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『
新
可
笑
記
』
に
お
け
る
〈
眼
〉
の
機
能

仲　

沙 

織

キ
ー
ワ
ー
ド
：
近
世
文
学
／
西
鶴
／
新
可
笑
記

は
じ
め
に

元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
十
一
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
新
可
笑
記
』
は
貞
享
末
年
か
ら
元
禄
初
年
に
わ
た
る
多
作
期
の
西
鶴
浮
世
草
子
の

一
作
で
あ
り
、「
西
鶴
の
小
説
の
う
ち
出
来
の
悪
い
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
の
中
で
も
『
新
可
笑
記
』
は
そ
の
底
辺
に
属
す
る
）
1
（

」
と
評
さ

れ
て
き
た
。
そ
の
理
由
は
、
作
品
の
不
統
一
性
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

『
男
色
大
鑑
』
の
前
半
部
（
巻
一
―
四
）、『
武
道
伝
来
記
』、『
武
家
義
理
物
語
』
と
展
開
し
て
来
た
武
家
説
話
集
の
後
を
う
け
て
書

か
れ
た
本
書
は
、
男
色
・
敵
討
・
義
理
と
い
っ
た
素
材
で
統
一
し
よ
う
と
す
る
志
向
が
ま
っ
た
く
み
ら
れ
ず
、
す
こ
ぶ
る
雑
纂
的
で

あ
る
と
同
時
に
、
奇
談
・
珍
談
と
し
て
の
面
白
さ
を
追
う
事
が
中
心
と
な
る
。
約
半
数
の
作
品
が
、
事
件
解
決
の
た
め
の
推
理
や
明
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察
・
明
断
を
見
所
に
す
る
点
、
翌
年
刊
の
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
の
先
駆
け
と
な
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
、

や
や
雑
然
と
し
た
武
家
説
話
集
と
い
っ
た
印
象
を
ま
ぬ
が
れ
が
た
く
、
西
鶴
作
品
中
で
の
評
価
は
高
い
も
の
で
は
な
い
）
2
（

。

ま
た
、『
新
可
笑
記
』
は
他
の
西
鶴
浮
世
草
子
作
品
に
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
話
を
集
め
た
作
品
集
と
捉
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

「
新
可
笑
記
」
は
、
ひ
ど
く
い
へ
ば
彼
が
「
男
色
大
鑑
」
以
来
蒐
集
し
た
武
家
に
関
す
る
説
話
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
に
し
た
が

つ
て
処
理
し
た
あ
と
に
残
つ
た
も
の
の
中
で
、
そ
の
説
話
的
興
味
に
お
い
て
捨
て
が
た
い
も
の
を
整
理
し
て
刊
行
し
た
雑
編
で
あ

る
）
3
（

。
町
人
を
裁
く
話
は
、
も
と
〳
〵
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
に
入
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。
武
士
の
治
世
と
士
官
と
日
常
生
活

に
関
す
る
話
は
、
さ
し
て
多
く
の
も
の
を
集
め
ら
れ
な
か
つ
た
た
め
に
、
懐
硯
・
武
道
伝
来
記
・
武
家
義
理
物
語
な
ど
旧
作
か
ら
洩

れ
た
も
の
を
拾
ひ
あ
げ
た
も
の
も
あ
つ
た
で
あ
ら
う
）
4
（

。

確
か
に
、
同
じ
武
家
物
の
『
武
道
伝
来
記
』
や
『
武
家
義
理
物
語
』
と
比
較
す
る
と
、『
新
可
笑
記
』
に
は
一
見
し
て
「
敵
討
」
や

「
義
理
」
と
い
っ
た
共
通
の
素
材
が
な
く
、
統
一
性
に
乏
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

一
方
、
杉
本
好
伸
氏
は
「『
新
可
笑
記
』
の
作
品
構
成
―
各
章
間
に
お
け
る
相
互
関
連
の
検
証
を
中
心
に
―
）
5
（

」
を
は
じ
め
と
し
た
一
連

の
論
考
）
6
（

に
お
い
て
、
詳
細
な
作
品
分
析
を
も
っ
て
、「
話
の
モ
チ
ー
フ
や
プ
ロ
ッ
ト
、
話
中
の
題
材
・
素
材
や
表
現
・
用
語
と
い
っ
た

諸
々
の
観
点
か
ら
、
話
と
話
と
の
間
に
見
ら
れ
る
関
連
性
を
検
討
し
）
7
（

」、
各
章
間
に
お
け
る
相
互
の
関
連
性
を
論
じ
た
。
ま
た
、『
新
可
笑
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『新可笑記』における〈眼〉の機能

記
』
全
体
に
つ
い
て
は
、
作
品
前
半
に
〈
二
人
話
〉、
後
半
に
は
〈
三
人
話
〉
が
集
中
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
「
作
品
全
体
を
覆
う
〈
構
成

意
識
）
8
（

〉」
の
存
在
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
ら
は
従
来
「
相
互
に
関
連
を
持
た
ず
」「
す
こ
ぶ
る
雑
纂
的
）
9
（

」
と
さ
れ
て
き
た
『
新
可
笑
記
』
に

つ
い
て
、
構
成
意
識
の
存
在
を
指
摘
し
た
と
い
う
点
で
、
画
期
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
杉
本
氏
が
数
々
取
り
上
げ
た
関
連
性
に
つ
い
て

は
、
五
巻
か
ら
な
る
『
新
可
笑
記
』
全
て
の
巻
に
跨
が
る
も
の
が
存
在
し
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

さ
て
、『
新
可
笑
記
』
は
次
の
一
話
で
始
ま
る
。

　

巻
一
の
一
「
理
非
の
命
勝
負
」
梗
概

九
州
の
国
主
の
も
と
で
二
人
の
美
童
が
舞
い
踊
り
、
衆
目
が
夢
中
に
な
っ
て
い
た
際
に
、
御
納
戸
か
ら
金
子
五
百
両
が
紛
失
し
た
。

神
道
の
行
者
橘
の
正
連
は
、
人
々
に
明
徳
門
を
潜
ら
せ
人
相
を
見
て
犯
人
を
指
摘
し
た
。
そ
の
侍
は
否
定
し
、
拷
問
を
受
け
る
。
白

状
を
せ
ず
と
も
責
め
殺
す
覚
悟
を
正
連
が
示
し
た
と
き
、
侍
は
正
連
を
国
の
重
宝
と
認
め
て
己
の
犯
行
と
告
げ
た
後
、
息
を
引
き

取
っ
た
。

橘
の
正
連
の
よ
う
に
鋭
い
観
察
眼
を
持
つ
人
物
が
登
場
し
、
事
件
の
真
相
を
暴
く
と
い
う
要
素
は
、
本
作
の
他
の
章
段
に
も
み
ら
れ

る
。
こ
れ
を
い
ち
早
く
指
摘
し
た
の
は
、
浮
橋
康
彦
氏
「
新
可
笑
記
の
構
成
）
10
（

」
で
あ
っ
た
。
浮
橋
氏
は
巻
一
の
一
、
一
の
二
、
五
の
二
、

二
の
六
、
三
の
二
、
四
の
二
、
五
の
一
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、「
一
人
の
眼
力
す
る
ど
き
人
物
が
、
隠
さ
れ
た
事
実
を
暴
露
す
る
話
が
非

常
に
多
い
」
と
し
、「『
新
可
笑
記
』
の
特
色
の
一
つ
」
で
あ
り
、「『
桜
陰
比
事
』
の
先
蹤
で
あ
る
と
同
時
に
、
西
鶴
の
人
間
観
の
一
面
を

表
わ
す
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
は
『
新
可
笑
記
』
に
お
け
る
創
作
意
識
を
考
察
す
る
上
で
、
重
要
な
指
摘
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
こ
の
〈
眼
〉
の
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働
き
に
関
す
る
章
段
は
指
摘
が
な
さ
れ
た
例
以
外
に
も
数
多
く
存
在
し
、〈
眼
〉
の
働
き
は
物
語
中
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
た

め
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、『
新
可
笑
記
』
に
お
け
る
〈
眼
〉
の
機
能
を
明
ら
か
に
し
、
西
鶴
の
創
作
意
識
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。

一
、〈
眼
〉
の
効
力
が
発
揮
さ
れ
る
例

『
新
可
笑
記
』
に
は
〈
眼
〉
の
効
力
が
発
揮
さ
れ
る
例
が
多
数
存
在
す
る
。
ま
ず
は
、
物
事
の
真
偽
や
正
体
を
見
破
る
〈
眼
〉
が
描
か

れ
た
章
段
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

前
述
し
た
よ
う
に
巻
一
の
一
「
理
非
の
命
勝
負
」
は
、
大
勢
の
侍
か
ら
盗
人
を
探
し
当
て
、「
人
の
鑑

0

0

0

」
と
称
さ
れ
た
橘
の
正
連
が
登

場
す
る
。
巻
二
の
三
「
胸
を
す
へ
し
連
判
の
座
」
で
は
、
関
ケ
原
の
陣
で
武
芸
を
励
み
、
鑓
で
六
、
七
人
を
突
き
止
め
た
こ
と
で
「
軍
中

に
是
を
ほ
め
け
る

0

0

0

0

」
と
称
賛
さ
れ
た
小
男
が
登
場
す
る
。
小
男
は
敵
方
の
老
人
を
若
年
の
時
の
筆
道
の
師
匠
と
見
取
っ
て
攻
撃
し
な
か
っ

