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幸
田
露
伴
が
描
く
陶
器
と
記
憶

―
「
太
郎
坊
」
に
お
け
る
盃
を
め
ぐ
っ
て
―

吉 

田　

大 

輔

キ
ー
ワ
ー
ド
：
幸
田
露
伴
／
「
太
郎
坊
」
／
陶
器
／
室
生
犀
星
／
「
陶
古
の
女
人
」

は
じ
め
に

幸
田
露
伴
（
一
八
六
七
―
一
九
四
七
）
の
「
太
郎
坊
」
は
、
一
八
九
九
（
明
治
三
十
二
）
年
七
月
十
五
日
づ
け
発
行
、
春
陽
堂
『
新
小

説
』（
露
伴
自
身
も
編
集
に
濃
密
に
関
係
し
た
、
い
わ
ゆ
る
第
二
次
新
小
説
）
夏
季
増
刊
号
巻
頭
に
掲
載
さ
れ
た
（
第
五
年
第
九
巻
）。
四

百
字
詰
め
原
稿
用
紙
に
し
て
二
十
枚
程
度
の
小
品
で
あ
り
、
露
伴
の
作
品
と
し
て
は
は
や
い
時
期
に
言
文
一
致
体
の
文
章
で
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
。

「
太
郎
坊
」
は
、
現
在
ま
で
の
露
伴
研
究
に
お
い
て
多
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
作
品
で
は
な
い
が
、
古
く
は
露
伴
の
弟
子
・
塩
谷
賛
に
よ

る
言
及
が
あ
り
、
新
し
い
も
の
と
し
て
は
吉
成
大
輔
の
論
考
が
あ
る
）
1
（

。
ま
た
、
芹
沢
俊
介
も
こ
の
作
品
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
）
2
（

。

こ
れ
ら
の
論
考
（
特
に
吉
成
の
も
の
）
は
、「
太
郎
坊
」
執
筆
時
の
状
況
を
よ
く
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
の
作
品
の
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本
文
を
詳
し
く
分
析
し
た
論
考
で
は
な
い
）
3
（

。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
作
品
論
と
し
て
「
太
郎
坊
」
の
詳
細
な
本
文
分
析
を
行
い
た
い
。
こ
の

作
業
を
通
し
て
、
か
つ
て
の
恋
愛
の
記
憶
が
陶
器
と
い
う
形
を
と
っ
て
残
存
・
現
前
し
、
そ
し
て
潰
え
る
瞬
間
を
描
い
た
小
説
と
し
て

「
太
郎
坊
」
を
規
定
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
そ
の
上
で
、
直
接
の
影
響
関
係
が
確
認
で
き
る
作
品
で
は
な
い
が
、「
太
郎
坊
」
と
同
様
に
陶

器
を
主
題
と
し
な
が
ら
対
照
が
際
立
つ
作
品
と
し
て
室
生
犀
星
（
一
八
八
九
―
一
九
六
二
）
の
「
陶
古
の
女
人
」（
一
九
五
九
）
を
補
助

線
と
し
て
用
い
、
陶
器
描
写
の
比
較
を
行
う
こ
と
で
「
太
郎
坊
」
と
い
う
作
品
の
位
置
を
明
瞭
に
し
た
い
。

本
論
に
お
い
て
引
用
す
る
文
章
は
、
正
字
・
正
仮
名
は
概
ね
引
用
元
の
表
記
の
ま
ま
と
し
た
が
、
踊
り
字
に
関
し
て
は
論
者
の
判
断
で

表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
も
多
い
。
ま
た
、
塩
谷
賛
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
太
郎
坊
」
は
ル
ビ
が
独
特
の
効
果
を
上
げ
て
い
る
作
品
な
の

で
（
詳
し
く
は
後
述
す
る
）、
第
二
次
露
伴
全
集
版
に
拠
っ
た
ル
ビ
も
含
め
て
引
用
す
る
。

一
、
安
楽
な
生
活
の
型
、「
適い
い

宜ほ
ど

の
労ほ
ね

働を
り

」

「
太
郎
坊
」
は
、
次
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
る
。

　

見
る
さ
へ
ま
ば
ゆ
か
つ
た
雲く
も

の
峰み
ね

は
風
に
吹
き
崩く
づ

さ
れ
て
夕
方
の
空
が
青
み
わ
た
る
と
、
眞
夏
と
は
い
ひ
な
が
ら
お
日
様
の
傾
く

に
連
れ
て
流さ
す
が石
に
凌し

の

ぎ
よ
く
な
る
。
軈や

が

て
五い
つ
か日
頃ご
ろ

の
月
は
葉は

櫻ざ
く
らの
繁し
げ

み
か
ら
薄
く
光
つ
て
見
え
る
、
其
下
を
蝙か
う

蝠も
り

が
得
た
り
顔
に
ひ

ら
ひ
ら
と
彼か
な
た方

此こ
な
た方

へ
飛
ん
で
居
る
。

主あ
る
じ人
は
甲か

斐ひ

甲が

斐ひ

し
く
は
だ
し
尻し
り

端は
し

折よ
り

で
庭
に
下お

り
立
つ
て
、
蝉せ
み

も
雀す
ず
めも
濡
れ
よ
と
ば
か
り
に
打う
ち

水み
づ

を
し
て
居
る
。
丈
ぢ
や
う

夫ぶ

づ
く
り

の
薄う
す
つ
ぱ
げ禿の

男
で
は
あ
る
が
、
其
餘よ

念ね
ん

の
な
い
顔
付
は
お
だ
や
か
な
波
を
額ひ
た
ひに

湛た
た

え
て
、
今
は
充
分
世せ

故こ

に
長た

け
た
身
の
最も
は
や早

何
事
に
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も
軽か
ろ

々が
ろ

し
く
は
動
か
さ
れ
ぬ
と
い
ふ
や
う
な
あ
り
さ
ま
を
見
せ
て
居
る
）
4
（

ふ
た
つ
の
文
章
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
一
段
落
め
で
は
、
夏
の
夕
方
か
ら
宵
へ
か
け
て
の
時
間
と
気
象
の
数
時
間
の
移
ろ
い
が
「
青

み
わ
た
る
と
」「
連
れ
て
」「
軈
て
」
と
い
っ
た
経
過
を
示
す
言
葉
に
よ
っ
て
一
筆
書
き
の
よ
う
に
簡
潔
に
描
写
さ
れ
る
。
夏
の
強
い
日
差

し
を
反
射
し
て
「
見
る
さ
へ
ま
ば
ゆ
か
つ
た
雲
の
峰
」、
す
な
わ
ち
午
後
の
入
道
雲
は
「
吹
き
崩
さ
れ
」、「
夕
方
の
空
」
は
「
青
み
わ
た

る
」。
だ
が
そ
れ
は
も
う
、
真
昼
の
空
の
鮮
烈
な
青
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、「
お
日
様
の
傾
く
」
速
度
と
体
感
的
な
「
凌
ぎ
よ
さ
」
と

が
呼
応
し
て
い
く
。「
軈
て
」
太
陽
と
月
は
徐
々
に
交
代
し
て
い
き
、
よ
う
や
く
膨
ら
み
か
け
た
「
五
日
頃
の
月
」
が
、「
葉
櫻
の
繁
み
か

ら
薄
く
光
つ
て
見
え
」「
其
下
を
蝙
蝠
が
得
た
り
顔
に
ひ
ら
ひ
ら
と
彼
方
此
方
へ
飛
ん
で
居
る
」
よ
う
な
夏
の
夜
が
訪
れ
る
。
冒
頭
に
あ

る
「
見
る
さ
へ
ま
ば
ゆ
か
つ
た
」
や
、
一
文
目
の
終
わ
り
に
あ
る
「
凌
ぎ
よ
く
な
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
語
り
手
の
主
観
的
観
察
を
述
べ

て
い
る
よ
う
に
も
、
次
に
登
場
す
る
「
主
人
」
の
感
じ
た
も
の
を
間
接
話
法
に
よ
っ
て
さ
り
げ
な
く
先
取
り
、
こ
こ
に
ま
ぎ
れ
こ
ま
せ
て

い
る
よ
う
に
も
読
め
る
。
吉
成
大
輔
は
、「
凌
ぎ
よ
く
な
る
」
と
い
う
叙
述
を
「
語
り
手
の
主
体
的
価
値
判
断
」
で
あ
る
と
し
、「「
観
察

者
」
と
し
て
必
要
な
感
覚
以
外
の
も
の
」
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
と
書
い
て
い
る
が
、
そ
う
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。「
凌
ぎ

よ
く
な
る
」
と
感
じ
て
い
る
主
体
は
こ
の
時
点
で
は
い
ま
だ
明
確
に
読
者
の
前
に
現
れ
て
は
い
な
い
「
主
人
」
で
あ
る
と
も
読
め
、「
太

郎
坊
」
の
書
き
出
し
に
妙
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
ど
こ
か
自
由
間
接
話
法
的
な
振
幅
に
由
来
す
る
。

一
段
落
で
「
雲
の
峰
」「
お
日
様
」「
五
日
頃
の
月
」「
葉
櫻
」「
蝙
蝠
」
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
、
下
か
ら
上
を
見
上
げ
る
よ
う
な
視
線
に

よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
叙
述
は
、
二
段
落
に
お
い
て
は
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
が
切
り
替
わ
る
よ
う
に
平
行
的
な
も
の
に
す
ぐ
さ
ま
移
行
す
る
。

「
飛
ん
で
居
る
」
と
い
う
蝙
蝠
を
描
写
し
た
一
段
落
終
り
の
文
章
か
ら
二
段
落
め
の
は
じ
め
、「
主
人
は
」
に
特
に
説
明
な
し
に
移
る
呼

吸
・
間
合
い
は
巧
み
で
あ
る
。「
主
人
は
」
先
ほ
ど
の
「
葉
櫻
」
の
植
え
て
あ
る
庭
だ
ろ
う
か
、「
は
だ
し
尻
端
折
」
と
い
う
姿
で
「
庭

101



に
下
り
立
」
ち
、「
蝉
も
雀
も
濡
れ
よ
と
ば
か
り
に
」
さ
か
ん
に
「
打
水
を
し
て
居
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
ま
ず
そ
の
行
動
が
描
写
さ
れ
る
。

「
主
人
」
と
は
「
丈
夫
づ
く
り
の
薄
禿
の
男
」
で
あ
り
、「
餘
念
の
な
い
顔
付
は
お
だ
や
か
な
波
を
額
に
湛
え
」
た
よ
う
な
人
物
で
あ
る
ら

し
い
。
頭
は
薄
く
な
り
額
に
皺
が
寄
る
程
度
に
は
老
い
て
い
て
も
け
っ
し
て
衰
え
て
は
い
な
い
、
と
い
う
中
年
男
な
の
だ
ろ
う
。
続
く
文

章
で
「
今
は
充
分
世
故
に
長
け
た
身
の
最
早
何
事
に
も
軽
々
し
く
は
動
か
さ
れ
ぬ
と
い
ふ
や
う
な
あ
り
さ
ま
を
見
せ
て
居
る
」
と
描
写
さ

れ
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
の
男
は
奥
の
間
に
ゆ
っ
た
り
と
座
っ
て
い
る
よ
う
な
「
主
人
」
で
は
な
い
。
夏
の
夕
刻
に
は
自
ら
「
は
だ
し
尻

端
折
」
を
し
て
庭
に
打
ち
水
を
す
る
よ
う
な
男
で
あ
る
。「
今
は
充
分
世
故
に
長
け
た
身
の
」
の
「
今
は
」
と
い
う
言
葉
は
、「
主
人
」
が

「
世
故
に
長
け
」
な
か
っ
た
若
い
こ
ろ
の
時
間
を
暗
示
し
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
段
落
で
は
す
べ
て
が
現
在
形
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
お
り
、
段
落
を
跨
い
で
の
三
文
に
は
、「
居
る
」
と
い
う
同
一
の
文
末

が
繰
り
返
さ
れ
る
。

吉
成
大
輔
は
、
こ
う
し
た
書
き
出
し
の
部
分
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
の
小
説
の
発
表
媒
体
で
あ
る
『
新
小
説
』
夏
季
増
刊
号
の
特
集
タ
イ
ト

ル
が
「
雲
の
峰
」
で
あ
り
、
な
お
か
つ
「
太
郎
坊
」
が
そ
の
号
の
巻
頭
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
吉
成
は
『
新
小
説
』

の
他
の
号
の
編
集
状
況
な
ど
も
確
認
し
た
う
え
で
、「
太
郎
坊
」
と
い
う
作
品
の
成
立
に
関
し
て
、
断
言
は
避
け
な
が
ら
も
、「
雲
の
峰
」

と
い
う
特
集
タ
イ
ト
ル
が
先
行
し
、
依
頼
を
受
け
て
露
伴
が
執
筆
し
た
作
品
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
）
5
（

。
確
か
に
、
雑
誌
の
特
集
タ

イ
ト
ル
と
書
き
出
し
の
一
文
に
あ
る
「
雲
の
峰
」
と
い
う
言
葉
の
呼
応
は
、
両
者
に
関
連
が
あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
ま
た
、

「
雲
の
峰
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
夏
の
季
語
が
作
中
に
数
多
く
登
場
し
て
い
る
こ
と
も
吉
成
は
重
視
し
、
そ
れ
ら
が
「
清
涼
感
に
満
ち
た
」

作
品
世
界
を
成
立
さ
せ
る
助
け
を
し
て
い
る
と
も
述
べ
て
い
る
）
6
（

。
冒
頭
の
部
分
だ
け
を
取
り
出
し
て
も
、「
雲
の
峰
」「
葉
櫻
」「
蝙
蝠
」

「
蝉
」
と
夏
を
示
す
季
語
は
散
文
世
界
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
通
り
だ
ろ
う
。

「
太
郎
坊
」
は
次
の
よ
う
に
続
く
。
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細さ
い

君く
ん

は
焜し
ち

爐り
ん

を
煽あ
ふ

い
だ
り
、
庖は
う

丁ち
や
うの

音
を
さ
せ
た
り
、
忙い
そ

が
し
げ
に
臺だ
い

所ど
こ
ろを

ゴ
ト
ツ
カ
せ
て
居
る
。
主あ
る
じ人

が
跣は

足だ
し

に
な
つ
て
働
い

て
居
る
と
い
ふ
の
だ
か
ら
細
君
が
奥お
く

様さ
ま

然ぜ
ん

と
濟す
ま

し
て
は
居
ら
れ
ぬ
筈
で
、
か
う
い
ふ
家
の
主あ
る
じ人
と
い
ふ
も
の
は
、
俗
に
い
ふ
罰ば
ち

も
利り

生し
ょ
うも
あ
る
人
で
あ
る
に
よ
つ
て
、
人
の
妻
た
る
だ
け
の
任
務
は
厳
格
に
果は
た

す
や
う
に
馴
ら
さ
れ
て
居
る
の
ら
し
い
。

下げ

女ぢ
よ

は
下
女
で
碓う
す

の
や
う
な
尻
を
振
立
て
て
椽え
ん

側が
は

を
雑ざ
ふ

巾き
ん

が
け
し
て
居
る
。

　

ま
づ
賤い

や

し
か
ら
ず
貴た

ふ
とか

ら
ず
暮
ら
す
家
の
夏
の
夕
暮
れ
の
状
態
と
し
て
は
、
生
き
生
き
と
し
て
活
気
の
あ
る
よ
い
家
庭
で
あ
る
）
7
（

「
居
る
」
と
い
う
現
在
形
は
こ
こ
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
次
い
で
描
か
れ
る
の
は
、「
主
人
」
の
家
を
構
成
す
る
他
の
二
人
で
あ
る
。
ひ

と
り
は
「
主
人
」
の
「
細
君
」
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
り
は
家
に
置
い
て
い
る
「
下
女
」
で
あ
る
。「
細
君
」
は
、「
焜
爐
を
煽
い
だ
り
、
庖

丁
の
音
を
さ
せ
た
り
、
忙
し
げ
に
臺
所
を
ゴ
ト
ツ
カ
せ
」、
夕
餉
の
支
度
を
し
て
い
る
。「
罰
も
利
生
も
あ
る
」
は
仏
語
だ
が
、
露
伴
は
好

き
な
言
葉
な
の
か
、「
太
郎
坊
」
よ
り
約
半
年
ほ
ど
前
に
発
表
さ
れ
た
「
椀
久
物
語
」
で
も
人
物
描
写
に
用
い
て
い
る
）
8
（

。「
主
人
」
は
庭
で

打
ち
水
、「
細
君
」
は
台
所
で
夕
飯
の
支
度
、
そ
し
て
「
下
女
」
は
「
碓
の
や
う
な
尻
を
振
立
て
て
」
縁
側
の
掃
除
、
と
三
者
三
様
の
家

事
仕
事
を
し
て
い
る
。
語
り
手
は
そ
の
様
子
を
「
賤
し
か
ら
ず
貴
か
ら
ず
暮
ら
す
家
の
夏
の
夕
暮
れ
の
状
態
と
し
て
は
、
生
き
生
き
と
し

て
活
気
の
あ
る
よ
い
家
庭
」
と
ま
と
め
る
。
こ
の
家
に
は
ど
う
や
ら
子
供
や
老
人
は
い
な
い
よ
う
だ
。

こ
の
引
用
箇
所
に
続
く
段
落
で
は
、「
主
人
」
は
、
打
ち
水
を
し
た
庭
を
「
満
足
げ
」
に
見
渡
す
と
、
銭
湯
へ
行
っ
て
し
ま
う
。「
返
つ

て
来
れ
ば
チ
ャ
ン
と
膳
立
て
が
出
來
て
い
る
」
の
が
「
毎
日
毎
日
版
に
摺
つ
た
や
う
に
定
ま
つ
て
い
る
寸
法
と
見
え
る
」
と
語
ら
れ
、
こ

の
家
庭
で
繰
り
返
さ
れ
る
生
活
の
型
が
短
い
描
写
に
よ
っ
て
確
実
に
提
示
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
が
「
毎
日
毎
日
版
に
摺
つ
た
や
う
に
定
ま

つ
て
い
る
」
こ
と
は
、「
太
郎
坊
」
と
い
う
作
品
に
お
い
て
は
、
少
し
も
退
屈
や
倦
怠
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伴
っ
て
語
ら
れ
な
い
。

「
茹
蛸
の
や
う
に
な
つ
て
」
風
呂
か
ら
戻
っ
て
き
た
「
主
人
」
は
、
花
蓙
の
敷
か
れ
た
縁
側
（
先
ほ
ど
下
女
が
雑
巾
が
け
し
、
清
潔
に
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し
た
縁
側
だ
ろ
う
）
で
煙
草
を
吹
か
す
。
す
る
と
す
ぐ
、「
黒
塗
の
膳
」
が
主
人
の
前
に
運
ば
れ
て
来
る
。
段
々
と
あ
た
り
は
暗
く
な
り
、

「
籠
洋
燈
」
や
「
岐
阜
提
灯
」
に
火
が
灯
さ
れ
る
。「
籠
洋
燈
」
が
出
て
く
る
こ
と
で
、
時
代
設
定
は
少
く
と
も
明
治
維
新
以
降
だ
ろ
う
と

読
者
は
あ
た
り
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
時
の
庭
の
様
子
、
縁
側
に
い
る
「
主
人
」
の
様
子
は
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

庭
は
一ひ
と

隅す
み

の
梧あ
を

桐ぎ
り

の
繁
み
か
ら
次
第
に
暮
れ
て
來
て
、
ひ
ょ
ろ
松ま
つ

檜ひ

葉ば

な
ど
に
滴し

た
たる

水み
づ

珠た
ま

は
夕
立
の
後あ
と

か
と
見み

紛ま
が

ふ
ば
か
り
で
、
其

濡ぬ
れ

色い
ろ

に
夕
月
の
光
の
薄
く
映
ず
る
の
は
何
と
も
云
へ
ぬ
す
が
す
が
し
さ
を
添
へ
て
居
る
。
主あ
る
じ人
は
庭
を
渡
る
微そ
よ

風か
ぜ

に
袂た
も
とを
吹
か
せ
な

が
ら
、
お
の
れ
の
勞ほ

ね

働を
り

が
爲つ

く

り
出
し
た
快

こ
こ
ろ
よい

結
果
を
極
め
て
滿
足
し
な
が
ら
味
は
つ
て
居
る
）
9
（

「
居
る
」
と
い
う
現
在
形
は
な
お
繰
り
返
さ
れ
る
。
夏
の
「
梧
桐
」
は
ち
ょ
う
ど
青
い
花
を
つ
け
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
繁
み

か
ら
徐
々
に
暗
く
な
っ
て
い
く
移
ろ
い
が
示
さ
れ
、
文
章
は
、「
ひ
ょ
ろ
松
」「
檜
葉
」
と
い
う
植
物
の
上
に
「
滴
る
水
珠
」
と
い
う
細
部

に
寄
っ
て
行
く
。
そ
れ
は
ま
る
で
「
夕
立
の
後
」
と
「
見
紛
ふ
」
ば
か
り
の
濡
れ
よ
う
で
あ
り
、
植
物
の
「
濡
色
」
の
上
に
「
夕
月
の
光

の
薄
く
映
ず
る
」
さ
ま
は
、「
何
と
も
云
へ
ぬ
す
が
す
が
し
さ
を
添
え
て
居
る
」
と
語
ら
れ
る
。「
す
が
す
が
し
さ
」
を
感
じ
て
い
る
の

は
誰
な
の
か
。
こ
の
文
章
も
ま
た
、
語
り
手
の
主
観
的
観
察
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
、「
主
人
」
の
内
的
な
感
覚
を
は
っ
き
り
と

明
示
し
な
い
間
接
話
法
で
書
い
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
幅
が
あ
る
。
冒
頭
の
一
文
に
あ
っ
た
「
葉
櫻
」
に
加
え
て
、
こ
の
家
の
庭
に
は

「
梧
桐
」「
ひ
ょ
ろ
松
」「
檜
葉
」
が
植
え
て
あ
る
ら
し
く
、
そ
う
狭
い
庭
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
ま
た
風
が
吹
き
、
打
ち
水
の
効

果
と
相
ま
っ
て
、「
主
人
は
」
涼
を
感
じ
る
。
そ
れ
は
風
呂
へ
行
く
前
に
し
て
お
い
た
打
ち
水
と
い
う
「
お
の
れ
の
労
働
」
が
「
爲
り
出

