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語文111（2018・12　大阪大学国語国文学会）

『
万
の
文
反
古
』
巻
二
の
一
「
縁え

ん

付づ
き

ま
へ
の
娘む

す
め
じ
 自

慢ま
ん

」
考

―
「
今い

ま

程ほ
ど

、
世
間
に
見
せ
か
け
の
は
や
る
事
は
な
し
」
を
め
ぐ
っ
て

―

岡　
　

部　
　

祐　
　

佳

は
じ
め
に

　
『
万
の
文
反
古（

（
（

』
は
、
元
禄
九
（
一
六
九
六
（
年
に
刊
行
さ
れ
た
西
鶴
の
第

四
遺
稿
集
で
あ
る
。
本
作
は
、
十
七
章
の
独
立
し
た
書
簡
形
式
の
短
編
か
ら

成
る
書
簡
体
小
説
で
あ
り
、
冒
頭
に
自
序
、
各
章
段
末
尾
に
書
簡
と
は
区
別

さ
れ
た
評
文
が
付
さ
れ
て
い
る
。

　

本
作
の
研
究
史
で
は
、
二
つ
の
異
な
る
草
稿
の
存
在
を
指
摘
し
た
谷
脇
理

史
氏
の
「
Ａ
Ｂ
系
列
論（

（
（

」
が
な
が
ら
く
議
論
の
中
心
に
置
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
系
列
の
書
誌
的
特
徴
お
よ
び
成
立
過
程
に
つ
い
て
、
先
学
に
よ
る
調
査
・

考
察（

（
（

が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
風
潮
は
同
時
に
、
以
下
の

よ
う
な
問
題
提
起
を
醸
成
す
る
こ
と
と
な
る
。

全
十
七
章
そ
れ
ぞ
れ
の
話
に
対
し
て
、
は
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
統
一
的
見

解
を
も
た
ら
す
べ
く
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題

も
、
書
誌
上
の
問
題
ほ
ど
突
っ
込
ん
で
論
議
さ
れ
た
よ
う
に
は
見
受
け

ら
れ
な
い
。
そ
う
考
え
て
く
る
と
、
実
に
あ
た
り
前
の
こ
と
を
言
う
よ

う
だ
が
、
今
は
ま
ず
も
っ
と
読
み
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状

況
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
え
て
く
る
の
で
あ
る（

（
（

。

　

明
ら
か
な
書
誌
的
相
違
が
存
す
る
以
上
、
本
作
に
二
つ
の
草
稿
が
あ
っ
た

ら
し
い
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
相
違
や
系
列
ご
と
の
統
一
性
に

つ
い
て
も
、
当
然
考
察
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
の

各
系
列
ご
と
の
特
徴
を
考
え
る
に
あ
た
り
ま
ず
必
要
な
の
は
、
十
七
章
そ
れ

ぞ
れ
の
章
段
に
対
す
る
個
別
の
詳
細
な
読
解（

（
（

と
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
議
論
で

は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
個
別
の
読
解
は
ま
ず
、
Ａ
Ｂ
系
列
と
い
う

枠
組
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
十
七
章
の
章
段
そ
れ
ぞ
れ
を
野
放
図
に
読
ん
で
し
ま
っ
て
は
、

論
の
統
一
性
を
欠
く
。
考
察
の
よ
す
が
と
し
て
、
Ａ
Ｂ
二
つ
の
系
列
に
共
通

す
る
、
つ
ま
り
、『
万
の
文
反
古
』
全
体
に
通
底
す
る
、
な
ん
ら
か
の
統
一
的

視
点
を
設
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
稿
者
が
着
目
し
た
い
の
が
、
本
作

の
持
つ
構
造
的
特
徴
、
特
に
書
簡
の
書
き
手
の
位
置
と
評
文
の
語
り
手
の
位

置
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
有
働
裕
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