た
こ
と
か
ら
、「
を
の
〳
〵
手
を
拍
て
、
一
戦
の
せ
は
し
き
時
節
に
、
眼
の
正
し
き
事
を
感
じ
け
る

0

0

0

0

」
と
周
囲
の
者
に
感
嘆
さ
れ
た
。

巻
二
の
四
「
兵
法
の
奥
は
宮
城
野
」
の
「
一
流
の
達
人

0

0

0

0

0

」
と
称
さ
れ
た
剣
術
の
師
匠
は
、「
兵
法
の
極
意
に
て
何
に
て
も
見
え
ぬ
と
い

ふ
事
な
く
」
と
い
う
人
物
で
あ
り
、
盗
み
の
芸
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
見
事
見
破
っ
て
み
せ
た
。

巻
三
の
一
「
女
敵
に
身
替
り
狐
」
の
母
衣
大
将
の
何
が
し
は
、
間
男
か
ら
妻
へ
の
手
紙
を
見
て
、
筆
跡
は
知
ら
な
い
な
が
ら
も
文
章
の

特
徴
か
ら
歌
学
に
詳
し
い
人
物
で
あ
る
と
推
理
し
、
代
筆
者
に
辿
り
着
く
。
そ
し
て
間
男
を
切
り
捨
て
、
そ
の
家
は
長
く
栄
え
た
。

巻
四
の
一
「
舟
路
の
難
義
」
に
は
「
物
ご
と
に
工
夫
ふ
か
き
人
」
が
登
場
す
る
。
狂
乱
し
た
娘
の
状
態
を
見
て
「
此
病
性
医
術
に
は
か

な
は
じ
。
某
が
し
存
す
る
む
ね
あ
り
」
と
述
べ
、
娘
の
狂
乱
に
あ
わ
せ
て
自
ら
も
狂
乱
し
て
会
話
を
可
能
に
し
、
亡
母
の
口
寄
せ
を
行
わ

せ
る
こ
と
を
提
案
す
る
な
ど
適
切
な
対
処
を
行
っ
た
結
果
、
娘
の
狂
乱
は
治
っ
た
。
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巻
四
の
二
「
歌
の
姿
の
美
女
二
人
」
に
お
け
る
信
玄
公
は
、
二
人
に
分
身
し
た
女
性
の
怪
異
に
対
し
て
狸
の
仕
業
と
見
破
っ
た
こ
と
か

ら
「
信
玄
の
御
眼
力
、
誠
に
以
て
名
大
将

0

0

0

な
り
と
、
万
人
是
の
み
な
ら
ず
か
ん
じ
け
る

0

0

0

0

0

」
と
周
囲
に
称
賛
さ
れ
る
。

巻
四
の
五
「
両
方
一
度
に
神
お
ろ
し
」
に
は
神
路
山
の
奉
行
が
登
場
す
る
。
殺
人
事
件
の
二
人
の
容
疑
者
に
神
文
を
書
か
せ
る
こ
と

で
、
そ
の
筆
跡
に
よ
っ
て
犯
人
を
見
極
め
て
「
発
明

0

0

天
の
理
に
か
な
ひ
、
善
悪
二
人
の
穿
鑿
落
着
」
に
至
っ
た
。

巻
五
の
一
「
鑓
を
引
鼠
の
ゆ
く
ゑ
」
の
家
老
は
奉
公
を
望
む
侍
達
の
鼠
に
化
け
る
術
を
見
破
り
、「
諸
人
か
ん
じ

0

0

0

」
い
っ
た
。

巻
五
の
五
「
心
を
切
た
る
小
刀
屏
風
」
で
は
大
横
目
の
何
が
し
が
、
主
人
を
守
る
た
め
犯
人
と
偽
っ
た
小
者
団
八
の
無
実
を
明
ら
か
に

す
る
。

ま
た
、〈
眼
〉
は
人
物
や
物
事
の
観
察
を
通
し
て
そ
れ
ら
の
将
来
を
見
通
す
事
も
可
能
と
す
る
。
巻
一
の
二
「
ひ
と
つ
の
巻
物
両
家
有
」

の
家
老
は
二
人
の
浪
人
が
お
互
い
を
刺
殺
し
て
死
ぬ
と
予
測
し
、
家
に
あ
っ
て
欲
し
い
も
の
は
「
良
き

0

0

家
老
」
だ
と
評
さ
れ
て
い
る
。
巻

二
の
一
「
炭
焼
も
火
宅
の
合
点
」
の
「
天
性
の
分
限

0

0

0

0

0

」
は
、
息
子
と
娘
の
性
格
を
把
握
し
、
入
牢
し
た
長
男
助
命
の
成
否
を
予
測
し
た
、

「
徳
に
入
道
を
ま
も

0

0

0

0

0

0

0

」
る
人
物
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
商
人
の
息
子
の
余
命
を
言
い
当
て
る
巻
二
の
六
「
魂
よ
ば
ひ
百
日
の
楽
し
み
」
の
「
め
い
よ
の

0

0

0

0

陰
陽
師
」。
三
人
兄
弟
の
適

性
に
合
っ
た
職
業
を
選
択
し
た
巻
四
の
四
「
書
置
の
思
案
箱
」
の
「
武
家
随
一

0

0

0

0

の
人
」。
巻
五
の
二
「
見
れ
ば
正
銘
に
あ
ら
ず
」
に
は
二

人
の
家
老
が
家
中
に
存
在
す
る
こ
と
が
や
が
て
不
和
に
な
り
問
題
を
起
こ
す
こ
と
を
予
測
す
る
「
天
性
よ
き

0

0

0

0

侍
」
や
浪
人
の
襲
撃
を
読
ん

で
返
り
討
ち
に
し
た
「
家
中
一

0

0

0

の
目
利
者
」
が
登
場
す
る
。

以
上
、
十
四
章
段
を
挙
げ
た
。
西
鶴
作
の
他
の
浮
世
草
子
に
も
〈
眼
〉
の
効
力
が
発
揮
さ
れ
る
例
は
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ほ
ど

一
つ
の
作
品
に
纏
ま
っ
て
現
れ
る
の
は
後
述
す
る
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
を
除
け
ば
『
新
可
笑
記
』
の
み
の
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、〈
眼
〉

の
効
力
を
発
揮
す
る
人
物
は
傍
点
部
の
よ
う
に
、
概
ね
賞
賛
の
対
象
、
も
し
く
は
優
れ
た
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
。
つ
ま
り
、
優
れ
た
人
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物
は
優
れ
た
〈
眼
〉
を
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、『
新
可
笑
記
』
に
は
こ
れ
ま
で
の
例
と
は
正
反
対
の
も
の
―
〈
眼
〉

の
効
力
が
発
揮
さ
れ
な
い
例
も
同
様
に
描
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

二
、〈
眼
〉
の
効
力
が
発
揮
さ
れ
な
い
例

〈
眼
〉
の
効
力
を
発
揮
さ
れ
な
い
例
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
巻
二
の
一
「
炭
焼
は
火
宅
の
合
点
」
に
登

場
す
る
我
が
子
可
愛
さ
か
ら
「
お
ろ
か

0

0

0

に
し
て
」
と
評
さ
れ
る
母
親
は
、
父
親
と
は
反
対
に
子
供
達
の
適
性
を
見
抜
け
ず
、
結
果
的
に
次

男
を
死
な
せ
て
し
ま
う
選
択
を
し
て
し
ま
う
。
ま
た
、
巻
二
の
二
「
官
女
に
人
の
し
ら
ぬ
灸
所
」
で
は
「
御
政
道
た
ゞ
し
か
ら
ざ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

故
」

に
天
変
地
異
を
引
き
起
こ
し
た
武
烈
王
が
、
亡
き
妃
の
木
造
を
作
っ
た
仏
師
が
手
違
い
か
ら
胸
に
墨
を
落
と
し
た
の
を
灸
の
跡
と
見
て
、

妃
と
の
不
貞
と
勘
違
い
し
、
仏
師
を
捕
縛
す
る
。
巻
二
の
四
「
兵
法
の
奥
は
宮
城
野
」
で
は
古
い
師
匠
の
稽
古
に
「
退
屈
」
し
た
未
熟
な

兵
法
の
弟
子
達
が
古
い
師
匠
と
新
し
い
師
匠
の
善
し
悪
し
を
判
断
で
き
ず
皆
新
し
い
師
匠
の
も
と
に
行
っ
て
し
ま
う
。
巻
四
の
二
「
歌
の

姿
の
美
女
二
人
」
で
は
「
無
分
別

0

0

0

」
な
神
職
が
、
神
主
の
養
子
の
症
状
を
離
魂
で
は
な
く
狐
狸
の
仕
業
と
見
誤
り
、
弓
で
射
貫
い
た
こ
と

に
よ
り
養
子
が
死
亡
し
て
し
ま
う
。

〈
眼
〉
の
効
力
を
発
揮
し
た
の
が
優
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、〈
眼
〉
の
効
力
を
発
揮
で
き
な
い
人
物
は
傍
点
部
の
よ
う
に
能
力

が
劣
っ
て
い
る
と
、
こ
こ
ま
で
の
例
で
は
言
え
る
だ
ろ
う
。〈
眼
〉
と
そ
れ
を
持
つ
物
の
能
力
の
有
無
に
は
深
い
関
わ
り
が
あ
る
よ
う
に

一
見
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、〈
眼
〉
の
効
力
を
発
揮
で
き
な
い
の
は
劣
っ
た
人
物
だ
け
で
は
な
く
、
優
れ
た
能
力
を
持
つ
人
物
も
含
ま
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
巻
一
の
四
「
生
肝
は
妙
薬
の
よ
し
」
に
登
場
す
る
母
親
は
「
女
の
鑑
」
と
称
さ
れ
る
程
貞
淑
な
人
物
で
あ
っ
た
が
、
生
肝
を
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取
ら
れ
た
娘
の
遺
体
を
発
見
し
た
際
、
娘
は
容
貌
の
美
し
さ
の
た
め
に
殺
害
さ
れ
た
と
誤
認
す
る
。
母
親
に
は
娘
の
美
し
さ
に
強
い
愛
着