し
た
快
い
結
果
」
で
あ
り
、
そ
の
快
さ
に
こ
の
男
は
「
極
め
て
満
足
」
し
て
い
る
。
そ
し
て
座
敷
で
は
な
く
縁
側
で
晩
酌
が
は
じ
ま
る
。
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所
へ
細
君
は
小こ

形が
た

の
出い
づ
も雲

焼や
き

の
燗か
ん

徳ど
く

利り

を
持
つ
て
來
た
。
主あ
る
じ人

に
對む
か

つ
て
坐
つ
て
、
一
つ
酌し
ゃ
くを

し
な
が
ら
微え

笑み

を
浮
べ
て
、

「
嘸さ
ぞ

お
疲く
た

労び
れ

で
し
た
ら
う
。」

と
云
つ
た
其
言
葉
は
極
め
て
簡
単
で
あ
つ
た
が
、
打
水
の
涼
し
げ
な
庭
の
景け

色し
き

を
見
て
感
謝
の
意
を
含
め
た
よ
う
な
口く
ち

調ぶ
り

で
あ
つ

た
。
主あ

る
じ人

は
さ
も
さ
も
甘う

ま

さ
う
に
一
口
啜す

す

つ
て
猪ち

よ
く口

を
下
に
置
き
、

「
何
、
疲く

た

労び
れ

る
と
い
ふ
ま
で
の
こ
と
も
無
い
の
さ
。
却
つ
て
程
好
い
運
動
に
な
っ
て
身か

ら
だ體

の
薬
に
な
る
や
う
な
氣
持
が
す
る
。
而そ

し

て
自
分
が
水
を
興や

つ
た
の
で
庭
の
草く

さ

木き

の
勢
ひ
が
善
く
な
つ
て
生
々
と
し
て
來
る
様
子
を
見
る
と
、
ま
た
明あ

し
た日

も
水み

づ

撒ま
き

を
仕
て
遣
ら

う
と
お
も
ふ
の
さ
。」

と
云
ひ
了を
は

つ
て
ま
た
猪
口
を
取
り
上
げ
、
静し
づ
かに

飲
み
乾ほ

し
て
更
に
酌
を
さ
せ
た
。

「
そ
の
日
に
自
分
が
為や

る
だ
け
の
務
め
を
爲し

て
了し

ま

つ
て
か
ら
、
適い

い

宜ほ
ど

の
労ほ

ね

働を
り

を
仕
て
、
湯
に
浴は

ひ

つ
て
、
そ
れ
か
ら
晩
酌
に
一
盃
飲や

る

と
、
同
じ
酒
で
も
味
が
異ち

が

ふ
や
う
だ
。
こ
れ
を
思
う
と
労ほ

ね

働を
り

ぐ
ら
ゐ
人
を
幸
福
に
す
る
も
の
は
無
い
か
も
知
れ
な
い
ナ
。
ハ
ハ
ハ
ハ
。」

と
快

こ
こ
ろ
よげ

に
笑
つ
た
主あ

る
じ人

の
面お

も
てか

ら
は
實
に
幸
福
が
溢あ

ふ

る
る
や
う
に
見
え
た
）
10
（

縁
側
に
「
細
君
」
が
「
小
形
の
出
雲
焼
の
燗
徳
利
」
を
持
っ
て
や
っ
て
く
る
。
単
に
「
燗
徳
利
」
を
持
っ
て
き
た
と
書
く
の
で
は
な
く

「
小
形
の
」「
出
雲
焼
の
」
と
陶
器
の
デ
ィ
テ
ィ
ー
ル
を
具
体
的
に
重
ね
て
書
い
て
い
る
。
夏
で
も
燗
を
つ
け
て
こ
の
「
主
人
」
は
酒
を

飲
む
よ
う
だ
（
あ
る
い
は
明
治
に
は
そ
れ
が
普
通
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
）。
そ
う
し
て
「
細
君
」
は
「
嘸
お
疲
労
で
し
た
ろ
う
」
と

ね
ぎ
ら
う
言
葉
を
か
け
な
が
ら
、「
主
人
」
に
酌
を
す
る
。「
言
葉
は
極
め
て
簡
単
で
あ
」
る
も
の
の
、
さ
っ
ぱ
り
と
し
た
言
葉
と
そ
れ

を
言
う
「
感
謝
の
意
を
含
め
た
よ
う
な
口
調
」
は
「
主
人
」
に
と
っ
て
は
落
ち
着
く
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
そ
う
し
て
「
主
人
」
は
「
さ
も

さ
も
甘
さ
う
に
」「
猪
口
」
に
口
を
つ
け
、
酒
を
飲
み
は
じ
め
る
。
一
口
飲
ん
で
、
打
ち
水
と
い
う
労
働
（
ほ
ね
を
り
）
は
程
よ
い
運
動
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に
な
り
、
却
っ
て
「
身
體
の
薬
」
に
な
る
よ
う
な
気
が
す
る
、
と
「
細
君
」
に
言
う
。
夫
婦
の
会
話
の
調
子
か
ら
、
そ
れ
と
な
く
舞
台
が

東
京
ら
し
い
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
く
。
自
分
の
「
身
體
の
薬
」
に
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
が
水
を
や
っ
た
こ
と
で
「
庭
の
草
木
」
が

「
生
々
と
し
て
來
る
」
か
ら
、「
明
日
も
水
撒
を
仕
て
遣
ら
う
と
お
も
ふ
の
さ
」
と
も
続
け
て
言
う
。
単
に
自
分
の
家
の
庭
を
涼
し
げ
に
す

る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
庭
を
手
入
れ
す
る
と
い
う
意
味
だ
け
で
も
な
い
の
だ
ろ
う
。「
草
木
」
と
い
う
生
き
て
い
る
も
の
に
直

接
に
働
き
か
け
る
労
働
（
ほ
ね
を
り
）
の
喜
び
が
「
明
日
も
」
同
じ
こ
と
を
し
た
い
と
「
主
人
」
に
思
わ
せ
る
。
こ
こ
ま
で
話
し
て
、
猪

口
か
ら
二
口
目
の
酒
を
ま
た
飲
む
。
次
に
主
人
は
、
重
ね
て
「
そ
の
日
に
自
分
が
為
る
だ
け
の
務
め
を
爲
て
了
つ
て
か
ら
、
適
宜
の
労
働

を
仕
て
、
湯
に
浴
つ
て
、
そ
れ
か
ら
晩
酌
に
一
盃
飲
る
と
、
同
じ
酒
で
も
味
が
異
ふ
よ
う
だ
」
と
言
う
。「
そ
の
日
に
自
分
が
爲
る
だ
け

の
務
め
」
は
お
そ
ら
く
生
活
の
資
を
稼
ぐ
労
働
を
言
い
、「
適
宜
の
労
働
」
は
金
銭
は
生
ま
な
い
が
生
活
の
必
要
を
満
た
し
、
そ
れ
を
行

う
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
作
業
を
言
う
の
だ
ろ
う
。
生
活
の
資
を
稼
ぐ
た
め
に
「
主
人
」
が
ど
ん
な
仕
事
に
就
い

て
い
る
の
か
は
語
ら
れ
な
い
。
居
職
か
出
職
か
も
語
ら
れ
な
い
。
生
活
の
資
を
稼
ぐ
た
め
の
「
務
め
」
と
は
言
っ
て
も
、「
主
人
」
は
そ

う
し
て
働
く
こ
と
を
嫌
だ
と
は
ま
っ
た
く
思
っ
て
い
な
い
。「
務
め
」「
労
働
」
と
も
に
酒
を
う
ま
く
す
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
「
労
働
ぐ

ら
い
人
を
幸
福
に
す
る
も
の
は
無
い
か
も
知
れ
な
い
ナ
」
と
言
い
、
機
嫌
よ
く
笑
う
。
自
分
の
生
活
の
型
に
従
っ
て
今
日
し
た
こ
と
（
そ

れ
は
お
そ
ら
く
昨
日
も
し
た
こ
と
で
あ
り
明
日
も
す
る
こ
と
だ
ろ
う
）
を
言
葉
に
出
し
て
語
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
上
機
嫌
に
な
る
。
そ
の

様
子
は
「
實
に
幸
福
が
溢
る
る
や
う
に
見
え
た
」
と
描
写
さ
れ
る
。

一
つ
前
の
引
用
箇
所
で
の
「
お
の
れ
の
労
働
が
爲
り
出
し
た
結
果
」
の
「
労
働
」
に
「
ほ
ね
を
り
」、
い
ま
引
い
た
箇
所
で
の
「
さ
ぞ

お
疲
労
で
し
た
ろ
う
」
の
「
疲
労
」
に
「
く
た
び
れ
」、「
適
宜
の
労
働
」
に
「
い
い
ほ
ど
」「
ほ
ね
を
り
」
と
い
う
よ
う
な
ル
ビ
使
い
は
、

「
太
郎
坊
」
が
『
新
小
説
』
に
載
っ
た
初
出
時
に
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
塩
谷
賛
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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単
行
本
は
『
長
語
』
に
収
め
ら
れ
た
。
収
め
る
に
あ
た
り
他
の
作
品
と
と
も
に
雑
誌
に
あ
っ
た
振
仮
名
を
ほ
と
ん
ど
廃
し
た
の
で
、

何
で
も
な
く
読
め
る
言
葉
が
た
だ
音
で
読
む
か
ら
一
々
む
ず
か
し
げ
な
漢
語
に
な
っ
た
。
労
働
を
ほ
ね
を
り
、
過
失
を
そ
さ
う
、
真

実
を
ほ
ん
た
う
、
余
影
を
か
げ
と
読
ま
せ
た
の
が
完
全
に
復
元
さ
れ
た
。
最
初
か
ら
ほ
ね
を
り
を
骨
折
、
そ
さ
う
を
粗
相
、
ほ
ん
た

う
を
本
当
、
か
げ
を
影
と
書
け
ば
い
い
で
は
な
い
か
と
言
う
人
が
あ
っ
て
も
こ
う
書
く
の
が
当
時
は
や
り
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
し
か

た
あ
る
ま
い
）
11
（

つ
ま
り
一
八
九
九
年
の
初
出
に
あ
っ
た
「
労
働
」
を
「
ほ
ね
を
り
」
と
読
ま
せ
る
よ
う
な
ル
ビ
は
、『
長
語
』（
一
九
〇
一
、
春
陽
堂
）

に
収
め
ら
れ
る
際
に
は
大
部
分
が
省
略
さ
れ
、
か
え
っ
て
読
み
に
く
く
な
り
、
岩
波
版
第
二
次
『
露
伴
全
集
』
で
は
そ
れ
を
初
出
時
に
戻

し
て
掲
載
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
ル
ビ
の
使
い
方
は
「
当
時
」
の
「
は
や
り
」
な
の
だ
と
言
う
。
引
用
箇
所
の
あ
と
で

は
塩
谷
は
尾
崎
紅
葉
の
ル
ビ
使
い
な
ど
に
も
触
れ
て
い
る
。
芹
沢
俊
介
は
、
岩
波
文
庫
版
『
太
郎
坊　

他
三
篇
』
で
「
労
働
」
に
「
は
た

ら
き
」
と
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
（
地
の
文
）
と
振
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
（
会
話
文
）
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
、
そ
れ
は
「
書
き

言
葉
と
話
し
言
葉
の
乖
離
」
を
示
す
も
の
だ
と
言
う
が
、
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
い
。
会
話
文
で
も
地
の
文
で
も
初
出
で
は
「
ほ
ね
を

り
」
と
い
う
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
の
で
、
校
訂
の
問
題
だ
ろ
う
）
12
（

。

続
く
段
落
で
、
膳
に
出
て
い
る
の
は
「
有
触
た
鯵
の
鹽
焼
」
だ
が
「
穂
蓼
」
が
添
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
「
一
寸
細
君
の
心
の
味
」
が

見
え
て
い
た
と
語
ら
れ
、「
主
人
」
は
ま
す
ま
す
機
嫌
よ
く
猪
口
を
重
ね
て
い
く
。「
酒
も
好
い
、
下
物
も
よ
い
」「
お
酌
も
お
前
だ
し
、

天
下
泰
平
と
い
ふ
譯
だ
な
」
と
言
い
、
す
こ
し
茶
目
っ
け
を
含
ま
せ
な
が
ら
「
だ
が
ご
馳
走
は
こ
れ
つ
き
り
か
ナ
」
と
「
細
君
」
に
問

う
。
彼
女
も
機
嫌
よ
く
「
厭
で
す
ネ
エ
、
御
戯
謔
な
す
つ
て
は
。
今
鴫
焼
を
拵
へ
て
あ
げ
ま
す
」
と
答
え
る
（
念
の
た
め
記
せ
ば
「
鴫

焼
」
は
鴫
を
焼
い
た
も
の
で
は
な
く
茄
子
田
楽
を
指
す
）。
主
人
の
機
嫌
の
よ
さ
が
伝
染
し
、
細
君
も
機
嫌
が
よ
い
よ
う
だ
。
台
所
へ
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行
っ
た
妻
が
や
が
て
鴫
焼
を
持
っ
て
き
て
く
れ
る
。
主
人
は
そ
れ
に
「
豪
氣
豪
氣
」
と
言
い
な
が
ら
箸
を
つ
け
、「
お
前
も
其
處
で
御
飯

を
食
べ
る
が
宜
い
」、
と
言
う
。「
は
い
、
有
り
難
う
」
と
答
え
た
細
君
は
、
風
呂
で
温
め
ら
れ
、
酒
も
入
り
は
じ
め
た
主
人
の
顔
を
見
て

「
金
太
郎
の
や
う
」、
と
「
真
に
可
笑
さ
う
に
」
主
人
に
告
げ
る
。
主
人
は
ハ
ハ
ハ
と
、「
湯
が
平
生
に
無
く
熱
か
つ
た
か
ら
か
ナ
」
と
笑

い
な
が
ら
応
じ
る
。
こ
の
時
主
人
は
酔
い
が
回
っ
て
き
て
「
大
分
と
ろ
り
と
し
て
」
い
た
。
け
れ
ど
「
酒
吞
根
性
」
で
も
う
一
杯
と
細
君

に
猪
口
を
突
き
出
す
。「
其
手
は
何
と
な
く
危
げ
」
だ
っ
た
。
そ
し
て
出
来
事
が
起
こ
る
。

二
、「
感お
も

情ひ

の
遺の
こ

し
た
餘か

影げ

」
を
湛
え
る
陶
器

　

細
君
が
静
か
に
酌
を
し
や
う
と
し
た
と
き
、
主あ
る
じ人
の
手
は
稍や
や

顫ふ
る

へ
て
徳
利
の
口
へ
カ
チ
ン
と
當
つ
た
が
、
如い

何か

な
る
機は

ず
み會

か
、
猪

口
は
主
人
の
手
を
ス
ル
リ
と
脱
け
て
櫞え

ん

に
落
ち
た
。
は
つ
と
思
ふ
た
が
及
ば
な
い
、
見
れ
ば
猪
口
は
一
つ
跳を

ど

つ
て
下
の
靴く

つ

脱ぬ
ぎ

の
石
の

上
に
打ぶ

つ
か付

つ
て
、
大お

ほ
き
い
の片は

三
ツ
四
ツ
小ち

ひ

片さ
い

の
は
無む

數す
う

に
砕
け
て
仕
舞
つ
た
。
是
れ
は
日
頃
主あ

る
じ人

が
非
常
に
愛
翫
し
て
居
つ
た
菫す

み

花れ

の

模
様
の
着
い
た
永え

い

樂ら
く

の
猪
口
で
、
太た

郎ら
う

坊ば
う

太
郎
坊
と
主あ

る
じ人

が
呼
ん
で
居
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
つ
た
。
ア
ッ
と
あ
き
れ
て
夫
婦
は
霎し
ば

時し

無
言
の
ま
ま
顔
を
見
合
せ
た
）
13
（

あ
る
夏
の
夕
方
、
縁
側
で
涼
を
と
り
な
が
ら
気
分
良
く
飲
ん
で
い
た
「
主
人
」
の
気
分
が
こ
こ
で
一
変
す
る
。「
は
つ
と
思
ふ
」
一
瞬

の
間
に
、
盃
は
大
小
の
破
片
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
男
が
「
非
常
に
愛
翫
」
し
て
い
た
ら
し
い
、「
永
樂
」
の
「
菫
花
」
の
絵
の
つ
い
た

盃
は
壊
れ
て
し
ま
う
。
こ
こ
ま
で
の
流
れ
で
特
に
読
み
手
が
注
意
を
払
っ
て
こ
な
か
っ
た
「
猪
口
」
に
突
然
、
焦
点
が
あ
て
ら
れ
る
。
そ

の
盃
の
呼
び
名
が
「
太
郎
坊
」
で
あ
る
と
明
か
さ
れ
る
と
同
時
に
、
作
品
タ
イ
ト
ル
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
も
は
じ
め
て
読
み
手
に
示
さ
れ
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る
。
作
品
タ
イ
ト
ル
「
太
郎
坊
」
は
、
主
人
が
こ
の
盃
を
呼
ぶ
名
前
で
あ
っ
た
。

続
く
段
落
で
は
、
せ
っ
か
く
の
興
も
酔
い
も
一
瞬
に
し
て
醒
め
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
「
猪
口
の
缺
け
」
を
拾
い
集
め
、
破
片
と

破
片
を
合
わ
せ
て
見
て
い
る
主
人
の
姿
が
述
べ
ら
れ
る
。「
己
が
醺
つ
て
居
た
も
の
だ
か
ら
」
と
独
り
言
の
よ
う
に
主
人
は
何
度
も
言
う
。

細
君
は
も
ち
ろ
ん
「
太
郎
坊
」
の
破
損
を
い
い
こ
と
だ
と
は
思
わ
な
い
が
、
そ
れ
ほ
ど
重
大
な
こ
と
だ
と
も
思
っ
て
い
な
い
。
主
人
を

適
当
に
な
ぐ
さ
め
て
、「
前
よ
り
立
優
つ
た
美
し
い
猪
口
」
を
持
っ
て
き
て
酒
を
続
け
る
よ
う
に
言
う
。
け
れ
ど
、
主
人
は
「
猪
口
の
破

碎
」
を
「
熟
と
」
見
た
ま
ま
だ
。
細
君
は
笑
い
な
が
ら
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
そ
の
猪
口
に
こ
だ
わ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
よ
う
に

「
そ
ん
な
も
の
は
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
捨
て
て
御
仕
舞
」
に
な
っ
て
「
新
規
に
」
も
う
一
献
飲
ん
だ
ら
い
い
で
し
ょ
う
と
言
う
。
け

れ
ど
主
人
は
ま
だ
「
太
郎
坊
」
に
こ
だ
わ
っ
て
お
り
、「
ア
ア
、
何
様
詰
ま
ら
な
い
こ
と
を
仕
た
な
。
何
様
だ
ら
う
、
も
う
繼
げ
な
い
だ

ら
う
か
」
と
、
金
継
ぎ
に
で
も
出
そ
う
と
思
っ
て
か
、
妻
に
問
う
。
そ
ん
な
に
細
か
く
壊
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
も
う
無
理
だ
ろ
う
、

と
細
君
は
「
理
の
當
然
」
を
言
う
。
だ
が
や
は
り
主
人
は
が
っ
か
り
と
し
て
、「
物
の
命
數
に
は
限
り
が
あ
る
も
の
だ
ナ
ア
」
と
嘆
き
続

け
る
。
次
の
よ
う
に
続
く
。

　

細
君
は
何い

日つ

に
な
い
主あ
る
じ人

が
餘
り
の
未
練
さ
を
稍
訝い
ぶ
かり

な
が
ら
、

「
貴あ
な
た方

は
ま
あ
如ど

何う

な
す
つ
た
の
で
す
、
今け

日ふ

に
限
つ
て
男
ら
し
く
も
無
い
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。
何い

時つ

ぞ
や
お
鍋な

べ

が
伊い

萬ま

里り

の
刺さ

し

身み

皿ざ
ら

の
箱
を
落
し
て
、
十
人
前
ち
や
ん
と
揃
つ
て
居
た
も
の
を
、
毀
し
た
り
傷き

ず

物も
の

に
し
た
り
一
ツ
も
満
足
の
物
の
無
い
や
う
に
し
ま

し
た
時
、
傍そ

ば

で
見
て
居
ら
し
つ
て
、
過そ

さ
う失

だ
か
ら
仕
方
が
な
い
は
、
と
笑
つ
て
濟
ま
し
て
お
仕
舞
な
す
つ
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

彼あ

の
皿
は
古
び
も
あ
れ
ば
出
來
も
佳よ

い
品し

な

で
、
價ね

う
ち値

に
す
れ
ば
其
猪
口
と
は
十
倍
も
違
ひ
ま
せ
う
に
、
そ
れ
す
ら
何
と
も
思
は
な
い

で
御
諦
め
な
す
つ
た
貴あ

な
た方

が
、
何
ん
だ
つ
て
そ
ん
な
に
未
練
ら
し
い
こ
と
を
仰お

つ

し
や
る
の
で
す
。
ま
あ
一ひ

盃と
つ

召
し
上
れ
な
、
す
つ
か
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り
御ご

酒し
ゆ

が
醒
め
て
御
仕
舞
な
す
つ
た
や
う
で
す
ね
。」

と
激は
げ

ま
し
て
慰
め
た
。
そ
れ
で
も
主あ
る
じ人
は
何
ん
と
な
く
氣
が
進
ま
ぬ
ら
し
か
つ
た
。
し
か
し
妻
の
深
切
を
無む

に
す
ま
い
と
思
ふ
て

か
、
重
々
し
げ
に
猪
口
を
取
つ
て
更
に
飲
み
始
め
た
。
け
れ
ど
も
以
前
の
や
う
に
浮
き
立
た
な
い
。

「
ど
う
も
矢や

張は

り
違
つ
た
猪
口
だ
と
酒
も
甘う

ま

く
な
い
、
ま
あ
止や

め
て
飯め

し

に
仕
や
う
か
。」

と
矢や

張ば
り

大
層
沈
ん
で
居
る
）
14
（

「
な
ぜ
主
人
は
「
太
郎
坊
」
が
壊
れ
た
こ
と
に
こ
の
よ
う
に
こ
だ
わ
る
の
だ
ろ
う
か
」
は
読
み
手
が
こ
こ
ま
で
読
ん
で
抱
く
謎
で
あ
り
、

そ
う
し
た
読
み
手
の
不
審
を
作
中
で
代
弁
す
る
役
割
を
細
君
が
担
っ
て
い
る
。「
今
日
に
限
つ
て
男
ら
し
く
も
無
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、

