ
る
こ
と
が
ぅ
か
が
え
る
。

語
り
物
と
し
て
の
浄
瑠
璃
に
お
い
て
、
世
話
事
を
演
じ
る
場
合
、
フ
シ
や
地

合
の
と
こ
ろ
で
そ
れ
を
語
り
分
け
る
の
は
、
か
な
り
難
し
い
で
ぁ
ろ
う
こ
と
は

容
易
に
考
え
ら
れ
る
。
浄
瑠
璃
伝
書
の
類
に
も
世
話
事
に
言
及
す
る
も
の
は
少

な
く
、
あ
っ
て
も
そ
れ
は
浄
瑠
璃
の
格
の
問
題
と
し
て
抽
象
的
に
語
り
の
心
持

が
説
か
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。

時
代
も
の
は
　
心
も
ち
こ
と
ば
と
も
に
く
ら
い
を
つ
け
て
か
た
る
べ
し
。

し
か
し
あ
ま
り
こ
と
ば
の
の
び
ざ
る
や
う
に
こ
ゝ
ろ
得
あ
る
べ
し

せ
わ
事

ハ
　
ね
ば
／
ヽ
と
し
て
は
ぁ
し
く
、
め
い
ノ
ヽ
つ
ね
に
も
の
い
ふ

や
う
な
る
心
得
に
て
か
た
る
べ
し
。

今
瀞
瑠
趨
秘
密
箱
』
文
化
五
）

こ
の
心
得
が

一
番
に
実
践
出
来
る
の
は
や
は
り
時
代
物
の
条
に
も
あ
る
よ
う



に
こ
と
ば
の
部
分
で
あ
ろ
う
。
近
石
泰
秋
氏
が

『操
浄
瑠
璃
の
研
究
』
の

「世

話
物
」
の
中
で
、
『道
成
寺
現
在
蛇
鱗
』
を
例
に
挙
げ

「
セ
ハ
」
の
語
り

口
に

つ
い
て
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

次
第
つ
く
り
し
罪
も
消
え
ぬ
下
べ
し
ｏ
ハ
ル
ノ
ヽ
。
下
鐘
の
供
養
に
参
ら
ん
。

サ
ン
是
は
此
国
の
傍
に
住
む
白
拍
子
に
て
候
。
詞
扱
も
道
成
寺

と
申
す
…

…
月
は
程
な
く
入
り
し
は
の
。
ノ
ヽ
。
煙
み
ち
く
る
小
松
原
。ク
ル
急
ぐ
心

か
下
ま
だ
暮
れ
ぬ
日
高
の
寺
に
ハ
′レ
着
き
に
下
け
り
／
ヽ
ｏ
詞
い
か
に
申
候
。

是
は
此
国
の
傍
に
。
セ
ハ
と
い
ふ
て
は
か
た
い
。
定
め
て
お
前
方
も
聞

き

及
ん
で
ご
ざ
ん
せ
う
。
わ
し
や
桜
子
と
い
う
自
拍
子
。
鐘
の
供
養
と
聞
い

て
拝
み
た
さ
に
来
た
は
い
な
。
　
　
　
　
　
　
　
（寛
保
二
年

・
豊
竹
座
）

こ
れ
に
つ
い
て
近
石
氏
は
、
能
の
シ
テ
風
に
登
場
し
、
厳
粛
に
話
し
か
け
た

桜
子
が
、

「
セ
ハ
」
で
急
に
傾
城
こ
と
ば
に
や
わ
ら
ぐ
、
あ
ざ
や
か
な
変
化
に

興
味
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
頃
に
は
明
ら
か
に
時
代
と

世
話
の
語
り
の
音
曲
上
の
区
別
が
出
来
て
い
た
こ
と
が
判
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
例
で
も
判
る
よ
う
に
、
世
話
事
は
こ
と
ば
の
部
分
に
お
い
て
顕
著
な
特
色

が
発
揮
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
内
匠
利
大
夫
が
浄
瑠
璃
の

「
詞
」

（節
付
と
し
て
の
詞
）
で
な
く
、
全
く
の
対
話
の
口
調

「
せ
り
ふ
」
で
世
話
事

を
演
じ
た
と
い
う
こ
と
も
理
解
出
来
る
。

『
大
坂
千
日
寺
心
中
物
語
』
と
兄
弟
関
係
に
あ
る
角
太
夫
系
の
正
本

『蝉
の

ぬ
け
が
ら
』
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
そ
の
冒
頭
部
に
他
に
見
え
な
い
文
字
譜
が

み
え
る
。

謡
松
風
ら
げ
つ
に
こ
と
ば
を
交
す
ひ
ん
か
く
も
…
…
い
つ
の
ま
に
か
は
へ

だ
つ
ら
ん
上
ゆ
り
ｏ
詞
「
ヤ
ツ
ン
お
よ
そ
三
千
三
百
両
し
う
し
な
い
た

る
そ

れ
が
し
は
。
せ
つ
し
う
な
に
は
に
名
も
高
き
。
万
屋
の
介
六
と
て
お
と
こ

じ
ま
ん
に
の
ぼ
さ
れ
て
。
今
は
し
ん
だ
い
す
つ
き
り
す
け
六

冒
頭
の
謡
の
序
部
が
終
っ
て
最
初
の

「
詞
」
が
あ
り
、
名
乗
り
を
行
う
箇
所

で
あ
る
が
、
そ
の

「
詞
」
の
横
に

「
ヤ
ツ
シ
」
と
あ
り
、
世
話
に
や
つ
し
た
語

り
口
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
問
題
の
亭
主
相
手
の
介
六
物
語
の
箇
所
も
詞

の
羅
列
で
展
開
し
て
お
り
、
同
様
の
行
方
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。

そ
れ
で
は
当
の
義
太
夫
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
た
し
か
に

『曽
根
崎
心
中
』

等
の
世
話
物
に
は
会
話
部
が
多
く
、
対
話
劇
的
傾
向
の
強
く
な
っ
て
い
る
こ
と

は
認
め
ら
れ
る
。
徳
兵
衛
の
長
い
身
上
咄
も
、
八
行
本
で
二
丁
に
及
ん
で
い
る
。

し
か
し
、
内
匠
利
大
夫
正
本
の
よ
う
に
全
く
節
付
け
の
無
い
形
で
進
行
す
る
箇

所
は
義
太
夫
の
本
に
は
見
当
ら
な
い
し
、
角
太
夫
の
よ
う
に

「
詞
「
ャ
ッ
シ
」
と

い
っ
た
形
の
も
の
も
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
徹
底
し
た
セ
リ
フ
事
で
長
丁
場
を
展
開
す
る
よ
う
な
語
リ
ロ

は
、
内
匠
利
大
夫
の
世
話
事
の
一
特
色
で
あ
り
、
角
太
夫
系
の
そ
れ
も
ほ
ぼ
同

様
の
語
り
口
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
世
話
事

一
般

の
芸
を
考
察
す
る

一
つ
の
鍵
、
し
か
も
重
要
な
鍵
で
あ
る
こ
と
は
確
か
と
思
わ

れ
る
。
普
通

「世
話
」
の
用
例
が
こ
と
ば
の
問
題
と
し
て
多
出
す
る
こ
と
は
既

に
知
ら
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
り
、
語
り
物
に
あ
っ
て
は
、
会
話
部
の
語
り
口
に
、

作
品
の
問
題
と
し
て
は
そ
の
対
話
劇
性
に
、
更
に
は
人
形
の
演
技
の
面
で
も
世

話
事

。
世
話
物
の
特
色
が
当
然
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
義
太
夫
の
場
合
で
も
、
節

章
の
上
に
直
ち
に
そ
れ
が
う
か
が
え
な
い
ま
で
も
、
時
代
事
と
の
差
異
は
か
な

り
明
瞭
に
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

日
頭
発
表
の
場
で
は
以
上
に
と
ど
め
た
が
、
そ
の
後
、
節
章
と
し
て
の

「
詞
」
に
着
日
し
、
そ
の
史
的
展
開
を
辿
る
な
ど
し
て

「
詞
」
の
音
楽
的
変

質
を
目
下
の
と
こ
ろ
想
定
す
る
に
至
っ
て
い
る
。　
一
般
に
地

・
詞

・
フ
シ

の
三
要
素
の
う
ち
時
代
と
共
に
詞
の
拡
大
が
み
ら
れ
、
形
の
上
で
は
語
り



か
ら
劇

へ
と
い
う
移
行
の
跡
が
大
き
く
辿
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
は
た
だ
に

音
曲
の
問
題
だ
け
で
考
え
る
べ
き
で
な
く
、
舞
台
構
造
、
人
形
演
出
の
間

題
等
と
も
絡
め
て
考
察
す
べ
き
だ
と
思
う
。
ま
た
節
章
の

「
詞
」
も
時
代

事
の

「
詞
」
と
世
話
事
の

「
詞
」
と
二
つ
の
流
れ
が
あ
る
筈
で
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
展
開
変
遷
と
互
い
の
交
流
は
今
後
の
課
題
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
最
近
横
山
正
氏
の

『語
文
研
究
』
四
十
六
号
所
載

「
初
期
義

太
夫
節
に
お
け
る
詞
の
意
義
」
は
注
目
さ
れ
る
論
文
で
あ
る
。

「
詞
」
が

地
の
文
と
言
葉
の
部
分
に
付
さ
れ
る
様
相
を
詳
細
に
追
及
し
、
世
話
物
の

対
話
劇
性
を
裏
付
け
て
お
ら
れ
る
。
私
は
さ
ら
に
、
そ
の
「
詞
」
の
時
代

・

世
話
の
質
的
相
違
を
も
考
慮
す
べ
き
と
考
え
て
い
る
が
、
今
後
の
検
討
に

ま
ち
た
い
。

〈注
３
）

世
話
事
の
用
例
の
中
に
は
、
世
話
物
に
近
い
意
味
を
も
っ
た
も
の
も
あ
る
。

例
え
ば

「
器
量
よ
く
世
話
事
に
も
つ
か
は
れ
続
に
も
穴
を
あ
け
ず
。
役
目
相
応
に
せ

ら
る
ヽ
と
い
へ
共
」
∩
役
者
友
吟
味
』
坂

・
桑
原
三
左
衛
門
）
な
ど
そ
れ
で
あ
る
が
、

一
般
的
で
は
な
い
。

（注
４
）

昭
和
４４
年
５
月
、
拙
稿

『近
松
世
話
浄
瑠
璃
の
方
法
―
心
中
物
を
中
心
と
し

て
―
六
帝
塚
山
演
劇
学
・
第
二
巻
第
一
号
）
に
お
い
て
、
こ
の
性
格
に
つ
い
て
扱
い
、

「彼

（近
松
）
の
世
話
物
作
劇
の
態
度
と
い
う
も
の
は
、
当
時
歌
舞
伎
の
心
中
世
話

狂
言
等
に
一
般
的
に
見
ら
れ
た
、
葛
藤
の
外
的
展
開
を
情
緒
的
展
開
で
受
け
と
め
、

劇
的
統
一
を
な
す
と
い
う
手
法
の
上
に
立
っ
て
、
更
に
人
形
の
機
能
を
十
分
活
か
す

べ
く
作
劇
し
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
た
が
、
こ
の
「情
緒
的
」
と
い
う

性
格
に
当
る
も
の
で
、

「
し
っ
ぼ
り
事
」
と
呼
ば
れ
た
演
技
内
容
と
深
く
関
わ
る
も

の
の
よ
う
で
あ
る
。

〓
一　
助
六
心
中
と
曽
根
崎
心
中

こ
の
よ
う
に
、
世
話
事
の
探
究
に
当

っ
て
そ
の
性
格
の
一
面
を
見
出
す
こ
と

は
出
来
た
が
、
こ
れ
以
上
の
考
察
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
容
易
で
は
な
い
。
曲

節
研
究
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
除
路
が
あ
り

一
朝

一
夕
に
し
て
成
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
私
の
能
力
を
超
え
た
分
野
で
も
あ
る
。
こ
う
し
て
解
決
の
道
は
失
わ
れ
た

か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
突
然
意
外
な
方
向
に
曙
光
が
見
出
せ
て

き
た
。

す
な
わ
ち
、
世
話
事
の
演
じ
ら
れ
る
好
箇
の
場
と
し
て
の
、
長
咄
の
局
面
を

求
め
て
初
期
の
切
浄
瑠
璃
や
『曽
根
崎
心
中
』
な
ど
を
み
て
い
た
時
、
ふ
と
『暉

の
ぬ
け
が
ら
』
の
介
六
の
身
上
咄
の
箇
所
、
内
匠
利
大
夫
の

「
せ
り
ふ
事
」
に

当
る
と
こ
ろ
で
、
『曽
根
崎
心
中
』
徳
兵
衛
の
身
上
咄
の
文
句
と
語
旬
の
類
似
が

あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
の
で
あ
る
。

…
屋
根
に
は
猫
が
い
が
み
合
ふ
。
下
に
は
犬
め
が
り
ん
き
沙
汰
。
居
間
が

お
中
は
か
う
し
た
ず
。
定
家
の
色
紙
は
贋
じ
や
と
い
ふ
。
い
つ
が
盆
や
ら

正、月、や、ら、。
や。
み。
ら。
み。
っ
ち。
や。
り。議
ら。
り。三。。　
　
　
　
　
　
（『暉
ヒ
）

此
の
中
を
れ
が
憂
き
苦
労
。
盆、
と、
正、
月、
其
の
上
に
。
十
夜
お
祓
ひ
煤
掃
き

を
一
度
に
す
る
と
も
か
う
は
有
る
ま
い
。
心
の
内
は
む
し
や
く
し
や
と
や

み。
ぃ
み。
つ。ち。
ゃ
の。皮。舞
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『曽
』
上
）