を
抱
く
描
写
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
殺
害
理
由
を
誤
認
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
巻
四
の
一
「
舟
路
の
難
義
」
に
登
場
す
る
代
官

は
「
勘
定
に
発
明
な
る
人
」
で
あ
っ
た
が
、
遊
女
遊
び
に
の
め
り
込
み
、
妻
の
従
順
な
態
度
に
油
断
し
た
結
果
、
遊
里
に
ま
で
同
伴
し
て

い
た
妻
の
臨
月
を
見
て
取
れ
ず
に
死
亡
さ
せ
て
し
ま
う
）
11
（

。
巻
五
の
五
「
心
の
切
た
る
小
刀
屏
風
」
の
団
八
は
、
前
半
部
で
の
義
理
堅
い
行

動
や
酒
屋
を
繁
盛
さ
せ
る
と
い
う
優
れ
た
手
腕
を
持
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
病
床
で
は
「
浮
世
の
欲
」
に
と
ら
わ
れ
て
娘
に
財
産
を
残
す

と
い
う
妻
の
求
め
に
応
じ
な
か
っ
た
。
病
状
が
回
復
し
た
後
、
妻
は
家
を
出
て
い
く
。
団
七
は
「
立
腹
」
し
て
「
や
が
て
思
い
知
る
べ
き

女
心
」
と
考
え
て
い
た
が
、
予
想
と
反
し
て
三
年
後
も
髪
を
下
ろ
し
て
暮
ら
す
妻
に
感
涙
し
、
多
額
の
遺
産
を
残
し
た
。
団
七
は
妻
の
本

質
を
見
抜
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
一
度
は
〈
眼
〉
の
効
力
を
発
揮
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
度
目
は
発
揮
で
き
な
か
っ
た
例
も
あ
る
。
巻
五
の
二
「
見
れ
ば
正

銘
に
あ
ら
ず
」
の
目
利
き
者
は
、
同
席
し
て
い
た
侍
が
凶
行
に
及
ぶ
こ
と
を
見
て
取
り
、
返
り
討
ち
に
で
き
た
。
し
か
し
、
国
替
え
を

し
、
経
済
的
に
豊
か
に
な
る
と
そ
れ
ま
で
の
「
用
心
」
を
解
い
て
「
油
断
」
を
し
て
し
ま
い
、
側
に
置
い
て
い
た
小
坊
主
が
侍
の
息
子
の

変
装
と
見
破
れ
ず
に
首
を
討
た
れ
る
）
12
（

。

こ
れ
ら
の
例
は
、
い
ず
れ
も
愛
着
や
油
断
、
立
腹
が
原
因
と
な
っ
て
〈
眼
〉
の
効
力
を
発
揮
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た

い
。
こ
こ
で
改
め
て
他
の
例
を
確
認
し
て
み
た
い
。
前
述
し
た
巻
二
の
一
の
母
親
は
我
が
子
を
思
う
親
心
が
〈
眼
〉
を
曇
ら
せ
て
い
る
。

同
様
に
、
巻
五
の
四
で
も
娘
の
両
親
が
盗
賊
の
婿
の
変
装
に
、「
邪
な
る
人
共
し
ら
ず
、
渡
世
の
心
や
す
き
は
都
よ
り
東
も
住
み
よ
か
る

べ
し
」
と
騙
さ
れ
て
し
ま
い
、
娘
の
将
来
を
思
う
親
心
か
ら
盗
賊
に
嫁
が
せ
て
し
ま
う
。
巻
二
の
二
の
武
烈
王
は
妃
へ
の
愛
執
か
ら
、
巻

二
の
四
の
兵
法
の
弟
子
達
は
退
屈
か
ら
、
そ
し
て
、
巻
四
の
五
で
は
、
殺
人
犯
の
捜
索
の
際
、「
東
国
の
道
中
に
く
ら
し
、
無
分
別
な
る

眼
ざ
し
」
と
人
々
が
偏
見
か
ら
犯
人
を
誤
認
し
て
し
ま
う
。
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こ
の
よ
う
に
、〈
眼
〉
の
効
力
が
発
揮
さ
れ
な
い
例
は
『
新
可
笑
記
』
中
に
九
例
存
在
す
る
が
、
巻
四
の
二
の
「
無
分
別
」
を
除
く
八

例
が
人
の
心
の
動
き
を
原
因
と
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
巻
一
の
一
「
理
非
の
命
勝
負
」
に
て
橘
の
正
連
は
人
相
見
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
言
う
。

眼
は
神
明
の
宅
に
し
て
明
鏡
の
ご
と
し
。
胸
中
に
邪
あ
ら
ば
瞳
子
正
し
か
ら
ず
。
心
爰
に
あ
ら
ざ
れ
ば
見
れ
共
み
へ
ざ
る
に
は
あ
ら

ず
や
。
貴
方
の
悪
を
掩
ふ
と
い
ふ
共
、
其
罪
い
づ
く
に
遁
れ
ん
や
。

心
が
集
中
し
て
い
な
け
れ
ば
正
し
く
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
―
こ
れ
ま
で
挙
げ
た
〈
眼
〉
の
例
に
当
て
は
ま
る
で
は
な
い
か
。
作
品
冒

頭
の
巻
一
の
一
に
〈
眼
〉
に
関
す
る
言
葉
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
箇
所
は
す
で
に
諸
注
で
指
摘

さ
れ
て
い
る
通
り
『
孟
子
』
や
『
大
学
』
の
言
葉
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
物
事
の
本
質
を
見
抜
け
る
か

否
か
と
い
う
問
題
意
識
は
西
鶴
独
自
の
も
の
で
は
な
く
、
当
時
の
人
々
の
人
間
観
と
し
て
一
般
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

次
に
引
用
す
る
『
可
笑
記
』
巻
一
の
三
十
六
、
そ
し
て
『
可
笑
記
評
判
』（
万
治
三
年
二
月
刊
）
巻
十
第
卅
八
「
諸
侍
を
目
利
す
へ
き

事
」
に
も
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

『
可
笑
記
』
巻
一
の
三
十
六

又
、
正
理
正
道
に
い
た
り
、
本
心
あ
き
ら
か
な
る
人
の
心
ハ
、
と
ぎ
た
て
た
る
、
か
ゝ
ミ
の
こ
と
し
、
万
の
物
を
、
う
つ
し
て
ミ

る
に
、
善
悪
邪
正
ミ
ぢ
ん
も
、
か
く
れ
な
し
、
か
く
れ
な
く
ん
ば
、
万
の
善
正
を
え
ら
び
用も
ち
ゐ、
邪
悪
の
万
事
を
、
す
つ
べ
き
事
、

何
の
う
た
が
ひ
あ
ら
ん
や
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又
、
邪
理
悪
道
に
お
ぼ
れ
、
本
心
く
ら
き
人
の
心
ハ
、
く
も
り
た
る
鏡か

ゞ
みの

ご
と
く
、
万
の
物
を
う
つ
し
て
、
ミ
る
に
も
、
み
え

ず
、
見
え
ず
ん
ば
、
い
か
で
か
、
善
悪
邪
正
あ
き
ら
か
な
ら
ん
や
、
あ
き
ら
か
な
ら
ず
ハ
、
ま
つ
た
く
、
善
正
を
、
え
ら
ひ
す
つ

る
事
有
べ
か
ら
す
。
さ
あ
ら
バ
、
一
生
、
妄も
う

想さ
う

妄
念ね
ん

の
悪あ
く

逆ぎ
や
く

不ぶ

道た
う

の
、
我
ま
ゝ
の
ミ
取
お
こ
な
ふ
へ
し
）
13
（

『
可
笑
記
評
判
』
巻
十
第
卅
八
「
諸
侍
を
目
利
す
へ
き
事
」

　

君
子
の
心
ハ
鏡
の
ご
と
し
、
此
故
に
、
よ
く
人
の
善
悪
を
ミ
る
、
と
い
へ
り

　

人
を
目
利
せ
ん
に
ハ
、
ま
づ
、
こ
な
た
の
心
、
い
か
に
も
、
清
潔
な
ら
ざ
れ
ば
、
善
悪
た
し
か
に
、
ミ
る
へ
か
ら
ず
、
そ
れ

も
、
只
一
往
に
し
て
ハ
、
し
る
へ
か
ら
ず
、
よ
く
、
し
た
し
み
馴
て
、
そ
の
物
い
ひ
と
行
跡
と
を
、
見
き
ゝ
ぬ
れ
ば
、
い
か
に
、

つ
く
ろ
ひ
た
し
な
む
と
も
、
ど
こ
ぞ
に
て
、
妖
の
あ
ら
ハ
る
ゝ
物
な
り

し
か
れ
ば
、
よ
く
目
利
す
る
と
云
ハ
、
器
量
あ
る
と
、
な
き
と
、
邪
と
正
と
、
慢
ず
る
者
、
を
ご
る
も
の
、
重
欲
の
者
、
み
な
、

よ
く
見
分
へ
し
（
中
略
）
そ
れ
も
、
目
利
す
る
人
、
を
の
れ
が
依
怙
ひ
ゐ
き
の
目
よ
り
見
る
な
ら
バ
、
善
も
悪
も
、
更
に
、
ミ
ゆ

べ
か
ら
ず
）
14
（

右
の
『
可
笑
記
』
の
例
は
直
接
〈
眼
〉
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
心
の
正
し
い
者
に
は
物
事
を
正
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
、
心
の