主
人
は
普
段
も
の
に
未
練
を
見
せ
る
こ
と
の
な
い
人
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
冒
頭
で
「
碓
の
や
う
な
尻
を
振
立
て
て
」
縁
側
の
掃
除
を
し

て
い
た
あ
の
下
女
の
こ
と
だ
ろ
う
、「
お
鍋
」
が
「
伊
萬
里
の
刺
身
皿
の
箱
」
を
落
と
し
て
揃
い
の
も
の
を
全
て
だ
め
に
し
て
し
ま
っ
た

時
も
「
過
失
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
は
」
と
主
人
は
鷹
揚
に
笑
っ
て
い
た
ら
し
い
。

「
お
鍋
」
は
女
中
一
般
を
呼
ぶ
言
葉
だ
が
、
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
露
伴
が
書
い
た
別
の
文
章
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
見
て
お
き
た
い
。

「
太
郎
坊
」
が
書
か
れ
た
一
八
九
九
年
、
露
伴
は
「
當
流
人
名
辭
書
」
を
「
太
郎
坊
」
が
発
表
さ
れ
た
の
と
同
じ
媒
体
『
新
小
説
』
の
七

月
・
八
月
・
九
月
・
十
一
月
・
十
二
月
号
の
「
雑
録
」
欄
に
連
載
し
て
い
た
。
こ
れ
は
興
味
深
い
発
想
に
基
づ
く
考
証
で
あ
り
、
人
名
が

一
般
的
な
事
物
・
事
象
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
例
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
露
伴
が
挙
げ
る
中
か
ら
わ
か
り
や
す
い
も
の
を

引
け
ば
「
石
部
金
吉
」
や
「
助
兵
衛
」
で
あ
る
。
こ
の
中
に
露
伴
は
、「
お
鍋
」
も
収
録
し
て
い
る
。

お
な
べ
。
下
女
ま
た
は
醜
き
女
を
さ
し
て
い
ふ
。
鍋
釜
を
と
り
あ
つ
か
ふ
と
い
う
縁
よ
り
云
ひ
出
し
た
る
か
、
然
ら
ず
ば
鍋
の
ご
と
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く
黑
し
と
い
ふ
よ
り
云
い
出
し
た
る
な
る
べ
し
。
江
戸
語
。
東
京
語
）
15
（

つ
ま
り
、
こ
こ
に
登
場
す
る
「
お
鍋
」
と
い
う
言
葉
は
、「
下
女
」
の
江
戸
口
語
・
東
京
口
語
的
な
言
い
換
え
と
い
う
意
識
で
用
い
ら

れ
て
い
る
と
同
時
に
、
普
通
名
詞
的
に
用
い
ら
れ
る
人
名
の
例
と
し
て
露
伴
が
注
意
を
払
っ
て
い
た
言
葉
で
あ
る
。

「
お
鍋
」
が
か
つ
て
壊
し
た
揃
い
の
「
伊
萬
里
の
刺
身
皿
」
が
こ
こ
に
呼
び
出
さ
れ
る
こ
と
で
、
対
比
的
に
「
太
郎
坊
」
へ
の
主
人
の

執
着
は
鮮
明
に
な
っ
て
い
く
。「
伊
萬
里
の
刺
身
皿
」
は
、「
古
び
」
が
あ
り
、
出
来
も
よ
く
、「
太
郎
坊
」
と
は
金
銭
に
換
算
す
れ
ば
十

倍
は
違
う
も
の
だ
ろ
う
に
、
な
ぜ
「
太
郎
坊
」
が
壊
れ
た
こ
と
に
だ
け
そ
の
よ
う
に
こ
だ
わ
る
の
か
と
細
君
は
言
う
。
燗
酒
が
「
醒
め
」

て
し
ま
っ
た
と
書
か
れ
る
こ
と
も
、
主
人
の
気
落
ち
と
呼
応
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
。
主
人
は
、
一
応
は
新
し
い
盃
で
酒
を
飲
み

直
そ
う
と
し
て
も
も
う
「
浮
き
立
た
な
い
」。
そ
し
て
「
ど
う
も
や
は
り
違
つ
た
猪
口
だ
と
酒
も
甘
く
な
い
」
と
言
い
、
今
夜
は
も
う
飲

む
こ
と
自
体
を
止
め
て
し
ま
お
う
と
す
る
。

続
く
段
落
で
は
、
主
人
は
ま
だ
諦
め
ら
れ
な
い
感
情
を
「
茶
人
は
茶
碗
を
大
切
に
す
る
、
飲
酒
家
は
猪
口
を
秘
藏
に
す
る
」「
こ
り
や

あ
人
情
だ
ろ
う
ぢ
や
な
い
か
」
と
一
般
論
に
し
て
語
る
。
し
か
し
、
こ
う
妻
に
返
さ
れ
て
し
ま
う
。

「
だ
つ
て
、
今
出
し
て
ま
ゐ
つ
た
の
も
同
じ
永
樂
で
す
よ
。
そ
れ
に
毀
れ
た
方
は
ざ
つ
と
し
た
菫す

み

花れ

の
模
様
で
、
焼や

き

も
餘
り
好
く
あ

り
ま
せ
ん
が
、
此こ

の

方は
う

は
中
は
金き

ん

襴ら
ん

地ぢ

で
外
は
青せ

い

華く
わ

で
、
工く

手で

間ま

も
か
か
つ
て
居
れ
ば
出
來
も
好い

い
し
、
ま
あ
永
樂
と
い
う
中う

ち

に
も
此こ

れ

等ら

は
極ご

く

上じ
や
うと

い
ふ
手
だ
、
と
御
自
分
で
仰お

つ
しや

つ
た
事
さ
へ
あ
る
ぢ
や
あ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。」

「
ウ
ム
、
し
か
し
此
猪
口
は
買
つ
た
の
だ
。
去
年
の
暮
に
己お

れ

が
仲な

か

通ど
ほ
りの

骨だ
う
ぐ
や

董
店
で
見
つ
け
て
來
た
の
だ
が
、
彼あ

の
猪
口
は
金お

銭あ
し

で
買

つ
た
も
の
ぢ
や
あ
な
い
の
だ
。」
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「
で
は
如ど

何う

な
さ
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。」

「
ヤ
、
こ
り
や
あ
詰つ
ま

ら
な
い
こ
と
を
う
つ
か
り
饒し
や
べ舌
つ
た
。
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
。」

と
紛ま
ぎ

ら
し
か
け
た
が
、
不ふ

圖と

目
を
挙
げ
て
妻
の
方
を
見
れ
ば
妻
は
無
言
で
我
が
面お

も
てを

ぢ
つ
と
護ま

も

つ
て
居
た
。
主あ

る
じ人

も
そ
れ
を
見
て
無

言
に
な
つ
て
霎し

ば

時し

は
何
か
考
へ
た
が
、
や
が
て
快き

さ
く活

な
調
子
に
な
つ
て
、

「
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
。」

と
笑
ひ
出
し
た
。
共
面
上
に
は
既は

や

不
快
の
雲
は
名な

殘ご
り

無
く
吹
き
掃
は
れ
て
、
其
眼ま

な
こは

晴は
れ

や
か
に
澄
ん
で
見
え
た
。
此
の
僅わ

づ
か少

の
間あ

ひ
だに

主あ
る
じ人

は
其
心
の
傾
き
を
一
轉
し
た
と
見
え
た
。

「
ハ
ハ
ハ
ハ
、
云
ふ
て
仕
舞
は
う
、
云
ふ
て
仕
舞
は
う
。
ひ
と
り
で
物
を
お
も
ふ
事
は
な
い
の
だ
、
話
し
て
笑
つ
て
仕
舞
へ
ば
そ
れ

で
濟
む
の
だ
。」

と
何
か
一ひ
と
り人

で
合が

點て
ん

し
た
主あ
る
じ人

は
、
言
葉
さ
へ
お
の
づ
と
活
氣
を
帶
び
て
來
た
）
16
（

壊
れ
て
し
ま
っ
た
「
太
郎
坊
」
も
、
新
た
に
妻
が
持
参
し
、
い
ま
「
主
人
」
の
手
に
握
ら
れ
て
い
る
猪
口
も
「
同
じ
永
樂
」
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
「
毀
れ
た
方
」
は
「
ざ
つ
と
し
た
菫
花
の
模
様
で
、
焼
も
餘
り
好
く
」
な
い
の
に
比
べ
て
、
い
ま
持
っ
て
き
た
「
此
方
」

は
「
中
は
金
襴
地
で
外
は
青
華
で
、
工
手
間
も
か
か
つ
て
い
れ
ば
出
來
も
好
い
」
も
の
で
、
か
つ
て
主
人
本
人
も
「
極
上
と
い
ふ
手
」
と

喜
ん
だ
猪
口
で
あ
っ
た
。
至
極
も
っ
と
も
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
妻
の
言
葉
に
主
人
は
応
じ
て
、「
し
か
し
」
と
続
け
、

「
此
猪
口
」
は
半
年
ほ
ど
前
の
「
去
年
の
暮
」
に
「
仲
通
の
骨
董
店
」
で
買
っ
て
き
た
も
の
だ
が
、「
彼
の
猪
口
」
は
「
金
銭
で
買
つ
た

も
の
ぢ
や
あ
な
い
の
だ
」
と
う
っ
か
り
漏
ら
し
て
し
ま
う
。
で
は
ど
の
よ
う
に
入
手
し
た
も
の
な
の
か
と
妻
に
問
わ
れ
、「
こ
り
や
あ
詰

ら
な
い
こ
と
を
う
つ
か
り
饒
舌
つ
た
」
と
紛
ら
わ
そ
う
と
す
る
が
、
妻
は
次
の
言
葉
を
黙
っ
て
待
っ
て
い
る
。
主
人
は
少
し
考
え
る
が
、
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「
快
活
な
調
子
」
に
な
っ
て
「
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
」
と
笑
い
出
す
。
そ
の
顔
は
、「
既
不
快
の
雲
は
名
殘
無
く
吹
き
掃
は
れ
て
、
其
眼
は
晴
や
か

に
澄
ん
で
見
え
た
」
と
語
ら
れ
る
。
吉
成
大
輔
も
言
う
よ
う
に
、
こ
の
文
章
は
「
太
郎
坊
」
冒
頭
に
あ
っ
た
「
雲
の
峰
」
が
風
に
吹
き
飛

ば
さ
れ
る
と
す
る
語
り
出
し
の
文
章
と
呼
応
す
る
）
17
（

。
加
え
て
言
え
ば
、「
不
快
の
雲
」
が
「
吹
き
掃
」
わ
れ
た
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、

な
ぜ
主
人
は
「
太
郎
坊
」
に
こ
だ
わ
る
の
か
と
い
う
謎
が
こ
れ
以
降
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
展
開
と
も
機
能
論
的
に
呼
応
す
る
。「
不
快

の
雲
は
名
殘
無
く
吹
き
掃
は
れ
て
」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、「
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
」
と
い
う
笑
い
声
の
幾
度
に
も
わ
た
る
繰
り
返
し

は
、
な
に
か
言
い
に
く
い
こ
と
が
こ
れ
か
ら
告
白
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
と
も
読
み
手
に
予
想
さ
せ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
主
人
の
「
云
ふ
て
仕

舞
は
う
」
は
自
分
に
言
い
聞
か
す
よ
う
に
二
度
繰
り
返
さ
れ
、「
話
し
て
笑
つ
て
仕
舞
へ
ば
そ
れ
で
濟
む
」
話
な
の
だ
と
先
回
り
し
て
妻

に
言
う
の
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
上
で
、
妻
に
「
太
郎
坊
」
の
来
歴
を
語
り
は
じ
め
る
。

「
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
、
お
前
を
前
に
置
い
て
は
ち
と
言
ひ
苦に
く

い
話
だ
が
ナ
。
實じ

つ

は
彼あ

の
猪
口
は
、
昔
己お

れ

が
若
か
つ
た
時
分
、
ア
ア
、
今
思

へ
ば
古
い
、
古
い
、
ア
ア
も
う
二
十
年
も
前
の
こ
と
だ
。
己お
れ

が
思
つ
て
居
た
女
が
あ
つ
た
が
、
ハ
ハ
ハ
ハ
、
何ど

う
も
ち
ツ
と
馬
鹿
ら

し
い
や
う
で
眞ま

面じ

目め

で
は
話
せ
な
い
が
。」

と
主あ
る
じ人

は
一
口
飲
ん
で
、

「
ま
あ
好い

い
は
。
こ
れ
も
マ
ア
、
酒
に
醉
つ
た
此
場
だ
け
の
坐
興
で
、
半
分
位ぐ

ら
ゐも

虚う

言そ

を
交ま

ぜ
て
談は

な

す
こ
と
だ
と
思
つ
て
聞
い
て
居

て
呉
れ
。
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
。
ま
だ
考
か
ん
が
への
さ
つ
ぱ
り
足
り
な
い
、
年
の
ゆ
か
な
い
時
分
の
こ
と
だ
。
今
思
へ
ば
眞ほ
ん

實と

に
夢
の
や
う
な
こ
と

で
全ま
る

で
茫ぼ
ん

然や
り

と
し
た
事
だ
が
、
ま
あ
其
頃
は
乃お

公れ

の
頭あ
た
ま髪

も
此こ
ん

様な

に
禿は

げ
て
は
居
な
か
つ
た
ら
う
と
い
ふ
も
の
だ
し
、
ま
た
色
も
少

し
は
白
か
つ
た
ら
う
と
い
ふ
も
の
だ
。
何
と
い
つ
て
も
年
が
年
だ
か
ら
今
よ
り
は
ま
あ
優ま

し
だ
つ
た
ら
う
さ
、
い
や
何
も
左さ

様う

見
つ

と
も
無
く
無
か
つ
た
か
ら
と
い
ふ
譯
ば
か
り
で
も
無
か
つ
た
ら
う
が
、
兎と

に
角か

く

あ
る
娘
に
思
は
れ
た
の
だ
。
思
へ
ば
思
ふ
と
い
ふ
道

113



理
で
、
性し
や
うが

合
つ
た
と
で
も
い
ふ
事
だ
つ
た
が
、
先さ

方き

で
も
深
切
に
し
て
呉
れ
る
、
此こ
つ
ち方

で
も
や
さ
し
く
す
る
。
い
や
ら
し
い
事
な

ぞ
は
毫ち
つ
とも
口
に
仕
無
か
つ
た
が
、
胸
と
胸
と
の
談は

な
し話

は
通か

よ

つ
て
、
ど
う
か
し
て
一
緒
に
な
り
た
い
位
の
事
は
互た

が
ひに

思
ひ
思
つ
て
居
た

の
だ
。
と
こ
ろ
が
其
娘
の
父
に
招よ

ば
れ
て
遊
び
に
行
つ
た
一あ
る
ひ日
の
事
だ
つ
た
、
此
盃さ

か
ず
きで

酒
を
出
さ
れ
た
。
ま
だ
其
時
分
は
陶や

き
も
の
し工の

名
な
ん
ぞ
一
ツ
だ
つ
て
知
つ
て
居
た
譯
で
は
無
か
つ
た
が
、
た
だ
何
と
な
く
気
に
入
つ
た
の
で
切し

き
りと

こ
の
猪
口
を
面
白
が
る
と
、
其

娘
の
父
が
乃お

公れ

に
對む

か

つ
て
、
斯か

う
申
し
て
は
失
禮
で
す
が
此こ

盃れ

が
お
も
し
ろ
い
と
は
御
若
い
に
似
ず
御
目
が
高
い
、
こ
れ
は
佳
い
も

の
で
は
な
い
が
了れ

う

全ぜ
ん

の
作
で
、
ざ
つ
と
し
た
中
に
も
ま
ん
ざ
ら
の
下へ

手た

が
造
つ
た
も
の
と
は
異ち

が

ふ
と
こ
ろ
も
あ
る
や
う
に
思
つ
て
い

ま
し
た
、
と
悦よ

ろ
こん

で
話
し
た
。
さ
う
す
る
と
傍そ
ば

に
居
た
娘
が
口
を
添
へ
て
、
大
層
御
氣
に
入
つ
た
御
様
子
で
す
が
、
御
氣
に
召
し
ま

し
た
の
は
其そ

盃れ

の
仕
合
せ
と
い
ふ
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
、
宜
し
う
御
座
い
ま
す
か
ら
御お

持も
ち

歸か
へ
り

下
さ
い
ま
し
、
失
禮
で
御
座
い
ま
す

け
れ
ど
差
上
げ
た
う
御
坐
い
ま
す
、
ね
え
お
父と
う

様さ
ま

、
進あ上
げ
た
つ
て
宜
い
で
せ
う
、
と
取
り
做な

し
て
呉
れ
た
。
も
と
よ
り
惜を
し

む
ほ
ど

の
貴た
ふ
とい

も
の
で
は
な
し
、
差
當
つ
て
の
愛あ
い

想そ

に
は
な
る
事
だ
し
、
ま
た
可か
は
い愛

が
つ
て
居
る
娘
の
言
葉
を
他ひ

人と

の
前
で
挫く
じ

き
た
く
も
な

か
つ
た
か
ら
で
あ
ら
う
、
父お
や

は
直た
だ
ちに
娘
の
言
葉
に
同
意
し
て
、
自
分
の
膳
に
あ
つ
た
小ち
ひ
さい
の
を
も
併あ
は

せ
て
贈
つ
て
呉
れ
た
。
そ
の
時

老
人
の
言
葉
に
、
菫
の
こ
と
を
ば
太
郎
坊
次
郎
坊
と
い
ひ
ま
す
る
か
ら
、
此
同
じ
や
う
な
菫
の
繪
の
大
小
二
ツ
の
猪
口
の
、
大
き
い

方
を
太
郎
坊
、
小
さ
い
方
を
次
郎
坊
な
ど
と
呼
ん
で
居
り
ま
し
た
が
、
一
ツ
離
し
て
献あ

げ
る
の
も
異い

な
も
の
で
す
か
ら
二
つ
と
も
に

進
じ
ま
せ
う
、
と
い
ふ
の
で
終つ

ひ

に
二
つ
と
も
呉
れ
た
。
其
一
つ
が
今
壞こ

は

れ
た
太
郎
坊
な
の
だ
。
そ
こ
で
乃お

公れ

は
時
々
自
分
の
家う

ち

で
飮

む
時
に
は
必
ら
ず
今
の
太
郎
坊
と
、
太
郎
坊
よ
り
は
小
さ
か
つ
た
次
郎
坊
と
を
二
ツ
な
ら
べ
て
、
其
娘
と
相あ

ひ

酌じ
や
くで

も
仕
て
飲
む
よ
う

な
心
持
で
内な

い

々な
い

人
知
ら
ぬ
樂た

の
しみ

を
仕
て
居
た
。
ま
た
偶た

ま

に
は
其
娘
に
逢
つ
た
時
、
太
郎
坊
が
貴あ

な
た娘

に
御
眼
に
か
か
り
た
い
と
申
し
て

居
り
ま
し
た
、
な
ど
と
云
つ
て
戯た

は
むれ

た
り
、
あ
の
次
郎
坊
が
小わ

た
く
し生

に
對む

か

つ
て
、
早
く
元
の
御
主
人
様
の
御
嬢
様
に
お
逢
ひ
申
し
た
い

の
で
す
が
、
何い

時つ

に
な
れ
ば
朝あ

さ

夕ゆ
ふ

御
傍
に
居
ら
れ
る
や
う
な
運
び
に
な
り
ま
せ
う
か
な
ぞ
と
責
め
立
て
て
困
り
ま
す
る
、
と
云
つ
て
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紅
い
顔
を
さ
せ
た
り
し
て
、
眞ほ

ん

實た
う

に
罪
の
な
い
樂
し
い
日
を
送
つ
て
居
た
。」）17
（

二
十
年
前
の
「
太
郎
坊
」
に
ま
つ
わ
る
回
想
が
、
こ
う
し
た
長
い
告
白
の
形
態
で
語
ら
れ
は
じ
め
る
。「
酒
に
醉
つ
た
此
場
だ
け
の
坐

興
」
の
話
と
し
て
「
半
分
位
も
虚
言
を
交
ぜ
て
談
す
こ
と
」
と
思
っ
て
聞
く
よ
う
に
主
人
は
妻
に
言
う
。
以
降
に
語
ら
れ
る
こ
と
の
虚
実

は
む
ろ
ん
妻
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
話
を
あ
ま
り
深
刻
に
受
け
止
ら
れ
た
く
な
い
と
い
う
主
人
の
感
情
を
描
写
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

若
い
頃
、
主
人
に
は
思
い
思
わ
れ
た
娘
が
い
た
と
い
う
話
が
は
じ
ま
る
。
娘
と
主
人
と
は
、「
ど
う
か
し
て
一
緒
に
な
り
た
い
」
位
の

こ
と
は
互
い
に
思
っ
て
い
た
。
娘
の
父
に
招
か
れ
た
或
る
夜
、
男
は
「
陶
工
の
名
な
ん
ぞ
一
ツ
だ
つ
て
」
知
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の

に
、「
た
だ
何
と
な
く
」
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
盃
を
気
に
入
る
。
先
ほ
ど
、「
太
郎
坊
」
が
割
れ
た
際
に
新
し
く
妻
が
持
っ
て
き
た
永

楽
の
「
極
上
」
の
猪
口
は
、「
去
年
の
暮
に
」「
仲
通
の
骨
董
店
」
で
主
人
が
購
入
し
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
思
い
返
せ
ば
、
現
在
の
主
人

は
「
陶
工
の
名
」
も
幾
ら
か
知
る
よ
う
に
な
り
、「
骨
董
屋
」
を
覗
く
趣
味
も
持
っ
て
お
り
、「
極
上
」
と
い
う
価
値
判
断
を
下
す
こ
と
も

で
き
る
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
か
つ
て
の
主
人
に
は
、
そ
う
し
た
趣
味
は
ま
だ
な
か
っ
た
。
古
い
陶
器
が
面
白
い
と
感
じ

る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
そ
れ
自
体
が
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
盃
を
褒
め
る
主
人
の
言
を
娘
の
父
は
好
意
的
に

と
っ
て
く
れ
、
了
全
の
も
の
だ
と
言
っ
て
、
男
の
「
目
」
を
褒
め
る
。
永
楽
了
全
は
徳
川
後
期
の
名
工
の
ひ
と
り
で
あ
る
）
18
（