万
屋
介
六
も
こ
の
咄
を
、
介
六
の
因
果
咄
と
涙
ぐ
ん
で
揚
屋
の
亭
主
に
話
す

の
で
あ
る
が
、
徳
兵
衛
も
お
初
に
こ
の
苦
労
咄
を

「
徳
兵
衛
が
命
は
続
の
狂
言

に
。
し
た
ら
ば
哀
れ
で
あ
ら
ふ
ぞ
と
溜
息
ほ
つ
と
つ
く
ば
か
り
」
に
話
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
ば
や
局
面
の
類
似
に
気
付
き

（
『大
坂
千
日
寺
心
中
物
語
』
に

は
こ
の
文
辞
は
な
い
）、
こ
の
二
作
を
比
較
検
討
し
て
み
る
と
、
表
現
や
作
品
の

構
想
等
全
般
に
わ
た
っ
て
、深
い
関
連
性
を
見
出
す
。左
記
の
表
が
そ
れ
で
あ
る
。



揚 屋 門 日 の 場 〔序 開 き〕ヵ

暉

の

ぬ

け

が

ら

序

　

謡

（江
３

（付
舞
台
）
カ

介
六
の
出
　
編
笠

・
紙
子
姿
の
哀
れ
な
出

介
六
物
陰
に
身
を
潜
め
る

揚
巻
の
出

揚
巻
∧
名
残
の
道
中
∨

揚
巻
揚
屋
の
内
に
入
る
　
送
り

〔仏
も
も
と
は
凡
大
に
て
。
か
の
や
し
ゆ
た
ら
女
の
妹
背
の
中
。
ぬ
る
夜
も

り

ん
き
の
し
な
も
今
の
衆
生
に
変
ら
め
や
。
是
を
見
。
か
れ
を
聞
く
時
は
。
恋
と

菩
提
を
引
わ
け
て
道
は
二
筋
な
き
も
の
を
…
…
…
〕

（後
出
心
中
道
行
冒
頭
部
）

「介
六
つ
く
ノ
ヽ
見
送
り
て
」

介
六
再
び
現
わ
れ
、
「
と
い
つ
ま
い
つ
分
別
し
」
揚
屋
の
内
に
声
を
か
け
る

揚
屋
亭
主
八
右
衛
門
の
出

介
六
八
右
衛
門
を
相
手
に
身
上
咄

揚
巻
が
原
因
で
父
へ
の
反
抗

張
り
合
い
に
な
り
金
作
り
の
失
敗
話
　
　
　
　
∧
男
主
人
公
長
物
語
∨

は
な
し
上
む

「
う
れ
ひ
ぶ
し
　
な
み
だ
く
み
て
ぞ
は
な
さ
る
ヽ
」

亭
主
聞
て
同
情
し
、
揚
巻
が
田
舎
の
客
に
身
請
さ
れ
明
日
は
国
へ
連
れ
て

ゆ
か
れ
る
と
語
る

亭
主
揚
巻
の
国
入
り
道
具
の
お
び
た
だ
し
い
こ
と
を
滑
稽
に
語
る

道
化
∧
物
語
∨

介
六
が
帰
ろ
う
と
す
る
を
亭
主
止
め
、
着
物
を
貸
し
、
中
三
階
の
こ
た
つ

に
入
れ
と
す
す
め

「
お
た
ば
こ
ぼ
ん
よ
お
さ
か
づ
き
」
と
立
騒
い
で
亭
主

は
退
く
　
一二
重

二
段
　
介
六
中
二
階
こ
た
つ
に
て
揚
巻
に
知
ら
せ
よ
う
と
煙
草
に
わ

ざ

と

む

せ
る

（恋

の
手
立
）

曽

根

崎

心

中

初
の
出
　
駕
籠
に
乗
っ
て
の
出

初
∧
観
音
め
ぐ
り
道
行
∨

初
観
音
に
変
じ
舞
台
転
換
　
一二
重

「升
三
に
御
身
を
変
へ
色
で
。
道
引
情
で
教
へ
。
恋
を
菩
提
の
橋
と
な
し
。
渡

し
て
救
ふ
観
世
音
誓
は
。
妙
に
　
一二
重
へ
有
難
し
」

「立
迷
ふ
」

編
笠
　
徳
兵
衛
の
出
　
生
玉
の
社
に
着
く
　
　
出
茶
屋
の
中
よ
り
初
声
を

か
け
る
　
徳
兵
衛
長
蔵
の

「影
見
ゆ
る
迄
見
送
リ
ノ
ヽ
」
　
　
　
ヽ

徳
兵
衛
初
と
出
会

徳
兵
衛
初
を
相
手
に
身
上
咄

初
が
原
因
で
伯
父
へ
の
反
抗

張
り
合
い
に
な
り
金
作
り
の
苦
労
話
　
　
　
∧
男
主
人
公
長
物
語
∨

は
な
し
上
む

「
ス
子
ア
　
む
せ
び
入
て
ぞ
泣
き
ゐ
た
る
」

初
聞
て
涙
し
、
明
日
き
り
の
金
を
早
く
伯
父
に
返
せ
と
す
す
め
る

開序場玉生

九
平
次
の
出

九
平
次
と
徳
兵
衛
の
葛
藤
　
手
形
の
巧
み
　
喧
嘩

初
田
舎
の
客
に
無
理
に
連
れ
ら
れ
退
場
　
　
世
話
敵
∧
闘
講
∨

徳
兵
衛
打
郷
さ
れ
破
れ
編
笠
で
哀
れ
な
退
場
　
一二
重

中
巻
　
初

の
所

へ
朋
輩
来
り
徳
兵
衛
の
噂

外
に
徳
兵
衛
を
見

つ
け

ん
」
と
思
う
が
人
目
あ
り
、
わ
ざ
と
門
見
て
来
う
と
外
に
出
る

二
重

恋 走
の り
手 出



場内屋揚行道

揚
巻
の
出

　

「走
り
来
て
」
こ
た
つ
に
腰
を
か
け
る

介
六
　

」́
た
つ
の
中
よ
り
見
上
げ
、
い
や
み
を
言
い

「そ
ら
さ
ぬ
顔
し
て
ゐ
た
り
け
り
」

〔
こ
た
つ
の
上
下
〕
揚
巻
介
六
と
口
説
し
、
こ
た
つ
に
よ
そ
え
て

介
六
に
心
中
を
語
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
揚
巻
∧
当
言
∨

介
六
悪
口

「
い
き
け
い
せ
い
の
ひ
る
が
ん
ど
う
。
大
ぬ
す
人
の
や
け
げ
い

せ
い
…
…
…
」

受
け
取
れ
と
起
請
小
指
な
ど
打
ち
つ
け
る
　
書
置
を
共
に
用
意
し
て
い
た

こ
と
が
知
れ
心
と
け

一
緒
に
泣
く

介
六
回
向
頼
む
と
出
て
行
き
か
け
る
　
揚
巻
す
が
り
つ
き

「
こ
な
ん
に
別
れ
露
の
身
を
。
片
時
も
な
か
ら
へ
有
べ
き
や
。
ど
う
で
も
か
う

で
も
死
る
ぞ
や
。
死
せ
て
た
べ
介
六
様
。　
一
所
に
や
い
の
と
す
か
り
つ
き
。
き

へ
入
斗
く
ど
き
泣
き
。
ぜ
ひ
も
な
さ
け
の
き
づ
な
也
＊

＊
介
六
渭
を
お
さ
へ
。
フ
ヽ
よ
ふ
ゆ
や
つ
た
う
れ
し
い
ぞ
や
。
さ
ほ
ど
に
思
ひ

つ
め
し
上
は
。
も
は
や
と
ゞ
む
る
心
で
な
し
。
去
な
が
ら
髪
に
て
と
に
も
と
思

へ
共
。
亭
主
が
難
義
察
し
た
り
。
諸
事
某
に
任
す
べ
し
。
先
か
き
お
き
と
か
き

ま
ぎ
れ
出
て
ゆ
く
こ
そ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔二
重
Ｘ
千
日
寺
心
中

〔
心
中
み
ち
ゆ
き
〕
（大
阪
千
日
寺
心
中
物
語
）
　
　
　
　
　
ン
テ
・
ツ
レ

〔
…
…
行
く
道
の
。
鐘
二
つ
三
つ
よ
の
中
の
限
り
も
。
今
と
。
…
…
こ
こ
に
四

ッ
橋
の
。
く
も
手
に
…
…
無
常
の
鐘
も
近
づ
け
ば
。
も
は
や
最
後
か
…
…
そ
の

先
の
世
も
。
必
ず
女
夫
と
…
…
涙
い
や
ま
す
ば
か
り
な
り
。
…
…
梅
が
香
は
…

…
は
や
有
明
の
鶏
の
声
。
…
…
身
の
あ
だ
し
野
に
　
一二
重
へ
着
き
に
け
る
。
※
〕

大
阪
万
屋
介
六
道
行

（暉
の
ぬ
け
が
ら
）

…
…
ふ
た
り
手
に
手
を
。
取
く
み
て
。
な
に
は
の
こ
と
の
よ
し
あ
し
も
。
爪
ぐ

る
数
珠
の
数
と
り
に
。
取
々
さ
ぞ
や
噂
せ
ん
。
あ
れ
御
覧
ぜ
よ
行
先
に
　
は
や

横
雲
の
立
渡
り
。
…
…
明
け
ば
憂
き
身
の
措
所
。
さ
ら
し
畷
に
　
一二
重
　
着
き

給
ふ
。

立
）
　

内
よ
り
呼
ぶ
声
に
打
掛
け
に
入
れ
中

へ
　
稼
の
下
に
入
れ
上
り
口

に
腰
を
か
け
る

初
煙
草
吸
い
つ
け

「
そ
し
ら
ぬ
顔
し
て
ゐ
た
り
け
り
」

九
平
次

・
仲
間
の
出
　
亭
主

「
そ
れ
た
ば
こ
ぼ
ん
お
さ
か
づ
き
と
あ
リ
ベ

か
ゝ
り
に
立
騒
ぐ
」
九
平
次
の
悪
口
に
亭
主
は
退
く

〔
稼
の
上
下
〕
初
九
平
次
へ
の
こ
と
ば
や
独
言
に
よ
そ
え
て

徳
兵
衛
に
心
中
を
示
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
初
∧
当
言
∨

初
悪
日

「
徳
様
に
離
れ
て
片
時
も
生
き
て
ゐ
よ
う
か
。
そ
こ
な
九
平
次
の

ど
う
ず
り
め
。
あ
ほ
う
口
を
た
ヽ
い
て
人
が
聞
て
も
不
審
が
立
＊

徳
兵
衛
初
の
足
を
と
っ
て
押
し
戴
き

一
緒
に
泣
く

＊
ど
う
で
徳
様

一
緒
に
死
ぬ
る
わ
し
も

一
緒
に
死
ぬ
る
の
や
い
の
と
足
に
て
つ

け
ば
橡
の
下
に
は
涙
を
流
し
。
足
を
取
つ
て
お
し
戴
き
。
膝
に
抱
付
き
焦
れ
泣

き
　
女
も
色
に
つ
ヽ
み
か
ね
。
互
に
物
は
言
は
ね
ど
も
。
肝
と
肝
と
に
応
へ
つ

ヽ
し
め
り
。
泣
に
ぞ
泣
き
ゐ
た
る
。
人
知
ら
ぬ
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
」