正
し
く
な
い
者
は
正
し
く
知
る
こ
と
で
き
な
い
と
説
い
て
い
る
。『
可
笑
記
評
判
』
の
例
は
人
の
善
悪
を
目
利
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
り
、

自
身
の
心
が
善
悪
の
判
断
に
影
響
を
与
え
る
と
し
て
い
る
。『
新
可
笑
記
』
の
例
も
こ
れ
ら
の
論
理
か
ら
外
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
、

『
新
可
笑
記
』
は
何
故
、
も
し
く
は
ど
の
よ
う
な
「
邪
理
悪
道
に
お
ぼ
れ
」
て
し
ま
っ
た
の
か
、
具
体
的
に
描
写
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
特
に
心
の
正
し
い
者
も
正
し
く
な
く
な
る
時
が
訪
れ
る
、
つ
ま
り
人
の
心
の
変
動
を
描
く
点
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
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三
、〈
眼
〉
に
関
す
る
そ
の
他
の
例

『
新
可
笑
記
』
に
は
そ
の
他
に
も
〈
眼
〉
に
関
す
る
例
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、〈
眼
〉
の
作
用
を
阻
害
し
よ
う
と
す
る
行
為
―
つ
ま
り

変
装
で
あ
る
。
巻
一
の
四
「
生
肝
は
妙
薬
の
よ
し
」
の
武
士
は
僧
侶
に
変
装
し
て
、
生
肝
を
持
つ
標
的
の
娘
の
家
に
入
り
込
ん
だ
。
巻
三

の
二
「
国
の
掟
は
ち
え
の
海
山
」
の
仕
置
者
も
僧
侶
に
変
装
し
て
身
分
を
明
か
さ
ず
国
中
を
監
察
す
る
。
ま
た
、
巻
五
の
一
「
鑓
を
引
鼠

の
ゆ
く
ゑ
」
の
忍
び
の
者
達
は
鼠
に
変
身
し
、
巻
五
の
四
「
腹
か
ら
の
女
追
剝
」
の
盗
賊
は
大
尽
に
変
装
し
て
都
の
娘
を
娶
り
、
そ
の
娘

達
も
ま
た
「
男
の
す
な
る
夜
の
か
た
ち
」
と
変
装
し
て
強
盗
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
い
ず
れ
も
己
の
正
体
を
隠
し
、
偽
り
の
姿
を
見
せ

て
相
手
の
〈
眼
〉
を
騙
そ
う
と
し
て
い
る
。

巻
三
の
一
「
女
敵
に
身
替
り
狐
」
も
〈
眼
〉
を
騙
す
物
語
で
あ
る
。
妻
が
不
貞
し
て
い
る
と
い
う
噂
が
流
れ
た
際
、
侍
は
狐
の
死
骸
を

用
意
し
て
芝
居
を
打
ち
、
来
客
に
見
せ
る
こ
と
で
狐
の
仕
業
と
す
る
。
こ
こ
で
は
妻
の
不
貞
と
い
う
噂
を
狐
の
怪
異
と
い
う
偽
り
の
事
件

に
視
覚
化
し
、
世
間
の
〈
眼
〉
を
欺
い
て
い
る
。

同
じ
く
偽
り
を
も
っ
て
〈
眼
〉
を
欺
く
例
と
し
て
は
、
巻
五
の
五
「
心
の
切
た
る
小
刀
屏
風
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
小
柄
が
紛

失
し
、
主
の
小
姓
が
疑
わ
れ
る
や
い
な
や
、
即
座
に
逃
走
し
て
小
姓
の
疑
い
を
逸
ら
そ
う
と
す
る
小
者
の
団
八
が
登
場
す
る
。

巻
二
の
三
「
胸
を
す
へ
し
連
判
の
座
」
に
も
〈
眼
〉
の
働
き
を
阻
害
し
よ
う
と
す
る
描
写
が
見
ら
れ
る
。
訴
訟
の
連
判
三
十
八
人
分
を

円
形
に
書
く
こ
と
に
よ
り
、
誰
が
発
起
人
か
わ
か
ら
ず
、
墨
の
か
す
り
や
薄
さ
を
見
て
判
断
し
よ
う
と
す
る
も
失
敗
す
る
と
い
う
内
容
で

あ
る
。

さ
ら
に
、
巻
五
の
三
「
乞
食
も
米
に
成
男
」
で
は
、
友
人
の
紹
介
で
仕
官
が
叶
っ
た
浪
人
田
川
が
「
其
が
事
、
御
前
へ
非
人
の
境
界
を
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申
あ
げ
ら
れ
ず
や
。
然
ら
ば
此
ま
ゝ
に
て
御
前
へ
」
と
、
友
人
の
諫
言
も
聞
か
ず
、
そ
れ
ま
で
の
破
れ
薦
を
身
に
纏
っ
て
御
前
に
御
目
見

得
し
て
い
る
。
こ
れ
は
田
川
に
よ
る
あ
る
種
の
変
装
と
も
い
う
べ
き
で
あ
り
、
外
見
に
と
ら
わ
れ
な
い
御
前
の
〈
眼
〉
の
確
か
さ
を
田
川

が
試
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
無
事
仕
官
し
た
田
川
は
能
力
を
発
揮
し
、
家
の
重
宝
と
な
っ
た
。

巻
三
の
三
「
掘
ど
も
つ
き
ぬ
仏
石
」
の
例
を
見
て
み
た
い
。
御
咄
の
衆
に
混
じ
っ
て
い
た
男
が
自
然
石
は
金
輪
際
ま
で
生
え
抜
け
て
い

る
、
雄
の
三
毛
猫
は
居
な
い
と
言
い
出
し
た
た
め
、
越
後
の
大
将
は
国
の
費
え
も
か
ま
わ
ず
自
然
石
の
根
本
を
掘
ら
せ
続
け
、
雄
の
三

毛
猫
を
探
さ
せ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。「
し
か
ら
ば
掘
せ
て
見
る
べ
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
越
後
の
大
将
は
男
の
言
葉
の
真
偽
を
己
の

〈
眼
〉
で
確
か
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
冒
頭
部
で
大
将
は
切
っ
た
爪
を
わ
ざ
と
一
つ
隠
し
、
数
を
数
え
て
足
り
な
い
と
言
う
者
が

い
る
か
試
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
大
将
は
物
事
を
き
ち
ん
と
〈
眼
〉
で
確
認
す
る
こ
と
を
他
者
に
も
求
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

の
よ
う
な
性
格
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
男
の
言
葉
の
真
偽
を
そ
の
〈
眼
〉
で
確
か
め
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、『
新
可
笑
記
』
に
は
〈
眼
〉
が
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
利
用
さ
れ
た
章
段
が
存
在
す
る
。（
本
稿
末
尾
に
表
を
付
し

た
。）四

、『
本
朝
桜
陰
比
事
』
と
の
比
較

こ
の
よ
う
に
、『
新
可
笑
記
』
に
は
〈
眼
〉
に
関
す
る
物
語
が
数
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
数
の
問
題
で
言
え
ば
『
新
可
笑

記
』
の
約
二
ヶ
月
後
に
刊
行
さ
れ
た
、
同
じ
西
鶴
作
の
浮
世
草
子
『
本
朝
桜
陰
比
事
』（
元
禄
二
年
正
月
刊
）
は
、
全
編
に
わ
た
っ
て

〈
眼
〉
の
鋭
さ
を
扱
う
作
品
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

『
本
朝
桜
陰
比
事
』
は
京
都
の
奉
行
が
難
事
件
を
次
々
と
解
決
に
導
く
と
い
う
裁
判
を
め
ぐ
る
短
編
集
で
あ
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
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は
、『
新
可
笑
記
』
に
裁
判
や
推
理
の
場
面
が
多
い
こ
と
か
ら
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
と
の
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
暉
峻
康
隆
氏
は

『
新
可
笑
記
』
に
つ
い
て
「
作
者
に
と
つ
て
も
、
ま
た
文
學
史
的
に
み
て
も
、
な
ん
ら
プ
ラ
ス
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
作
品
と
い
は
ざ
る
を

え
な
い
の
で
あ
る
。
強
い
て
存
在
意
義
を
求
む
れ
ば
、
翌
元
禄
二
年
正
月
刊
の
「
本
朝
櫻
陰
比
事
」
の
母
胎
で
あ
る
、
と
い
ふ
點
で
あ
ら

う
）
15
（

。」
と
述
べ
て
い
る
。
浮
橋
康
彦
氏
も
「
一
人
の
眼
力
す
る
ど
き
人
物
が
、
隠
さ
れ
た
事
実
を
暴
露
す
る
話
が
非
常
に
多
い
）
16
（

」
と
し
、

「『
新
可
笑
記
』
の
特
色
の
一
つ
」
で
あ
り
、「『
桜
陰
比
事
』
の
先
蹤
で
あ
る
と
同
時
に
、
西
鶴
の
人
間
観
の
一
面
を
表
わ
す
も
の
で
あ

る
」
と
し
て
お
り
、『
新
可
笑
記
』
は
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
の
さ
き
が
け
と
し
て
評
価
が
な
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

た
し
か
に
『
新
可
笑
記
』
に
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
に
通
じ
る
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
否
め
な
い
。
だ
が
、
同
じ
く
裁
判
や
推
理
を

扱
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
関
心
や
描
写
方
法
に
至
る
ま
で
同
じ
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。『
本
朝
桜
陰
比
事
』
で
は
全
編
に
わ
た
っ

て
裁
判
・
推
理
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
奉
行
の
鋭
い
〈
眼
〉
に
よ
っ
て
事
件
の
真
相
が
暴
か
れ
る
。
こ
こ
で
、『
新
可
笑
記
』
と
『
本

朝
桜
陰
比
事
』
に
描
か
れ
る
〈
眼
〉
の
働
き
を
比
較
し
、
そ
の
性
格
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