。
そ
の
盃
の
印

象
は
、
娘
の
父
親
の
言
葉
に
よ
れ
ば
「
ざ
つ
と
し
た
中
に
も
ま
ん
ざ
ら
の
下
手
が
造
つ
た
も
の
と
は
異
ふ
と
こ
ろ
も
あ
る
」
も
の
で
あ

り
、
手
の
込
ん
だ
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
「
ま
ん
ざ
ら
の
下
手
」
が
造
っ
た
も
の
と
は
違
う
盃
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。「
太
郎
坊
」
が

壊
れ
て
し
ま
っ
た
と
き
、
妻
が
な
ぐ
さ
め
と
し
て
主
人
に
言
っ
た
「
ざ
つ
と
し
た
」
は
こ
こ
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
が
、
娘
の
父
の
言
葉

は
盃
を
よ
り
肯
定
す
る
文
脈
で
あ
る
。
こ
の
作
中
で
直
接
に
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
な
い
「
細
君
」
と
「
其
娘
の
父
」
と
が
、「
太
郎
坊
」

を
語
る
な
ん
で
も
な
い
語
彙
（「
ざ
つ
と
し
た
」）
を
共
に
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
。「
娘
の
父
」
↓
「
主
人
」
と
い
う
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流
れ
で
伝
達
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
言
葉
は
、「
細
君
」
↓
「
主
人
」
と
い
う
流
れ
で
再
び
伝
達
さ
れ
、
み
た
び
い
ま
、「
主
人
」
↓
「
細
君
」

へ
と
再
話
の
形
を
と
っ
て
反
復
的
に
伝
達
さ
れ
て
い
る
。
娘
は
、
こ
の
や
り
と
り
を
見
て
「
御
氣
に
召
し
ま
し
た
の
は
其
盃
の
仕
合
せ
」

だ
と
し
て
、
主
人
に
盃
を
贈
る
よ
う
に
父
親
に
言
う
。「
其
盃
の
仕
合
せ
」
の
よ
う
に
、
も
の
自
体
に
意
志
が
あ
る
か
の
よ
う
な
言
葉
が

こ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
菫
の
こ
と
を
ば
太
郎
坊
次
郎
坊
と
い
ひ
ま
す
る
か
ら
、
此
同
じ
よ
う
な
菫
の
繪
の
大
小
二
ツ
の
猪
口
の
、

大
き
い
方
を
太
郎
坊
、
小
さ
い
方
を
次
郎
坊
な
ど
と
呼
ん
で
居
り
ま
し
た
」
と
い
う
名
付
け
の
由
来
が
娘
の
父
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
。
主

人
が
ず
っ
と
「
太
郎
坊
太
郎
坊
」
と
呼
ん
で
愛
玩
し
て
い
た
と
以
前
に
描
写
さ
れ
た
盃
の
名
前
は
、
か
つ
て
相
愛
の
関
係
に
あ
っ
た
娘
の

父
に
よ
る
名
付
け
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
太
郎
坊
、
次
郎
坊
」
と
い
う
言
葉
に
関
す
る
言
及
は
、
塩
谷
賛
も
指
摘
し
て
い
る
が
先
述
の
露
伴
「
當
流
人
名
辭
書
」
の
中
に

も
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
露
伴
は
、「
太
郎
坊
、
次
郎
坊
。
大
和
奈
良
に
て
菫
を
指
し
て
云
ふ
兒
童
の
語
」
と
書
い
て
い
る
）
19
（

。
ど
こ
か
ら

露
伴
が
こ
の
言
葉
を
知
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、「
太
郎
坊
」「
次
郎
坊
」
と
い
う
言
葉
を
「
大
和
奈
良
」
で
子
供
が
菫
一
般
を
呼
ぶ

際
に
使
う
も
の
、
と
露
伴
は
解
し
て
い
た
よ
う
だ
（
お
そ
ら
く
愛
宕
太
郎
坊
天
狗
の
伝
説
と
こ
の
言
葉
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
だ
ろ
う
）。

「
當
流
人
名
辭
書
」
が
人
名
（
固
有
名
）
で
あ
り
な
が
ら
普
通
名
詞
化
し
た
言
葉
を
集
め
る
企
図
だ
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
そ
う

考
え
る
と
「
太
郎
坊
」
に
お
い
て
二
つ
の
盃
が
「
太
郎
坊
」「
次
郎
坊
」
と
名
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
や
や
複
雑
な
名
付
け
で
あ
る
。
つ
ま

り
、「
太
郎
坊
」「
次
郎
坊
」
は
固
有
名
詞
の
よ
う
だ
が
「
大
和
奈
良
」
で
は
菫
一
般
を
指
す
言
葉
と
し
て
ま
ず
存
在
し
、
そ
れ
が
再
び
特

定
の
盃
の
名
前
と
し
て
固
有
名
詞
化
さ
れ
て
い
る
。

「
一
ツ
離
し
て
献
げ
る
の
も
異
な
も
の
で
す
か
ら
」
と
娘
の
父
は
言
い
、
ふ
た
つ
の
盃
が
男
に
贈
ら
れ
る
。
結
婚
し
た
い
と
考
え
る
相

手
の
父
に
「
盃
」
を
も
ら
う
、
と
い
う
こ
と
に
民
俗
学
的
な
暗
喩
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。「
其
一
つ
が
今
壊
れ
た
太
郎
坊
な

の
だ
」
と
い
う
主
人
の
言
葉
は
、
一
瞬
、
時
制
が
現
在
へ
戻
さ
れ
た
言
葉
で
あ
り
、
な
ぜ
こ
の
盃
が
壊
れ
た
こ
と
に
執
着
し
た
の
か
と
い

116



幸田露伴が描く陶器と記憶

う
謎
が
徐
々
に
明
か
さ
れ
て
く
る
。

ふ
た
つ
の
盃
を
も
ら
っ
た
あ
と
、
男
は
自
宅
で
ひ
と
り
飲
む
際
も
、
う
き
う
き
し
た
恋
の
気
分
に
ひ
た
り
な
が
ら
「
太
郎
坊
」
と
「
次

郎
坊
」
に
酒
を
つ
ぎ
、
娘
と
楽
し
く
「
相
酌
」
で
も
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
「
人
知
れ
ぬ
樂
み
」
を
覚
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
ん
と
な

く
気
に
い
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
了
全
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
理
由
は
、
主
人
の
こ
の
「
樂
み
」
に
あ
っ
て
は
副
次
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

ら
は
、
娘
と
の
「
相
酌
」
の
夢
を
そ
の
と
き
彼
に
見
せ
て
く
れ
た
か
ら
か
け
が
え
の
な
い
一
そ
ろ
い
の
盃
と
な
っ
た
。
そ
し
て
「
太
郎

坊
」「
次
郎
坊
」
を
題
材
に
し
て
娘
を
ひ
や
か
し
た
楽
し
い
思
い
出
も
語
ら
れ
る
。「
太
郎
坊
」
と
「
次
郎
坊
」
を
話
題
に
出
し
、
そ
れ
ら

に
仮
託
さ
れ
た
か
た
ち
で
彼
は
恋
を
さ
さ
や
く
。「
貴
娘
に
御
眼
に
か
か
り
た
い
」
と
「
太
郎
坊
」
が
言
い
、「
早
く
元
の
御
主
人
様
の
御

嬢
様
に
お
逢
ひ
申
し
た
い
の
で
す
が
、
何
時
に
な
れ
ば
朝
夕
御
傍
に
居
ら
れ
る
や
う
な
運
び
に
な
り
ま
せ
う
か
」
と
「
次
郎
坊
」
が
言
っ

て
困
る
。
こ
う
し
た
冗
談
は
、「
太
郎
坊
」
や
「
次
郎
坊
」
と
い
う
名
前
が
小
さ
な
ふ
た
り
の
男
の
子
を
呼
ぶ
よ
う
な
響
き
を
併
せ
持
つ

言
葉
で
あ
る
こ
と
で
、
よ
り
一
層
、
生
き
生
き
し
た
力
を
増
す
。「
太
郎
坊
」、「
次
郎
坊
」、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
か
つ
て
創
っ
た
「
永
樂
」

「
了
全
」
が
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
明
確
に
名
前
が
示
さ
れ
て
い
る
の
と
対
照
的
に
、「
主
人
」、「
細
君
」、「
お
鍋
」
と
い
っ
た
三
人
の

作
中
の
「
現
在
」
を
生
き
る
人
間
の
名
前
は
明
示
さ
れ
ず
、「
娘
」「
娘
の
父
」
と
い
っ
た
主
人
の
回
想
の
中
の
人
間
の
名
前
も
明
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
顕
名
と
匿
名
と
の
布
置
は
計
算
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
「
罪
の
な
い
樂
し
い
」
時
間
が
過
ぎ
て
い

く
。そ

こ
で
告
白
は
一
度
中
断
さ
れ
、「
今
昔
の
感
に
堪
へ
ざ
る
も
の
の
如
く
」
額
に
手
を
あ
て
、
一
口
主
人
は
酒
を
飲
み
、
次
の
よ
う
に

話
を
続
け
る
。

「
左さ

様う

斯か

様う

す
る
う
ち
次
郎
坊
の
方
を
不ふ

圖と

し
た
過そ

失さ
う

で
毀
し
て
仕
舞
つ
た
。
ア
ア
、
二ふ

た
つ箇

揃
つ
て
居
た
も
の
を
如い

何か

に
過そ

失さ
う

と
は
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云
ひ
な
が
ら
一ひ

と
つ箇

に
し
て
仕
舞
つ
た
が
、
あ
あ
情
無
い
こ
と
を
し
た
も
の
だ
、
若も

し
や
こ
れ
が
前ぜ

ん

表ぺ
う

と
な
つ
て
二ふ

た
り人

が
離
れ
離
れ
に

な
る
よ
う
な
悲
し
い
目
を
見
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
、
痛
く
其
時
は
心
を
悩
ま
し
た
。
然
し
年
は
若
し
勢
ひ
は
強
い
時
分
だ
つ
た

か
ら
直す
ぐ

に
ま
た
思
ひ
返
し
て
、
な
ん
の
な
ん
の
、
心
さ
へ
慥た
し
かな
ら
決
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
あ
ら
う
筈
は
な
い
と
、
窃ひ
そ
かに
自み
づ

か
ら
慰
め

て
居
た
。」）20
（

特
別
な
意
味
を
持
つ
「
二
箇
揃
つ
て
居
た
」
は
ず
の
も
の
が
「
一
箇
」
と
な
っ
た
こ
と
に
い
や
な
予
感
を
彼
は
覚
え
る
。
こ
こ
に
別

れ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
見
る
か
ら
で
あ
る
。「
相
酌
」
の
夢
を
彼
に
見
せ
て
き
た
ふ
た
つ
の
盃
の
片
方
、「
次
郎
坊
」
が
壊
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
い
ず
れ
可
能
に
な
る
は
ず
と
思
わ
れ
た
「
相
酌
」
自
体
の
先
行
き
が
「
悲
し
い
目
」
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
彼
は
不
安
に
か
ら
れ

る
。
し
か
し
「
年
は
若
し
勢
ひ
は
強
い
」
若
き
日
の
主
人
は
、「
心
さ
へ
慥
な
ら
」
と
そ
の
不
安
を
振
り
払
う
。
こ
こ
で
再
び
告
白
は
中

断
さ
れ
、
地
の
文
で
主
人
の
こ
の
話
を
「
興
有
り
げ
に
一
心
に
な
つ
て
」
聞
く
妻
が
描
写
さ
れ
、「
梧
桐
を
動
か
し
て
そ
よ
そ
よ
と
渡
る

風
」
は
「
極
々
静
謐
な
合
の
手
を
弾
い
て
い
る
」
と
語
ら
れ
る
。
再
び
主
人
の
回
想
の
語
り
が
は
じ
ま
る
。
頭
が
禿
げ
て
し
ま
っ
た
齢
に

な
っ
て
こ
ん
な
話
を
す
る
の
も
お
か
し
い
し
、
つ
い
先
日
も
宴
会
で
雛
妓
に
禿
げ
頭
を
冷
や
か
さ
れ
た
が
、
も
う
腹
も
立
た
な
い
年
齢

だ
、
と
言
う
（
禿
頭
を
め
ぐ
る
言
及
は
、
こ
の
作
品
の
中
で
は
幾
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
）。
か
つ
て
の
恋
の
こ
と
を
「
今
の
こ
と
ぢ
や
あ

無
い
か
ら
何
に
も
彼
も
笑
つ
て
濟
む
」
と
も
言
う
。
続
い
て
次
の
よ
う
な
言
葉
が
語
ら
れ
る
。

で
、
マ
ア
、
其
娘
も
己お
れ

の
所
へ
來
る
と
い
ふ
覺
悟
、
己お
れ

も
行ゆ
く

末す
ゑ

は
其
女
と
同い
つ

棲し
よ

に
な
ら
う
と
い
ふ
積つ
も

り
だ
つ
た
。
と
こ
ろ
が
世
の
中

の
御
定
ま
り
で
、
思
ふ
や
う
に
は
な
ら
ぬ
骰さ

子い

の
眼
と
い
ふ
習
ひ
だ
か
ら
仕
方
が
無
い
、
何ど

う
し
て
も
斯
う
し
て
も
其
の
女
と
別
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
強し

ひ
て
情じ

や
うを

張
れ
ば
其
娘
の
た
め
に
も
な
る
ま
い
と
い
う
仕し

諠ぎ

に
差さ

し

懸か
か

つ
た
。
今
考
へ
て
も
冷ひ

や

り
と
す
る
や
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う
な
突
き
詰
め
た
考
へ
も
發お

こ

さ
な
い
で
は
無
か
つ
た
が
、
待
て
よ
、
周あ

わ

章て
る

と
こ
ろ
で
無
い
、
と
思
案
に
思
案
し
て
生
き
は
生
き
た

が
、
女
と
は
た
う
と
う
別
れ
て
仕
舞
つ
た
。
あ
あ
、
何い

時つ

か
次
郎
坊
が
毀
れ
た
時
若
し
や
と
取と

り

越こ
し

苦ぐ

勞ら
う

を
仕
た
つ
け
が
、
其
通
り
に

な
つ
た
の
は
情な

さ

け
無
い
と
、
太
郎
坊
を
見
る
に
つ
け
て
は
幾
度
と
な
く
人
に
は
見
せ
ぬ
涙
を
こ
ぼ
し
た
（
中
略
）
然
し
歳
が
經た

つ
て

も
月
が
經
つ
て
も
、
ど
う
い
ふ
も
の
か
忘
れ
ら
れ
な
い
。
別
れ
た
頃
の
苦
し
さ
は
次
第
次
第
に
忘
れ
た
が
、
ゆ
か
し
さ
は
矢
張
り
太

郎
坊
や
次
郎
坊
の
言こ

と

傳づ
て

を
し
て
戯
れ
て
居
た
其
時
と
些ち

つ

と
も
變
ら
ず
心
に
浮
ぶ
。
氣
に
入
ら
な
か
つ
た
こ
と
は
皆
忘
れ
て
も
、
好い

い

と
こ
ろ
は
一
つ
殘
ら
ず
思
ひ
出
す
、
未
練
と
は
悟
り
な
が
ら
も
思
ひ
出
す
、
何ど

様う

し
て
も
忘
れ
き
つ
て
仕
舞
ふ
こ
と
は
出
來
な
い
。

左さ

様う

か
と
云
つ
て
其
後の
ち

は
如ど

何う

い
ふ
人
に
櫞え
ん

付づ

い
て
、
何ど

處こ

に
其
娘
が
如ど

何う

生く

活ら

し
て
い
る
か
と
い
ふ
こ
と
も
知
ら
な
い
ば
か
り

か
、
知
ろ
う
と
お
も
ふ
意こ
こ
ろも

無
い
の
だ
か
ら
、
無
論
其
女
を
如ど

何う

斯か

様う

し
や
う
と
い
ふ
や
う
な
心
は
夢
に
も
持
た
ぬ
。
無
か
つ
た
櫞

に
迷
ひ
は
惹ひ

か
ぬ
つ
も
り
で
、
今
日
に
滿
足
し
て
平
穩
に
日
を
送
つ
て
居
る
。
た
だ
往む

か
し時

の
感お

も
ひ情

の
遺の

こ

し
た
餘か

影げ

が
太
郎
坊
の
湛た

た

へ

る
酒
の
上
に
時
々
浮
ぶ
と
い
ふ
ば
か
り
だ
）
21
（

こ
こ
で
は
、
こ
の
二
十
年
前
の
主
人
の
恋
が
ど
の
よ
う
な
理
由
で
だ
め
に
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
一
言
も
述
べ
ら
れ
な
い
。
た
だ
「
思

う
様
に
は
な
ら
ぬ
骰
子
の
眼
」
と
語
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。「
今
考
へ
て
も
冷
り
と
す
る
や
う
な
突
き
詰
め
た
考
へ
」
は
、
そ
の
あ
と
に

「
生
き
は
生
き
た
が
」
と
続
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
主
人
ひ
と
り
で
の
つ
も
り
か
、
娘
と
一
緒
に
と
い
う
つ
も
り
か
は
わ
か
ら
な
い
が
自

殺
し
よ
う
と
ま
で
考
え
た
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
恋
を
失
っ
た
主
人
の
手
元
に
た
だ
ひ
と
つ
残
っ
た
「
太
郎
坊
」
が
非
常
に
強
い
印
象
を
伴
っ
て
回
想
の
語
り
の
中
に
現
れ

る
。「
前
表
」
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
「
次
郎
坊
」
の
破
損
は
、
そ
の
暗
示
通
り
に
機
能
し
て
し
ま
う
こ
と
と
な
っ
た
。
か
つ
て
「
相
酌
」

の
夢
を
見
さ
せ
た
ふ
た
つ
の
盃
の
ひ
と
つ
は
す
で
に
な
く
、「
太
郎
坊
」
が
た
だ
ひ
と
つ
手
許
に
残
っ
た
。「
太
郎
坊
」
に
、
失
っ
た
恋
の
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名
残
り
を
今
日
ま
で
二
十
年
間
、
彼
は
見
て
い
た
。「
太
郎
坊
」
が
こ
う
言
っ
て
い
た
、「
次
郎
坊
」
が
こ
う
言
っ
て
い
た
、
そ
の
よ
う
に

女
と
戯
れ
て
い
た
「
罪
の
な
い
樂
し
い
」
時
間
の
「
ゆ
か
し
さ
」
が
「
心
に
浮
ぶ
」。
ど
う
し
て
も
そ
れ
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
の
一
方
で
、
二
十
年
経
た
現
在
、
娘
の
そ
れ
か
ら
は
知
ら
な
い
し
、
知
り
た
い
と
い
う
考
え
も
起
き
な
い
と
主
人
は
言
う
。
こ
の
作
品

の
前
半
部
に
描
写
さ
れ
る
生
活
の
安
定
し
た
雰
囲
気
を
思
い
返
せ
ば
、「
今
日
に
滿
足
し
て
平
穩
に
日
を
送
つ
て
居
る
」
と
い
う
言
葉
や
、

娘
の
そ
れ
か
ら
を
知
り
た
い
と
い
う
考
え
は
起
き
な
い
と
い
う
言
葉
は
、
あ
な
が
ち
こ
の
話
を
聞
か
せ
て
い
る
相
手
が
現
在
の
妻
だ
と
い

う
遠
慮
か
ら
無
理
に
語
っ
た
も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
か
つ
て
贈
ら
れ
た
「
太
郎
坊
」
に
酒
を
注
い
で
飲
む
と
き
、
酒
の
上

に
「
往
時
の
感
情
の
遺
し
た
余
影
」
が
見
え
る
、
と
主
人
は
言
う
。
続
け
て
、
次
の
よ
う
に
語
る
。

お
前
が
家う

ち

へ
来
て
か
ら
も
も
う
彼か

れ

是こ
れ

十
五
六
年
に
な
る
が
、
己お

れ

が
酒
さ
へ
飲
む
と
い
へ
ば
ど
ん
な
時
で
も
必
ら
ず
彼あ

の
猪
口
で
飲
む

で
居
た
が
、
談は

な

す
に
は
及
ば
な
い
こ
と
だ
か
ら
此
仔し

細さ
い

は
談
し
も
仕
な
か
つ
た
。
此
談は
な
しは

汝お
ま
へさ

へ
知
ら
な
い
の
だ
も
の
誰
が
知
つ
て

居
や
う
、
唯
太
郎
坊
ば
か
り
が
、
太
郎
坊
の
傳こ

と

言づ
て

を
し
た
時
分
の
乃お

公れ

を
能
く
知
つ
て
居
る
も
の
だ
つ
た
。
と
こ
ろ
で
此
の
太
郎
坊

も
今こ

よ
ひ宵

を
限
り
に
此
世
に
無
い
も
の
に
な
っ
て
仕
舞
つ
た
。
其
娘
は
既も

う

二
十
年
も
昔
か
ら
、
存な

が
ら命

へ
て
居
る
こ
と
や
ら
死
ん
で
仕
舞

ふ
た
こ
と
や
ら
も
知
れ
ぬ
も
の
に
な
つ
て
仕
舞
ふ
、
わ
づ
か
に
殘
つ
て
居
た
此
の
太
郎
坊
も
土
に
歸
つ
て
仕
舞
ふ
。
花
や
か
で
美
し

か
つ
た
、
暖
か
で
燃
え
立
つ
や
う
だ
つ
た
若
い
時
の
總
て
の
物
の
紀か

た
み念

と
い
へ
ば
、
た
だ
此
の
薄
禿
頭
、
お
恰
好
の
紅も

絹み

の
や
う
な

も
の
一
つ
と
な
つ
て
仕
舞
ふ
た
か
と
お
も
へ
ば
、
は
は
は
は
は
、
月
日
と
い
ふ
も
の
の
働
き
の
今
更
な
が
ら
強
い
の
に
感
心
す
る
。

人
の
一い

ち

代だ
い

と
い
ふ
も
の
は
、
思
へ
ば
不
思
議
の
も
の
ぢ
や
あ
無
い
か
。
頭
が
禿
げ
る
ま
で
忘
れ
ぬ
ほ
ど
に
思
ひ
込
ん
だ
こ
と
も
、
一

ツ
二
ツ
と
轄く

さ
びが

脱ぬ

け
た
り
輪わ

が
脱と

れ
た
り
し
て
車
が
亡な

く
な
つ
て
行
く
や
う
に
、
段
々
消
ゆ
る
に
近
づ
く
と
い
ふ
は
、
は
て
恐
ろ
し

い
月
日
の
力
だ
。
身
に
も
替
へ
ま
い
と
ま
で
に
慕
つ
た
り
、
浮
世
を
憂う

い
と
ま
で
に
迷
つ
た
り
、
無
い
櫞
は
是
非
も
な
い
と
悟
つ
た
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り
し
た
が
、
ま
だ
何ど