九
平
次
気
味
悪
が
り
帰
る

店
仕
舞
　
時
の
経
過

初
三
階
よ
り
忍
ん
で
降
り
る

下
女
起
こ
さ
れ
出
て
く
る

火
打
の
打
音
に

「ま
ざ
ら
か
し
」
脱
出
し
て
ゆ
く
　
一二
重

心
中
道
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
太
大
・
ツ
レ

…
…
道
の
霜
。
…
…
あ
れ
数
ふ
れ
ば
暁
の
。
七
つ
の
時
が
六
つ
鳴
り
て
　
残
る

一
つ
が
今
生
の
。
鐘
の
響
の
開
き
納
め
寂
滅
為
楽
と
響
く
な
り
。
…
…
梅
田
の

橋
を
…
…
い
つ
ま
で
も
。わ
れ
と
そ
な
た
は
女
大
星
。必
ず
添
う
と
…
…
二
人
が

中
に
降
る
涙
　
川
の
み
か
さ
も
増
さ
る
べ
し
。
…
…
今
年
の
心
中
よ
し
あ
し
の
。

…
…
明
日
よ
り
は
わ
れ
も
噂
の
数
に
入
り
。
世
に
歌
わ
れ
ん
。
歌
は
ヽ
歌
へ
…

…
命
を
追
は
ゆ
る
鶏
の
声
明
け
な
ば
憂
し
や
天
神
の
。
森
で
死
な
ん
と
手
を
引

き
て
梅
田
堤
の
小
夜
烏
…
…
爪
ぐ
る
数
殊
の
百
八
に
涙
の
玉
の
。
数
添
ひ
て
‥

‥
曽
根
崎
の
森
に
ぞ
。
辿
り
着
き
に
け
る
。

場屋満天行道



さらし畷・〔千日寺〕

〔
※
親
子

一
門
揚
屋
の
亭
主
。
尋
ね
／
ヽ
て
千
日
寺
の
。
庭
の
朝
明
夜
明

の
烏

か
は
ひ
。
ノ
ヽ
と
鳴
く
。
声
揚
巻
や
介
六
心
中
　
知
る
も
知
ら
ぬ
も
を
し
な
ヘ

て
皆
念
。
仏
を
ぞ
唱

へ
け
る
〕
（千
日
寺
心
中
）

八
右
衛
門
追
い
来
り
、
伊
予
の
田
舎
客
実
は
介
六
の
父
と
判
り
し
こ
と
な

ど
告
げ
、
皆
打
ち
連
れ
帰
る

「
慈
悲
と
情
と
義
理
と
恋
。
た
め
し
に
聞
か
ぬ
心
中
や
と
。
人
皆
話
し
伝

へ
け

り
」

ま
ず
場
面
構
成
で
あ
る
が
、
両
者
殆
ど

一
致
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
所
謂

三
巻
構
成
が
見
ら
れ
、
〓
一巻
目
が
心
中
道
行
で
始
ま
る
形
も
同

一
で
あ
る
。
『曽

根
崎
心
中
』
（
以
下

『曽
』
と
略
称
）
観
音
め
ぐ
り
の
序
開
き
に
該
当
す

る
も

の
と
し
て
は

『岬
の
ぬ
け
が
ら
』
（以
下

『暉
』
と
略
称
）
で
は
傾
城
揚
巻

の

「
名
残
の
道
中
」
が
あ
る
。
文
章
は
比
較
的
短
い
が
、
大
夫
道
中
の
演
技
が

一

つ
の
見
せ
物
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
証
拠
は
、
同
系
の
一
中
正

本

『助
六
心
中
丼
せ
み
の
ぬ
け
が
ら
』
東
洋
文
庫
本
表
紙
裏
見
返
し
の
図

（別

本
『助
六
心
中
丼
一一せ
み
の
ぬ
け
が
ら
』
∧
千
葉
胤
男
氏
紹
介

『近
世
文
芸
』
１７
∨

に
も
同
じ
図
掲
載
）
に
、「
つ
け
ぶ
た
い
に
て
つ
か
い
申
候
／
身
ふ
り
し
よ
さ
大

あ
た
り
／
廟
ｒ
ｒ
Ⅸ
Ⅳ
階
ド
Ｌ
／
ふ
か
あ
み
／
が
さ
に
か
み
／
子
す

か
た

お
／

も
ひ
入
／
大
あ
た
り
　
開
囲
Ｍ
団
日
旧
日
け
い
せ
い
／
手
つ
ま
人
き
や
う
岡
国

Ｌ
ヽ
に
ド
Ｋ
一
町
中
の
ひ
や
う
ば
ん
／
助
六
上
る
り
／
大
あ
た
り
」
と
あ
り
、

都
太
夫

一
中
が
難
波
利
三
の
三
味
線
で
ワ
キ
三
中
と
共
に
出
語
り
し
、
人
形
が

付
舞
台
で
出
遣
い
を
し
て
い
る
。
こ
の
廓
を
明
日
限
り
に
去

っ
て
ゆ
く
揚
巻
の

道
中
が

『曽
』
の
初
同
様
手
妻
人
形
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。　
一
中
の

本
由
の
上
演
は

『曽
』
以
後
程
経
ず
し
て
の
こ
と
で
あ
弾
貯
題
は
残
る
が
大
い

に
参
考
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
近
松
も
後
年

『
山
崎
与
次
兵
衛
寿
の
問
松
』
上

人
魂
が
飛
ぶ

述
懐

両
人
心
中

「
誰
が
告
ぐ
る
と
は
曽
根
崎
の
森
の
下
風
音
に
聞
え
。
と
り
伝

へ
貴
賤
群
集
の

回
向
の
種
。
未
来
成
仏
疑
ひ
な
き
恋
の
。
手
本
と
な
り
に
け
り
」

巻
新
町
揚
屋
の
段
冒
頭
部
に
吾
妻
の
大
夫
道
中
を
設
定
し
て

一
つ
の
見
せ
場
を

形
成
し
て
い
る
。
な
お
、
『暉
』
の
太
夫
道
中
の
場
合
は
文
辞
も
僅
か
で
所
作
中

心
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
『曽
』
の
場
合
は
周
知
の
長
い
文
章
を
伴
う
。
そ

の

「
観
音
め
ぐ
り
」
末
部
の
文
辞
が
、
『螺
』
の
心
中
道
行
冒
頭
部
の
仏
教
的
文

辞
と
同
趣
で
あ
り
、
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『蝉
』
の
揚
巻

道
中
、
揚
屋
入
り
ま
で
が
付
舞
台
で
の
序
開
き
と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
両
作
の
場

構
成
は
殆
ど
同

一
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
順
次
各
場
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
序
開
き
が
終
り
付
舞
台
よ
り
本
舞

台
に
変
っ
て
の
場
で
あ
る
が
、
『螺
』
で
は
恋
人
を
物
蔭
か
ら
見
送
る

（
「
介
六

つ
く
ノ
ヽ
見
送
り
て
」
だ
け
で
声
を
か
け
ず
に
終
り
、
揚
屋
に
案
内
を
乞
い
、

亭
主
と
の
間
答
が
展
開
さ
れ
る
）。
『曽
』
で
は
初
が
出
茶
屋
の
簾
の
蔭
に
居
て

徳
兵
衛
に
声
を
か
け
手
を
叩
く
と
、
そ
れ
と
察
し
て
徳
兵
衛
が
供
の
丁
稚
長
蔵

を
返
し

「
影
見
ゆ
る
ま
で
見
送
り
／
ヽ
」
、
初
を
相
手
に
対
話
が
展
開
さ
れ
て

ゆ
く
。
そ
の
身
上
咄
の
内
容
が
酷
似
し
て
い
て
、
共
に
恋
人
が
遊
女
で
あ
る
こ

と
か
ら
父
や
伯
父
の
意
見
が
あ
り
、
そ
れ
に
反
抗
し
て
張
り
合
い
に
な
り
金
作

に
か
か
る
話
と
な
っ
て
ゆ
く
。
『暉
』
の
方
は
そ

の
金
作
の
失
敗
講
が
滑
稽
に
、

『傾
城
仏
の
原
』
文
蔵
の
身
上
咄
し
を
直
し
た
形
で
展
開
さ
れ
る
が
、
『曽
』
で

曽 根 崎 の 森



は
し
ん
み
り
と
苦
労
口出
が
行
わ
れ
る
。
『蝉
』
の
場
合
、
後
で
介
六
が
涙
ぐ
む
の

が
可
笑
し
い
ぐ
ら
い
、
廓
口出
の
滑
稽
味
が
濃
厚
で
あ
る
が
、
そ
の
境
遇
の
設
定

は
両
者
同
巧
の
も
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も

『曽
』
の
場
合
で
も
す
べ
て
が
真
面
目
な
調
子
で
話
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
。

男
も
泣
い
て

「
フ
ヽ
道
理
ノ
ヽ
さ
り
な
が
ら
。
言
う
て
苦
に
さ
せ
何
せ
ふ

ぞ
い
の
。
此
の
中
…
…
や
み
ら
み
つ
ち
や
の
皮
袋
。
銀
事
や
ら
な
ん
じ
や

や
ら
訳
は
京

へ
も
上
つ
て
く
る
。
よ
う
も
ノ
ヽ
徳
兵
衛
が
命
は
続
の
狂
言

に
。
し
た
ら
ば
哀
れ
に
あ
ら
ふ
ぞ
」
と
溜
息
ほ
つ
と
つ
ぐ
ば
か
り
。

「
ハ

テ
軽
日
の
段
か
い
の
。
…
…

初
が
こ
の
話
を
、

「
軽
日
の
段
か
い
の
」
と
受
け
た
よ
う
に
、
こ
の
箇
所
は

徳
兵
衛
が
泣
き
な
が
ら
し
か
し
わ
ざ
と
軽
い
語
調
の
早
口
で
冗
談
め
か
し
て
語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
初
に
心
配
さ
せ
な
い
よ
う
に
と
の
配
慮
で
あ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
が
、
ま
た
同
時
に
こ
れ
に
は
近
松
の
心
憎
い
配
慮
が
あ
る
。

先
に
初
に
田
舎
客
の
こ
と
を

「
物
真
似
聞
き
に
そ
れ
そ
こ
へ
」
と
言
わ
せ
て
い

る
こ
と
と
ひ
び
き
合
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
当
時
市
井
で
評
判
の

「
当
世
し

か
た

（仕
方
）
物
ま
ね
」
翁
伽
羅
女
し

の
米
沢
彦
八
軽
口
咄
を
聞
き

に
行

っ
た

と
は
っ
き
り
と
利
か
せ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
『曽
』
の
絵
入
本
挿
絵
に
は
、
馬

場
先
辺
に

回
Ы
囲
闇
日
口
円
円
田

と
掲
げ
て
、
彦
八
が
座
っ
て
客
二
人
を
前

に
し
て
咄
す
図
が
あ
り
、
「
Ｊ
川
引
刻
馴
川
劉
刊
Ｊ

と
明
示
し
て
い
る
。
恐
ら

く
生
玉
社
頭
で
の
徳
兵
衛
の
こ
の
軽
口
の
日
調
は
、
彦
八
の
軽
口
調
を
真
似
て

の
、
当
込
み
が
あ
っ
た
と
み
て
ま
ず
間
違
い
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の

裏
に
は
、
『暉
』
の
廓
咄
し
の
ひ
び
き
が
あ
る
。

再
び
両
者
の
対
比
Ｌ
戻
れ
ば
、
共
に
明
日
ま
で
に
金
が
な
け
れ
ば
恋
人
同
士

別
れ
別
れ
に
な
る
状
況
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
場
の
そ
の
後
の
局
面
に
両
者
相
違
が
み
ら
れ
る
。
『暉
』
は
道

化
役
の
亭
主
に
よ
る
∧
物
語
∨
が
あ
り
、
揚
巻
の
国
入
り
の
道
具
類
が
如
何
に

仰
山
な
も
の
で
あ
る
か
を
滑
稽
に
語
る
。
介
六
が
そ
れ
を
聞
い
て
帰
ろ
う
と
す

る
の
を
、
亭
主
は
着
物
を
貸
し
中
二
階

へ
上
げ
て
や
る
。
こ
れ
に
対
し

『曽
』

で
は
世
話
敵
九
平
次
を
登
場
さ
せ
、
徳
兵
衛
が
彼
に
編
さ
れ
た
こ
と
が
判
り
喧

嘩
と
な
り
、
皆
に
打
郵
さ
れ
る
と
い
う
葛
藤
の
展
開
と
∧
闘
議
∨
場
面
が
あ
る

点
が
違

っ
た
行
方
と
い
え
る
。

こ
の

『曽
』
の
最
後
の
場
面
で
、

「
い
づ
れ
も
御
苦
労
か
け
ま
し
た
御
免
あ
れ
」
と

一
礼
述
べ
。
破
れ
し
編

笠
拾
ひ
着
て
顔
も
傾
く
日
影
さ
へ
。曇
る
涙
に
か
き
く
れ
。／
ヽ
す
ご
ノ
ヽ

帰
る
有
様
は
日
も
当
て
。
ら
れ
ぬ
　
一一萱

と
あ
る
徳
兵
衛
の
、
破
れ
編
笠
で
ま
こ
と
に
哀
れ
に
立
ち
帰
る
傷
心
の
後
姿
は
、

ど
ふ
ぞ
せ
つ
き
の
な
い
く
に
も
が
な

web公開に際し、画像は省略しました



た
ヽ
か
れ
た
と
く
兵
衛
人
形
の
ご
と
く
也

（正
徳
頃

『俳
譜
大
福
寿
覚
帳
し

と
あ
る
よ
う
に
当
時
評
判
の
場
面
で
あ

っ
た
。
近
松
は

『曽
』
に
お
い
て
、
こ

の
編
笠
を
意
識
的
に
利
用
し
て
い
る
。
生
玉
の
場
の
徳
兵
衛
の
登
場
場
面
で
彼

は
編
笠
を
着
し
て
得
意
廻
り
を
し
て
お
り
、
初
の
傍
に
よ
り

「
コ
レ
お
初
じ
や

な
い
か
。
こ
れ
は
ど
う
じ
や
と
編
笠
を
。
脱
が
ん
と
す
れ
ば
ア
ヽ
ま
づ
や
は
り

着
て
ゐ
さ
ん
せ
」
と
編
笠
が
話
題
に
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
闘
諄
場
面
で
は