（（



『
万
の
文
反
古
』の
序
文
で
も
、
作
者
自
身
と
も
思
わ
れ
る
人
物
が
さ
ま

ざ
ま
な
書
簡
を
手
に
す
る
ま
で
の
い
き
さ
つ
が
記
さ
れ
て
お
り
、
書
簡

そ
の
も
の
が
作
者
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ

て
い
る
。（
中
略
（
自
分
と
は
何
の
か
か
わ
り
も
な
い
人
々
の
書（

マ
マ
（い

書
簡

を
、
何
の
予
備
知
識
も
な
く
読
み
進
め
て
い
く
―
作
者
は
こ
の
よ
う
な

立
場
で
作
品
を
書
き
、
同
時
に
読
者
も
同
様
の
立
場
か
ら
読
み
進
め
て

い
く
こ
と
に
な
る（

（
（

。

有
働
氏
に
よ
れ
ば
、『
万
の
文
反
古
』
の
書
簡
の
書
き
手
は
、
作
者
自
身
お
よ

び
読
者
、
評
文
の
語
り
手
と
は
切
り
離
さ
れ
た
存
在
で
あ
り
、「
書
き
手
自
身

が
物
語
の
一
登
場
人
物
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
。
こ
の
指
摘
は
、『
万
の
文
反

古
』
を
そ
の
構
造
に
着
目
し
て
読
解
す
る
際
、
有
益
な
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
書
簡
の
書
き
手
を
一
登
場
人
物
と
し
て
相

対
化
す
る
と
い
う
視
点
か
ら
、
巻
二
の
一
「
縁え

ん
付づ

き
ま
へ
の
娘む

す
め自じ

慢ま
ん

」
を
読
み

直
す
こ
と
で
、
本
章
段
の
新
た
な
解
釈
の
可
能
性
を
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
　
梗
概
と
従
来
の
解
釈

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
縁え

ん
付づ

き
ま
へ
の
娘む

す
め自じ

慢ま
ん

」
は
、
姪
・
お
は
つ
の
結
婚

の
知
ら
せ
と
、
そ
の
嫁
入
り
道
具
の
購
入
を
依
頼
す
る
書
簡
に
対
し
て
の
返

信
で
あ
る
。
往
信
は
な
く
、
こ
の
返
信
の
み
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
差
出
人

は
京
の
兵
庫
屋
平
九
郎
、
受
取
人
は
お
は
つ
の
父
に
あ
た
る
大
坂
の
兵
庫
屋

平
右
衛
門
な
る
人
物
と
な
っ
て
い
る
。
書
簡
の
概
要
を
以
下
に
記
す
。

　

ま
ず
、
金
持
ち
と
の
縁
組
の
危
険
性
を
意
見
し
、
依
頼
さ
れ
た
嫁
入
り
道

具
の
贅
沢
さ
や
、
お
は
つ
の
育
て
方
に
つ
い
て
苦
言
を
呈
す
。
さ
ら
に
、
そ

も
そ
も
お
は
つ
が
「
さ
の
み
生う

ま
れ
付つ

き
よ
い
と
も
い
は
れ
ず
、
然し

か
も
片か

た
足あ

し
ふ
そ

く
あ
つ
て
よ
ほ
ど
目
に
立た

ち 

申ま
う
し候

」と
い
う
風
貌
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
敷
銀
無

し
で
の
婚
姻
を
持
ち
か
け
て
く
る
婚
家
に
対
す
る
不
信
感
を
主
張
す
る
。
そ

し
て
最
後
に
、
平
右
衛
門
の
家
に
は
金
銀
こ
そ
な
い
も
の
の
、
七
十
貫
目
あ

ま
り
の
価
値
に
な
る
三
ヶ
所
の
家
屋
敷
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
当
て
に
し
て

請
取
事
の
請
人
に
す
る
企
み
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
を
も
述
べ

る
。

　

本
章
段
に
つ
い
て
は
、
概
ね
固
定
的
な
解
釈
が
通
用
し
て
き
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
例
え
ば
広
嶋
進
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
前
略
（
受
信
者
「
兵
庫
屋
平
右
衛
門
」
の
妻
の
寛
闊
ぶ
り
、
娘
の
甘
や

か
し
ぶ
り
、
夫
妻
の
教
育
方
針
等
を
批
判
し
、
嫁
入
り
先
（「
問
屋
」（

の
家
計
の
内
情
を
推
測
し
、
今
回
の
婚
姻
が
財
産
目
当
て
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
す
る
。（
中
略
（
お
は
つ
の
結
婚
の
暗
い
将
来
を
暗
示
し
て
、
手