所こ

と
も
な
く
心
が
惹
か
さ
れ
て
居
た
其
古
い
友
達
の
太
郎
坊
も
今こ

よ
ひ宵

は
摧く

だ

け
て
亡
く
な
れ
ば
、
戀
も
起
ら
ぬ

往む
か
し時

に
返
つ
た
。
今
の
今
ま
で
太
郎
坊
を
手
放
さ
ず
居
つ
た
の
も
思
へ
ば
可お

笑か

し
い
、
其
の
猪
口
を
落
し
て
摧
い
て
そ
れ
か
ら
種い

ろ

々い
ろ

と
昔む

か
し時

の
こ
と
を
繰
返
し
て
考
へ
出
し
た
の
も
い
よ
い
よ
可を

笑か

し
い
。
ハ
ハ
ハ
ハ
、
氷
を
弄
も
て
あ
そべ
ば
水
を
得
る
の
み
、
花
の
香に
ほ
ひは
虚そ

空ら

に
留
ま
ら
ぬ
と
聞
い
て
居
た
が
、
ほ
ん
と
に
左さ

様う

だ
。
ハ
ハ
ハ
ハ
。
ど
れ
ど
れ
飯め
し

に
仕
や
う
か
、
長
話
し
を
仕
た
）
22
（

娘
と
の
恋
を
失
っ
た
の
が
二
十
年
前
と
語
ら
れ
、
一
方
で
妻
に
「
お
前
が
家
へ
来
て
か
ら
も
も
う
彼
是
十
五
六
年
」
と
語
る
の
で
、
娘

と
の
出
来
事
か
ら
四
五
年
の
の
ち
に
こ
の
二
人
は
夫
婦
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
彼
は
「
太
郎
坊
」
の
来
歴
を
今
日
ま
で
妻
に
語
ら
な
い

で
い
た
。
彼
は
「
酒
さ
へ
飲
む
と
い
へ
ば
ど
ん
な
時
で
も
必
ら
ず
」、「
太
郎
坊
」
で
飲
ん
で
い
た
。
こ
の
話
を
「
汝
さ
へ
」
今
日
ま
で
知

ら
な
い
の
だ
か
ら
誰
が
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
と
主
人
は
妻
に
向
か
っ
て
反
語
を
使
う
。
だ
が
一
つ
の
盃
だ
け
は
例
外
で
あ
る
。「
唯

太
郎
坊
ば
か
り
が
、
太
郎
坊
の
傳
言
を
し
た
時
分
の
乃
公
を
能
く
知
つ
て
居
る
も
の
だ
つ
た
」。
自
分
以
外
の
人
間
は
誰
も
知
ら
な
い

が
、「
太
郎
坊
」
と
い
う
盃
だ
け
が
昔
の
自
分
を
「
能
く
知
つ
て
」
い
る
の
だ
と
言
う
。
こ
う
し
た
擬
人
的
な
言
い
方
は
、
①
娘
の
父
親

に
よ
っ
て
「
太
郎
坊
」
と
名
前
を
つ
け
ら
れ
た
こ
と
、
②
娘
が
「
其
盃
の
仕
合
せ
」
と
意
志
が
あ
る
か
の
よ
う
に
言
い
な
が
ら
盃
を
贈
る

手
筈
に
し
て
く
れ
た
こ
と
、
③
主
人
が
盃
の
言
葉
を
仮
構
し
て
娘
に
冗
談
を
言
っ
た
こ
と
、
④
主
人
が
「
太
郎
坊
」
と
い
う
固
有
名
で
こ

の
盃
を
呼
び
続
け
た
こ
と
、
⑤
盃
そ
の
も
の
の
名
前
と
そ
れ
を
創
っ
た
人
間
の
固
有
名
が
明
示
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
の
他
の
作
中
人
物
の

固
有
名
は
書
か
れ
な
い
こ
と
、
こ
れ
ら
の
幾
重
に
も
用
意
さ
れ
た
細
部
の
延
長
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
細
部
が
積
み
重
ね
ら

れ
て
き
た
こ
と
で
真
に
迫
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、「
太
郎
坊
」
も
「
今
宵
を
限
り
に
」「
此
世
に
無
い
も
の
」
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。「
わ
づ
か
に
殘
つ
て
居
た
此
の
太
郎
坊
も
土
に
歸
つ
て
仕
舞
ふ
」
の
で
あ
る
。「
花
や
か
で
美
し
か
つ
た
、
暖
か
で
燃
え
立
つ
や
う
だ

つ
た
若
い
時
の
總
て
の
物
の
紀
念
」
は
い
ま
や
「
薄
禿
頭
」
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
諧
謔
は
、
そ
の
ま
ま
裏
返
す
こ
と
が
で
き
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る
。
つ
ま
り
今
日
ま
で
二
十
年
の
間
に
渡
っ
て
「
花
や
か
で
美
し
か
つ
た
、
暖
か
で
燃
え
立
つ
や
う
だ
つ
た
若
い
時
の
總
て
の
物
の
紀

念
」
と
し
て
、「
太
郎
坊
」
が
主
人
に
所
有
さ
れ
愛
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
過
去
の
恋
の
名
残
り
を
形
に
よ
っ
て
留
め
て

い
た
唯
一
の
も
の
は
今
夜
、
潰
え
て
し
ま
っ
た
。
再
び
「
太
郎
坊
」
は
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に
「
ま
だ
何
所
と
も
な
く
心
が
惹
か
さ
れ

て
居
た
其
古
い
友
達
の
太
郎
坊
も
今
宵
は
摧
け
て
亡
く
な
れ
ば
、
戀
も
起
ら
ぬ
往
時
に
返
つ
た
」
と
語
ら
れ
る
。
主
人
に
と
っ
て
「
太
郎

坊
」
は
「
古
い
友
達
」
な
の
で
あ
り
、
そ
の
「
古
い
友
達
」
が
「
摧
け
て
亡
く
な
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
十
年
に
渡
っ
て
服
し
て
き
た

恋
の
喪
が
明
け
て
い
く
よ
う
な
感
覚
を
主
人
は
語
る
。

こ
の
短
い
小
説
は
次
の
よ
う
に
終
わ
る
。

細
君
は
笑
ひ
な
が
ら
聞
き
了
り
て
、
一
種
の
感
に
打
た
れ
た
か
の
如
く
首
を
傾
け
た
。

「
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
思
つ
て
い
ら
し
つ
た
も
の
が
、
一
體
ま
あ
如ど

何う

し
て
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
機は

會め

に
な
つ
た
の
で
せ
う
、
何

か
そ
れ
に
は
深
い
仔
細
が
あ
つ
た
の
で
せ
う
が
。」

と
は
思
わ
ず
口く
ち

頭さ
き

に
迸は
し

つ
た
質
問
で
、
勿
論
細
君
が
一ひ

と

方か
た

な
ら
ず
同
情
を
主あ

る
じ人

の
身
の
上
に
寄
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
然
し
主あ
る
じ人
は
其

の
質
問
に
は
答
へ
な
か
つ
た
。

「
そ
れ
を
今
更
話
し
た
所と
こ

ろ
で
仕
方
が
な
い
。
天
下
は
廣
い
、
年つ
き
ひ月
は
際は
て
し涯
無
い
。
然
し
誰
一ひ
と
り人
乃お

公れ

が
今
こ
こ
で
談は
な

す
話
を
虚う

言そ

だ
と
も
眞ほ
ん
と實
だ
と
も
云
ひ
得
る
者
が
あ
る
も
の
か
、
そ
う
し
て
ま
た
乃お

公れ

が
苦
し
い
思
ひ
を
仕
た
事
を
善よ

い
と
も
悪
い
と
も
判
斷
し

て
呉
れ
る
も
の
が
有
る
も
の
か
。
唯
一ひ

と
り人

遺
つ
て
居
た
太
郎
坊
は
二ふ

た
り人

の
間
の
祕
密
を
も
悉く

は

し
く
知
つ
て
居
た
が
、
そ
れ
も
今
亡む

な

し

く
な
つ
て
仕
舞
つ
た
。
水
を
指
さ
し
て
む
か
し
の
氷
の
形
を
語
つ
た
り
、
空
を
望
ん
で
花
の
香
の
行ゆ
く

衛へ

を
説
い
た
と
こ
ろ
で
、
役
に

も
立
た
ぬ
詮
議
と
い
ふ
も
の
だ
。
昔む
か
し時

を
繰
返
し
て
新
し
く
言
葉
を
費つ
ひ
やし

た
つ
て
何
に
な
ろ
う
か
、
ハ
ハ
ハ
ハ
、
笑
つ
て
仕
舞
ふ
に
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越
し
た
こ
と
は
無
い
。
云
は
ば
恋
の
創き

ず

痕あ
と

の
痂

か
さ
ぶ
たが

時
節
到
來
し
て
脱は

が

れ
た
の
だ
。
ハ
ハ
ハ
ハ
、
大だ
い

分ぶ

好
い
工
合
に
酒
も
廻
つ
た
。
可い

い
、
可
い
、
酒
は
既も
う

澤
山
だ
。」

と
云
ひ
終
つ
て
主あ

る
じ人

は
庭
を
見
た
。
一い

ち

陣ぢ
ん

の
風
は
さ
つ
と
起
つ
て
籠か

ご

洋ラ
ン
プ燈

の
火
を
瞬ま

た
たき

さ
せ
た
。
夜
の
涼
し
さ
は
座
敷
に
滿
ち
た
）
23
（

「
太
郎
坊
」
は
本
論
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
四
百
字
詰
め
原
稿
用
紙
で
二
十
枚
前
後
の
小
品
と
し
て
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
当

然
な
が
ら
省
筆
さ
れ
て
い
る
部
分
も
多
い
。
妻
は
夫
の
告
白
を
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
聞
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
多
く
は

語
ら
れ
な
い
。
妻
は
「
笑
ひ
な
が
ら
聞
き
了
り
て
、
一
種
の
感
に
打
た
れ
た
か
の
如
く
首
を
傾
け
」、
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
の
に
別

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
な
に
か
と
、
思
わ
ず
主
人
に
聞
く
。
妻
の
感
情
は
、
語
り
手
に
よ
っ
て
た
だ
「
勿
論
細
君
が
一
方
な

ら
ず
同
情
を
主
人
の
身
の
上
に
寄
せ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
夫
が
結
婚
し
て
か
ら
も
ず
っ
と
酒
を
飲
む
と
い
え

ば
「
必
ず
」
用
い
た
盃
が
、
か
つ
て
の
恋
愛
の
相
手
の
父
親
に
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
失
っ
た
恋
の
名
残
り
を
酒
に
浮
か
べ
て
い
た
と

聞
け
ば
も
う
少
し
複
雑
な
感
情
が
起
こ
り
そ
う
に
も
思
う
が
、
そ
れ
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

二
十
年
前
に
何
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
妻
の
問
い
（
こ
れ
は
読
者
の
問
い
で
も
あ
る
）
に
主
人
は
答
え
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、「
唯

ひ
と
り
遺
つ
て
い
た
太
郎
坊
は
二
人
の
間
の
祕
密
を
も
悉
し
く
知
つ
て
居
た
が
、
そ
れ
も
今
亡
し
く
な
つ
て
仕
舞
つ
た
。」
と
言
う
。「
唯

一
人
」「
遺
つ
て
居
た
」
と
し
て
、
ま
た
し
て
も
、「
太
郎
坊
」
を
人
間
の
よ
う
に
語
る
。
こ
の
文
章
の
主
語
は
「
太
郎
坊
は
」
だ
が
、

「
二
人
の
間
の
祕
密
を
も
悉
し
く
知
つ
て
居
た
が
」
と
い
う
言
葉
が
間
に
挿
入
さ
れ
、「
太
郎
坊
」
と
「
祕
密
」
い
ず
れ
も
同
時
に
「
亡
し

く
な
つ
て
仕
舞
」
っ
た
と
い
う
感
覚
が
表
明
さ
れ
る
。
だ
か
ら
い
ま
そ
れ
を
こ
こ
で
語
っ
て
も
し
ょ
う
が
な
い
と
主
人
は
言
う
。
当
初
、

「
太
郎
坊
」
が
壊
れ
た
こ
と
に
非
常
な
落
胆
を
感
じ
て
い
た
主
人
は
、「
云
は
ば
恋
の
創
痕
の
痂
が
時
節
到
來
し
て
脱
れ
た
の
だ
」
と
話
を

終
え
る
。
場
所
を
移
動
し
た
描
写
が
こ
こ
ま
で
に
無
い
の
で
お
そ
ら
く
ま
だ
縁
側
に
い
る
の
だ
ろ
う
、
主
人
は
庭
を
見
る
。
小
説
冒
頭
が
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入
道
雲
を
吹
き
払
う
風
の
描
写
に
よ
っ
て
は
じ
ま
っ
た
こ
と
に
応
じ
る
よ
う
に
「
一
陣
の
風
は
さ
つ
と
起
つ
て
籠
洋
燈
の
火
を
瞬
き
さ

せ
」、「
夜
の
涼
し
さ
」
は
誰
も
い
な
い
「
座
敷
に
満
ち
」
る
の
で
あ
る
。

こ
の
作
品
で
中
心
的
に
語
ら
れ
、
ま
た
タ
イ
ト
ル
と
も
な
っ
て
い
る
「
太
郎
坊
」
は
ど
の
よ
う
な
陶
器
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
普
通
の
意

味
で
の
「
骨
董
」
で
は
な
い
）
24
（

。「
往
時
の
感
情
の
遺
し
た
餘
影
が
太
郎
坊
の
湛
へ
る
酒
の
上
に
時
々
浮
ぶ
」
と
い
う
言
葉
や
「
花
や
か
で

美
し
か
つ
た
、
暖
か
で
燃
え
立
つ
や
う
だ
つ
た
若
い
時
の
總
て
の
物
の
紀
念
」
と
い
っ
た
言
葉
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
二
十

年
間
、
具
体
的
な
形
態
を
伴
っ
て
、
自
分
自
身
が
生
き
た
過
去
の
恋
愛
の
記
憶
を
主
人
の
前
に
現
前
さ
せ
続
け
て
い
た
陶
器
で
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
に
主
人
に
執
着
を
抱
か
せ
て
い
た
陶
器
で
あ
っ
た
。「
太
郎
坊
」
が
潰
え
る
こ
と
は
、
盃
と
い
う
陶
器
の
形
を
と
っ
た
過
去
の
記

憶
そ
の
も
の
が
潰
え
る
よ
う
な
出
来
事
と
し
て
描
か
れ
る
。

三
、「
主
人
」
＝
露
伴
と
い
う
読
ま
れ
方

こ
の
よ
う
に
「
太
郎
坊
」
で
提
示
さ
れ
る
「
主
人
」
の
姿
と
書
き
手
で
あ
る
露
伴
の
実
生
活
を
重
ね
る
理
解
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

以
下
、「
太
郎
坊
」
と
い
う
小
説
が
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
簡
単
に
見
て
お
く
。

「
太
郎
坊
」
と
い
う
作
品
の
評
価
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
は
、
露
伴
を
敬
す
る
こ
と
深
か
っ
た
齋
藤
茂
吉
（
一
八
八
二
―
一

九
五
三
）
で
あ
る
。
一
九
三
六
年
、
岩
波
文
庫
か
ら
『
太
郎
坊　

他
三
篇
』
と
し
て
露
伴
の
短
編
集
が
刊
行
さ
れ
た
際
、「
太
郎
坊
」
を

特
に
収
録
作
品
に
選
び
、
な
お
か
つ
巻
頭
に
置
い
た
の
は
、
茂
吉
の
編
集
に
よ
る
（
こ
こ
に
収
め
ら
れ
た
「
太
郎
坊
」「
夜
の
雪
」「
不

安
」「
付
燒
刃
」
四
編
は
発
表
年
代
順
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
）。
茂
吉
は
「
解
題
」
に
お
い
て
、
こ
の
短
編
集
に
収
め
た
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四
編
は
岩
波
文
庫
か
ら
既
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
「
風
流
佛
」「
五
重
塔
」
な
ど
と
比
べ
て
「
ま
た
別
な
趣
致
」
が
あ
る
も
の
で
「
咀
嚼
翫

味
す
べ
き
も
の
の
み
」
を
収
め
た
、
と
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
四
作
は
露
伴
の
作
品
の
中
で
は
「
輕
い
側
」
に
属
す
る
も
の
だ
と
言
う
）
25
（

。

「
太
郎
坊
」
に
関
し
て
は
、
文
章
が
言
文
一
致
体
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
、「
筆
さ
は
り
の
如
何
に
も
輕
い
、
そ
し
て
餘
韵

の
ゆ
た
か
な
る
」
点
が
露
伴
の
そ
れ
以
前
の
作
品
と
の
相
違
点
で
あ
る
と
も
書
く
）
26
（

。

茂
吉
は
「
太
郎
坊
」
に
つ
い
て
別
の
文
章
で
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

こ
ん
ど
岩
波
文
庫
に
、
露
伴
翁
の
短
編
四
つ
を
収
め
た
が
、
そ
の
内
の
「
太
郎
坊
」
は
三
十
四
歳
の
時
の
作
で
あ
り
、「
夜
の
雪
」

は
三
十
二
歳
の
時
の
作
で
あ
る
。
私
が
ま
だ
歌
を
は
じ
め
な
か
つ
た
頃
は
露
伴
も
の
に
親
し
ん
だ
も
の
で
、
新
小
説
に
載
つ
た
『
太

郎
坊
』
を
讀
ん
で
、
そ
の
主
人
公
を
露
伴
翁
に
當
て
は
め
た
り
し
て
、
も
つ
と
年
寄
つ
た
人
の
や
う
に
空
想
し
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た

が
、
三
十
四
歳
と
い
へ
ば
未
だ
青
年
で
あ
つ
て
、
如
何
に
翁
が
年
若
く
し
て
い
い
爲
事
を
成
し
て
居
ら
れ
た
か
が
わ
か
る
）
27
（

茂
吉
が
十
代
の
頃
か
ら
、
露
伴
と
鷗
外
の
作
品
に
特
に
親
し
ん
だ
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
若
い
頃
、
茂
吉
は
、
こ
こ
で
述
べ
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
『
新
小
説
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
太
郎
坊
」
の
初
出
を
読
み
「
そ
の
主
人
公
を
露
伴
翁
に
當
て
は
め
」
る
「
空
想
」
を
し

て
い
た
ら
し
い
。
無
論
、
こ
の
作
品
の
「
主
人
」
よ
り
執
筆
時
の
露
伴
が
若
い
こ
と
は
、
こ
こ
で
茂
吉
も
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
だ

が
当
初
、「
太
郎
坊
」
の
「
主
人
」
と
書
き
手
で
あ
る
露
伴
本
人
と
を
重
な
る
も
の
と
空
想
し
な
が
ら
茂
吉
は
「
太
郎
坊
」
を
読
み
、
老

成
し
た
作
家
と
し
て
露
伴
を
思
い
描
い
た
よ
う
だ
。
た
だ
し
茂
吉
は
、
こ
れ
も
「
太
郎
坊
」
を
収
め
た
『
近
代
日
本
文
学
選　

幸
田
露
伴

集
』（
一
九
四
七
、
東
方
書
局
）
の
解
説
に
お
い
て
は
、
自
分
が
そ
の
よ
う
に
「
太
郎
坊
」
を
読
ん
だ
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
書
か
な
い
。
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（
引
用
者
補
・「
太
郎
坊
」
は
）
制
作
の
年
か
ら
い
へ
ば
、「
夜
の
雪
」
な
ど
と
同
傾
向
の
も
の
と
お
も
は
れ
る
が
、
こ
の
方
は
主
人

の
性
格
が
あ
ざ
や
か
で
、
讀
者
に
よ
つ
て
は
、
作
者
を
彷
彿
せ
し
め
て
い
る
な
ど
と
云
つ
た
も
の
で
あ
る
。
鑑
賞
の
場
合
に
あ
る
程

度
ま
で
モ
デ
ル
と
い
ふ
こ
と
を
念
中
に
置
く
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
観
賞
を
深
め
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
、
さ
う
い
ふ
批
評
も
一

概
に
し
り
ぞ
け
て
は
な
ら
ぬ
だ
ら
う
）
28
（

こ
こ
で
は
自
分
の
「
太
郎
坊
」
評
価
で
は
な
く
他
人
の
評
価
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
す
こ
し
は
に
か
ん
で
こ
こ
で
は
こ
う
書
い
た
の

だ
と
も
と
れ
る
が
、「
太
郎
坊
」
と
い
う
作
品
に
関
し
て
は
、「
主
人
」
＝
露
伴
と
い
う
読
ま
れ
方
は
、
茂
吉
ひ
と
り
の
み
な
ら
ず
、
あ
る

程
度
存
在
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
茂
吉
は
こ
の
解
説
で
は
「
太
郎
坊
」
を
「
分
か
り
易
い
部
類
に
属
す
る
け
れ
ど
も
、
愛
す
べ
き
大
切

な
佳
篇
の
一
つ
と
し
て
選
ん
で
置
い
た
」
と
も
言
う
）
29
（

。「
太
郎
坊
」
は
今
日
ま
で
そ
う
重
要
な
作
品
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
な
い
が
、
茂
吉

に
と
っ
て
は
印
象
深
い
小
品
で
、
露
伴
の
作
品
集
を
作
る
編
集
仕
事
二
種
（
岩
波
文
庫
、
近
代
日
本
文
学
選
）
が
来
た
と
き
、
特
に
推
し

て
ど
ち
ら
に
も
収
録
さ
せ
た
よ
う
だ
。

こ
の
よ
う
に
「
主
人
」
の
姿
を
露
伴
そ
の
人
に
還
元
し
て
い
く
「
太
郎
坊
」
理
解
は
、
塩
谷
賛
に
よ
り
強
く
見
ら
れ
る
の
で
、
茂
吉
の

言
う
「
讀
者
」
と
は
塩
谷
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
塩
谷
は
、
ま
ず
、「
太
郎
坊
」
と
い
う
作
品
は
、
露
伴
「
心
融
師
の
歸
元
鏡
」（
初
出

未
詳
）
で
言
及
さ
れ
る
『
歸
元
鏡
』
の
一
つ
の
話
か
ら
着
想
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
、
し
か
し
そ
の
発
想
源
と
は
大
き
く
異