ま
ず
、
全
四
十
四
話
中
、
御
前
の
裁
き
に
つ
い
て
評
価
す
る
も
の
は
五
例
あ
り
、
そ
の
中
で
事
件
を
見
抜
い
た
こ
と
に
関
す
る
の

は
、
巻
一
の
三
「
御
前
に
は
即
座
に
き
こ
し
分
さ
せ
ら
る
ゝ
事
、
諸
人
か
ん
じ
け
る
」、
巻
二
の
四
「
御
見
通
し
の
御
眼
力
を
感
じ
け
る

と
也
」、
巻
三
の
七
「
御
推
量
の
た
が
は
ざ
る
所
を
感
じ
け
る
」
の
三
例
の
み
で
あ
る
。
巻
二
の
四
に
「
御
眼
力
」
と
あ
る
の
は
注
目
さ

れ
る
も
の
の
）
17
（

、
そ
の
数
は
〈
眼
〉
の
確
か
さ
が
優
れ
た
人
物
を
示
す
『
新
可
笑
記
』
と
比
べ
て
意
外
に
も
少
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

『
本
朝
桜
陰
比
事
』
の
構
成
が
、〈
眼
〉
の
鋭
い
御
前
が
一
人
で
事
件
を
解
決
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
御
前
が
優
秀
で
あ
る
の
は
自
明
で

あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、『
本
朝
桜
陰
比
事
』
に
は
『
新
可
笑
記
』
と
同
じ
く
〈
物
事
の
真
偽
や
正
体
を
見
破
る
〈
眼
〉〉
の
力
が
全
編
に
わ
た
っ
て
発
揮

さ
れ
る
が
、『
新
可
笑
記
』
に
散
見
さ
れ
た
〈
人
物
や
物
事
の
将
来
を
見
通
す
〈
眼
〉〉
に
つ
い
て
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
『
本
朝
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『新可笑記』における〈眼〉の機能

桜
陰
比
事
』
が
全
て
裁
判
を
扱
っ
て
お
り
、
前
者
の
機
能
し
か
発
揮
さ
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、〈
眼
〉
の
効
力
を
発
揮
で
き
な
い

例
は
巻
二
の
四
「
落
し
手
有
拾
ひ
手
有
」
に
お
い
て
名
代
の
家
老
が
判
決
を
誤
る
一
例
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
新
可
笑
記
』
の
方
が

よ
り
多
様
な
〈
眼
〉
の
働
き
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
新
可
笑
記
』
と
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
は
同
じ
く
〈
眼
〉
の
働
き
を
扱
っ
た
作
品
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
異
な
っ
て

い
る
。
そ
の
理
由
は
、『
本
朝
桜
陰
比
事
』
が
〈
眼
〉
の
鋭
い
人
物
が
事
件
を
ど
の
よ
う
に
解
決
へ
と
導
く
か
を
扱
っ
た
作
品
で
あ
る
の

に
対
し
、『
新
可
笑
記
』
が
ど
の
よ
う
な
人
物
が
ど
の
よ
う
に
〈
眼
〉
を
発
揮
す
る
が
否
か
に
関
心
が
向
け
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
に

求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
二
つ
の
作
品
の
創
作
意
識
の
違
い
が
こ
こ
に
は
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
、『
新
可
笑
記
』
に
お
け
る
虚
実

で
は
、
何
故
『
新
可
笑
記
』
に
は
〈
眼
〉
の
問
題
を
扱
っ
た
章
段
が
多
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
、『
新
可
笑

記
』
の
特
徴
に
つ
い
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。『
新
可
笑
記
』
執
筆
当
時
の
西
鶴
の
態
度
に
つ
い
て
、
冨
士
昭
雄
氏
は
次
の
よ
う
に
指

摘
し
て
い
る
。

西
鶴
は
本
書
の
序
文
で
「
人
は
虚
実
の
入
物
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
本
書
刊
行
の
前
年
の
『
懐
硯
』
で
は
「
ま
こ
と
に
心
は
善
悪
二

つ
の
入
物
ぞ
か
し
」（
四
の
一
）
と
述
べ
、
ま
た
本
書
と
同
年
刊
行
の
『
永
代
蔵
』
で
は
、「
人
は
実
あ
つ
て
偽
り
お
ほ
し
」（
一
の

一
）
と
類
似
の
発
言
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
書
執
筆
の
こ
ろ
は
、
人
の
虚
実
、
善
悪
二
心
の
あ
り
方
に
着
目
し
、
こ
れ
を
洞

察
描
写
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
み
ら
れ
る
）
18
（

。
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冨
士
氏
は
『
新
可
笑
記
』
が
人
の
心
に
つ
い
て
虚
実
や
善
悪
を
洞
察
描
写
し
て
い
る
と
し
た
。
実
際
に
巻
三
の
五
で
は
都
の
困
窮
し
た

状
況
下
の
人
々
に
つ
い
て
「
人
の
心
、
虚
に
な
つ
て
実
を
う
し
な
ひ
」
と
心
の
虚
実
を
描
写
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
虚
実
」
の
概

念
は
物
語
中
で
起
こ
る
事
件
や
出
来
事
―
物
語
の
構
成
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
冒
頭
の
巻
一
の
一
で
は
、
犯
罪
者
を
見
抜
く
力
を
持
つ
橘
の
正
連
と
犯
人
と
さ
れ
た
武
士
の
二
人
が
、
裁
判
の
場
で
お
互

い
の
証
言
の
正
し
さ
に
命
を
か
け
、
真
偽
を
決
す
る
。
こ
れ
は
、《
本
物
（
実
）》
と
《
偽
物
（
虚
）》
の
二
人
の
人
間
に
焦
点
が
当
て
ら

れ
る
章
段
で
あ
る
。

本
物
と
偽
物
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
巻
一
の
一
以
外
に
も
『
新
可
笑
記
』
に
散
見
さ
れ
る
。
巻
四
の
五
「
両
方
一
度
に
神
お
ろ
し
」
も
巻

一
の
一
と
同
じ
く
無
実
の
侍
と
犯
人
の
侍
が
登
場
す
る
。
巻
一
の
四
「
生
肝
は
妙
薬
の
よ
し
」
で
は
少
女
の
生
肝
を
と
る
た
め
に
偽
物
の

僧
侶
に
変
装
し
た
侍
が
、
結
末
で
は
道
心
堅
固
な
本
物
の
僧
侶
に
な
る
。
巻
一
の
五
「
先
例
の
命
乞
」
に
は
大
工
と
い
う
本
業
を
な
い
が

し
ろ
に
し
、
訴
状
書
き
と
い
う
虚
像
を
追
い
求
め
た
男
が
登
場
す
る
。
巻
二
の
三
「
胸
を
す
へ
し
連
判
の
座
」
で
は
武
勇
に
優
れ
た
小
男

と
拾
い
首
を
し
た
侍
と
の
手
柄
の
真
偽
が
描
か
れ
、
本
物
（
小
男
）
が
偽
物
（
拾
い
首
を
し
た
侍
）
に
破
れ
る
展
開
と
な
っ
て
い
る
。
巻

三
の
一
「
女
が
た
き
に
身
替
り
狐
」
は
、
妻
の
不
貞
と
い
う
真
実
を
狐
の
怪
異
と
い
う
偽
り
で
覆
い
隠
す
話
で
あ
る
。
巻
三
の
三
「
掘

ど
も
つ
き
ぬ
俄
年
寄
」
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
越
後
の
大
将
が
正
直
な
男
の
話
の
虚
実
を
見
極
め
よ
う
と
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
、
本
物
を
偽
物
で
隠
そ
う
と
す
る
行
為
、
前
述
し
た
変
装
に
つ
い
て
は
巻
一
の
四
「
生
肝
は
妙
薬
の
よ
し
」、
巻
三
の
二
「
国
の
掟
は

ち
え
の
海
山
」、
巻
五
の
一
「
鑓
を
引
鼠
の
ゆ
く
ゑ
」、
巻
五
の
四
「
腹
か
ら
の
女
追
剝
」
が
該
当
す
る
。

〈
眼
〉
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
際
に
挙
げ
た
変
装
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
本
物
と
偽
物
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
〈
眼
〉
に
か
か
わ
る
の

は
変
装
だ
け
で
は
な
い
。〈
眼
〉
の
力
が
発
揮
さ
れ
る
例
、
す
な
わ
ち
優
れ
た
者
が
持
つ
〈
眼
〉
は
物
事
の
本
質
（
本
物
）
を
明
ら
か
に

し
、〈
眼
〉
の
力
が
発
揮
さ
れ
な
い
例
、
す
な
わ
ち
心
に
何
ら
か
の
乱
れ
を
持
つ
者
の
〈
眼
〉
は
偽
り
（
偽
物
）
に
騙
さ
れ
て
し
ま
う
の
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『新可笑記』における〈眼〉の機能

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
〈
眼
〉
と
本
物
・
偽
物
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
え
る
。

実
は
、『
新
可
笑
記
』
本
文
だ
け
で
は
な
く
、
序
文
に
も
〈
眼
〉
と
虚
実
と
の
関
係
が
窺
え
る
。
次
に
序
文
を
引
用
す
る
。

笑
ふ
に
ふ
た
つ
有
。
人
は
虚
実
の
入
物
。
明
く
れ
世
間
の
慰
み
草
を
集
め
て
詠
め
し
中
に
、
む
か
し
淀
の
川
水
を
硯
に
移
し
て
、
人

の
見
る
た
め
に
道
理
を
書
つ
つ
け
、
是
を
可
笑
記
と
し
て
残
さ
れ
し
。
誰
か
わ
ら
ふ
へ
き
物
に
は
あ
ら
す
。
此
題
号
を
か
り
て
新
た