紙
は
終
わ
る（

（
（

ま
た
、
杉
本
好
伸
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

（
前
略
（平
九
良
の
方
に
、
読
者
を
も
説
得
さ
せ
る
物
の
道
理
が
あ
る
と

言
え
よ
う
。（
中
略
（
冷
静
に
見
て
、
平
右
衛
門
は
や
は
り
町
人
と
し
て

欠
け
る
と
こ
ろ
の
あ
る
人
物
と
し
て
、
こ
の
章
に
登
場
し
て
い
る
と
言

え
よ
う（

（
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
本
章
段
は
、
婚
家
の
企
み
に
引
っ
か
か
っ
て

し
ま
っ
た
平
右
衛
門
の
町
人
と
し
て
の
資
質
の
な
さ
が
、
平
九
郎
の
的
確
な

指
摘
に
よ
っ
て
露
見
す
る
話
、
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し

こ
う
し
た
解
釈
は
、
こ
の
書
簡
の
内
容
が
一
登
場
人
物
で
あ
る
平
九
郎
の
認

（（



識
に
よ
っ
て
制
約
を
受
け
て
い
る
と
い
う
、
作
品
の
構
造
上
の
問
題
を
十
分

考
慮
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
平
九
郎
の
語
り
を
相
対
化
す
る
こ
と
で
、

企
み
を
持
つ
婚
家
と
そ
れ
に
欺
さ
れ
る
平
右
衛
門
、
と
理
解
さ
れ
て
き
た
本

章
段
の
縁
組
を
め
ぐ
る
人
間
関
係
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
察
し
直
す
必
要
が

生
じ
る
は
ず
で
あ
る
。

二
　
婚
家
の
情
報
と
平
九
郎
の
推
測
の
根
拠

　

は
じ
め
に
、
平
九
郎
が
持
ち
得
る
お
は
つ
の
婚
家
に
関
す
る
情
報
と
、
彼

の
推
測
の
根
拠
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

（
前
略
（お
は
つ
縁え

ん
付づ

き
相あ

ひ 

極き
は
まり

、
目め

出で

度た
く 

存ぞ
ん
じ候

。
①

殊
に
先さ

き
様さ

ま
手て

前ま
へ

者し
や

、

珍
重
に
候
。
さ
り
な
が
ら
、
問と

ひ
屋や

は
大お

ほ

方か
た

身
代
落お

ち
着つ

か
ぬ
も
の
に
候
。

こ
の
上う

へ
な
が
ら
よ
く
〳
〵
御お

聞き

き
あ
は
せ
な
さ
れ
、
つ
か
は
さ
る
べ
く

候
。

②
家い

へ
蔵く

ら
の
白し

ら
壁か

べ
、
絹け

ん
布ぶ

の
不ふ

断だ
ん

着ぎ

、
世
間
を
も
つ
ぱ
ら
に
し
て
振ふ

る

舞ま
ひ

好ず

き
、
造
り
庭
・
鞠ま

り
・
楊や

う

弓き
ゆ
う

・
連れ

ん
俳ぱ

い
、
芸
能
に
名
を
と
る
人
、
世

の
聞き

き
は
よ
く
て
内な

い 

証し
よ
うあ

し
き
物
に
候
。

傍
線
部
①
か
ら
、
婚
家
が
「
手て

前ま
へ

者し
や

」
の
「
問と

ひ
屋や

」
で
あ
る
ら
し
い
と
い
う

こ
と
が
、
そ
し
て
傍
線
部
②
か
ら
は
、
婚
家
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
「
世
の
聞き

き
」

の
よ
い
も
の
で
あ
る
ら
し
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

　