な
っ
た
話
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
）
30
（

。
こ
れ
に
加
え
て
塩
谷
は
、
露
伴
の
若
い
頃
の
恋
愛
の
記
憶
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か

と
し
て
、
私
小
説
的
に
「
太
郎
坊
」
を
読
も
う
と
し
て
い
た
。
評
伝
『
幸
田
露
伴
』
に
お
い
て
塩
谷
は
、
露
伴
が
若
い
頃
（
一
八
九
〇
年

頃
）
知
り
あ
い
、
当
時
恋
愛
関
係
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
人
物
と
し
て
、
齋
藤
紫し

塋え
い

（
本
名
・
塋え
い

、
生
没
年
不
明
）
を

挙
げ
て
い
る
）
31
（

。
こ
の
二
人
の
関
係
は
、
文
学
上
の
師
弟
関
係
か
恋
愛
関
係
か
は
も
は
や
わ
か
ら
な
い
と
し
な
が
ら
、
塩
谷
は
恋
愛
関
係
に
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近
い
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
。
二
人
の
関
係
に
関
し
て
露
伴
の
妹
・
安
藤
幸
は
か
つ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
一
刹
那
」
や
「
風
流
佛
」
や
「
對
髑
髏
」
が
で
き
て
文
名
に
は
か
に
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
末
廣
町
宅
露
伴
兄
を
訪
ね
て
く
る
人
々

が
多
く
な
つ
た
。
そ
の
な
か
に
ひ
じ
や
う
に
美
し
い
娘
が
ゐ
た
。
い
つ
も
俥
で
き
て
俥
を
ま
た
せ
て
露
伴
兄
と
話
し
あ
つ
た
。
こ
の

美
し
い
令
嬢
は
双
子
木
綿
の
問
屋
の
愛
娘
で
、
齋
藤
瑩
と
い
つ
た
。
髮
は
高
島
田
に
ゆ
ひ
、
鼻
が
た
か
く
、
か
ら
だ
が
す
ん
な
り
し

た
美
人
で
あ
つ
た
。
双
子
問
屋
の
娘
と
し
て
は
今
お
も
つ
て
も
ふ
し
ぎ
な
ほ
ど
学
問
ず
き
で
、
小
説
ば
か
り
で
な
く
佛
敎
書
な
ど
も

よ
み
、
露
伴
兄
も
瑩
子
が
あ
ふ
た
び
に
よ
く
本
を
よ
ん
で
ゐ
る
と
感
心
し
て
ゐ
た
。
こ
の
「
お
塋
さ
ん
」
は
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
齋

藤
紫
塋
と
號
し
、
さ
う
い
ふ
名
で
手
紙
な
ど
も
か
い
て
き
た
が
、
字
も
な
か
な
か
上
手
で
き
れ
い
で
あ
つ
た
。
こ
の
塋
子
に
は
、
露

伴
兄
は
か
な
り
好
意
を
よ
せ
て
ゐ
た
よ
う
で
あ
る
。
や
が
て
露
伴
兄
が
谷
中
に
家
を
買
つ
て
神
田
末
廣
町
を
去
る
ま
で
塋
子
は
し
ば

し
ば
訪
ね
て
き
た
の
で
、
私
た
ち
と
も
知
り
あ
ひ
に
な
つ
た
が
、
長
女
で
跡
と
り
娘
な
の
で
、
の
ち
に
養
子
を
迎
え
た
。
齋
藤
塋
は

二
人
姉
妹
の
姉
で
、
そ
の
妹
の
齋
藤
悦
は
上
田
敏
氏
に
嫁
い
だ
人
で
あ
る
）
32
（

こ
こ
に
間
接
的
に
写
さ
れ
た
露
伴
の
言
葉
「
よ
く
本
を
よ
ん
で
ゐ
る
」
や
、
安
藤
幸
が
言
う
「
か
な
り
好
意
を
よ
せ
て
ゐ
た
よ
う
で
あ

る
」
と
い
う
言
葉
を
見
る
と
、
塩
谷
が
言
う
よ
う
に
恋
愛
関
係
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
紫
英
の
妹
・
悦
は
や
が
て
上
田
敏
の
妻
と

な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
一
言
補
え
ば
、
塩
谷
も
書
い
て
い
る
が
）
33
（

、
露
伴
が
京
都
帝
国
大
学
国
文
科
に
講
師
と
し
て
招
か
れ
た
の
は

一
九
〇
八
年
で
あ
り
、
上
田
敏
の
京
都
帝
国
大
学
赴
任
と
同
年
で
あ
る
。
塩
谷
は
、
齋
藤
紫
塋
と
露
伴
と
の
関
係
か
ら
「
太
郎
坊
」
と
い

う
作
品
を
理
解
し
て
い
た
。
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こ
の
「
太
郎
坊
」
の
二
十
年
前
の
恋
に
露
伴
の
十
年
前
の
恋
が
寓
し
て
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
露
伴
は
斉
藤
紫マ

英マ

と
別
れ
な
く
て
は

な
ら
な
く
な
っ
て
別
れ
た
の
だ
と
思
う
。
た
だ
し
証
拠
は
何
も
な
い
、
す
べ
て
私
の
想
像
な
の
で
あ
る
）
34
（

露
伴
は
「
太
郎
坊
」
が
執
筆
さ
れ
た
一
八
九
九
年
の
四
年
前
、
一
八
九
五
年
、
山
室
幾
美
子
と
結
婚
し
て
い
る
。
一
九
一
〇
年
に
幾
美

子
が
病
没
す
る
ま
で
良
好
な
夫
婦
関
係
を
保
っ
た
。
塩
谷
自
身
も
言
う
よ
う
に
「
証
拠
は
何
も
な
い
」
が
、
塩
谷
の
言
う
モ
デ
ル
の
推
測

に
従
っ
て
「
太
郎
坊
」
の
作
中
人
物
を
当
て
は
め
て
い
け
ば
、
主
人
＝
露
伴
、
娘
＝
齋
藤
紫
塋
、
妻
＝
山
室
幾
美
子
、
と
い
う
読
み
方
も

可
能
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

仮
に
こ
う
し
た
読
み
方
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
露
伴
の
ず
っ
と
後
年
の
作
品
で
や
や
私
小
説
的
な
傾
向
の
あ
る
も
の
に
「
蘆
聲
」（
一

九
二
八
）
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
冒
頭
に
述
べ
ら
れ
る
生
活
の
型
と
「
太
郎
坊
」
冒
頭
に
提
示
さ
れ
る
主
人
の
生
活
の
型
が
よ
く
似
て

い
る
と
い
う
指
摘
も
出
来
る
。
語
り
出
し
の
み
引
く
が
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

今
を
距
る
こ
と
三
十
餘
年
も
前
の
事
で
あ
つ
た
。

　

今
に
於
て
回
顧
す
れ
ば
、
其
頃
の
自
分
は
十
二
分
の
幸
福
と
い
ふ
ほ
ど
で
は
無
く
と
も
、
少
く
も
安
康
の
生
活
に
浸
つ
て
、
朝
夕

を
心
に
か
か
る
雲
も
な
く
す
が
す
が
し
く
送
つ
て
い
た
の
で
あ
つ
た
。

　

心
身
共
に
生
氣
に
充
ち
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
か
ら
、
毎
日
毎
日
の
朝
を
、
ま
だ
薄
靄
が
村
の
田
の
面
や
畔
の
樹
の
梢
を
籠
め
て
い

る
ほ
ど
の
夙
さ
に
起
出
て
、
そ
し
て
九
時
か
九
時
半
か
と
い
ふ
頃
ま
で
に
は
、
も
う
一
家
の
生
活
を
支
へ
る
た
め
の
仕
事
は
終
え
て

了
つ
て
、
そ
れ
か
ら
後
は
お
ち
つ
い
た
寛
や
か
な
氣
分
で
、
讀
書
や
研
究
に
從
事
し
、
或
は
訪
客
に
接
し
て
談
論
し
た
り
、
午
後
の

倦
ん
だ
時
分
に
は
、
そ
こ
ら
を
散
し
た
り
し
た
も
の
で
あ
つ
た
）
35
（
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一
九
二
八
年
時
点
で
の
「
三
十
餘
年
も
前
の
事
」
で
あ
る
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
露
伴
が
「
太
郎
坊
」
を
書
い
た
頃
の
生
活
を
小
説
の
材
の

一
部
に
使
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
雲
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
語
り
出
し
に
お
い
て
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、「
九
時
か
九
時
半
か
と
い
ふ
頃
ま

で
に
は
、
も
う
一
家
の
生
活
を
支
へ
る
た
め
の
仕
事
は
終
え
て
了
つ
て
」
午
後
は
自
由
に
過
ご
し
た
、
と
い
う
生
活
の
型
が
「
そ
の
日
に

自
分
が
為
る
だ
け
の
務
め
を
爲
て
了
つ
て
か
ら
、
適
宜
の
労
働
を
し
て
」
と
主
人
が
語
る
「
太
郎
坊
」
と
よ
く
似
て
お
り
、
こ
う
し
た
も

の
を
併
せ
て
読
ん
で
い
た
こ
と
で
、
茂
吉
や
塩
谷
は
、「
太
郎
坊
」
の
主
人
を
露
伴
本
人
に
引
き
つ
け
る
理
解
を
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

四
、
女
人
と
し
て
の
陶
器
、「
さ
う
か
な
あ
、
そ
ん
な
に
君
は
弱
い
人
だ
つ
た
か
な
あ
」

最
後
に
、
直
接
の
影
響
関
係
が
指
摘
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
い
ま
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
な
露
伴
「
太
郎
坊
」
に
見
ら
れ
た

陶
器
へ
の
感
覚
と
ま
っ
た
く
方
向
の
違
う
も
の
を
描
い
て
い
る
他
作
家
の
作
品
を
手
短
に
取
り
上
げ
、
対
比
的
に
露
伴
「
太
郎
坊
」
の
位

置
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
い
。

室
生
犀
星
に
「
陶
古
の
女
人
」
と
題
さ
れ
た
小
説
と
も
随
筆
と
も
言
い
難
い
小
品
が
あ
る
（「
群
像
」
一
九
五
六
・
十
）
）
36
（

。
四
百
字
詰
め

原
稿
用
紙
に
換
算
し
て
三
十
枚
程
度
の
分
量
で
あ
る
。
こ
の
一
篇
に
は
筋
ら
し
い
筋
は
な
い
。
収
集
し
て
い
る
壺
の
配
置
を
さ
ま
ざ
ま
に

置
き
換
え
て
み
る
場
面
か
ら
語
り
起
こ
さ
れ
、
愛
陶
の
感
情
を
さ
ま
ざ
ま
に
語
っ
た
あ
と
で
、
避
暑
先
で
も
壺
を
眺
め
て
い
た
い
と
思
っ

て
壺
を
ひ
と
つ
携
え
て
軽
井
沢
へ
行
く
。
そ
こ
に
青
年
が
素
晴
ら
し
い
壺
を
売
り
に
く
る
が
価
値
が
わ
か
っ
て
い
な
い
ら
し
く
相
場
よ
り

か
な
り
安
い
値
段
で
買
い
取
っ
て
く
れ
な
い
か
、
と
言
う
。
青
年
が
提
示
す
る
値
段
な
ら
ば
買
え
た
が
、
そ
れ
も
悪
い
よ
う
な
気
が
し
て

東
京
の
美
術
商
へ
の
紹
介
状
を
書
い
て
や
る
。
ほ
ぼ
、
そ
れ
だ
け
の
話
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
陶
古
の
女
人
」
の
作
品
論
を
行
う
こ
と
は

目
的
と
し
な
い
の
で
、
陶
器
の
描
か
れ
方
を
中
心
に
見
て
い
く
。
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次
の
よ
う
に
語
り
出
さ
れ
る
。

け
ふ
も
鬱
々
と
し
て
ま
た
愉
し
く
、
何
度
も
置
き
か
へ
、
置
く
場
所
を
え
ら
び
、
光
線
の
來
る
と
こ
ろ
に
誘
は
れ
て
運
び
、
或
ひ
は

ど
う
し
て
も
一
個
の
形
態
で
さ
だ
ま
ら
な
い
場
合
、
二
つ
あ
て
を
捉
へ
、
二
つ
の
壺
が
相
伴
は
れ
て
置
か
れ
る
と
、
二
つ
と
も
に
迫

力
を
失
ふ
の
で
、
ま
た
別
々
に
引
き
放
し
て
飾
つ
て
見
た
り
し
た
、
何
の
事
は
な
い
相
當
重
み
の
あ
る
陶
器
を
け
さ
か
ら
ず
つ
と
動

か
し
つ
づ
め
に
ゐ
た
。
か
れ
ら
は
最
後
に
三
つ
あ
て
に
据
ゑ
ら
れ
、
そ
れ
を
四
個
に
集
め
て
な
が
め
る
こ
と
は
出
來
な
か
つ
た
。
四

と
い
う
數
が
い
か
に
面
白
く
な
い
数
で
あ
る
か
が
判
る
、
三
と
い
う
數
の
平
均
美
が
保
た
れ
る
と
、
彼
は
そ
こ
に
同
じ
背
丈
の
壺
に

釣
合
を
見
て
、
据
ゑ
た
。
各
陶
の
惹
き
あ
ふ
美
と
形
と
は
、
肩
を
く
み
あ
は
せ
て
、
う
た
ふ
が
ご
と
き
も
の
が
あ
つ
た
。
な
る
べ
く

壺
と
い
ふ
も
の
は
一
つ
あ
て
に
飾
装
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
本
來
の
も
の
だ
が
、
彼
は
つ
ね
に
そ
れ
ら
を
一
ど
き
に
眼
に

を
さ
め
た
か
つ
た
。
慾
張
り
で
執
念
ぶ
か
い
の
で
あ
る
）
37
（

壺
を
ど
の
よ
う
に
並
べ
る
か
の
配
置
を
「
け
さ
か
ら
ず
つ
と
」「
動
か
し
つ
づ
め
」
で
さ
ま
ざ
ま
に
「
彼
」（
犀
星
の
分
身
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
）
が
試
み
る
姿
か
ら
語
り
出
さ
れ
る
。
ふ
た
つ
並
べ
て
み
る
と
共
に
迫
力
を
失
う
よ
う
に
思
え
、
引
き
離
し
た
り
す
る
。
結

局
、
三
つ
並
べ
る
こ
と
で
そ
こ
に
調
和
が
生
ま
れ
た
よ
う
に
彼
に
は
思
わ
れ
た
。
三
つ
の
壺
を
受
け
る
主
語
は
「
か
れ
ら
は
」
で
あ
り
、

三
つ
据
え
ら
れ
た
壺
が
「
惹
き
合
う
」
さ
ま
は
「
肩
を
く
み
あ
わ
せ
」「
う
た
ふ
が
ご
と
き
」
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
書
き
出
し
か
ら
壺

が
人
間
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
三
つ
並
べ
て
み
た
の
は
複
数
の
壺
を
「
一
ど
き
に
眼
に
を
さ
め
た
か
つ
た
」
か
ら
で
あ
る
。

次
の
段
落
の
は
じ
め
で
は
、
彼
が
朝
ま
ず
眼
に
す
る
の
も
、
夜
最
後
に
眼
に
す
る
の
も
い
づ
れ
も
壺
で
あ
る
と
語
ら
れ
、
毎
日
、
陶
器

の
置
き
場
所
や
配
置
を
修
正
し
て
い
く
と
い
う
さ
ま
が
書
か
れ
る
。
だ
が
、
陶
器
の
中
に
は
他
の
も
の
と
並
べ
ら
れ
る
こ
と
を
拒
む
よ
う
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な
も
の
も
あ
る
と
彼
は
思
う
。
ひ
と
つ
の
雲
鶴
青
磁
の
壺
で
あ
る
。

た
と
へ
ば
ど
の
よ
う
に
優
し
い
物
を
持
つ
て
來
て
も
、
雲
鶴
青
磁
は
友
を
厭
ひ
、
伴
れ
を
拒
ん
で
ひ
と
り
で
ゐ
た
が
る
の
で
あ
る
。

昨
日
は
や
う
や
う
に
繪
高
麗
と
仲
よ
く
な
ら
ん
で
ゐ
た
も
の
も
、
今
朝
見
る
と
な
ら
べ
た
方
に
間
ち
が
ひ
が
あ
つ
て
、
雲
鶴
青
磁
は

ひ
と
り
で
超
自
然
の
形
を
と
り
た
が
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
判
り
、
き
の
ふ
、
な
ら
べ
て
見
た
間
違
ひ
を
發
見
す
る
わ
け
で
あ
つ
た
。
こ

れ
は
も
は
や
陶
器
で
あ
る
よ
り
も
、
絶
え
ず
一
つ
の
威
厳
と
優
美
を
そ
な
え
へ
た
も
の
、
人
間
の
顔
と
か
、
顔
の
中
に
あ
る
柔
し
い

も
の
を
見
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
或
る
意
味
で
は
自
然
に
も
人
間
に
も
見
つ
け
れ
な
い
も
の
を
持
つ
て
ゐ
た
。
こ
ん
な
言
ひ

方
は
胡
麻
化
し
で
あ
つ
て
悉
皆
の
表
現
が
お
よ
ば
な
い
や
う
だ
が
、
全
く
そ
れ
は
す
ぐ
れ
た
綺
倆
を
も
っ
た
女
の
人
に
、
そ
の
類
似

を
も
と
め
て
み
る
と
樂
に
現
わ
せ
る
も
の
に
思
へ
た
、
か
す
か
な
微
笑
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
瓶
史
は
永
い
し
圓
み
は
と
ろ
り
と

し
て
何
時
も
溶
け
て
ゐ
る
し
、
う
す
い
乳
綠
の
世
界
は
人
間
の
肌
よ
り
冷
た
く
こ
ま
か
い
、
明
り
を
と
り
こ
む
こ
と
の
速
さ
は
他
の

壺
よ
り
は
る
か
に
早
く
、
夜
明
け
が
み
と
め
ら
れ
る
。
彼
は
あ
た
ら
し
い
き
れ
で
よ
く
拭
い
て
や
る
の
で
あ
る
）
38
（

こ
こ
に
お
い
て
も
「
ひ
と
り
で
ゐ
た
が
る
の
で
あ
る
」「
仲
よ
く
な
ら
ん
で
ゐ
た
」「
ひ
と
り
で
超
自
然
の
形
を
と
り
た
が
つ
て
ゐ
る
」

と
意
志
の
あ
る
人
間
の
よ
う
に
犀
星
は
書
く
。
こ
の
雲
鶴
青
磁
は
、「
陶
器
で
あ
る
よ
り
も
、
絶
え
ず
一
つ
の
威
厳
と
優
美
を
そ
な
え
へ

た
も
の
、
人
間
の
顔
と
か
、
顔
の
中
に
あ
る
柔
し
い
も
の
を
見
せ
て
く
れ
る
も
の
」
と
し
て
彼
の
眼
に
捉
え
ら
れ
る
。「
自
然
に
も
人
間

に
も
」
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
「
威
厳
と
優
美
」
を
青
磁
の
壺
に
見
出
し
、
そ
れ
を
「
す
ぐ
れ
た
綺
倆
を
も
つ
た
女
の
人
」
の
比
喩
で

語
っ
て
い
る
。「
或
る
意
味
で
」
人
間
に
も
自
然
に
も
見
出
せ
な
い
と
言
い
つ
つ
「
女
の
人
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
や
や
矛
盾
し
て
い
る

し
、「
彼
」
自
身
も
こ
の
言
葉
に
不
足
を
感
じ
な
が
ら
も
、
雲
鶴
青
磁
の
陶
器
と
「
女
の
人
」
と
の
「
類
似
」
を
認
め
る
。
冒
頭
の
三
つ
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並
べ
ら
れ
た
壺
を
受
け
る
主
語
は
「
か
れ
ら
」
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
雲
鶴
青
磁
は
「
女
の
人
」
に
似
た
も
の
と
し
て
言
及
さ
れ
る
。「
圓

み
は
と
ろ
り
と
し
て
何
時
も
溶
け
て
」
お
り
、「
う
す
い
乳
綠
の
世
界
は
人
間
の
肌
よ
り
冷
た
く
こ
ま
か
い
」
と
も
語
ら
れ
る
。
女
性
に

類
似
を
求
め
な
が
ら
、
そ
れ
を
越
え
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
も
語
っ
て
い
る
。

続
く
段
落
で
は
、「
彼
」
が
軽
井
沢
へ
避
暑
に
向
か
う
際
、
鞄
へ
こ
の
雲
鶴
青
磁
の
陶
器
一
個
を
つ
め
（
鞄
に
入
れ
る
と
そ
れ
以
外
に

は
な
に
も
入
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
）、
持
っ
て
い
く
話
に
な
る
。
そ
れ
は
旅
行
先
の
目
覚
め
に
こ
れ
を
見
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
陶
器

を
持
っ
て
旅
行
へ
行
く
の
は
は
じ
め
て
の
経
験
だ
と
書
か
れ
る
。
旅
行
に
壺
を
持
っ
て
い
く
こ
と
を
「
他
人
に
ち
よ
つ
と
口
に
し
が
た
い

氣
持
の
甘
え
方
」
と
感
じ
な
が
ら
、
車
掌
室
に
こ
の
鞄
を
保
管
し
て
も
ら
い
、
彼
は
軽
井
沢
ま
で
運
ん
で
き
た
。
軽
井
沢
へ
着
き
、
床
の

間
に
壺
を
据
え
る
と
「
高
い
山
の
明
り
」
に
素
直
に
な
じ
ん
で
見
え
た
。
と
、
こ
こ
で
彼
は
青
磁
に
新
た
な
「
に
ふ
」（
ひ
び
）
が
入
っ

て
い
る
の
に
気
づ
く
。

人
間
の
心
の
こ
ま
か
い
は
た
ら
き
に
似
た
高
麗
青
磁
の
や
さ
し
さ
は
、
列
車
の
震
動
の
こ
ま
か
い
不
自
然
さ
に
、
つ
ひ
に
惹
き
い
れ

ら
れ
、
あ
た
ら
し
い
に
ふ
を
生
じ
た
も
の
と
し
か
思
へ
な
か
つ
た
。
彼
は
車
掌
室
を
見
聞
し
た
と
き
に
雑
誌
四
五
册
を
な
ら
べ
、
そ

の
上
に
鞄
を
置
い
て
気
づ
か
は
れ
る
震
動
を
ふ
せ
い
で
ゐ
た
。
鞄
の
中
で
は
一
枚
の
毛
布
を
く
る
く
る
捲
い
て
、
底
に
あ
た
る
と
こ