に
笑
わ
る
る
合
点
。
我
か
ら
腹
を
か
か
へ
て
、
智
恵
袋
の
ち
い
さ
き
事
、
う
ま
れ
つ
き
て
是
非
な
し
。

こ
の
序
文
は
本
文
中
に
も
『
可
笑
記
』
と
あ
り
、
題
名
の
『
新
可
笑
記
』
が
そ
れ
を
も
と
に
し
て
い
る
と
表
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ

れ
だ
け
で
は
な
く
、
文
章
の
内
容
も
『
可
笑
記
』
の
序
文
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
も
先
行
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
19
（

。
序
文
に
は

「
此
題
号
」
す
な
わ
ち
『
可
笑
記
』
の
名
を
借
り
て
「
新
た
に
笑
わ
る
る
合
点
」
と
さ
れ
る
の
が
『
新
可
笑
記
』
で
あ
る
が
、
で
は
、
ま

ず
『
可
笑
記
』
の
「
笑
い
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。『
可
笑
記
』
の
批
評
を
行
っ
た
書
で
あ
る
浅
井
了
意
の
『
可
笑
記

評
判
』
で
は
、
書
名
に
つ
い
て
、
同
時
代
人
の
了
意
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
書
の
名
を
可
笑
記
と
い
ふ
事
は
、
み
づ
か
ら
卑
下
の
こ
と
葉
な
り
（
中
略
）
達
人
は
、
さ
だ
め
て
、
こ
の
書
を
見
て
、
わ
ら
ふ

べ
き
こ
と
を
、
兼
て
卑
下
を
い
た
し
け
り
）
20
（

。

こ
の
了
意
の
言
葉
や
『
可
笑
記
』
の
序
文
も
あ
わ
せ
て
鑑
み
る
と
、『
可
笑
記
』
の
「
笑
い
」
と
は
、
面
白
さ
か
ら
の
笑
い
で
は
な
く
、

無
知
な
者
に
対
す
る
嘲
笑
と
し
て
の
笑
い
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

63



次
は
『
新
可
笑
記
』
序
文
の
「
笑
ふ
に
ふ
た
つ
有
。
人
は
虚
実
の
入
物
」
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
こ
の
一
文
は
先
行
研
究
で
は

様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
冨
士
昭
雄
氏
は
「
笑
う
に
も
二
つ
の
笑
い
方
が
あ
る
。
そ
ら
ぞ
ら
し
く
笑
う
者
も
あ
れ
ば
、

心
か
ら
笑
う
者
も
あ
る
）
21
（

」
と
し
、「
虚
の
笑
い
（
作
り
笑
い
）
実
の
笑
い
の
二
つ
が
あ
る
」
と
解
釈
し
た
。
ま
た
、
広
嶋
進
氏
は
「
笑
う

に
も
二
通
り
の
笑
い
が
あ
る
。
嘘
（
う
そ
）
の
笑
い
と
実
（
ま
こ
と
）
の
笑
い
で
あ
る
）
22
（

」
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
、「
笑
ふ
」
を
実
際
の
行

為
と
し
て
と
ら
え
、
続
く
「
人
は
虚
実
の
入
物
」
と
関
連
さ
せ
て
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、「
笑
ふ
に
ふ
た
つ
有
」
と
は
謎
め
い
た
一
文
で
あ
る
。
篠
原
進
氏
が
「
文
中
に
は
笑
い
の
具
体
的
内
容
を
示
す
部
分

が
、
す
っ
ぽ
り
と
抜
け
落
ち
て
い
る
）
23
（

」
と
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
「
笑
ふ
」
が
何
に
対
し
て
の
笑
い
な
の
か
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
し

か
し
、
西
島
孜
哉
氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

序
文
の
書
き
出
し
に
「
笑
ふ
に
ふ
た
つ
有
」
と
あ
る
。
一
つ
は
『
可
笑
記
』
の
「
笑
い
」
で
あ
り
、
一
つ
は
自
分
が
こ
れ
か
ら
書
く

「
新
た
に
笑
わ
る
ゝ
合
点
、
我
か
ら
腹
を
か
ゝ
へ
て
」
笑
わ
れ
る
『
新
可
笑
記
』
の
「
笑
い
」
で
あ
る
。（
中
略
）
二
つ
の
笑
い
を
虚

実
の
二
様
と
す
る
の
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
捉
え
方
が
正
し
い
と
し
て
も
、
む
し
ろ
西
鶴
は
『
可
笑
記
』
を
実
と
し
、

自
己
の
書
を
虚
と
位
置
づ
け
て
い
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
西
鶴
は
自
己
を
貶
め
る
姿
勢
を
強
調
す
る
が
、
そ
の
西
鶴
が
『
可
笑

記
』
を
虚
と
し
、
自
己
の
書
を
実
と
す
る
自
信
に
満
ち
た
認
識
を
も
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
な
に
よ
り
も
「
人

は
虚
実
の
入
物
」
と
は
、
笑
い
に
二
様
あ
る
よ
う
に
、
人
の
心
に
も
二
様
あ
る
こ
と
を
い
う
に
す
ぎ
ず
、
笑
い
の
虚
実
を
い
う
の
で

は
な
い
。
こ
の
時
期
の
西
鶴
は
、

ま
こ
と
に
心
は
善
悪
二
つ
の
入
物
ぞ
か
し　
（『
懐
硯
』
巻
四
の
一
）

人
は
実
あ
つ
て
偽
り
お
ほ
し　
（『
日
本
永
代
蔵
』
巻
一
の
一
）
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『新可笑記』における〈眼〉の機能

な
ど
と
、
人
の
虚
実
、
善
悪
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
の
人
間
の
二
面
性
に
対
し
て
、『
可
笑
記
』
は
「
道
理
を
書
つ
ゞ
け
」
た
の
で

あ
る
。
そ
の
道
理
は
正
し
く
笑
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
、
自
己
の
書
は
「
智
恵
袋
の
ち
い
さ
き
」
ゆ
え
に
、『
可
笑
記
』
の
よ
う

に
正
し
き
道
理
が
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
笑
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
）
24
（

。

西
島
氏
は
「
笑
ふ
」
の
「
ふ
た
つ
」
を
後
述
の
「
誰
か
わ
ら
う
へ
き
（
つ
ま
り
『
可
笑
記
』）」
と
「
新
た
に
笑
わ
る
る
（
つ
ま
り
『
新

可
笑
記
』）」
と
捉
え
る
見
方
を
し
て
お
り
、
特
に
注
目
す
べ
き
は
《
笑
い
》
と
「
虚
実
」
を
切
り
離
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
稿
者
も
同

じ
く
「
笑
ふ
に
ふ
た
つ
有
」
の
「
笑
ふ
」
と
実
際
の
行
為
と
し
て
の
「
笑
ふ
」
を
切
り
離
し
て
解
釈
す
べ
き
と
考
え
る
。
し
か
し
こ
の
一

文
は
よ
り
単
純
に
捉
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

『
可
笑
記
』
と
は
読
み
下
す
と
「
笑
ふ
可
き
記
」
で
あ
り
、『
新
可
笑
記
』
と
は
「
新
た
に
笑
ふ
可
き
記
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
笑
ふ

に
ふ
た
つ
有
」
は
「
笑
ふ
可
き
記
」
と
い
わ
れ
て
い
る
書
に
二
つ
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、『
可
笑
記
』
と
『
新
可
笑
記
』
と
の
二
つ

の
作
品
自
体
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。「
明
く
れ
世
間
の
」
以
降
は
『
可
笑
記
』
と
『
新
可
笑
記
』
と
の
成
立
に
つ
い

て
の
内
容
で
あ
り
、「
誰
か
わ
ら
ふ
へ
き
」『
可
笑
記
』
と
「
新
た
に
笑
わ
る
る
」『
新
可
笑
記
』
と
い
う
比
較
が
な
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
序
文
で
は
冒
頭
か
ら
一
貫
し
て
『
可
笑
記
』
対
『
新
可
笑
記
』
と
い
う
構
図
が
読
者
に
対
し
て
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
笑
ふ
に
ふ
た
つ
有
」
に
続
い
て
は
「
人
は
虚
実
の
入
物
」
と
あ
り
、「
実
」
と
「
虚
」
と
い
う
対
に
な
っ
た
概
念
が
登
場
す
る
。
そ
の

後
、
内
容
は
『
可
笑
記
』
と
『
新
可
笑
記
』
の
比
較
が
な
さ
れ
て
い
く
が
、
さ
ら
に
、「
道
理
を
か
き
つ
づ
け
」
ら
れ
る
程
に
智
恵
の
豊

富
だ
っ
た
『
可
笑
記
』
の
作
者
如
儡
子
と
、『
新
可
笑
記
』
の
作
者
で
あ
る
「
智
恵
袋
の
ち
い
さ
き
」
我
、
す
な
わ
ち
西
鶴
と
い
う
二
人

の
作
者
も
対
比
さ
れ
て
示
さ
れ
て
い
る
。「
人
は
虚
実
の
入
物
」
の
「
人
」
と
は
「
笑
ふ
に
ふ
た
つ
有
」
が
二
つ
の
作
品
を
示
し
て
い
た

よ
う
に
、
二
人
の
「
人
」、
作
者
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
人
は
虚
実
の
入
物
」
で
あ
る
か
ら
、
人
に
よ
っ
て
「
実
」
が
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入
っ
た
り
、「
虚
」
が
入
っ
た
り
す
る
。『
可
笑
記
』
と
い
う
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
著
し
た
如
儡
子
が
《
実
》
の
作
者
で
あ
れ
ば
、『
可
笑
記
』