ま
た
、
書
簡
の
後
半
部
分
に
あ
た
る
次
の
引
用
箇
所
の
傍
線
部
③
お
よ
び

④
で
は
、
敷
銀
不
要
と
い
う
事
情
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

私
わ
た
く
しの

思
案
に
落お

ち

着つ
き

申
さ
ず
候
は
、

③
先さ

き

様さ
ま

よ
り
敷し

き

銀ぎ
ん

か
つ
て
望
み
な

く
、
万
事
拵こ

し
らへ

き
れ
い
と
申ま

う
し候

を
合が

つ
点て

ん
ま
ゐ
ら
ず
候
。（
中
略
（④
敷し

き

銀ぎ
ん

な
し
に
、
親お

や
仁ぢ

の
心
入
れ
た
の
も
し
き
を
、
親
類
な
る
を
満
足
と
申
す

は
、
い
よ
〳
〵
同
心
に
存
ぜ
ず
候
。

こ
の
書
簡
が
返
信
で
あ
る
こ
と
や
、
平
九
郎
が
直
接
婚
家
と
知
り
合
い
で
あ

る
可
能
性
が
低
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
傍
線
部
の
情
報
は
、
平
右
衛
門
か
ら
の

往
信
に
記
載
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
つ
ま
り
書
簡

内
の
記
述
は
、
平
九
郎
が
平
右
衛
門
か
ら
の
又
聞
き
で
知
り
得
た
情
報
（
引

用
傍
線
部
（
と
、
平
九
郎
自
身
の
考
え
（
引
用
波
線
部
（
と
が
入
り
混
じ
っ

た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
中
か
ら
純
粋
な
情
報
（
引
用
傍
線
部
（

の
み
を
拾
っ
て
ゆ
く
と
、
こ
の
縁
組
は
平
右
衛
門
家
に
と
っ
て
好
条
件
の
も

の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
平
九
郎
は
不
信
感
を
募
ら
せ
る
。
そ
の
理
由
は
お
そ
ら
く
、
こ

の
縁
組
の
条
件
が
、
平
九
郎
自
身
が
把
握
し
て
い
る
平
右
衛
門
家
の
実
情
と

は
釣
り
合
わ
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
平
九
郎
が
知
っ
て
い
る
平
右
衛
門
家
の

実
態
に
つ
い
て
、
書
簡
か
ら
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

と
か
く
聟む

こ
は
不
足
に
お
も
ふ
程
な
る
が
、
勝
手
に
よ
く
候
。
そ
の
子し

細さ
い

は
、
年ね

ん

中ぢ
ゆ
う

付つ
け

届と
ど
け

、（
中
略
（
外ぐ

わ
い

聞ぶ
ん

ば
か
り
に
物も

の
入い

り
、
こ
の
ご
と

く
の
取
り
や
り
は
千
貫
目
よ
り
上う

へ
越こ

し
、慥た

し
か
な
る
身し

ん
代だ

い
の
人
の
す
る

事
を
、
一ひ

と

拍ひ
や
う

子し

違ち
が

へ
ば
手て

扣た
た

い
て
仕し

舞ま

ふ
、
わ
づ
か
五
十
貫
目
・
七

十
貫
目
の
小こ

商あ
き

人ん
ど

の
、
我わ

れ
を
し
ら
ぬ
奢お

ご
りと

ぞ
ん
じ
候
。

　

婚
家
の
情
報
に
つ
い
て
は
又
聞
き
す
る
し
か
な
い
平
九
郎
で
も
、
実
の
兄

弟
の
状
況
で
あ
れ
ば
、
直
接
に
し
か
も
正
確
な
こ
と
が
把
握
で
き
る
は
ず
で

あ
る
。
先
ほ
ど
の
引
用
部
分
に
、
書
簡
後
半
部
の
「
三
ケ
所し

よ
の
家い

へ
屋や

敷し
き

、
只た

だ

今い
ま

で
は
七
十
貫
目
余よ

が
物
な
れ
ば
」
と
い
う
情
報
を
加
え
れ
ば
、
平
右
衛
門

は
五
十
～
七
十
貫
目
ほ
ど
の
身
代
の
家
持
ち
商
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
客

（（



観
的
に
見
て
決
し
て
貧
し
く
は
な
い
が
、
西
鶴
作
品
で
長
者
や
分
限
な
ど
と

称
さ
れ
る
ほ
ど
の
大
金
持
ち
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
身
代
の
家
が
、「
手て