ろ
に
毛
布
の
折
目
を
廻
し
、
打
つ
つ
け
て
も
動
か
な
い
や
う
に
固
く
と
ぢ
て
い
た
。
震
動
は
鞄
を
と
ほ
し
て
幾
重
に
も
ま
い
た
毛
布

に
つ
た
は
り
、
時
計
の
や
う
な
神
經
質
な
青
磁
の
に
ふ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
、
永
い
間
か
か
つ
て
震
動
を
つ
た
へ
て
行
つ
た
も
の
と

し
か
、
思
へ
な
か
つ
た
。
女
性
の
や
う
な
こ
の
古
陶
の
美
し
い
も
ろ
さ
が
、
彼
の
驚
き
に
こ
ま
か
い
更
に
別
様
な
こ
の
陶
器
の
魅
力

を
、
加
へ
し
め
た
。
さ
う
か
な
あ
、
そ
ん
な
に
君
は
弱
い
人
だ
つ
た
か
な
あ
、
と
、
つ
ぶ
や
い
た
。
彼
も
彼
の
家
人
も
壺
に
た
い
し

て
は
、
こ
の
壺
は
と
は
い
は
ず
に
、
こ
の
人
と
か
、
あ
の
人
と
か
呼
ぶ
や
う
に
な
つ
て
ゐ
た
か
ら
、
彼
は
こ
の
よ
わ
い
人
が
何
故
に
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よ
わ
い
か
と
い
ふ
こ
と
の
原
因
で
は
、
う
つ
く
し
過
ぎ
る
た
め
に
そ
の
や
う
に
も
ろ
く
弱
い
と
し
て
ゐ
た
。
彼
は
に
ふ
が
さ
ら
に
ふ

え
て
深
ま
つ
た
こ
と
に
は
悲
し
ま
な
い
、
に
ふ
と
い
ふ
も
の
は
ち
ょ
つ
と
動
か
し
た
だ
け
で
伸
び
る
こ
と
も
あ
ら
う
か
ら
、
列
車
の

震
度
が
つ
た
は
つ
て
に
ふ
に
異
變
は
あ
り
得
る
も
の
に
お
も
へ
た
。
ま
る
で
生
き
て
ゐ
る
や
う
な
も
の
だ
、
風
邪
を
冒
い
た
女
の
子

が
ち
よ
つ
と
快
く
な
つ
て
、
外
の
空
氣
に
ふ
れ
た
だ
け
で
冒
き
返
す
こ
と
に
似
て
ゐ
る
、
こ
の
人
は
風
邪
を
冒
い
た
や
う
な
も
の
で

あ
る
）
39
（

「
人
間
の
心
の
こ
ま
か
い
は
た
ら
き
に
似
た
高
麗
青
磁
の
や
さ
し
さ
」
が
列
車
の
振
動
へ
ひ
き
い
れ
ら
れ
て
「
に
ふ
」
が
生
じ
た
こ
と

が
語
ら
れ
る
。
毛
布
を
巻
き
、
雑
誌
を
敷
く
と
い
う
よ
う
に
対
策
は
し
て
き
た
は
ず
な
の
に
そ
れ
で
も
「
あ
た
ら
し
い
に
ふ
」
は
生
じ
て

し
ま
っ
た
。
読
み
手
の
予
想
を
裏
切
っ
て
、「
彼
」
は
愛
蔵
し
て
い
る
雲
鶴
青
磁
を
軽
井
沢
へ
持
参
し
た
こ
と
を
後
悔
も
し
な
い
し
、「
に

ふ
」
が
生
じ
た
こ
と
を
悲
し
む
わ
け
で
も
な
い
。
む
し
ろ
列
車
の
振
動
で
「
に
ふ
」
を
生
じ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
「
女
性
の
や
う
な
こ
の

古
陶
の
美
し
い
も
ろ
さ
」
と
捉
え
る
。「
に
ふ
」
を
見
つ
け
た
驚
き
の
感
情
に
加
え
て
、「
美
し
い
も
ろ
さ
」
と
い
う
「
更
に
別
様
な
こ
の

陶
器
の
魅
力
」
を
見
出
し
た
よ
う
な
感
情
を
抱
く
。
倒
錯
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
こ
う
し
た
感
情
か
ら
、
彼
は
「
さ
う
か
な
あ
、
そ

ん
な
に
君
は
弱
い
人
だ
つ
た
か
な
あ
」
と
つ
ぶ
や
く
。
こ
う
し
て
陶
器
を
人
の
よ
う
に
言
う
の
は
、
彼
の
み
な
ら
ず
彼
の
家
人
に
も
共
有

さ
れ
て
い
る
習
慣
ら
し
い
。「
こ
の
よ
わ
い
人
」（
雲
鶴
青
磁
）
が
「
よ
わ
い
」
理
由
は
彼
の
理
屈
で
は
「
う
つ
く
し
過
ぎ
る
た
め
に
そ
の

や
う
に
も
ろ
く
弱
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
「
に
ふ
」
が
増
え
る
こ
と
を
「
ま
る
で
生
き
て
ゐ
る
や
う
」
だ
と
思
う
。「
風
邪

を
冒
い
た
女
の
子
が
ち
よ
つ
と
快
く
な
つ
て
、
外
の
空
氣
に
ふ
れ
た
だ
け
で
冒
き
返
す
こ
と
」
に
た
と
え
「
こ
の
人
は
風
邪
を
冒
い
た
や

う
な
も
の
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
通
常
で
あ
れ
ば
ほ
ぼ
肯
定
的
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
「
に
ふ
」
の
発
生
を
「
美
し
い
も
ろ

さ
」「
生
き
て
ゐ
る
や
う
」
と
裏
返
し
て
肯
定
し
て
い
く
。
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数
段
落
を
挟
ん
で
、
あ
る
青
年
が
「
彼
」
の
も
と
を
訪
ね
て
く
る
。
金
銭
に
困
っ
て
お
り
亡
父
の
遺
愛
の
雲
鶴
青
磁
の
梅
瓶
を
特
に
「
彼
」

に
買
っ
て
ほ
し
い
の
だ
と
言
う
。
そ
の
青
年
が
包
み
を
ほ
ど
き
、
見
事
な
梅
瓶
を
彼
が
目
に
す
る
場
面
は
、
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
。

そ
し
て
黄
い
ろ
い
絹
の
包
の
下
か
ら
、
突
然
と
ろ
り
と
し
た
濃
い
乳
綠
の
青
磁
ど
く
と
く
の
釉
調
が
、
ひ
ろ
が
つ
た
。
絹
の
き
れ
が

全
く
除
け
ら
れ
て
し
ま
ふ
と
、
そ
こ
に
は
は
だ
か
の
雲
鶴
青
磁
が
肩
衝
も
な
め
ら
か
に
立
つ
て
ゐ
る
の
に
見
入
つ
た
。
彼
は
陶
器
が

裸
に
な
つ
た
羞
か
し
さ
を
見
た
こ
と
が
は
じ
め
て
で
あ
つ
た
）
40
（

「
黄
い
ろ
い
絹
の
包
の
下
」
に
隠
さ
れ
て
い
た
梅
瓶
の
「
と
ろ
り
と
し
た
濃
い
乳
綠
の
青
磁
ど
く
と
く
の
釉
調
」
は
「
突
然
」
彼
の
眼

に
入
っ
て
来
る
。「
そ
こ
に
は
は
だ
か
の
雲
鶴
青
磁
が
肩
衝
も
な
め
ら
か
に
立
つ
て
」
お
り
、
彼
は
そ
れ
に
見
入
る
。
そ
れ
と
同
時
に
彼

が
目
に
す
る
の
は
「
陶
器
が
裸
に
な
つ
た
羞
か
し
さ
」
で
あ
り
、
彼
は
そ
れ
を
「
は
じ
め
て
」
見
た
と
思
う
。
こ
こ
で
は
「
裸
に
な
つ
た

羞
か
し
さ
」
は
陶
器
の
側
の
感
情
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
四
点
か
ら
の
み
の
引
用
だ
が
「
陶
古
の
女
人
」
の
陶
器
描
写
を
確
認
し
て
み
た
。
室
生
犀
星
「
陶
古
の
女
人
」
に
お
け
る
描
写

は
、
端
的
に
言
っ
て
陶
器
を
女
性
と
し
て
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
陶
器
の
中
に
「
彼
」
が
見
出
し
て
い
る
の
は
、
丸
み
、
も
ろ

さ
、
弱
さ
な
ど
で
あ
る
。「
も
ろ
さ
」
が
あ
る
こ
と
は
美
し
さ
と
結
び
つ
け
ら
れ
、「
魅
力
」
と
し
て
語
ら
れ
る
。
陶
器
に
「
に
ふ
」
が
入

り
陶
器
の
表
情
が
変
わ
る
こ
と
も
（
そ
れ
は
広
義
で
の
破
損
で
あ
る
）、「
生
き
て
ゐ
る
や
う
」
と
い
う
言
葉
で
肯
定
さ
れ
て
い
く
。
こ
こ

に
見
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
物
質
と
し
て
の
特
性
を
「
女
性
的
」
と
捉
え
た
犀
星
の
眼
に
よ
っ
て
擬
人
化
さ
れ
、
壊
れ
る
こ
と
さ
え
肯
定
さ

れ
た
陶
器
で
あ
る
。「
陶
古
の
女
人
」
と
い
う
作
品
は
、
陶
器
そ
れ
自
体
に
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
感
じ
る
よ
う
な
感
覚
を
描
い
て
い
る
。
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お
わ
り
に

他
方
、
先
述
の
よ
う
に
、
露
伴
「
太
郎
坊
」
に
描
か
れ
た
盃
は
、
ま
ず
「
主
人
」
の
具
体
的
な
過
去
の
恋
愛
の
記
憶
と
結
び
つ
い
た
陶

器
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
過
去
の
恋
愛
の
記
憶
を
残
存
さ
せ
、
か
つ
「
も
の
」
と
し
て
現
前
さ
せ
る
よ
う
な
陶
器
で
あ
る
。
対
比
的
に
言

え
ば
、
犀
星
「
陶
古
の
女
人
」
の
よ
う
に
形
態
的
な
特
徴
が
先
行
し
て
愛
蔵
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
ご
く
個
人
的
な
来
歴
に
よ
っ
て
愛
蔵

さ
れ
、
実
用
に
も
供
さ
れ
る
陶
器
で
あ
っ
た
。

と
は
い
え
、
過
去
の
恋
愛
の
記
憶
を
現
前
さ
せ
る
よ
う
な
陶
器
で
あ
る
と
言
っ
て
も
、「
太
郎
坊
」
と
い
う
名
前
が
す
で
に
示
し
て
い

る
よ
う
に
、
こ
の
盃
そ
の
も
の
に
女
性
性
を
見
出
す
よ
う
な
感
覚
は
「
太
郎
坊
」
と
い
う
作
品
に
は
描
か
れ
な
い
。
作
中
の
言
葉
を
用
い

れ
ば
、
こ
の
盃
は
「
二
人
の
間
の
祕
密
を
も
悉
し
く
知
つ
て
」
い
る
「
古
い
友
達
の
太
郎
坊
」
な
の
で
あ
り
、「
花
や
か
で
美
し
か
つ
た
、

暖
か
で
燃
え
立
つ
や
う
だ
つ
た
若
い
時
の
總
て
の
物
の
紀
念
」
と
い
う
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、
か
つ
て
の
恋
の
無
言
の
証
人
を
し
て
い
た

陶
器
で
あ
る
。
二
十
年
、
愛
蔵
し
た
太
郎
坊
が
壊
れ
て
し
ま
う
夜
は
、「
恋
の
創
痕
の
痂
」
が
「
時
節
到
來
し
て
脱
れ
た
」
夜
で
あ
っ
た
。

﹇
註
﹈

（
1
） 

塩
谷
賛「
露
伴
作「
太
郎
坊
」と「
土
偶
木
偶
」」『
文
学
』四
〇
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
・
五
、
六
五
八
―
六
六
二

 
 

塩
谷
賛「
太
郎
坊
」『
幸
田
露
伴　

中
』中
公
文
庫
、
一
九
七
七
、
四
六
―
五
八

 
 

吉
成
大
輔「
幸
田
露
伴「
太
郎
坊
」成
立
と
そ
の
周
辺
」『
緑
岡
詞
林
』二
十
八
、
青
山
学
院
大
学
、
二
〇
〇
四
・
三
、
二
三
―
三
五
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「
太
郎
坊
」初
出
時
の
書
誌
は
、
稲
垣
達
郎
・
紅
野
敏
郎
編『
新
小
説
総
目
次
・
執
筆
者
索
引
』日
本
近
代
文
学
館
、
一
九
八
九
、
五
五
―
五
六
に

依
っ
た
。

（
2
） 

芹
沢
俊
介「
露
伴
が
描
い
た「
労
働
」」『
春
秋
』五
一
八
、
春
秋
社
、
二
〇
一
〇
・
五
、
二
三
―
二
六

（
3
） 

た
だ
し
吉
成
の
論
考
の
後
半
で
は
、
部
分
的
で
は
あ
る
が
本
文
分
析
を
し
た
箇
所
も
あ
る
。

（
4
） 
幸
田
露
伴「
太
郎
坊
」『
露
伴
全
集
』第
三
巻
、
岩
波
、
一
九
七
八
、
二
五
三
、
傍
線
引
用
者

（
5
） 
前
掲
吉
成
、
二
三

（
6
） 

前
掲
吉
成
、
三
二

（
7
） 

前
掲
露
伴
全
集
第
三
巻
、
二
五
二
―
二
五
三
、
傍
線
引
用
者

（
8
） 「
人
は
好
し
、
情
は
有
り
、
そ
の
道
に
は
賢
し
、
罰
も
利
生
も
あ
る
眞
に
よ
い
師
匠
ぢ
や
が
」幸
田
露
伴「
椀
久
物
語
」『
露
伴
全
集
』第
五
巻
、
岩

波
書
店
、
一
九
七
八
、
四
七
八

（
9
） 

前
掲
露
伴
全
集
第
三
巻
、
二
五
四
、
傍
線
引
用
者

（
10
） 

前
掲
露
伴
全
集
第
三
巻
、
二
五
四
―
二
五
五
、
傍
線
引
用
者

（
11
） 

前
掲
塩
谷
文
学
論
文
、
六
五
八
。
な
お
、
塩
谷
の
文
章
は
、
以
下
の
よ
う
に
続
く
。

 
 

　
　

 

紅
葉
は
露
伴
よ
り
凝
っ
た
振
仮
名
を
つ
け
て
い
た
。
例
え
ば
南
方
と
書
い
て
け
ぬ
き
と
あ
る
。
大
抵
の
人
が
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
け
ぬ

き
と
読
む
と
し
て
あ
る
ん
だ
か
ら
そ
う
読
ん
で
先
へ
進
ん
で
行
く
。
ど
う
し
て
南
方
が
け
ぬ
き
か
と
え
ら
そ
う
な
こ
と
を
言
わ
な
い
限
り
、

た
だ
読
む
に
は
一
向
不
自
由
が
な
い
。
作
者
の
ほ
う
は
と
い
う
と
ひ
ね
っ
た
も
の
で
、
南
方
は
不
毛
の
地
と
い
う
成
句
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら

南
方
は
不
毛
の
地
で
け
ぬ
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る（
同
、
六
五
八
）

 
 

こ
こ
に
露
伴
の
ル
ビ
使
い
と
対
比
的
に
書
か
れ
た
紅
葉
の
ル
ビ
使
い
へ
の
言
及
は
、
塩
谷
は
出
典
を
特
に
明
言
し
て
い
な
い
が
、
露
伴
本
人
が
ル

ビ
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
語
っ
た
談
話
の
中
の
一
節
に
由
来
し
て
い
る
。
そ
の
談
話
と
は
、
一
九
三
八
年
、『
文
学
』（
岩
波
書
店
）九
月
号
に
掲
載

さ
れ
た「
言
語
と
文
字
の
間
の
溝
」で
あ
る（
聞
き
手
は
羽
仁
五
郎
）。
こ
の
談
話
の
背
景
に
は
、
一
九
三
八
年
四
月
に
出
版
さ
れ
た
山
本
有
三『
戦
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争
と
ふ
た
り
の
婦
人
』の
あ
と
が
き
に
お
い
て
山
本
が
ふ
り
が
な
廃
止
論
を
唱
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
山
本
の
ふ
り
が
な
廃
止
論
は
、
大
つ
か
み

に
ま
と
め
れ
ば
平
易
な
文
章
の
た
め
に
漢
字
を
制
限
し
ル
ビ
を
廃
そ
う
と
い
う
も
の
で
、
非
常
に
広
範
な
反
応
を
発
表
直
後
か
ら
引
き
起
こ
し
た

（
ほ
と
ん
ど
が
賛
成
意
見
で
あ
っ
た
）。
そ
う
し
た
同
時
代
的
議
論
に
つ
い
て
露
伴
の
考
え
を
尋
ね
た
談
話
で
あ
る
。「
太
郎
坊
」に
お
け
る
ル
ビ
使

い
を
考
察
す
る
手
が
か
り
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
時
代
的
隔
た
り
で
言
え
ば「
太
郎
坊
」初
出
よ
り
も
は
る
か
後
の
も
の
だ
が
、
前
述

の
指
摘
と
併
せ
て
す
こ
し
見
て
お
き
た
い
。
ル
ビ
と
い
う
も
の
の
廃
止
、
漢
字
の
制
限
を
め
ぐ
っ
て
一
応
の
賛
意
を
露
伴
が
示
し
た
談
話
だ
が
、

他
方
で
さ
ま
ざ
ま
な
例
を
挙
げ
な
が
ら
大
量
の
留
保
を
示
し
て
も
お
り
、
現
在
読
む
と
山
本
の
議
論
に
や
や
批
判
的
な
部
分
も
目
立
つ
談
話
で
あ

る
。
前
述
の
指
摘
に
関
係
す
る
一
節
の
み
引
く
。

 
 

　
　

 

い
や
も
う
字
を
書
い
て
、
そ
れ
か
ら
そ
こ
へ
又
字
を
つ
け
る
と
い
ふ
字
の
自
乗
み
た
い
な
こ
と
を
し
て
置
く
必
要
は
ち
つ
と
も
な
い
の
で

す
。
だ
か
ら
一
言
に
し
て
言
へ
ば
、
ル
ビ
ー
を
く
つ
付
け
た
文
章
を
長
く
存
在
さ
せ
て
置
く
こ
と
を
望
む
人
が
あ
る
譯
で
は
な
い
で
せ
う

（
中
略
）例
へ
ば
、
ケ
ヌ
キ
の
鑷
と
い
ふ
字
は
元
來
が
難
し
い
か
ら
と
言
つ
て
用
ゐ
な
い
の
は
可
い
が
、
こ
れ
を
も
毛
抜
又
は
毛
抜
キ
と
書
く

と
し
た
ら
、
こ
れ
は
個
人
の
意
見
に
訴
へ
る
ま
で
だ
。
扨
又
萬
葉
の
流
儀
で
、
洒
落
で
以
て
南
方
と
書
い
て
ケ
ヌ
キ
と
讀
ま
せ
る
も
の
も
あ

ら
う
が
、
こ
れ
な
ど
は
洒
落
て
は
居
る
が
、
南
方
を
ケ
ヌ
キ
と
讀
む
の
に
は
、
南
方
不
毛
の
地
に
入
る
と
い
ふ
字
の
洒
落
を
知
っ
て
居
な
け

れ
ば
讀
め
な
い
の
で
す
。
そ
れ
で
紅
葉（
尾
崎
）な
ど
と
い
ふ
男
は
さ
う
い
ふ
こ
と
が
好
き
だ
つ
た
か
ら
時
々
そ
れ
を
や
つ
た
の
で
す
、
閑

遊
戯
な
の
で
す
ね
。
併
し
を
か
し
い
に
は
違
ひ
な
い
、
ハ
ハ
ハ
。
あ
あ
い
ふ
の
は
大
し
て
良
く
は
な
い
好
み
だ
が
、
そ
れ
で
も
當
人
の
好
み

な
ら
傍
か
ら
ど
う
も
仕
様
が
な
い
の
で
す
。
勿
論
た
い
し
て
悪
い
趣
味
で
も
無
い
か
ら
ね
。
何
も
世
の
中
と
い
ふ
も
の
は
然
様
窮
屈
に
ば
か

り
考
へ
ず
と
も
い
い
だ
ろ
う（「
言
語
と
文
字
の
間
の
溝
」露
伴
全
集
四
十
一
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
、
三
八
三
―
三
九
二
）

 
 

塩
谷
の
言
及
が
こ
う
し
た
部
分
に
依
拠
し
て
い
る
の
は
明
白
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
言
及
を
見
て
い
く
と
、「
太
郎
坊
」初
出
に
お
け
る
独
特
な
ル

ビ
使
い「
適
宜（
い
い
ほ
ど
）の
労
働（
ほ
ね
を
り
）」な
ど
は
、
も
し
露
伴
自
身
の
意
図
に
よ
る
も
の
な
ら
、
露
伴
が
ル
ビ
と
い
う
文
章
上
の
シ
ス

テ
ム
を
用
い
て
自
由
な
表
記
を
し
た
例
と
捉
え
ら
れ
そ
う
だ（
無
論
、
こ
の
よ
う
な
ル
ビ
使
い
は
紅
葉
の「
南
方
」を「
け
ぬ
き
」と
読
ま
せ
る
よ
う

な
、
な
ん
ら
か
の
典
拠
を
持
つ「
洒
落
」た
ル
ビ
表
記
と
は
や
や
異
な
る
が
）。
あ
る
い
は
こ
う
し
た
ル
ビ
は
露
伴
の
意
図
で
は
な
く
編
集
の
側
が
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付
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
は
判
断
で
き
な
い（
と
は
い
え
、
い
ま
引
用
し
た「
言
語
と
文
字
の
間
の
溝
」に
は
、
明
治
十
年
代
か

ら
二
十
年
代
の「
中
流
以
上
向
き
」の「
大
新
聞
」は
総
ル
ビ
に
し
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
以
降
は
販
売
上
の
理
由
に
よ
っ
て
総
ル
ビ
が
増
え
た
と
す

る
指
摘
も
露
伴
は
し
て
お
り（
同
、
三
九
四
）、
お
そ
ら
く
同
様
の
こ
と
は
明
治
三
十
年
代
、「
太
郎
坊
」の
発
表
媒
体『
新
小
説
』な
ど
の
雑
誌
に
も