も
《
実
》
の
作
品
と
な
る
。
一
方
、『
可
笑
記
』
の
題
号
を
「
か
り
て
」
作
ら
れ
た
『
新
可
笑
記
』
は
偽
物
つ
ま
り
《
虚
》
の
作
品
と
な

り
、
如
儡
子
に
「
智
恵
」
の
及
ば
な
い
「
我
」（
西
鶴
）
も
《
虚
》
の
作
者
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
序
文
は
「
虚
実
」
の
対
比
的
構
造
を
な
し
て
い
る
。
序
文
は
単
な
る
謙
辞
に
留
ま
ら
ず
、
同
じ
く
「
虚
実
」
が
繰
り
返

し
描
か
れ
る
本
文
へ
の
導
入
と
し
て
の
役
割
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
序
文
で
は
『
可
笑
記
』
と
『
新
可
笑
記
』
と
い
う
二
つ
の
「
笑
ふ
可
き
記
」
が
挙
げ
ら
れ
、
末
文
に
は
「
此
題
号
を
か
り
て
新

た
に
笑
わ
る
る
合
点
。
我
か
ら
腹
を
か
か
へ
て
、
智
恵
袋
の
ち
い
さ
き
事
、
う
ま
れ
つ
き
て
是
非
な
し
。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
二
作
品

の
比
較
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
「
我
か
ら

0

0

0

腹
を
か
か
へ
て
」
と
い
う
一
文
は
、
こ
の
二
作
品
を
作
者
自
身
で
見
比
べ
て

み
て
も
（
自
分
の
知
恵
袋
の
小
さ
さ
に
）
腹
を
抱
え
て
笑
う
と
い
う
内
容
で
あ
る
が
、
そ
の
裏
に
は
い
わ
ん
や
読
者
が
見
比
べ
れ
ば
な
お

さ
ら
で
あ
る
と
い
う
意
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
序
文
は
読
者
の
〈
眼
〉
で
二
作
品
が
比
較
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
序
文
と
い
う
性
格
上
、
こ
の
文
章
は
本
文
を
見
る
前
に
目
に
す
る
。
読
者
は
序
文
が
述
べ
る
『
可
笑
記
』
と

の
違
い
に
つ
い
て
、
自
分
の
〈
眼
〉
で
確
か
め
な
が
ら
『
新
可
笑
記
』
を
読
ん
で
い
く
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
本
文
に
は
〈
眼
〉
の

働
き
が
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
本
文
中
の
登
場
人
物
だ
け
で
は
な
く
、
読
者
に
も
〈
眼
〉
を
働
か
せ
る
と
い
う
入
れ
子
型
の
構
造
を

と
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
西
鶴
の
施
し
た
仕
掛
け
で
あ
り
、『
新
可
笑
記
』
の
巧
み
さ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

で
は
、
何
故
『
新
可
笑
記
』
に
は
〈
眼
〉
の
問
題
を
扱
っ
た
章
段
が
多
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
の
西
鶴
は
、「
ま
こ
と
に
心
は
善

悪
二
つ
の
入
物
ぞ
か
し
（『
懐
硯
』
巻
四
の
一
）」「
人
は
実
あ
つ
て
偽
り
お
ほ
し
（『
日
本
永
代
蔵
』
巻
一
の
一
）」「
人
は
虚
実
の
入
物

（『
新
可
笑
記
』
序
）」
な
ど
、
虚
実
や
善
悪
と
い
う
二
項
対
立
で
人
心
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
虚
実
や
善
悪
を
判
断
す
る
た
め
に
人

や
物
事
を
捉
え
て
情
報
を
集
め
る
最
も
重
要
な
器
官
は
、〈
眼
〉
で
あ
る
。
虚
実
や
善
悪
を
捉
え
よ
う
と
し
た
西
鶴
の
関
心
が
、〈
眼
〉
の
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働
き
自
体
に
も
向
け
ら
れ
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
〈
眼
〉
へ
の
関
心
が
事
件
の
解
決
に
向
け
ら
れ
た
の
が

『
本
朝
桜
陰
比
事
』
で
あ
っ
た
。

一
方
『
新
可
笑
記
』
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。『
新
可
笑
記
』
中
に
は
物
事
を
正
し
く
捉
え
ら
れ
る
者
も
い
れ
ば
捉
え
ら
れ
ず
に
騙
さ
れ
る

者
も
い
る
。
何
故
な
ら
、〈
眼
〉
の
機
能
は
そ
の
人
物
の
心
の
動
き
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
い
う
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。『
新

可
笑
記
』
は
〈
眼
〉
の
不
安
定
さ
を
描
く
と
と
も
に
、
ど
の
よ
う
な
人
物
な
ら
〈
眼
〉
の
効
力
を
発
揮
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
描
写
す

る
。
特
に
、〈
眼
〉
の
効
力
を
発
揮
で
き
な
い
例
に
つ
い
て
は
、
そ
の
原
因
と
な
る
心
の
動
き
が
描
か
れ
て
お
り
、
西
鶴
の
人
間
観
を
示

す
興
味
深
い
例
と
な
っ
て
い
る
。

実
は
、〈
眼
〉
に
関
す
る
内
容
は
『
可
笑
記
』
に
も
確
認
で
き
る
。

『
可
笑
記
』
巻
三
の
四
一

そ
れ
、
よ
き
主
君
と
申
ハ
、
仁
義
を
さ
き
と
し
て
、
お
ご
る
事
な
く
、
文
を
こ
の
ミ
、
武
を
も
つ
は
ら
と
し
、
ゐ
ん
ら
ん
を
つ
ゝ

し
ミ
、
欲
す
く
な
く
、
そ
れ
〳
〵
に
、
よ
き
人
を
目
利
し
、
似
合
〳
〵
の
役
を
、
お
ほ
せ
付
ら
れ
）
25
（

、

『
可
笑
記
』
巻
五
の
八
一

い
づ
れ
の
御
家
の
老
出
頭
人
も
、
諸
侍
善
悪
の
目
利
ハ
、
大
切
な
る
事
な
る
べ
し
）
26
（

『
可
笑
記
』
に
は
「
目
利
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
章
段
は
八
章
段
見
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
人
物
（
侍
）
に
対
す
る
目
利
で
あ
り
、

そ
の
行
為
の
主
体
は
主
君
や
老
出
頭
人
と
い
っ
た
武
士
の
中
で
も
上
位
の
階
級
の
者
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
善
い
人
物
を
目
利
し
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「
登
場
す
る
人
間
の
内
部
に
全
然
タ
ッ
チ
し
て
ゐ
な
い
）
27
（

」
と
の
批
判
が
あ
る
が
、〈
眼
〉
を
持
つ
者
の
心
の
有
り
様
に
も
関
心
が
向
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
そ
の
反
証
の
一
つ
と
な
る
だ
ろ
う
。

表　『新可笑記』における〈眼〉の機能について

章題 本質を把
握できる

本質を把握
できない 変装 その他

1-1 理非の命勝負 ○
1-2 ひとつの巻物両家に有 ○
1-3 木末に驚く猿の執心
1-4 生肝は妙薬のよし ○ ○
1-5 先例の命乞
2-1 炭焼きも火宅の合点 ○ ○
2-2 官女に人の知らぬ灸所 ○
2-3 胸をすへし連判の座 ○ ◯
2-4 兵法の奥は宮城野 ○ ○
2-5 死出の旅行約束の馬
2-6 魂呼ばひ百の楽しみ ○
3-1 女がたきに身替り狐 ○ ○
3-2 国の掟はちえの海山 ○
3-3 掘どもつきぬ仏石 ○
3-4 中にぶらりと俄年寄
3-5 取りやりなしに天下徳政
4-1 舟路の難義 ◯ ○
4-2 歌の姿の美女二人 ○ ○
4-3 市にまぎるゝ武士
4-4 書置の思案箱 ○
4-5 両方一度に神おろし ○ ◯
5-1 鑓を引鼠のゆくゑ ○ ○
5-2 見れば正銘にあらず ○ ○ ○
5-3 乞食も米に成男 ○
5-4 腹からの女追ひはぎ ○ ○
5-5 心の切れたる小刀屏風 ○ ○ ○

（なお、〈眼〉の利用がなされていない章段は二十六章段中六章段存在する。）

て
採
用
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
繰
り
返
し
説
き
、
そ
れ
を
善
い
主
君
の
条
件
と
見
な
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
可
笑
記
』
に
お
け
る
〈
眼
〉

は
人
物
の
判
断
を
行
う
た
め
の
重
要
な
器
官
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
善
い
侍
を
選
ぶ
と
い
う
限
定
し
た
条
件
下
で
の
み
価
値
を

発
揮
す
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。

一
方
、『
新
可
笑
記
』
で
は
〈
眼
〉
を
働
か
せ
る
対
象
は
人
物
に
関
し
て
は
侍
に
限
ら
ず
、
ま
た
事
物
も
含
ま
れ
て
い
る
。〈
眼
〉
を
働

か
せ
る
主
体
も
神
道
の
行
者
か
ら
町
人
、
家
老
ま
で
と
い
う
幅
広
い
階
級
に
わ
た
っ
て
い
る
。『
可
笑
記
』
と
『
新
可
笑
記
』
の
両
者
を

比
較
す
る
と
、『
可
笑
記
』
で
は
単
な
る
手
段
で
し
か
な
か
っ
た
〈
眼
〉
で
あ
る
が
、『
新
可
笑
記
』
で
は
〈
眼
〉
の
働
き
の
主
体
で
あ
る

人
物
の
評
価
や
心
の
変
化
な
ど
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
西
鶴
の
〈
眼
〉
に
関
す
る
関
心
の
広
さ
が
際
立
つ
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
〈
眼
〉
の
機
能
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、『
新
可
笑
記
』
の
再
評
価
を
試
み
た
。『
新
可
笑
記
』
の
全
て
の
章
段
に
お
い
て