前ま
へ

者し
や

」
の
「
問と

ひ
屋や

」
と
、
し
か
も
敷
銀
な
し
と
い
う
好
条
件
で
縁
組
が
で
き
る

わ
け
が
な
い
。
平
九
郎
の
抱
く
不
信
感
の
根
源
は
、
お
そ
ら
く
こ
こ
に
あ
る
。

　

当
時
、
身
代
が
不
釣
り
合
い
な
縁
組
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ

れ
は
書
簡
内
で
平
九
郎
が
、「
女
は
形か

た
ちに

寄
り
て
、
物も

の
好ず

き
に
男
の
方か

た
よ
り
拵

こ
し
ら

へ
し
て
よ
ぶ
も
御ご

座ざ

候
へ
ど
」
と
断
り
を
入
れ
て
い
る
よ
う
に
、
主
に
女
性

の
容
姿
に
左
右
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
平
九
郎

に
と
っ
て
お
は
つ
は
、「
わ
た
く
し
姪め

ひ
な
が
ら
、
さ
の
み
生う

ま
れ
付つ

き
よ
い
と
も
い

は
れ
ず
、
然し

か
も
片か

た
足あ

し
ふ
そ
く
あ
つ
て
よ
ほ
ど
目
に
立た

ち 

申ま
う
し候

」と
い
う
娘
で
あ

り
、
そ
の
条
件
を
満
た
す
と
は
到
底
思
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
と
な
れ
ば
平

九
郎
と
し
て
は
、
こ
の
不
釣
り
合
い
な
縁
組
の
裏
に
は
、
何
か
し
ら
の
特
殊

な
事
情
が
あ
る
と
考
え
る
ほ
か
な
い
。
そ
こ
で
彼
な
り
の
推
測
を
述
べ
る
に

到
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
平
九
郎
の
推
測
は
あ
く
ま
で
、
平
右
衛
門
家
の
実
態
を
知
る
身

内
だ
か
ら
こ
そ
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
平
右
衛
門
家
の

実
態
を
知
ら
な
け
れ
ば
こ
の
推
測
は
成
り
立
た
な
い
。
で
は
一
体
ど
れ
ほ
ど

の
人
間
が
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
身
内
以
外
の
人
々
、
そ
し
て

婚
家
の
側
は
、
果
た
し
て
平
右
衛
門
家
の
内
証
に
つ
い
て
、
平
九
郎
と
同
様

の
認
識
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
平
九
郎
と
そ
の
他
の
人
間
と
の

間
で
、
平
右
衛
門
家
に
対
す
る
認
識
に
齟
齬
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
平
九
郎
に

と
っ
て
は
不
自
然
で
し
か
な
い
こ
の
縁
組
に
も
、
何
ら
か
の
妥
当
性
が
認
め

ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
来
の
よ
う
に
、
平
九
郎
の
推
測
を
そ
の
ま

ま
事
実
と
し
て
鵜
呑
み
に
す
る
の
で
は
な
く
、
書
簡
か
ら
う
か
が
え
る
そ
の

他
の
要
素
を
検
討
し
た
上
で
、
そ
の
推
測
が
妥
当
か
ど
う
か
に
つ
い
て
考
え

を
及
ぼ
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

三
　「
縁え

ん

付づ
き

ま
へ
の
娘む
す
め自じ

慢ま
ん

」
の
効
果

　