死
の
覚
悟
を
ほ
の
め
か
し
て

「破
れ
し
編
笠
拾
ひ
着
て
」
す
ご
す
ご
と
退
場
し

て
ゆ
く
後
姿
に
視
覚
的
効
果
を
あ
げ
る
。
九
平
次

一
行
も
編
笠
姿
で
現
わ
れ
、

緊
迫
感
を
出
す
と
こ
ろ
で
ハ
ラ
リ
と
脱
が
せ
た
り
す
る
配
慮
が
あ
る
。
徳
兵
衛

が
何
時
笠
を
脱
い
だ
の
か
或
い
は
喧
嘩
の
場
で
脱
げ
落
ち
る
の
か
明
ら
か
で
な

い
が
、
演
出
効
果
の
あ
る
箇
所
で
そ
れ
は
な
さ
れ
た
に
相
違
な
い
。
さ
ら
に
ま

た
編
笠
使
用
が
続
く
。
中
之
巻
天
満
屋
に

「夜
の
編
笠
徳
兵
衛
。
思
ひ
わ
び
た

る
忍
姿
」
と
現
わ
れ
、
間
に
出
た
初
が

「
笠
の
内
に
顔
さ
し
入
れ
。
声
を
立
て

ず
の
隠
し
泣
き
あ
は
れ
。
切
な
き
涙
な
り
」
と
い
っ
た
情
緒
的
場
面
形
成
に
一

役
買

っ
て
い
る
。

こ
の
編
笠
と
い
う
小
道
具
活
用
２
異
に
は
、
『暉
』
の
主
人
公
介
六
の
初
登
場

の
や
つ
し
姿
、
編
笠
に
紙
子
の
そ
の
姿
態
が
濃
く
投
映
し
て
い
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
前
掲
の
一
中
正
本
見
返
し
の

「
ふ
か
あ
み
が
さ
に
か
み
子
す
が
た
お
も

ひ
入
　
大
あ
た
り
」
と
あ
る
評
判
も
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

親
の
勘
当
請
ぬ
れ
ば
紙
子

一
重
に
破
れ
編
笠
。
さ
な
が
ら
舞
々
同
然
也
。

か
く
て
は
人
に
面
を
合
す
も
面
日
な
し
。
今
日
は
首
を
く
ヽ
ら
ふ
か
。
明

日
は
腹
を
も
切
ら
ふ
か
と
は
思

へ
ど
も
。
太
夫
と
は
深
き
中
。
又
言
ひ
か

は
せ
し
事
も
あ
り
。
露
ば
か
り
知
ら
せ
た
し
。
さ
は
去
な
が
ら
我
姿
。
謡

此
く
は
く
に
只
ひ
と
り
帰
り
き
た
り
て
す
む
水
の
哀
れ
は
か
な
き
身
の
露

の
た
ま
さ
か
に
逢
ふ
こ
と
も
。
あ
り
も
や
せ
ん
と
身
を
ひ
そ
め
暫
く
た
ヽ

ず
み
ゐ
た
り
け
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翁
暉
』
序
部
）

こ
の
介
六
の
姿
と
心
根
こ
そ
、
夕
暮
破
れ
編
笠
で
こ
の
場
を
去
り
、
や
が
て

夜
の
天
満
屋
門
口
に
し
の
ぶ
徳
兵
衛
の
そ
れ
で
も
あ
る
。

中
之
巻
は
共
に
揚
屋
内
の
場

・
天
満
屋
の
場
の
い
わ
ば
元
隷
歌
舞
使
の
廓
場

に
当
る
場
面
と
な
る
。
最
初
ど
ち
ら
も
恋
人
に
会
う
た
め
の
手
立
て
が
描
か
れ

る
。
『暉
』
で
は
中
二
階
の
火
撻
に
居
て
揚
巻
に
知
ら
せ
よ
う
と
、
煙
草
に
わ
ざ

と
む
せ
る
介
六
の
手
段
が
あ
り
、
そ
の
声
に
揚
巻
が

「走
り
来
て
」
火
撻
に
腰

を
か
け
る
。
『曽
』
で
は
店
で
初
が
徳
兵
衛
の
悪
い
暉
に
気
を
も
む
時
、
表
に
編

笠
姿
の
徳
兵
衛
を
見
つ
け
、

「走
り
出
で
ん
」
と
思
う
が
人
の
見
る
目
を
は
ば

か
り
、
門
見
て
こ
う
と
外
に
出
て
出
合
う
。
『曽
』
で
は
さ
ら
に
恋
人
を
家
の
中

へ
入
れ
る
初
の
手
立
て
が
加
わ
る
。
中
か
ら
初
を
呼
び
入
れ
る
声
に
、
打
掛
の

裾
に
隠
し
入
れ
稼
の
下
に
入
れ
、
上
り
口
に
腰
打
掛
け
て
煙
草
吸
い
つ
け

「
そ

し
ら
ぬ
顔
し
て
居
た
り
け
る
」
と
い
う
局
面
が
あ
る
。
茶
屋
女
が
打
掛
を
着
る

の
は
き
わ
め
て
特
殊
で
あ
る
が
、
堂
島
新
地
の
中
町
だ
け
は
特
別

に
用

い
た

Ｇ
浪
花
色
八
卦
し
。
天
満
屋
は
中
町
筋
に
あ
り
、
近
松
は
そ
の
知
見

の
上
に

立
っ
て
こ
の
趣
向
を
考
え
つ
い
て
い
る
。
『曽
』
で
は
そ
こ
に
世
話
敵
九
平
次
を

悪
口
仲
間
と
共
に
登
場
さ
せ
る
。
亭
主
が

「
そ
れ
煙
草
盆
お
盃
と
あ
リ
ベ
か
か

り
に
立
騒
ぐ
」
場
面
は
、
『蝶
』
の
亭
主
が
介
六
を
三
階
に
上
げ
て

「
お
煙
草
盆

よ
お
盃
、
お
茶
上
ま
せ
い
お
火
撻
に
炭
つ
げ
小
三
其
襖
、
か
う
引
立

て
て
お

枕
」
と
立
騒
ぐ
体
と
照
応
す
る
。

『暉
』
で
は
そ
こ
か
ら
介
六
揚
巻
二
人
の
日
説
が
始
ま
る
。
火
撻
に
腰
を
掛
け

た
揚
巻
を
下
か
ら
見
上
げ
て
厭
味
を
言
い
、
「
そ
ら
さ
ぬ
顔
に
て
ゐ
た
り
け
る
」

と
い
っ
た

『曽
』
と
同
様
の
文
辞
が
み
ら
れ
る
。
揚
巻
が
も
た
れ
か
か
る
の
を

突
き
退
け
、
介
六
は
身
受
け
を
な
じ
る
。
そ
こ
で
揚
巻
は
、



是
に
は
だ
ん
′
ヽ
言
訳
有
り
。
去
な
が
ら
も
う
か
う
し
た
上
か
ら
は
。
よ

も
聞
分
は
さ
ん
す
ま
い
。
ぬ
し
さ
ま
に
は
言
わ
ぬ
ぞ
や
。
火
撻
よ
う
聞
け
。

わ
し
が
伊
予
へ
行
く
事
は
…
…

と
火
撻
に
よ
そ
え
て
介
六
と
話
す
当
言
が
始
ま
る
。
『曽
』
も
稼
の
上
下
を
用
い
、

九
平
次
の
悪
口
に
こ
ら
え
か
ね
身
を
ふ
る
わ
し
て
腹
立
て
る
徳
兵
衛
を
初
が
足

の
先
で
押
し
鎮
め
、
九
平
次
に
向
か
っ
て
涙
な
が
ら
に
、

さ
の
み
利
根
に
言
は
ぬ
も
の
。
徳
様
の
御
こ
と
幾
年
馴
染
み
心
根
を
明
か

し
明
か
せ
し
仲
な
る
が
。
そ
れ
は
ノ
ヽ
い
と
し
ぼ
げ
に
微
塵
訳
は
悪
う
な

し
。
頼
も
し
だ
て
が
身
の
ひ
し
で
編
さ
れ
さ
ん
し
た
も
の
な
れ
共
。
証
拠

な
け
れ
ば
理
も
立
た
ず
。
此
の
上
は
徳
様
も
死
な
ね
ば
な
ら

ぬ
品

成

る

が
。
死
ぬ
る
覚
悟
が
聞
き
た
い

と
独
言
に
な
ぞ
ら
え
て
、
足
で
徳
兵
衛
に
間
う
所
作
が
あ
る
。
こ
の
局
面
が
歌

舞
伎
狂
言
で
こ
の
頃
常
套
の
演
技
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
祐
田
善
雄
氏
の

『曽
根
崎
心
中
の
歌
舞
伎
的
基
盤
』
に
多
く
の
例
を
挙
げ
て
詳
説
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
『蝉
』
と
の
関
連
の
上
で
こ
の
趣
向
も
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
は
こ
の
局
面
で
の
文
辞
の
多
く
の
照
応
に
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
。

暉
の
ぬ
け
が
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曽
根
崎
心
中

０
い
き
傾
城
の
ひ
る
が
ん
ど
う
。
大
ぬ
す
人

の
や
け
傾
城
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
徳
様
に
離
れ
て
片
時
も
生
き
て
ゐ
よ
ふ

０
互
の
心
語
り
合
い
。
顔
と
顔
と
を
見
合
せ
　
　
か
。

て
泣
く
よ
り
外
の
こ
と
ぞ
な
き
。
…
…
　
　
０
そ
こ
な
九
平
次
の
ど
う
ず
り
め
。
阿
呆

い
こ
は
情
な
や
こ
れ
介
様
。
こ
な
ん
に
別
れ
　
　
口
を
叩
い
て
人
が
聞
い
て
も
不
審
が
立

露
の
身
を
。
片
時
も
永
ら
へ
有
べ
き
や
。　
　
　
つ
。

０
ど
う
で
も
か
う
で
も
死
る
ぞ
や
。
死
せ
て
　
０
ど
う
で
徳
様
一
所
に
死
ぬ
る
　
わ
し
も

た
べ
介
六
さ
ま
。　
一
所
に
や
い
の
と
す
が
　
　
一
所
に
死
ぬ
る
ぞ
や
い
の
と
…
…
膝
に

り
付
き
。
消
へ
入
斗
の
く
ど
き
泣
き
是
非
　
　
抱
き
付
き
焦
が
れ
泣
き
女
も
色
に
包
み

も
な
さ
け
の
経
也
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ね
。

０
互
に
物
は
言
は
ね
共
。
肝
と
肝
と
に
応

へ
つ
ヽ
湿
り
。泣
き
に
ぞ
泣
き
ゐ
た
る
。

『螺
』
の
場
合
は
、
対
照
表
に
一
部
引
用

（④
）
し
た
よ
う
に
介
六
は
揚
巻
の

心
変
り
を
罵

っ
た
末
、
起
請
や
小
指
を
打
ち
つ
け
る
。
そ
の
中
か
ら
書
置
を
見

つ
け
揚
巻
も
か
も
じ
の
中
か
ら
兼
て
用
意
の
書
置
を
取
り
出
し
示
す
。
介
六
は

悪
口
雑
言
を
詑
び
、
二
人
は
心
底
を
明
か
し
身
の
不
幸
を
歎
く

（０
）。
や
が

て
介
六
が
回
向
頼
む
と

一
人
出
て
行
こ
う
と
す
る
を
、
い
以
下
の
ご
と
く
自
分

も

一
所
に
死
な
せ
て
と
揚
巻
は
口
説
き
泣
く
。

『曽
』
で
は
初
は
九
平
次
の
言
葉
に
激
し
、
罵
る
う
ち
死
を
決
意
し
、
当
言
と

い
う
立
場
を
忘
れ
て
直
接
徳
兵
衛
に
語
り
か
け
て
ゆ
き
、
心
中
を
固
め
合
う
高

潮
し
た
場
面
を
形
成
し
て
い
る
が
、
そ
の
文
辞
に
表
示
の
ご
と
く
直
接
的
な
関

連
を
見
出
す
の
で
あ
る
。　
一
曲
の
眼
日
で
あ
る
中
巻
の
、
共
に
火
燿

・
稼
の
上

下
を
使

っ
て
の
当
言
の
場
で
、
か
か
る
密
接
な
関
係
を
見
る
こ
と
は
注
目
に
値

す
る
。

『曽
』
に
は
こ
の
直
後
、
気
味
悪
が
っ
て
の
敵
役
九
平
次
の
退
場
が
あ
り
、
そ

の
後
両
者
共
に
脱
出
の
場
面
に
つ
な
が
る
。
『蝉
』
で
は
そ
れ
は
比
較
的
簡
単
に

描
か
れ
て
お
り
、

さ
ほ
ど
に
思
ひ
つ
め
し
上
は
。
も
は
や
と
ヾ
む
る
心
で
な
し
。
去
な
が
ら

安
に
て
と
に
も
と
思

へ
共
。
亭
主
が
難
義
察
し
た
り
。
諸
事
某
に
ま
か
す

べ
し
。
先
書
置
と
か
き
ま
ぎ
れ
出
て
ゆ
く
こ
そ

と
、
書
置
を
書
き
、
「
か
き
ま
ぎ
れ
」
心
中
道
行
に
出
て
ゆ
く
。
『曽
』
の
場
合

は
、
九
平
次
も
帰
り
、
亭
主
が
店
を
閉
め
さ
せ
、
時
間
的
経
過
が
あ
っ
て
、
脱

出
の
危
機
に
富
ん
だ
興
味
深
い
場
面
を
近
松
は
設
定
し
て
い
る
。
下
女
の
火
打

の
音
に

「
ま
ざ
ら
か
し
」
車
戸
を
明
け
出
て
ゆ
く
、
観
客
の
舞
台
の
人
物
と

一
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体
化
し
感
情
移
入
を
誘
う
手
腕
は
見
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
歌
舞
伎
に