〈
眼
〉
の
働
き
が
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、〈
眼
〉
は
『
武
道
伝
来
記
』
の
「
敵
討
」
や
『
武
家
義
理
物
語
』
の
「
義
理
」
と
い
っ

た
明
確
な
素
材
と
は
レ
ベ
ル
の
異
な
る
も
の
で
し
か
な
い
。

し
か
し
、
冒
頭
で
も
引
用
し
た
よ
う
に
、『
新
可
笑
記
』
が
他
作
品
に
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
話
の
寄
せ
集
め
の
作
品
集
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
は
、
否
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
二
十
六
章
段
中
二
十
章
段
に
わ
た
っ
て
〈
眼
〉
の
働
き
が
描
か
れ
る
章
段
が
纏
ま
っ
て
い
る

の
は
、
他
作
品
か
ら
の
寄
せ
集
め
と
す
れ
ば
不
自
然
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
な
編
集
意
図
が
存
在
し
た
と
捉
え
る
の
が
自
然
で
あ
る

か
ら
だ
。

『
新
可
笑
記
』
に
は
西
鶴
の
〈
眼
〉
へ
の
強
い
関
心
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。『
新
可
笑
記
』
が
低
評
価
で
あ
る
理
由
の
一
つ
に
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「
登
場
す
る
人
間
の
内
部
に
全
然
タ
ッ
チ
し
て
ゐ
な
い
）
27
（

」
と
の
批
判
が
あ
る
が
、〈
眼
〉
を
持
つ
者
の
心
の
有
り
様
に
も
関
心
が
向
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
そ
の
反
証
の
一
つ
と
な
る
だ
ろ
う
。

表　『新可笑記』における〈眼〉の機能について

章題 本質を把
握できる

本質を把握
できない 変装 その他

1-1 理非の命勝負 ○
1-2 ひとつの巻物両家に有 ○
1-3 木末に驚く猿の執心
1-4 生肝は妙薬のよし ○ ○
1-5 先例の命乞
2-1 炭焼きも火宅の合点 ○ ○
2-2 官女に人の知らぬ灸所 ○
2-3 胸をすへし連判の座 ○ ◯
2-4 兵法の奥は宮城野 ○ ○
2-5 死出の旅行約束の馬
2-6 魂呼ばひ百の楽しみ ○
3-1 女がたきに身替り狐 ○ ○
3-2 国の掟はちえの海山 ○
3-3 掘どもつきぬ仏石 ○
3-4 中にぶらりと俄年寄
3-5 取りやりなしに天下徳政
4-1 舟路の難義 ◯ ○
4-2 歌の姿の美女二人 ○ ○
4-3 市にまぎるゝ武士
4-4 書置の思案箱 ○
4-5 両方一度に神おろし ○ ◯
5-1 鑓を引鼠のゆくゑ ○ ○
5-2 見れば正銘にあらず ○ ○ ○
5-3 乞食も米に成男 ○
5-4 腹からの女追ひはぎ ○ ○
5-5 心の切れたる小刀屏風 ○ ○ ○

（なお、〈眼〉の利用がなされていない章段は二十六章段中六章段存在する。）
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﹇
注
﹈

（
1
） 

金
井
寅
之
助「『
新
可
笑
記
』の
版
下
」『
西
鶴
考 

作
品
・
書
誌
』八
木
書
店
、
一
九
八
九
年（
初
出
は『
ビ
ブ
リ
ア
』二
十
八
号
、
天
理
図
書
館
、
一

九
六
四
年
八
月
）

（
2
） 
谷
脇
理
史「
新
可
笑
記
」項（『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典 

第
三
巻
』岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
）収
録
。

（
3
） 
注
1
を
参
照
。

（
4
） 

暉
峻
康
隆「「
新
可
笑
記
」と「
本
朝
桜
陰
比
事
」」『
西
鶴 

評
論
と
研
究 

下
』中
央
公
論
社
、
一
九
五
三
年

（
5
） 

杉
本
好
伸「『
新
可
笑
記
』の
作
品
構
成
―
各
章
間
に
お
け
る
相
互
関
連
の
検
証
を
中
心
に
―
」『
鯉
城
往
来
』第
2
号
、
広
島
近
世
文
学
研
究
会
、

一
九
九
九
年
一
〇
月

（
6
） 「『
新
可
笑
記
』作
品
構
成
補
遺
攷
」（『
安
田
女
子
大
学
紀
要
』第
二
十
八
号
、
二
〇
〇
〇
年
二
月
）「『
新
可
笑
記
』ノ
ー
ト
―
成
立
過
程
解
明
に
向
け

て
の
一
階
梯
と
し
て
―
」（『
国
語
国
文
論
集
』第
三
十
号
、
安
田
女
子
大
学
日
本
文
学
会
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
）

（
7
） 

杉
本
好
伸「『
新
可
笑
記
』ノ
ー
ト
―
成
立
過
程
解
明
に
向
け
て
の
一
階
梯
と
し
て
―
」（
前
掲
）

（
8
） 

注
5
を
参
照
。

（
9
） 

注
2
を
参
照
。

（
10
） 

浮
橋
康
彦「
新
可
笑
記
の
構
成
」森
山
重
雄
編『
日
本
文
学 

始
原
か
ら
現
代
へ
』笠
間
書
院
、
一
九
七
八
年

（
11
） 

拙
稿「「
執
心
」へ
の
対
処
を
め
ぐ
る
物
語
―『
新
可
笑
記
』巻
四
の
一「
舟
路
の
難
義
」考
」（『
語
文
』第
百
・
百
一
輯
、
大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会
、

二
〇
一
三
年
一
二
月
）を
参
照
。

（
12
） 

拙
稿「『
新
可
笑
記
』の
描
く「
油
断
」―
巻
五
の
二「
見
れ
ば
正
銘
に
あ
ら
ず
」考
―
」（『
近
世
文
藝
』第
九
十
九
号
、
日
本
近
世
文
学
会
、
二
〇
一

四
年
一
月
）を
参
照
。

（
13
） 

朝
倉
治
彦
・
深
沢
秋
男
編『
仮
名
草
子
集
成 

第
十
四
巻
』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
三
年
）よ
り
引
用
。

（
14
） 

朝
倉
治
彦
・
深
沢
秋
男
編『
仮
名
草
子
集
成 

第
十
六
巻
』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
五
年
）よ
り
引
用
。

（
15
） 

注
4
を
参
照
。
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（
16
） 

注
10
を
参
照
。

（
17
） 「
眼
力
」の
語
は
西
鶴
浮
世
草
子
中『
新
可
笑
記
』と『
本
朝
桜
陰
比
事
』に
の
み
用
い
ら
れ
る
。

（
18
） 
麻
生
磯
次
・
冨
士
昭
雄
編『
決
定
版
対
訳
西
鶴
全
集
9
』明
治
書
院
、
一
九
九
二
年

（
19
） 
麻
生
磯
次
・
冨
士
昭
雄
編『
決
定
版
対
訳
西
鶴
全
集
9
』（
前
掲
）に
お
い
て
、
序
文
の「
淀
の
川
水
」の
注
釈
と
し
て
、「『
可
笑
記
』の
序
に
、「
た
ゞ

う
き
世
の
波
に
た
ゞ
よ
ふ
一
瓢（
べ
う
）の
、
う
き
に
う
い
た
る
心
に
ま
か
せ
、
よ
し
あ
し
難
波
入
江
の
も
し
ほ
草
か
き
あ
つ
べ
た
る
海
士
の
す

さ
み
」と
あ
る
。」と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
20
） 

朝
倉
治
彦
・
深
沢
秋
男
編『
仮
名
草
子
集
成 

第
十
五
巻
』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
四
年
）よ
り
引
用
。

（
21
） 

麻
生
磯
次
・
冨
士
昭
雄
編『
決
定
版
対
訳
西
鶴
全
集
9
』明
治
書
院
、
一
九
九
二
年

（
22
） 

冨
士
昭
雄
・
広
嶋
進
校
注
訳
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
69『
井
原
西
鶴
集
④
』、
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年

（
23
） 

篠
原
進「
二
つ
の
笑
い
―『
新
可
笑
記
』と
寓
言
―
」『
国
語
と
国
文
学
』第
八
十
五
号
、
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
、
二
〇
〇
八
年
六
月

（
24
） 

西
島
孜
哉「『
新
可
笑
記
』序
論
―
武
家
物
に
お
け
る
位
置
―
」『
武
庫
川
国
文
』第
五
十
号
、
武
庫
川
女
子
大
学
国
文
会
、
一
九
九
七
年
一
二
月

（
25
） 

注
13
を
参
照
。

（
26
） 

注
13
を
参
照
。

（
27
） 

注
4
を
参
照
。

※『
新
可
笑
記
』の
本
文
は『
新
編
西
鶴
全
集 

本
文
篇
』（
第
三
巻
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）よ
り
引
用
し
た
。

（
大
学
院
博
士
後
期
課
程
学
生
）
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SUMMARY

�e Function of the Eyes in Shinkashouki

Saori Naka

�is paper aims to examine Shinkashouki by Saikaku, focusing on the liter-
ary function of the eyes according to the varied descriptions found in the work. 
A particularly notable point is that the accuracy of the eyes is described as wors-
ening with the changes of heart of their owner.

Shinkashouki is also compared with Honchououinhizi by Saikaku in view 
of the description of the function of the eyes, and a clue is found in the preface. 
A reassessment of Shinkashouki is carried out, bringing to light Saikaku’s fasci-
nation with eyes and the intricacies of their depiction.
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