起
こ
っ
た
事
態
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
）。

（
12
） 
前
掲
芹
沢
、
二
十
四
。
注（
11
）と
も
関
連
す
る
が
、「
太
郎
坊
」本
文
の
校
異
の
問
題
に
関
し
て
、
目
に
つ
い
た
範
囲
の
こ
と
を
述
べ
て
お
く
。
露

伴「
太
郎
坊
」と
い
う
作
品
の
本
文
は
、
初
出
た
る『
新
小
説　

夏
季
増
刊
号
』版（
一
八
九
九
、
春
陽
堂
）、『
長
語
』版（
一
九
〇
一
、
春
陽
堂
）、

岩
波
文
庫『
太
郎
坊　

他
三
篇
』版（
一
九
三
六
、
岩
波
書
店
）、『
日
本
近
代
文
学
選　

幸
田
露
伴
集
』版（
一
九
四
七
、
東
方
書
局
）と
い
う
よ
う

に
、
露
伴
の
生
前
な
ら
び
に
そ
の
没
後
す
ぐ
の
時
点
ま
で
に（
露
伴
は
一
九
四
七
年
に
没
す
る
）、
四
つ
の
異
な
る
版
が
存
在
し
た
。
こ
れ
ら
四

種
の
文
章
は
、「
物
語
内
容
」（
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
）の
観
点
か
ら
言
え
ば
大
き
な
差
異
は
な
い
と
ひ
と
ま
ず
結
論
で
き
る
が
、
一
方
で
表
記
を
巡
る
さ
ま

ざ
ま
な
差
異
も
確
認
で
き
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
特
に
大
き
な
差
異
で
あ
る
ル
ビ
の
振
り
方
か
ら
大
別
す
れ
ば
、
こ
の
四
種
の
文
章
は
二
つ
に
分

け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
総
ル
ビ
に
近
い
初
出
版
、
②
そ
れ
以
降
に
刊
行
さ
れ
た
ル
ビ
の
少
な
い
三
つ
の
版
、
で
あ
る
。
ま
ず
、
初
出
の『
新

小
説　

夏
季
増
刊
号
』版「
太
郎
坊
」は
、「
風
」「
空
」の
よ
う
に
難
し
く
は
な
い
漢
字
に
ま
で
ル
ビ
を
付
し
て
お
り
、
ほ
ぼ
総
ル
ビ
に
近
い
。
つ
ま

り
、
塩
谷
が
述
べ
た
、
第
二
次
露
伴
全
集
版
で
は
初
出
の
特
徴
的
な
ル
ビ
使
い
が「
完
全
に
復
活
」し
た
と
い
う
言
葉
は
、
あ
く
ま
で
特
徴
的
な

ル
ビ
と
判
断
さ
れ
た
も
の
な
ど
に
限
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
塩
谷
の
文
章
は
、
こ
の
点
を
誤
読
し
な
い
よ
う
一
定
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
第

二
次
露
伴
全
集
を
編
集
す
る
際
、
塩
谷
を
含
む
編
集
委
員
の
手
に
よ
っ
て
特
徴
的
と
判
断
さ
れ
た
ル
ビ
や
、
読
む
の
に
や
や
困
難
を
感
じ
る
で
あ

ろ
う
漢
字
に
付
さ
れ
た
ル
ビ
を
、
初
出
か
ら
選
択
し
て
付
し
て
い
っ
た
の
が
、
本
論
で
依
拠
す
る
第
二
次
露
伴
全
集
版「
太
郎
坊
」本
文
の
ル
ビ

と
推
測
さ
れ
る
。
初
出
時
の
ル
ビ
が
露
伴
自
ら
の
指
定
に
よ
っ
て
付
さ
れ
た
も
の
な
の
か
と
い
う
点
は
繰
り
返
す
が
判
断
し
が
た
い
。
塩
谷
の

言
う
よ
う
に「
当
時
は
や
り
」で
あ
っ
た
と
い
う
時
代
的
な
状
況
に
由
来
す
る
ル
ビ
使
い
と
も
、
掲
載
さ
れ
た『
新
小
説　

夏
季
増
刊
号
』と
い
う

媒
体
に
由
来
す
る
ル
ビ
使
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
号
の
巻
頭
に
置
か
れ
た
露
伴「
太
郎
坊
」の
す
ぐ
次
に
掲
載
さ
れ
た
小
説
は
、

小
杉
天
外「
揚
弓
場
の
一
時
間
」だ
が
、
同
じ
く
総
ル
ビ
に
近
く
、
こ
の
小
説
の
一
文
目
に
あ
る「
婀
娜
め
い
た
」の「
婀
娜
」に
は「
な
ま
」と
い
う

ル
ビ
が
付
さ
れ
、「
な
ま
め
い
た
」と
読
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
見
て
と
れ
る
。
一
九
〇
一
年
に
出
版
さ
れ
た『
長
語
』版「
太
郎
坊
」は
、
ル

ビ
が
大
幅
に
減
る
の
み
な
ら
ず
、
初
出
で「
嘸
お
疲
労
で
し
た
ら
う
」と
表
記
さ
れ
、「
嘸
」に「
さ
ぞ
」、「
疲
労
」に「
く
た
び
れ
」と
ル
ビ
が
付
さ
れ
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た「
細
君
」の
言
葉（
こ
の
小
説
の
中
で
は
じ
め
て
直
接
話
法
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
会
話
文
）が
、
ル
ビ
な
し
の「
嘸
お
疲
れ
で
し
た
ら
う
」に
表
記

を
改
め
て
印
字
さ
れ
、
ル
ビ
が
省
略
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
に
差
異
が
認
め
ら
れ
る（
こ
れ
に
続
く「
主
人
」の
応
答
も
こ
れ
に
合
わ
せ
て
表
記
が
改

め
ら
れ
て
い
る
）。
初
出
版
と『
長
語
』版
ど
ち
ら
に
も
ル
ビ
が
付
さ
れ
て
い
る
単
語
は
あ
る
も
の
の
、
初
出
に
お
い
て「
適
宜
の
労
働
」の「
適
宜
」

に「
い
ゝ
ほ
ど
」、「
労
働
」に「
ほ
ね
お
り
」と
ル
ビ
が
付
さ
れ
た
箇
所
は
、『
長
語
』で
は「
労
働
」の
み
に「
ハ
タ
ラ
キ
」と
ル
ビ
が
付
さ
れ
て
い
る

（「
ハ
タ
ワ
キ
」と
誤
植
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
）。『
長
語
』版
に
お
い
て
同
様
の
例
は
、
初
出
で「
御
結
局
」に「
お
つ
も
り
」と
付
さ
れ
て

い
た
ル
ビ
が「
オ
シ
マ
ヒ
」に
、
初
出
で「
過
失
」に「
さ
ゝ
う
」と
付
さ
れ
て
い
た
ル
ビ
が「
ア
ヤ
マ
チ
」に
変
更
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
、
幾
例
も
確

認
で
き
る（
後
者
の
例
の
第
二
次
露
伴
全
集
版
の
ル
ビ
は
初
出
と
も
異
な
る「
そ
さ
う
」と
改
め
ら
れ
て
い
る
が
、
誤
記
の
一
種
と
判
断
し
た
た
め

か
と
考
え
、
本
論
で
引
用
し
た
文
章
で
は
こ
の
点
、
第
二
次
露
伴
全
集
版
を
踏
襲
し
た
）。
一
九
三
六
年
に
出
た
岩
波
文
庫
版「
太
郎
坊
」の
本
文

は
、『
長
語
』よ
り
は
ル
ビ
が
増
え
、
行
頭
の
一
マ
ス
空
け
な
ど
の
体
裁
が
整
え
ら
れ
る
な
ど
の
変
化
は
あ
る
も
の
の
、
総
ル
ビ
に
近
い
初
出
通
り

で
も
な
く
、
先
述
の「
嘸
お
疲
れ
で
し
た
ら
う
」の
表
記
な
ど
が
同
一
な
の
で
系
統
と
し
て
は『
長
語
』版
に
近
い
本
文
と
言
え
る
。
芹
沢
が
指
摘

し
た
点
、
地
の
文
の「
労
働
」に
は「
ほ
ね
を
り
」の
ル
ビ
を
付
さ
ず
、
会
話
文
の「
適
宜
の
労
働
」の「
労
働
」の
み
に「
は
た
ら
き
」と
い
う
ル
ビ

を
付
す
点
な
ど
も『
長
語
』版
と
岩
波
文
庫
版
は
共
通
す
る（
前
述
の
よ
う
に『
長
語
』で
は「
ハ
タ
ラ
キ
」と
カ
タ
カ
ナ
の
ル
ビ
で
あ
り
、
岩
波
文

庫
版
は「
は
た
ら
き
」と
ひ
ら
が
な
で
ル
ビ
を
付
す
と
い
う
差
異
は
あ
る
）。
ま
た
些
末
な
点
な
が
ら
指
摘
す
れ
ば
、
岩
波
文
庫
版『
太
郎
坊　

他

三
篇
』九
ペ
ー
ジ
に
示
さ
れ
る
会
話
文
の
終
わ
り「
知
れ
な
い
ナ
。」に
続
く「
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
。」と
い
う
五
音
の「
ハ
」は
、
初
出
と『
長
語
』版
で
は

い
ず
れ
も「
。」な
し
の
四
音
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る「
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
」で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
微
細
な
差
異
も
確
認
で
き
た（
こ
の
点
は
、
岩
波
文
庫

版
で
五
音
に
改
め
ら
れ
た
ま
ま
、『
近
代
日
本
文
学
選
』版
、
第
二
次
露
伴
全
集
版
に
も
引
き
継
が
れ
る
が
、
本
論
で
引
用
す
る
文
章
で
は
こ
の
点

の
み
第
二
次
露
伴
全
集
版
の
本
文
か
ら
四
音
に
も
ど
し
、
踊
り
字
を
用
い
な
い
表
記
と
し
て
引
用
し
た
）。
一
九
四
七
年
に
出
た『
近
代
日
本
文
学

選
』版「
太
郎
坊
」も
、
ル
ビ
の
振
り
方
そ
の
他
の
表
記
か
ら
見
て『
長
語
』版
に
よ
り
近
い
系
統
の
本
文
と
言
え
る
。『
近
代
日
本
文
学
選
』版
に
関

し
て
は
、
こ
の
選
集
の
編
集
作
業
が
露
伴
生
前
に
ど
の
程
度
進
ん
で
い
た
も
の
と
見
な
す
か
が
微
妙
な
問
題
と
し
て
残
る
。『
近
代
日
本
文
学
選　

幸
田
露
伴
集
』の
奥
付
は「
昭
和
二
十
二
年
十
月
世
日
印
刷　

昭
和
二
十
二
年
十
一
月
五
日
発
行
」と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
受
け

取
れ
ば
、
露
伴
の
没
し
た
同
年
七
月
三
十
日
よ
り
ち
ょ
う
ど
三
か
月
後
に
印
刷
さ
れ
、
露
伴
の
没
後
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、『
近
代
日

本
文
学
選　

幸
田
露
伴
集
』に
収
録
さ
れ
て
い
る
齋
藤
茂
吉
の
解
説
で
も
、
斎
藤
茂
吉
と
塩
谷
賛
作
成
の
年
譜
で
も
、
露
伴
の
死
に
は
ま
っ
た
く
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触
れ
ら
れ
て
い
な
い（
こ
の
二
人
が
露
伴
の
死
を
知
ら
な
い
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
）。
よ
っ
て
、『
近
代
日
本
文
学
選　

幸
田
露
伴
集
』は
、
奥
付

通
り
の
日
付
に
刊
行
さ
れ
た
の
な
ら
露
伴
が
没
し
た
こ
と
を
記
す
加
筆
が
利
か
な
い
段
階
ま
で
編
集
作
業
が
既
に
進
ん
で
い
た
も
の
か
と
推
測
で

き
る
し
、
あ
る
い
は
実
際
の
奥
付
よ
り
も
は
や
い
時
期
に
組
み
・
印
刷
・
製
本
が
行
わ
れ
流
通
し
た
も
の
と
も
推
測
で
き
る
。『
近
代
日
本
文
学
選

　

幸
田
露
伴
集
』の
編
集
状
況
は
、
塩
谷
賛
の
次
の
よ
う
な
言
及
か
ら
も
窺
え
る
。

 
 

　
　

 
太
平
洋
戦
争
の
直
後
に
東
方
書
局
と
い
う
出
版
社
が
文
学
全
集
を
作
る
こ
と
に
な
っ
て
、「
幸
田
露
伴
集
」は
斉
藤
茂
吉
の
編
に
決
ま
っ
た
。

ま
だ
山
形
に
疎
開
し
た
ま
ま
だ
っ
た
茂
吉
か
ら
私
に
書
簡
が
あ
っ
て
、
露
伴
の
短
篇
小
説
か
ら
十
篇
選
ぶ
と
す
る
と
君
な
ら
ど
れ
と
ど
れ
に

す
る
か
と
、
文
学
全
集
の
件
に
は
触
れ
な
い
で
問
合
せ
が
あ
っ
た
。
短
篇
を
十
篇
と
い
う
の
は
出
版
社
の
希
望
で
あ
っ
た（
中
略
）編
者
は

ま
た
書
を
寄
せ
て
、「
白
眼
達
磨
」の
白
眼
は
シ
ロ
メ
か
ハ
ク
ガ
ン
か
先
生
に
伺
っ
て
も
ら
い
た
い
と
あ
っ
た
。
病
床
に
あ
っ
た
露
伴
は
笑
っ

て
、
ど
ち
ら
で
も
い
い
さ
と
言
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
報
ず
る
と
、
ど
ち
ら
で
も
よ
ろ
し
い
の
な
ら
ハ
ク
ガ
ン
と
お
き
め
願
い
た
い
と
三
た
び

編
者
の
書
を
得
た
。
こ
れ
ら
の
書
簡
は「
斎
藤
茂
吉
全
集
」の
書
簡
篇
に
収
め
て
あ
る
。
題
名
は
ハ
ク
ガ
ン
ダ
ル
マ
と
読
む
。
そ
う
読
む
こ

と
を
希
望
し
た
の
は
茂
吉
で
あ
る（
塩
谷
賛『
幸
田
露
伴　

上
』中
公
文
庫
、
一
九
七
七
、
二
五
二
、
傍
線
引
用
者
）

 
 

こ
の
塩
谷
の
言
及
が
重
要
な
の
は
、
ひ
と
つ
に
は『
近
代
日
本
文
学
選　

幸
田
露
伴
集
』の
編
集
作
業
は
露
伴
の
最
晩
年
の
段
階
か
ら
す
で
に
進

行
し
つ
つ
あ
り
、
塩
谷
を
介
し
て
露
伴
本
人
に
校
訂
の
疑
問
点
を
問
う
よ
う
に
茂
吉
が
依
頼
し
た
や
り
と
り
が
存
在
し
た
点
だ
が
、
自
作
の
タ
イ

ト
ル（
こ
の
場
合
は「
白
眼
達
磨
」）を
ど
の
よ
う
に
発
話
さ
れ
る
べ
き
か
問
わ
れ
、「
シ
ロ
メ
」ダ
ル
マ
だ
ろ
う
と「
ハ
ク
ガ
ン
」ダ
ル
マ
だ
ろ
う
と

「
ど
ち
ら
で
も
い
い
さ
」と
笑
っ
て
答
え
た
、
と
い
う
露
伴
の
鷹
揚
に
も
無
頓
着
に
も
見
え
る
態
度
が
窺
え
る
点
は
、
さ
ら
に
重
要
だ
ろ
う
。
仮
に

こ
の
よ
う
な
自
作
の
漢
字
表
記
の
発
話
を
め
ぐ
る
態
度
が
一
貫
し
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
露
伴
は
、
自
身
の
文
章
に
ど
の
よ
う
な
ル

ビ
が
付
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点（
つ
ま
り
ど
の
よ
う
に
発
話
を
読
者
へ「
指
示
」す
る
の
か
と
い
う
点
）を
さ
ほ
ど
重
視
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

（
13
） 

前
掲
露
伴
全
集
三
巻
、
二
五
七
、
傍
線
引
用
者

（
14
） 

前
掲
露
伴
全
集
三
巻
、
二
五
八
―
二
五
九
、
傍
線
引
用
者
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（
15
） 

幸
田
露
伴「
當
流
人
名
辭
書
」『
露
伴
全
集
』第
四
十
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
、
一
二
九
、
傍
線
引
用
者

（
16
） 

前
掲
露
伴
全
集
三
巻
、
二
五
九
―
二
六
〇
、
傍
線
引
用
者

（
17
） 
前
掲
吉
成
、
三
二
―
三
三

（
18
） 
露
伴
は
、「
文
明
の
庫
」（
一
八
九
八
）に
お
い
て
も
永
楽
了
全
に
言
及
し
て
い
る
。
幸
田
露
伴「
文
明
の
庫
」『
露
伴
全
集
』第
十
一
巻
、
岩
波
書
店
、

一
九
七
八
、
二
八
七

（
19
） 

前
掲
露
伴
全
集
第
四
十
巻
、
一
三
一

（
20
） 

前
掲
露
伴
全
集
三
巻
、
二
六
二
―
二
六
三
、
傍
線
引
用
者

（
21
） 

前
掲
露
伴
全
集
三
巻
、
二
六
三
―
二
六
四
、
傍
線
引
用
者

（
22
） 

前
掲
露
伴
全
集
三
巻
、
二
六
四
―
二
六
六
、
傍
線
引
用
者

（
23
） 

前
掲
露
伴
全
集
三
巻
、
二
六
六
―
二
六
七
、
傍
線
引
用
者

（
24
） 

川
端
康
成
や
小
林
秀
雄
と
い
っ
た
人
た
ち
を
と
り
あ
げ
、
彼
ら
の
骨
董
愛
好
を
感
性
論
と
し
て
考
察
し
た
近
年
の
重
要
な
成
果
に
、
松
原
知
生

『
物
数
寄
考　

骨
董
と
葛
藤
』（
二
〇
一
四
、
平
凡
社
）が
あ
る
。
本
論
は
、
特
に
同
書
第
六
章「
残
欠
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム　

安
東
次
男
と
陶
片
・

疵
物
愛
好
」（
同
書
、
一
八
五
―
二
二
三
）の
影
響
下
に
あ
る
。

（
25
） 

幸
田
露
伴『
太
郎
坊　

他
三
篇
』、
岩
波
文
庫
、
一
九
三
六
、
一
〇
五
―
一
〇
七

（
26
） 

前
掲
岩
波
文
庫
太
郎
坊
、
一
〇
五

（
27
） 

齋
藤
茂
吉「
童
馬
山
房
夜
話
」『
齋
藤
茂
吉
全
集
』第
十
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
、
二
二
四
―
二
二
五
、
傍
線
引
用
者

（
28
） 

齋
藤
茂
吉「
解
説
」『
近
代
日
本
文
学
選　

幸
田
露
伴
集
』東
方
書
局
、
一
九
四
七
、
四
〇
七
、
傍
線
引
用
者

（
29
） 

前
掲
齋
藤
解
説
、
四
〇
七

（
30
） 

前
掲
塩
谷
幸
田
露
伴
中
、
五
十
二
、
塩
谷
が
述
べ
て
い
る
発
想
源
に
つ
い
て
の
露
伴
の
言
及
は
、「
心
融
師
の
歸
元
鏡
」『
露
伴
全
集
』第
十
五
巻
、

一
五
二
。

（
31
） 

塩
谷
賛『
幸
田
露
伴
』上
、
中
公
文
庫
、
一
九
七
七
、
一
〇
二
―
一
〇
三

（
32
） 

安
藤
幸「
露
伴
妹
の
言
葉
か
ら
」高
木
卓『
人
間
露
伴
』二
一
八
―
二
一
九
、
傍
線
引
用
者
、
一
部
改
行
を
省
い
た
。
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（
33
） 

前
掲
塩
谷
幸
田
露
伴
中
、
一
九
五

（
34
） 

前
掲
塩
谷
幸
田
露
伴
中
、
五
二
、
傍
線
引
用
者

（
35
） 

幸
田
露
伴「
蘆
聲
」『
露
伴
全
集
』第
四
巻
、
岩
波
、
一
九
七
八
、
四
四
七

（
36
） 「
陶
古
の
女
人
」を
取
り
上
げ
た
論
文
と
し
て
は
、
森
晴
雄「「
陶
古
の
女
人
」論　

―
―
熱
情
の
果
―
―
」『
室
生
犀
星
研
究
』二
一
、
室
生
犀
星
学

会
、
二
〇
〇
〇
・
一
〇
、
七
七
―
八
六
、
が
あ
る
。

（
37
） 
室
生
犀
星「
陶
古
の
女
人
」『
陶
古
の
女
人
』三
笠
書
房
、
一
九
五
六
、
一
三
、
傍
線
引
用
者

（
38
） 

前
掲
犀
星
陶
古
の
女
人
、
一
四
―
一
五
、
傍
線
引
用
者

（
39
） 

前
掲
犀
星
陶
古
の
女
人
、
一
六
―
一
七
、
傍
線
引
用
者

（
40
） 

前
掲
犀
星
陶
古
の
女
人
、
二
一
、
傍
線
引
用
者

（
大
学
院
博
士
後
期
課
程
学
生
）
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SUMMARY

�e ‘Memory’ and the ‘Pottery’ in the Writing of Kōda Rohan : 
With References to Sakazuki in‘Tarōbō’

Daisuke Yoshida

Key words:   Kōda Rohan / ‘Tarōbō’ / Pottery / Murou Saisei /  
‘Tōko-no-nyonin’

Kōda Rohan’s short story titled ‘Tarōbō’ was published in the supplementa-
ry volume of Shin-Shōsetsu (Also known as Dai-niji Shin-Shōsetsu) during July 
1899. �is work has not attracted much attention of the researchers and the dis-
cussion on the contents remains insu�cient. 

Accordingly, this paper attempts to analyze the text of ‘Tarōbō’. Further, in 
the process of analysis, it is aimed to identify the characteristic of ‘Tarōbō’ by 
discussing the memory of love existed in the pottery which fall and got broken.

 Finally, an attempt is made to compare this writing with Murou Saisei’s 
‘Tōko-no-nyoninn’ (1959). Direct in�uence is unknown between the two writ-
ings but a clear contrast can be found. By making use of this line the place of 
‘Tarōbō’ in modern Japanese literature is discussed.
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