先
凝
の
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
高
野
辰
之
氏
や
祐
田
善
雄
氏

（前
掲
論
文
参
）

の
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

っ
い
で
下
巻
心
中
道
行
が
始
ま
る
。
こ
の
と
こ
ろ
で
は

『曽
』
は

『蝉
』
よ

り
も
そ
の
先
行
作

『大
坂
千
日
寺
心
中
物
語
』
の
そ
の
箇
所
の
文
辞
を
よ
り
多

く
参
照
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た

『暉
』
の
そ
れ
を
も
採

っ
て
い

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
前
記
対
照
表
に
類
似
詞
章
を
摘
出
し
て
お
い
た

の
で
参
照
し
て
頂
き
た
い
。
道
行
は
作
者
の
も
っ
と
も
力
を
入
れ
て
作
文
す
る

箇
所
で
あ
り
、
『曽
』
の
心
中
道
行
の
名
文
は
喧
伝
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
そ
れ
で
も
両
者
か
な
り
の
関
連
し
た
字
句
が
み
ら
れ
る
の
は
妙
で
あ
る
。

『岬
』
の
こ
の
道
行
文
で
世
間
に
知
ら
れ
た
名
文
章
が
あ
る
。

交
せ
し
こ
と
の
替
る
を
ば
。
替
ら
ぬ
や
う
に
先
の
世
と
。
先
で
逢
ふ
や
ら

逢
わ
ぬ
や
ら
。
ど
う
や
ら
か
う
や
ら
。
知
ら
ね
ど
も
。
い
と
を
し
か
わ
い

の
余
り
に
は
。
叶
わ
ぬ
時
の
神
だ
ヽ
き
そ
も
マ
ア
わ
し
が
氏
神
は
。
ど
う

し
た
ぐ
ち
な
神
様
ぞ
。
京
の
吉
田
の
神
帳
に
。
入
た
神
か
や
入
ら
ぬ
の
か
。

訳
も
情
も
わ
き
ま
へ
ぬ
野
暮
天
神
か
。
う
つ
じ
ん
か
。
…
…
わ
し
も
廓
の

内
な
が
ら
心
斗
の
手
向
を
ば
。
ど
う
受
け
さ
ん
し
た
事
じ
や
や
ら
ハ
ア
。

下
心
の
悪
い
神
様
や
。
…
…
と
て
も
此
世
は
此
通
り
せ
め
て
未
来
は
違
い

な
く
。
夫
婦

一
所
に
極
楽
へ
。
そ
れ
も
叶
は
ぬ
物
な
ら
ば
例
へ
奈
落
の
底

ま
で
も
…
…

『曽
』
に
お
い
て
は
、
揚
巻
の
氏
神

へ
の
怨
み
言
の
代
り
に
、

ま
こ
と
に
今
年
は
こ
な
さ
ま
も
十
五
歳
の
厄
の
年
。
わ
し
も
十
九
の
厄
年

と
て
。
思
ひ
合
ふ
た
る
厄
だ
た
り
縁
の
深
さ
の
印
か
や
。
神
や
仏
に
か
け

置
き
し
現
世
の
願
を
今
こ
ゝ
で
。
未
来
へ
回
向
し
後
の
世
も
猶
し
も

一
つ

蓮
ぞ
や
と
…
…

と
運
命
を
観
じ
さ
せ
、
後
世
を
願
わ
せ
て
い
る
が
関
連
が
辿
ら
れ
よ
う
。
ま
た

『暉
』
の

「
あ
れ
御
覧
ぜ
よ
行
先
に
は
や
横
雲
の
立
渡
り
。
明
方
近
し
玉
鉾
を
早

む
る
足
も
弱
々
と
」
と
あ
る
文
辞
と
、
『曽
』
の
道
行
の
後
曽
根
崎
の
森
に
至
り
、

二
人
の
魂
が
早
く
も
離
れ
連
れ
飛
ぶ
の
を
見
て
泣
き
沈
む
局
面
と
は
、
両
者
の

深
い
つ
な
が
り
を
み
て
き
た
今
、
こ
れ
も
関
連
の
一
つ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
か
。

最
後
の
心
中
の
場
面
で
は
、
両
者
そ
れ
ぞ
れ
異
文
で
あ
り
、
『蝉
』
の
方
が
簡

単
で
あ
る
が
、
近
松
は
こ
の
と
こ
ろ
で
も
肉
親

へ
の
情
や
こ
の
世

へ
の
執
着
、

互
い
の
愛
情
と
い
っ
た
情
緒
的
要
素
を
次
々
と
繰
り
広
げ
て
い
る
点
、
両
者
の

大
き
い
違
い
と
い
え
ょ
う
。
結
局
は

『千
日
寺
心
中
物
語
』
の
そ
れ
と
同
趣
の

文
章
で

『曽
』
も
終

っ
て
い
る
。

以
上
粗
い
比
較
に
よ
っ
て
両
者
の
相
関
を
辿
っ
て
き
た
が
、
直
接
の
関
連
の

あ
る
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
助
六
心
中
浄

瑠
璃
の

『蝉
の
ぬ
け
が
ら
』
な
り

『大
坂
助
六
心
中
物
語
』
を
近
松
は
果
し
て

見
聞
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

宝
永
五
年
上
演
の

『
丹
波
与
作
待
夜
の
小
室
節
』
中
巻
、
与
作
喧
嘩
の
場
で

小
万
相
手
に
不
運
咄
を
す
る
局
面
が
あ
る
。
欲
に
走

っ
て
博
打
を
し
、
借
銭
を

負
う
て
深
味
に
は
ま
る
滑
稽
な
感
の
あ
る
長
咄
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
の
下
敷

に
助
六
心
中
の
そ
れ
を
参
照
し
て
用
い
て
い
る
。
元
来
こ
う
し
た
局
面
は
近
松

の

『傾
城
仏
の
原
』
文
蔵
の
身
上
咄
が
先
離
で
ぁ
る
が
、
そ
の
亜
流
作
が
歌
舞

伎

・
浄
瑠
璃
に
頻
出
し
た
。
義
太
夫
の

『丹
州
千
年
狐
』
が
ぁ
り
、
内
匠
利
大

夫
の

『大
坂
助
六
心
中
物
語
』、
角
太
夫
の

『蝉
の
ぬ
け
が
ら
』
、　
一
中
の

『助

六
心
中
丼
せ
み
の
ぬ
け
が
ら
』
等
も
助
六
の
身
上
咄
に
転
用
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
『
丹
波
与
作
』
に
、

金
に
直
い
て

一
歩
二
朱
の
借
銭
負
ほ
て
。
肩
の
重
た
い
石
部
の
八
蔵
に
請

合
う
て
も
ら
ふ
た
。
静
翠
段
９
獄
０
と
ち
で
　
大
津
八
町
で
八
百
負

け



２
つ
。
　
・・
・・
・・

と
い
う
文
章
が
み
え
る
。
傍
線
部
の
文
辞
よ
り
助
六
心
中
浄
瑠
璃
系
統
、
そ
れ

も

『暉
の
ぬ
け
が
ら
』
系

（角
太
夫
と

一
中
正
本
系
）
の
長
咄
の
文
辞
を
こ
こ

で
は
用
い
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

ど
う
や
ら
こ
ふ
や
ら
三
百
両
。
し
て
や
つ
た
か
。
い
や
　
そ
ん
を
し
た
。

慰
な
駁
α
憲
坂
と
い
で
。
だ
ん
だ
ら
段
々
続
き
を
う
つ
。
蔵
の
味
噌
が
腐

る
や
ら
。
…
…

（『暉
し

こ
の
文
辞
は

『助
六
心
中
井
せ
み
の
ぬ
け
が
ら
」
に
も
あ
る
が
、
『大
坂
助
六
心

中
物
語
』
に
は
こ
れ
は
見
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

い
ま

一
例
が
あ
る
。

『心
中
重
井
筒
』
で
上
巻
冒
頭
三
太
の
鼻
歌
浄
瑠
璃
で

「
万
屋
助
六
道
行
」
の
替
歌
を
語
る
場
面
が
あ
る
。
こ
れ
は
宝
永
三
年
十

一
月

の
大
坂
片
岡
座
切
狂
言

『京
助
六
心
中
』
に

一
中
が
出
演
、
心
中
道
行
を
語
り

大
当
り
で
翌
年
正
月
も
続
演
し
た
背
景
の
も
と
に
近
松
が
設
定
し
た
趣
向
で
、

芝
居
好
き
の
三
吉
の
人
物
造
型
に
も
用
い
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
方
は
明

れなヵ、嗽喧一いつ瀞嘲嘲一』膨いｒ一̈
制牌燎利つ演離鼈一晰湘跡鶴筆“「

『
丹
波
与
作
』
の
場
合
は
、
断
定
は
出
来
な
い
が
、
道
行
部
で
な
い
の
で

一
中

節
と
い
う
よ
り
原
の
角
太
夫
の

『蝉
の
ぬ
け
が
ら
』
の
方
を
念
頭
に
置
い
て
の

作
文
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
近
松
が
助
六
心
中
浄
瑠
璃
に

少
な
か
ら
ぬ
関
心
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
。

（注
５
・
６
）

一
中
が
角
太
夫
の

『蝉
』
を
襲
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
の
正
本
の
内

題

「
助
六
心
中
丼
せ
み
の
ぬ
け
が
ら
」
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
が
、
彼
の
上
演
時
は
不

明
で
あ
る
。
し
か
し
、
元
藤
十
七
年
刊
の

『落
葉
集
』
に
彼
の
「
子
の
日
の
松
」
を

収
め
て
著
名
な
本
曲
を
収
め
て
い
な
い
点
よ
り
み
て
、
そ
れ
以
後
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
宝
永
三
年
十
一
月
の
片
岡
座
出
演
以
後
評
判
に
な
り
、
そ
の
正
本
が
多

く
出
版
さ
れ
た
も
の
と
み
た
い
。

現
在
、
義
太
夫
節
本
で
あ
り
な
が
ら
内
題
下
に
「大
大
正
本
」
と
の
み
あ
り
、
表

紙
見
返
し
に
は
「
し
ん
は
ん
す
け
六
み
ち
ゆ
き
　
都
大
夫
一
中
ぶ
し
」
と
あ
る
道
行

文
半
丁
を
貼
付
し
た
絵
入
十
二
行
本
が
残
る

（横
山
正
氏
蔵
・
稀
書
複
製
会
本
）。
こ

の
奇
妙
な
京
山
本
九
兵
衛
版
の
刊
行
事
情
も
、
元
来
こ
の
本
が
竹
本
内
匠
利
大
夫
正

本
で
あ
り
、
『大
坂
千
日
寺
心
中
物
語
』
と
あ
っ
た
内
題
を
削
っ
た
版
木
利
用
の
跡

を
辿
り
見
る
な
ら
ば
、
宝
永
三
年
の
爆
発
的
な
一
中
節

『助
六
心
中
』
道
行
の
流
行

に
便
乗
し
、
急
拠
出
版
し
た
当
時
の
本
屋
の
販
売
政
策
の
所
為
と
推
測
出
来
る
。

四
　
世
継
曽
我
と
曽
根
崎
心
中

前
章
で

『曽
根
崎
心
中
』
創
成
の
蔭
に
は
助
六
心
中
浄
瑠
璃
、
す
な
わ
ち
京

山
本
角
太
夫
系
の

『暉
の
ぬ
け
が
ら
』
、
竹
本
内
匠
利
大
夫
の
『大
坂
千
日
寺
心

中
物
語
』
等
が
存
し
て
い
た
こ
と
を
辿

っ
た
。
し
か
し
、

『曽
根
崎
心
中
』
は

た
だ
に
助
六
心
中
浄
瑠
璃
の
翻
案
だ
け
で
成
り
立
つ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な

い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
序
開
き
の
両
者
の
質
的
差
異
を
は
か
る
だ
け
で

も
、
そ
の
こ
と
は
瞭
然
た
る
も
の
が
あ
る
。

そ
の
最
大
の
見
せ
場
、
中
巻
天
満
屋
の
場
で
、
稼
の
上
下
を
使

っ
て
の
場
面

形
成
に
つ
い
て
も
、
当
言
と
い
う
趣
向
を
中
心
と
し
て
発
想
さ
れ
て
い
る
跡
を

辿

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら

『暉
の
ぬ
け
が
ら
』
で
は
恋
人
同
士
の
間
で
の
情
緒

的
展
開
だ
け
に
終
始
し
、
『曽
根
崎
心
中
』
の
よ
う
に
世
話
敵
九
平
次
を
そ
の
所

華
商
】
摩
い
】
脚
鱚
罐
［
爛

力ヽ 面
嘘
い

わ っ
な
出
¨
嗽
嘲
あ
れ
獄
赫
一
と
す
れ
ば
油

「
近
松
年
譜
」
の
冒
頭
に
位
置
す
る
作
品
に

『世
継
曽
我
』
五
段
曲
が
あ
る
。

注
８

確
証
は
な
い
が
し
か
し
近
松
作
と
疑
わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
こ
の
作
の
二
段

目
に
廓
場
が
置
か
れ
て
い
る
。

「
け
は
ひ
坂
」
の
名
で
節
事
の
一
つ
と
な
っ
て

い
る
こ
の
段
は
著
名
で
あ
る
が
、
マ
ク
ラ
で
化
粧
坂
遊
女
の
夜
毎
に
客
が
変
る



川
竹
の
流
れ
の
身
の
憂
さ
を
叙
べ
、
つ
い
で

「
無
残
や
な
少
将
は
」
の
文
辞
で

始
ま
る
。

『曽
根
崎
心
中
』
中
段
天
満
屋
廓
場
の
マ
ク
ラ
も
遊
客
が
蜆
川
の
流

れ
の
う
つ
せ
貝
の
如
く
う
つ
つ
な
き
闇
路
を
夜
毎
点
す
燈
火
に
惹
か
れ
通
っ
て

く
る
色
里
の
景
を
叙
べ
、
つ
い
で

「
無
残
や
な
天
満
屋
の
。
お
初
は
」
で
始
ま

つ
て
い
る
。
こ
の
廓
場
に
お
け
る
女
主
人
公
紹
介
の
文
辞
の
、
奇
妙
に
一
致
す

る
点
に
注
目
し
て
前
後
を
見
渡
す
と
、
両
者
の
間
に
こ
れ
ま
た
深
い
関
連
を
見

げ
に
受
け
難
き
。
人
の
胎
を
受
け
な
か
ら
。
た
め
し
少
き
川
竹
の
。
流
れ
の
身
こ
そ
定

か
な
ら
ね
。
思
ふ
ヽ
思
は
ざ
り
つ
る
も
。
夜
毎
に
変
る
憂
き
枕
。
辛
き
な
か
ら
も
勤
と

て
。
朝
な
夕
な
の
化
粧
坂
。

無
残
や
な
少
将
は
五
郎
に
深
く
相
生
の
。
松
は
根
毎
に
顕
は
れ
て
。
姉
女
郎
や
傍
輩
の

さ
が
な
き
口
に
か
け
ら
る
ヽ
。

く
つ
わ
が
せ
い
て
逢
は
せ
ね
ば
。
猶
手
も
足
も
。
な
よ
竹
の
虎
に
か
く
と
ぞ
％
示
し
け

る
。

本
よ
り
虎
は
恋
知
り
の
。
此
身
も
同
じ
憂
さ
辛
さ
せ
め
て
語
り
慰
ま
ん
に
今
宵
や
行
て

扶
磯
の
。
動
の
す
き
に
忍
び
出
　
し
や
ら
り
／
ヽ
と
露
ふ
め
ば
。鼻
緒
も
濡
る
ゝ
濡
姿
。

化
粧
坂
に
ぞ
着
れ
け
る
。

折
し
も
少
将
ま
が
き
に
出
て
。
よ
く
ぞ
ノ
ヽ

こ
な
た
へ
と
，夕，常
の
へ
座
敷
に
と
も
な
ひ
て
。

わ
ら
は
参
り
て
申
さ
ん
に
お
志
の
程
こ
そ
嬉
し
け
れ
。
扱
御
存
じ
の
如
く
五
郎
様
と
我

出
す
。
以
下
に
掲
げ
る
対
照
表
を
参
着
さ
れ
た
い
。

『世
継
曽
我
』
の
こ
の
と

こ
ろ
は
、
大
磯
の
虎
が
手
越
の
少
将
の
も
と

へ
忍
ん
で
来
て
二
人
で
恋
人
の
事

を
語
り
、
彼
女
等
の
心
配
を
余
所
に
恋
人
達
が
来
ぬ
事
を
互
い
に
か
こ
つ
折
柄
、

敵
役
二
人
が
登
場
し
権
柄
づ
く
で
野
暮
ら
し
く
振
舞
う
。
二
人
が
そ
れ
を
振
る

と
敵
役
が
太
刀
に
手
を
か
け
暴
れ
出
す
。
そ
こ
へ
鬼
王
が
現
わ
れ
る
と
そ
の
威

に
怖
れ
、
敵
役
二
人
が
こ
そ
こ
そ
と
退
場
す
る
場
面
で
あ
る
。

曽

根

崎

心

中

　

中

之

巻

へ
恋
風
の
。
身
に
蜆
川
。
流
れ
て
は
そ
の
う
つ
せ
貝
う
つ
ヽ
な
き
。
色
の
闇
路
を
照
ら

せ
と
て
。
夜
毎
に
と
も
す
燈
火
は
。
四
季
の
螢
よ
雨
夜
の
星
か
。夏
も
花
見
る
梅
田
橋
。

旅
の
部
人
地
の
思
ひ
人
　
心
々
の
訳
の
道
知
る
も
迷
へ
ば
知
ら
ぬ
も
通
ひ
。
新
色
里
と

に
ぎ
は
ヽ
し
。

無
残
や
な
天
満
屋
の
。
お
力
は
内

へ
帰
り
て
も
。
今
日
の
こ
と
の
み
気
に
か
ゝ
り
。
酒

つも嗽難“け抜ヽ
夕篠けれ^
］一、デ轍訃なれ陥莉いデ議̈
腱熱攣嘩官のちよ

あ
ヽ
い
や
も
う
言
ふ
て
く
だ
ん
す
な
。
…
…
泣
く
よ
り
外
の
こ
と
ぞ
な
き
。

涙
片
手
に
。
表
を
見
れ
ば
夜
の
編
笠
徳
兵
衛
。
思
ひ
わ
び
た
る
忍
び
姿
　
ち
ら
と
見
る

よ
り
飛
立
つ
斗
。
走
り
出
で
ん
と
思
へ
共
　
お
上
に
は
亭
主
夫
婦
。
上
り
口
に
料
理
人
。

庭
で
は
下
女
が
や
く
た
い
の
目
が
し
げ
け
れ
ば
…
…
門
見
て
こ
ふ
と
そ
つ
と
出
で
　
な

ふ
是
は
ど
う
ぞ
い
の
。
…
…
笠
の
内
に
顔
差
入
れ
。
声
を
立
て
ず
の
隠
し
泣
き
あ
は
れ
。

切
な
き
涙
な
り
。

男
も
涙
に
く
れ
な
が
ら
。
…
…
声
ノ
ヽ
に
呼
入
る
る
フ
ウ
。
ノ
ヽ
あ
れ
じ
や
何
も
話
さ
れ

ぬ
。
わ
し
が
す
る
や
う
に
な
ら
ん
せ
と
。
打
掛
け
の
裾
に
隠
し
入
れ
フタ，
這
ふ
ノ
ヽ
へ
中

戸
の
。
沓
脱
ぎ
よ
り

忍
ば
せ
て
。
稼
の
下
屋
に
そ
つ
と
入
れ
上
り
口
に
腰
う
ち
か
け
。
煙
草
引
寄
せ
吸
付
け

て
そ
知
ら
ぬ
。
顔
し
て
ゐ
た
り
け
り
。



レ
事
は
。
い
か
う
訳
あ
る
挨
拶
…
…
内
よ
り
堅
く
せ
か
る
れ
ど
遣
手
。
禿
の
。
目
を
忍

び
。
…
…
猶
し
増
し
く
る
床
し
さ
と
ほ
ろ
と
泣
い
て
ぞ
。
語
り
け
る
。

虎
も
涙
を
流
し
…
…
今
に
も
き
た
ら
せ
給
ひ
な
ば
い
ざ
言
合
て
振
ら
ふ
ぞ
や
。
先
盃
と

夕
暮
に
ァタ，
互
の
へ
思
ひ
を
語
ら
る
ゝ

か
ヽ
る
折
節
。
新
開
の
荒
四
郎
荒
井
の
藤
太
重
宗
は
。
朝
比
奈
が
詞
の
末
気
遣
に
て
夜

が
寝
ら
れ
す
。
所
詮
曽
我
が
ゆ
か
り
と
あ
ら
ば
根
を
掘
つ
て
葉
を
枯
ら
さ
ん
。
先
虎
少

将
を
た
ら
し
ゆ
か
り
の
あ
ら
ば
尋
ん
と
。
二
人
と
つ
く
と
談
合
し
化
粧
坂
に
ぞ
急
ぎ
け

る
。

早
程
も
な
く
着
し
か
ば
案
内
乞
ふ
て
座
敷
に
入
″
。

虎
少
将
は
是
を
見
て
。
や
が
て
座
敷
を
立
ん
と
す
る
を
藤
太
少
将
が
手
を
取
れ
ば
。
荒

四
郎
は
虎
が
手
を
取
り
こ
は
情
な
し
先
し
ば
ら
く
と
。
よ
れ
つ
も
つ
れ
つ
し
け
れ
共
虎

少
将
は
に
こ
と
も
せ
す
。
は
て
先
離
さ
せ
御
用
あ
ら
ば
重
ね
て
と
。
又
立
上
る
を
引
き

と
ヽ
め
。

是
女
郎
衆
。
惣
じ
て
遊
君
は
全
盛
し
て
。
良
き
客
の
数
多
有
る
を
誉
と
す
る
と
こ
そ
聞

て
あ
れ
。
和
御
前
達
は
一
風
変
つ
て
世
に
な
き
曽
我
の
兄
弟
に
心
中
立
て
は
何
事
ぞ

や
。
い
ら
ざ
る
素
浪
人
を
ふ
び
ん
か
ら
ず
と
我
々
に
念
比
あ
れ
。
こ
れ
是
成
は
荒
井
の

藤
太
と
云
人
。
某
は
聞
も
及
び
給
は
ん
新
開
の
荒
四
郎
と
云
者
也
。
御
身
達
の
意
気
地

次
第
。
八
幡
根
引
き
に
す
る
き
ざ
し
と
び
ん
掻
き
。
撫
で
ヽ
ぞ
申
け
る
。

虎
く
つ
／
ヽ
と
吹
き
出
し
。
尤
か
し
皆
様
は
御
大
名
さ
う
也
　
殿
は
良
し
。
何
暗
か
ら

ず
見
ゆ
れ
共
。
我
々
は
異
な
物
好
き
に
て
馬
鞍
見
苦
敷
キ
曽
我
殿
か
。
た
ん
と
い
と
し

く
思
は
れ
て
大
名
は
嫌
ひ
也
。
外
を
か
せ
ぎ
見
給
へ
と
言
へ
ば
。

藤
太
聞
も
あ
へ
す
。
扱
々
ひ
よ
ん
な
物
好
き
哉
。
大
名
が
お
嫌
ひ
に
て
浪
人
が
好
き
な

ら
ば
。
易
い
事
身
共
ら
も
お
暇
申
浪
人
致
し
。
君
に
思
は
れ
申
さ
ん
と
抱
き
付
ケ
ば
振

り
ほ
ど
き
。

工
ヽ
あ
た
軽
薄
な
な
ふ
虎
様
。
由
な
い
相
手
に
な
り
給
ふ
な
と
言
へ
ば
。
虎
も
顔
を
赤

か
ゝ
る
所
へ
九
平
次
は
悪
口
仲
間
二
三
人
。
座
頭
ま
し
く
ら
ど
つ
と
き
た
り
。

ヤ
ア
よ
ね
様
達
さ
び
し
さ
う
に
ご
ざ
る
。
な
に
と
客
に
な
つ
て
や
ら
ふ
か
い
。
な
ん
と

亭
主
久
し
い
の
と
。
の
さ
ば
り
上
れ
ば
そ
れ
煙
草
盆
お
盃
と
。
あ
リ
ペ
か
ゝ
り
に
立
騒

ぐ
。
イ
ヤ
酒
は
お
き
や
飲
ん
で
き
た
。

扱
話
す
こ
と
が
有
る
。

是
の
初
が

一
客
平
野
屋
の
徳
兵
衛
め
が
。
身
が
落
し
た
印
判
拾
ひ
。
…
…

一
分
は
廃
つ

た
。
向
後
こ
ゝ
ら
へ
き
た
る
共
油
断
し
や
る
な
。
皆
に
か
う
語
る
の
も
徳
兵
衛
め
が
う

け
け
も
あ
い
一
購
”
産
』
」
【
〔
デ
ュ
け
回
“
れ
［
議
繰
¨
デ
躊
せ
る
こ
と
も
要
ら
ぬ

像
の
下
で
徳
兵
衛
身
を
震
わ
せ
て
怒
る

初
　
足
の
先
で
徳
兵
衛
を
押
し
静
め
る

亭
主
吸
物
で
も
と
ま
ぎ
ら
か
し
立
つ

初
は
涙
に
く
れ
な
か
ら
…
…
徳
様
の
御
事
幾
年
馴
染
み
心
根
を
明
か
し
明
か
せ
し
仲
な

る
が
。
そ
れ
は
ノ
ヽ
い
と
し
ぼ
げ
に
微
塵
訳
は
悪
う
な
し
…
…

徳
兵
衛
に
独
言
に
な
ぞ
ら
え
死
の
覚
悟
を
開
く

徳
兵
衛
　
初
の
足
首
取
っ
て
咽
笛
撫
で
。
自
害
す
る
と
知
ら
す

オ
ヽ
そ
の
筈
そ
の
筈
。
い
つ
迄
生
き
て
も
同
じ
こ
と
。
死
ん
で
恥
を
す
ゝ
が
い
で
は
と

言
へ
ば

九
平
次
ぎ
よ
つ
と
し
て
お
初
は
何
を
言
わ
る
ヽ
ぞ
。
な
ん
の
徳
兵
衛
が
死
ぬ
る
も
の
ぞ
。

も
し
又
死
ん
だ
ら
そ
の
跡
は
。
俺
が
念
比
し
て
や
ろ
う
。
そ
な
た
も
俺
に
惚
れ
て
ぢ
や

げ
な
と
言
へ
ば
。

こ
り
や
か
た
じ
け
な
か
ろ
は
い
の
。
わ
し
と
念
比
さ
あ
ん
す
と
こ
な
た
も
殺
す
が
合
点



め
。
し
や
ほ
に
な
ま
見
ら
れ
ぬ
と
振
り
切
て
立
を

両
人
　
虎
少
将
を
ね
じ
据
え
太
刀
に
手
を
か
け
ぎ
ぎ
め
く

鬼
王
登
場
　
様
子
聞
き
両
人
を
引
ふ
せ
に
ら
み
つ
く

両
人
肝
を
つ
ぶ
し
む
づ
／
ヽ
と
起
き
。
鬼
王
が
顔
を
恐
ろ
し
さ
う
に
打
守
り
。
扱
々
世

に
は
興
が
る
も
の
あ
り
。
身
に
も
か
ヽ
ら
ぬ
事
に
づ
な
う
力
む
男
か
な
。
尤
し
よ
う
は

多
け
れ
共
髪
は
言
ふ
て
も
所
悪
し
。
あ
の
や
う
な
無
法
者
に
構
ふ
て
い
ら
ぬ
物
也
と
。

座
敷
を
立
て
ば

い
や
是
お
侍
。
無
法
者
は
相
手
に
な
ら
ぬ
か
そ
れ
は
ひ
け
て
見
ゆ
る
是
さ
。
ノ
ヽ
と
わ

め
け
共
　
聞
入
れ
も
せ
ず
つ
ぶ
や
き
て
。
足
早
に
帰
り
し
を
ッタ．笑
は
ぬ
へ
者
こ
そ
な

か
り
け
れ
。

女
主
人
公
の
遊
女
の
い
る
廓

へ
、
恋
人
の
敵
が
現
わ
れ
、
し
ば
し
の
さ
ば
っ

て
い
た
が
、
や
が
て
逃
げ
出
し
て
ゆ
く
と
い
う
局
面
が
共
に
展
開
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
種
々
の
点
で
両
者
は
同
様
の
行
方
を
示
し
て
い
る
。
や
や
細
か

く
見
て
み
よ
う
。

④
五
郎
と
の
仲
が
顕
わ
れ
、

「
姉
女
郎
や
傍
輩
の
さ
が
な
き
口
」
に
か
け
ら
れ
、

抱
主
か
ら
堰
か
れ
て
手
も
足
も
出
な
い
状
態
の
少
将
は
、
窮
状
を
虎
に
告
げ
、

虎
は
同
じ
憂
さ
辛
さ
を
語
り
合
お
う
と
、
大
磯
の
里
を
忍
び
出
て
化
粧
坂
に
着

く
。
少
将
は
折
よ
く
店
先
の
格
子
の
間
に
出
て
、
彼
女
を
自
分
の
座
敷
に
伴
い

入
れ
る
。
少
将
は
自
分
も
内
よ
り
堅
く
堰
か
れ
て
い
る
が
、

「
遣
手
。
禿
の
。

目
を
忍
び
」
言
伝
や
文
を
送
る
の
に
五
郎
が

一
向
現
わ
れ
ず
返
事
も
な
い
こ
と

を
か
こ
つ
。
虎
も

「
涙
を
流
し
」
十
郎
と
深
い
中
と
な
り
心
中
を
示
し
て
い
る

の
に
四
五
日
連
絡
が
な
い
と
互
い
の
思
い
を
語
る

（『世
し
。

生
玉
で
別
れ
別
れ
に
な
っ
た
初
は
、
徳
兵
衛
の
事
が
気
に
か
か
り
泣
い
て
い

る
所

へ
、

「
隣
の
よ
ね
や
傍
輩
」
が
悪
い
峰
ば
か
り
を
聞
か
せ
に
来
る
。
い
っ

そ
死
ん
で
し
ま
い
た
い
と
泣
く
他
な
い
。
そ
こ
へ
表
に
編
笠
の
徳
兵
衛
の
姿
を

か
。
徳
様
に
離
れ
て
片
時
も
生
き
て
ゐ
よ
ふ
か
。
そ
こ
な
九
平
次
の
ど
う
ず
り
め
。
阿

呆
口
を
叩
い
て
人
が
聞
い
て
も
不
審
が
立
つ
…
…

初
　
九
平
次
を
馬
り
一
所
に
死
ぬ
る
と
足
に
て
突
く

徳
兵
衛
　
足
を
取
っ
て
押
し
戴
き
膝
に
抱
き
付
き
共
に
泣
く

九
平
次
も
気
味
悪
く
。
相
場
が
悪
い
お
じ
や
い
の
。
こ
ゝ
な
よ
ね
衆
は
異
な
事
で
。
俺

等
が
や
う
に
金
遣
ふ
大
尽
は
嫌
ひ
さ
う
な
。
あ
さ
屋
へ
寄
つ
て
一
杯
し
て
ぐ
は
ら
／
ヽ

一
分
を
撒
散
ら
し
。
そ
し
て
往
筋
だ
ら
寝
よ
か
ら
ぶ
ァ
ヽ
懐
が
重
た
う
て
。
歩
き
に
く

い
と
悪
口
だ
ら
け
言
い
散
ら
し
わ
め
い
て
こ
そ
は
帰
り
け
れ
。

見
つ
け
、
走
り
出
よ
う
と
思
う
が
、

「
お
上
に
は
亭
主
夫
婦
。
上
口
に
は
料
理

人
。
庭
で
は
下
女
が
や
く
た
い
の
ァ
ツ
ロ
が
繁
け
れ
ば
」
そ
う
も
出
来
ず
門

見

て
こ
う
と
外

へ
出
で
笠
の
内
に
顔
差
し
入
れ
か
こ
つ
、
徳
兵
衛
も

「
涙
に
く
れ

な
が
ら
」
覚
悟
を
決
め
た
と
さ
さ
や
く
中
、
初
を
呼
ぶ
声
に
、
打
掛
の
裾
に
隠

れ
て
内
に
入
り
、
稼
の
下
に
忍
ぶ

翁
曽
し
。

０
「
か
、
る
折
節
」
、
新
開
の
荒
四
郎
荒
井
の
藤
太

（敵
役
）
両
名
は
虎
少
将
を

た
ら
し
曽
我
の
ゆ
か
り
を
絶
や
そ
う
と
化
粧
坂
に
急
ぎ
、
案
内
乞
う
て
座
敷
に

入
る
。
虎
少
将
が
是
を
見
て
す
ぐ
に
立
と
う
と
す
る
手
を
両
名
取
り
、
引
き
と

ど
め
る
。
そ
の
後
、
節
章
は

「
詞
」
と
な
り
両
名
は
曽
我
兄
弟
の
悪
口
を
言
い
、

我
々
に

「
念
比
あ
れ
」
、
身
受
け
す
る
積
り
と
言
う

（『世
し
。

「
か
ゝ
る
所

へ
」
、
九
平
次

（世
話
敵
）
は
悪
口
仲
間
数
人
と
来
り
、
客
に
な

っ
て
や
ろ
う
か
、
亭
主
久
し
い
の
と
、
の
さ
ば
り
上
が
る
。
亭
主
が
煙
草
盆
お

盃
と
立
騒
ぐ
と
、
酒
は
お
き
や
飲
ん
で
き
た
と
押
さ
え
、

「
詞
」
に
な
っ
て
徳

兵
衛
の
悪
口
雑
言
を
言
い
、
何
を
言
お
う
と
信
用
す
る
な
寄
せ
つ
け
る
な
と
言

い
ち
ら
す

（『曽
し
。



∧
そ
の
後
に
『曽
』
で
は
、
稼
の
下
で
身
を
震
わ
せ
て
怒
る
徳
兵
衛
を
初
が
足

先
で
鎮
め
、
亭
主
が
吸
物
で
も
と
ま
ぎ
ら
か
し
立
っ
て
ゆ
く
条
が
あ
る
∨

⑥
虎
く
０
バ
Ｖ
邸
鳴
部
邸
ち
、
我
々
は
「異
な
物
好
き
に
て
」
貧
乏
な
曽
我
殿

が

「
た
ん
と
愛
し
く
思
は
れ
て
」、
「大
名
は
嫌
ひ
也
。
外
を
か
せ
ぎ
見
給
へ
」

と
反
発
す
る
。
そ
れ
を
聞
い
て
藤
太
は

「
ひ
ょ
ん
な
物
好
き
哉
」
大
名
が
嫌
い

で
浪
人
が
好
き
な
ら
、
浪
人
と
な
り
君
に
思
わ
れ
よ
う
と
抱
き
付
く

（『世
し
。

初
は
瘍
じ
。
ぉ
が
お
が
、
徳
様
と
は
幾
年
も
馴
染
み

「
そ
れ
は
／
ヽ
い
と
し

ぼ
げ
に
」
少
し
も
訳
は
悪
く
な
い
、
（
お
前
に
）
覇
さ
れ
た
の
に
証
拠
が

な
く

て
理
も
立
た
な
い
、
此
上
は
死
ぬ
る
覚
悟
が
聞
き
た
い
と
足
で
間
う
。

∧
徳
兵
衛
は
初
の
足
首
取

っ
て
咽
笛
撫
で
る
∨

初
は
そ
の
筈
死
ん
で
恥
を
す
す
が
な
く
て
は
と
言
う
。
そ
れ
を
聞
い
て
九
平
次

は
ぎ
ょ
っ
と
し
て
、
徳
兵
衛
が
死
ぬ
る
も
の
か
、
も
し
死
ん
だ
ら
後

「
俺
が
念

比
し
て
や
ら
う
。
そ
な
た
も
俺
に
惚
れ
て
ぢ
や
げ
な
」
と
憎
ま
れ

口
を

つ
く

（『饉一
』
）
。

０
少
将
は
腹
立
て
藤
太
を
振
り
ほ
ど
き
、
あ
た
軽
薄
な
、
虎
様
相
手
に
な
り
給

う
な
と
言
い
、
虎
も

「
し
や
ほ
に
な
ま
見
ら
れ
ぬ
」
と
振
り
切
り
座
を
立
つ
。

∧
そ
の
後
に

『世
』
で
は
、
藤
太
荒
四
郎
の
両
名
が
そ
の
言
葉
に
腹
立
し
、
虎

少
将
を
ね
じ
据
え
、
太
刀
に
手
を
か
け
ぎ
ぎ
め
き
、
宿
屋
が
大
騒
動
に
な
る
が
、

鬼
王
が
来
合
せ
、
亭
主
よ
り
様
子
を
聞
き
、
両
名
を
引
き
ふ
せ
自
分
が
相
手
に

な
ろ
う
と
腕
む
条
が
あ
る
∨

両
名
は
肝
を
つ
ぶ
し
、
鬼
王
の
顔
を

「
恐
ろ
し
さ
う
に
打
守
り
」

「愛
は
言
ふ

て
も
所
悪
し
」
無
法
者
に
は
構
わ
ぬ
が
ょ
い
と

へ
ら
ず
口
を
叩
い
て
座
敷
を
立

つ
。鬼
王
が
そ
れ
で
は
ひ
る
ん
で
み
え
る
是
々
と
「
わ
め
け
共
聞
入
れ
も
せ
ず
つ

ぶ
や
き
て
。足
早
に
帰
り
し
を
フ
ク
リ
笑
は
ぬ
「
者
こ
そ
な
か
り
け
れ
」
翁
世
し
。

初
は
腹
立
て

「
わ
し
と
念
比
さ
あ
ん
す
と
こ
な
た
も
殺
す
が
合
点
か
」

「
そ

こ
な
九
平
次
の
ど
う
ず
り
め
。
阿
果
口
を
叩
い
て
人
が
聞
い
て
も
不
審
が
立
つ
。

ど
う
で
徳
様

一
所
に
死
ぬ
る
」
と
足
に
て
突
く
。

∧
徳
兵
衛
は
初
の
足
を
取
っ
て
押
し
戴
き
、
膝
に
抱
き
付
き
焦
が
れ
泣
く
。
初

も
辛
抱
出
来
ず
し
め
り
泣
き
に
泣
く
と
い
っ
た
条
が
あ
る
∨

九
平
次
は

「気
味
悪
く
」
な
り

「相
場
が
悪
い
」、行
こ
う
。
俺
の
よ
う
な
大
尽

は
嫌
い
だ
そ
う
だ
、
懐
が
金
で
重
く
て
歩
き
に
く
い
と
、　
へ
ら
ず

口
を
叩
き

「
フ
ン
わ
め
い
て
こ
そ
は
帰
り
け
れ
」
翁
曽
し
。

以
上
、
両
者
は
局
面
・
場
構
成
。
人
物
設
定

・
状
況

・
心
理
等
に
お
い
て
殆

ど
同
じ
展
開
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
文
辞
に
も
同
趣
の
も
の
が
あ
り
、
そ
の

関
連
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
『曽
根
崎
心
中
』０
の
部
分
で
九
平
次
が
初
の
様
子

を
気
味
わ
る
が
り
、　
で
」
ゝ
な
邸
展
邪
邸
郷
郷
‘
８
●
。
俺
ら
が
や
う
に
銀
つ

か
ふ
刈
馴
酬
刑
洲
割
列
洲
ｏ
あ
さ
屋
へ
寄
つ
て
一杯
し
て
ぐ
わ
ら
ノ
ヽ
一分
を

撒
き
散
ら
し
。
そ
し
て
往
ん
だ
ら
寝
よ
か
ら
う
ア
ヽ
懐
が
重
た
う
て
歩
き

に

く
い
」
と
言
う
場
面
な
ど
、
明
ら
か
に

『世
継
曽
我
』
の
の

の
部
分
の
虎
の

言
葉
「葵
る
“
罫
瑯
稼
慇
ぎ
配
で
馬
鞍
見
苦
敷
キ
曽
我
殿
が
。
た
ん
と
い
と
し

く
思
は
れ
て
剣
馴
酬
瑚
酬
硼
。
外
を
か
せ
ぎ
見
給

へ
」
と
あ
る
箇
所
と
照
応
し

て
い
る
。
こ
の
虎
の
言
葉
を
受
け
て
藤
太
が

「
ひ
ょ
ん
な
物
好
き
哉
。
大
名
が

お
嫌
ひ
に
て
…
…
」
と
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
が
、
『曽
根
崎
心
中
』
の
九
平
次

の
言
葉
も

『世
継
曽
我
』
の
こ
の
踏
襲
と
み
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
そ
う
み
た

な
ら
ば
、
あ
さ
屋

へ
寄

っ
て
遊
ん
で
帰
ろ
う
と
い
う
、
九
平
次
の
続
く
言
葉
の

生
ま
れ
た
理
由
も
自
ず
と
判

っ
て
く
る
。
そ
の
言
葉
は
、

「
大
名
は
嫌
ひ
也
。

州
目
洲
劇
割
見
翻
Ｎ
」
と
敵
役
を
振
る
虎
の
言
葉
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
振
り
返
れ
ば
、
世
話
敵
油
屋
九
平
次
の
造
型
は
、
『世
継
曽
我
』

の
敵
役
の
そ
れ
の
線
上
に
あ
る
こ
と
を
知
り
得
る
。
勿
論
、
元
禄
末
の
九
平
次



の
好
智
に
た
け
た
そ
の
性
根
は
、
天
和
の
滑
稽
感
に
満
ち
嘲
笑
の
的
に
な
る
両

名
の
そ
れ
と
は
比
す
べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
が
。

近
松
の
世
話
物
の
第

一
作

『曽
根
崎
心
中
』
中
巻
天
満
屋
の
場
と
、
近
鶴
信

時
代
物
の
代
表
作

「
世
継
曽
我
」
二
段
目
廓
場
と
が
意
外
に
も
つ
な
が
る
こ
と

を
知

っ
た
。
共
に
近
松
の
作
で
あ
る
以
上
、
こ
の
作
為
が
意
識
的
に
な
さ
れ
た

こ
と
か
、
或
い
は
無
意
識
の
う
ち
に
手
馴
れ
た
作
劇
法
が
顕
わ
れ
た
も
の
か
間

題
に
な
る
。
し
か
し
、
私
に
は
余
り
に
も

一
致
す
る
と
こ
ろ
の
多
い
こ
と
や
、

先
述
の
文
辞
の
一
致
と
そ
れ
を
さ
ら
に
ひ
ね
り
、
具
体
化
し
て
い
る
あ
り
方
な

ど
か
ら
し
て
、
や
は
り
意
識
的
な
所
為
と
考
え
た
い
。

（注
７
）

実
説
は
不
明
で
あ
り
、
『
心
中
大
鑑
』
等
に
も
こ
れ
に
当
る
人
物
は
見
当

ら

な
い
。
近
松
の
創
作
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（藉
入熙
輌
勤
酢
誰
捷
縫
鋪
一蒻
独
酢
縛

者
の
心
」
と
あ
る
文
言
に
よ
り
近
松
の
作
と
さ
れ
て
い
る
。
三
十
年
間
作
者
を
続
け

て
い
る
人
、
筑
後
稼
が
そ
の
言
葉
を
耳
に
出
来
る
人
と
い
え
ば
近
松
を
措
い
て
な
い

し
、
現
に
同
書
践
を
近
松
そ
の
人
が
草
し
て
い
る
以
上
、
こ
の
作
者
は
近
松
を
指
す

も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
確
定
作
の
最
初
に
従
来
よ
り
本
作
は
位
置
づ
け
ら

れ
て
き
た
。

（注
９
）

右
の
根
擦
は
外
部
徴
証
で
あ
り
、
ま
た

「
作
者
」
と
の
み
あ
っ
て
解
釈
が
入

る
。
し
か
し
、
本
章
の

『曽
根
崎
心
中
』
と
の
関
連
指
摘
に
よ
っ
て
、
『世
継
曽
我
』

は
さ
ら
に
近
松
作
の
内
部
徴
証
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
両
者
の
同
質
性
は
同
一
作

者
の
手
に
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
す
る
の
が
一
番
に
自
然
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

五
　
終
　
り
　
に

太
夫
の
側
か
ら
み
た
世
話
浄
瑠
璃
の
追
及
、
す
な
わ
ち
世
話
事
の
考
察
に
端

を
発
し
て
、
近
松
の
世
話
物

『曽
根
崎
心
中
』
の
成
立
過
程
が
は
か
ら
ず
も
次

第
に
明
ら
か
に
な
つ
て
い
つ
た
。
切
浄
瑠
璃

『大
坂
千
日
寺
心
中
』
、
そ

れ
と

同
趣
の

『暉
の
ぬ
け
が
ら
』
と
い
つ
た
助
六
心
中
浄
瑠
璃
を
下
敷
と
し
て
劇
構

成
が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
中
巻
天
満
屋
の
場
の
形
成
に
、時
代
浄
瑠
璃
の
傑
作
『世

継
曽
我
』
二
段
目
中
の
廓
場
の
投
影
を
は
っ
き
り
と
見
た
の
で
あ
る
。

こ
の
事
に
よ
つ
て
、
近
松
の
世
話
物

鷹
現
後
嫁
の
世
話
事
の
第

一
作
、
切
浄

瑠
璃

『曽
根
崎
心
中
』
は
、
同
じ
竹
本
系
の
切
浄
瑠
璃

『
大
坂
千
日
寺
心
中
物

語
』
や
角
太
夫
系
の

『暉
の
ぬ
け
が
ら
』
と
い
つ
た
世
話
物
の
先
駆
作
品
の
後

を
襲

っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
し
た
が
つ
て
『曽
根
崎
心
中
』

を
も
っ
て
世
話
物
の
濫
場
と
す
る
見
方
は
改
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
先

行
浄
瑠
璃
が
世
話
事
と
し
て
語
ら
れ
、
そ
の
内
容
や
形
態
が
世
話
物

『曽
根
崎

心
中
』
の
原
型
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
る
以
上
、
そ
れ
ら
を
初
期
の

世
話
浄
瑠
璃
と
し
て
浄
瑠
璃
史
上
に
位
置
づ
け
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

今
回
の
考
察
に
よ
つ
て
、
種
々
の
問
題
点
の
解
決

へ
の
道
が
開
か
れ
る
。
た

と
え
ば
、
時
代
物
と
世
話
物
の
比
較
考
察
の
面
に
お
い
て
大
き
い
示
唆
が
得
ら

れ
る
こ
と
な
ど
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
『世
継
曽
我
』
と
の
対
比
を
通
し
て
、　
一

部
で
は
あ
る
が
時
代
物
と
世
話
物
と
骨
格
を
同
じ
く
す
る
こ
と
を
知

っ
た
訳
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
つ
て
直
接
両
者
の
特
色
を
探
る
こ
と
が
あ
る
程
度
可
能
に

な
る
。
勿
論
、
ジ
ヤ
ン
ル
の
差
異
の
他
に
時
代
的
差
異
を
も
考
慮
す
べ
き
で
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
。
今
概
括
す
れ
ば
、
時
代
物

・
世
話
物
に
よ
つ

て
近
松
の
語
り
の
文
章
が
、
文
体

・
語
彙

・
語
法
等
に
大
い
に
違
い
が
あ
り
、

世
話
物
の
場
合
は
終
止
法
が
多
彩
で
、
感
投
詞
の
極
端
な
多
用
が
み
ら
れ
、
ま

た
早
い
話
者
の
転
換
が
み
ら
れ
る
な
ど
対
話
劇
的
要
素
の
濃
い
こ
と
を
知
る
。

そ
う
し
た
相
違
の
あ
る
文
章
を
、
太
夫
は
時
代
事
と
世
話
事
の
語
り
様
で
当
時

は
語
り
分
け
て
い
た
の
で
あ

つ
て
、
音
曲
面
で
も
先
に
述
べ
た
世
話
事
の
「
詞
」



の
探
究
な
ど
と
絡
め
て
、
今
後
精
査
の
要
が
あ
る
。

ま
た
、
『蝉
の
ぬ
け
が
ら
』
と
の
対
比
な
ど
に
よ
っ
て
、
近
松
の
場
合
、
滑
稽

で
古
風
な
内
容
を
、
真
面
目
な
素
直
な
も
の
に
改
め
、
か
つ
人
形
の
舞
台
上
の

効
果
を
認
識
し
て
、
視
覚
的

・
立
体
的
に
場
面
構
成
し
、
緊
迫
感
に
富
ん
だ
深

味
の
あ
る
劇
に
変
え
て
い
る
手
法
な
ど
を
う
か
が
い
知
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
先
行
作
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
今
更
な
が
ら
近
松

の
作
劇
作
文
の
妙
を
知
ら
さ
れ
る
。

一
つ
の
ヒ
ン
ト
を
得
て
対
応
関
係
を
堀
り

出
す
よ
う
な
作
業
を
経
て
は
じ
め
て
、
そ
の
翻
案

・
改
構
の
様
相
を
知
り
得
る

の
で
あ

っ
て
、
近
松
は
そ
の
創
作
過
程
を
容
易
に
見
す
か
さ
れ
る
よ
う
な
凡
庸

な
作
者
で
は
な
か
っ
た
。
見
事
に
各
素
材
や
原
擦
を
血
肉
化
し
、
止
揚
し
て
、

新
し
い
劇
と
し
て
再
生
し
て
い
る
。
助
六
心
中
浄
瑠
璃
は
明
ら
か
に
夕
霧
劇
型

の
作
品
で
あ
り
、
『曽
根
崎
心
中
』
も
系
譜
的
に
は
夕
霧
劇
型
の
一
つ
と
位
置
づ

け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
気
付
か
せ
な
い
手
腕
の
程
は
感
歎
の
ほ
か
は

な
い
。
こ
う
し
た
創
作
事
情
が
ほ
か
に
も
多
く
存
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
そ

の
意
味
で
、
従
来
よ
り
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
歌
舞
伎
と
の
関
連
も
見
直
す
必

要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
基
盤
の
厚
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
更
に
き
め
細

か
い
調
査
の
要
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
恐
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
不
安

が
残
る
が
し
か
し
、
今
回
の
考
察
で
作
者
の
発
想
の
一
端
は
不
十
分
な
が
ら
辿

り
得
た
か
と
思
う
。

結
局
、
『曽
根
崎
心
中
』
は
実
話
を
脚
色
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
な
く
、
き
わ

め
て
巧
妙
に
作
ら
れ
た
劇
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
初
期
の
世
話
物
作
品
が

『曽
根
崎
心
中
』
以
前
に
存
在
す
る
と
し
て
も
、
決
し
て
そ
の
光
輝
を
そ
こ
な

う
も
の
で
な
く
、
か
え
っ
て
そ
の
高
さ
を
き
わ
立
た
せ
て
見
せ
て
く
れ
て
い
る
。

最
後
に
、
高
野
正
巳
氏
の
御
批
判
に
対
し
、
心
か
ら
感
謝
を
捧
げ
た
い
。
氏

に
よ
っ
て
こ
の
大
き
い
宿
題
が
課
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
怠
情
な
私
の
場
合
、
本

稿
は
未
だ
に
陽
の
目
を
見
な
か
っ
た
で
ぁ
ろ
う
。
な
お
、
切
浄
瑠
璃

『道
中
評

判
敵
討
』
の
世
話
事
に
つ
い
て
は
少
し
く
ふ
れ
た
が
、
そ
の
世
話
物
の
問
題
に

は
今
回
は
ふ
れ
得
な
か
っ
た
。
今
後
、
世
話
事
追
及
の
過
程
で
取
り
扱

っ
て
み

た
い
と
考
え
て
い
る
。

（昭
和
五
十
六
年
九
月
三
日
〉

（本
学
教
授
）