当
時
、「「
家
」を
裕
福
に
見
せ
る
こ
と
は
、
信
用
に
直
結（

（
（

」し
て
お
り
、
婚

姻
は
、「「
家
」
ど
う
し
の
結
び
つ
き
を
強
め
る
こ
と（

（1
（

」
で
あ
っ
た
。
と
な
れ

ば
必
然
的
に
、
自
ら
の
家
を
富
裕
に
み
せ
る
こ
と
で
商
業
上
の
信
用
を
獲
得

し
つ
つ
、
富
裕
な
家
と
姻
戚
関
係
を
結
び
そ
の
信
用
を
確
固
た
る
も
の
に
し

よ
う
と
目
論
む
者
が
出
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　

婚
家
は
、「
家い

へ
蔵く

ら
の
白し

ら
壁か

べ
、
絹け

ん
布ぶ

の
不ふ

断だ
ん

着ぎ

、
世
間
を
も
つ
ぱ
ら
に
し
て

振ふ
る

舞ま
ひ

好ず

き
、
造
り
庭
・
鞠ま

り
・
楊や

う 

弓き
ゆ
う・

連れ
ん

俳ぱ
い

、
芸
能
に
名
を
と
る
人
」で
あ
り
、

「
世
の
聞き

き
」
が
よ
い
暮
ら
し
ぶ
り
だ
と
さ
れ
る
。
こ
れ
を
う
け
て
平
右
衛
門

は
、
婚
家
を
「
手て

前ま
へ

者し
や

」
と
判
断
し
て
縁
組
を
調
え
、
平
九
郎
に
も
そ
の
情

報
を
伝
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
平
右
衛
門
の
側
も
、

（
前
略
（
四
人
揃そ

ろ
へ
紋も

ん
付つ

き
ひ
と
へ
物も

の
き
せ
て
、
外そ

と
は
つ
ね
に
て
内う

ち
を
金き

ん

砂す
な

子ご

に
草く

さ
花ば

な
書
き
し
駕の

り
籠も

の
に
、
時
々
の
仕し

出だ

し
衣
装
ひ
け
ら
か
し
、
天て

ん

王わ
う

寺じ

の
桜
・
住す

み

吉よ
し

の
汐し

ほ
干ひ

・
高か

う
津づ

の
涼
み
、
舎し

や
利り

寺じ

参ま
ゐ

り
・
毎
日
の

芝し
ば

居ゐ

見み

（
後
略
（

と
、
か
な
り
派
手
な
「
娘む

す
め自じ

慢ま
ん

」
を
行
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
七
十
貫
目
あ
ま

り
の
価
値
が
あ
る
家
持
ち
と
な
れ
ば
、
実
際
の
内
証
は
ど
う
で
あ
れ
、
端
か

ら
見
る
限
り
で
は
、
か
な
り
裕
福
な
商
家
と
思
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　
『
椀
久
一
世
の
物
語
』（
貞
享
二
〈
一
六
八
五
〉
年
（
下
巻
の
一
の
、

（（



子
に
太
鞁
を
打
習
は
せ
、
娘
に
惣
鹿
子
を
着
せ
、
鞠
・
楊
弓
に
日
を
暮

ら
し
、
大
や
う
に
見
掛
ば
か
り
、
さ
り
と
は
お
そ
ろ
し
。
同
じ
丁て

う
銀ぎ

ん
を

天て
ん

秤び
ん

響
き
渡
る
程
、
日
に
は
百
度
も
か
け
、
広
庭
に
は
延の

べ
米ご

め
を
借
り
て

積
重
ね
、
ま
だ
堪
忍
の
な
る
面お

も
て

向む
き

の
屋
根
を
葺ふ

き
代か

へ
、
寺
で
は
四
十

八
夜
を
申
し
て
名
に
触
れ
、
神
前
に
は
人
の
目
に
立
つ
石
灯
籠
奇
進
し

て
、
所と

こ
ろ

家い
へ

名な

を
高
う
な
し
て
慥
に
思
は
せ
、
手
形
借
り
の
金
銀
取
込

む
事
な
り（

（（
（

。

と
い
う
記
述
か
ら
は
、
当
時
の
商
人
た
ち
の
間
で
、
外
聞
や
み
て
く
れ

0

0

0

0

が
大

き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
殊
に
婚
姻
に
関
し
て
は
、

「
娘
の
親
は
、
相さ

う
応お

う
よ
り
よ
ろ
し
き
聟む

こ
を
の
ぞ
み
、
む
す
こ
の
親
は
、
我わ

れ
よ
り

棟む
ね

の
た
か
き
縁え

ん
者じ

や
を
好
み
」（『
好
色
一
代
女
』（
貞
享
三
〈
一
六
八
六
〉
年
（

巻
四
の
一（

（1
（

（
と
い
う
風
潮
も
手
伝
っ
て
、
外
聞
や
見
栄
と
い
う
も
の
が
よ
り

重
視
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
に
鑑
み
れ
ば
、
平
右
衛
門
が
「
世
の

聞き
き

」
が
良
い
暮
ら
し
ぶ
り
を
根
拠
と
し
て
、
婚
家
の
内
証
を
「
手て

前ま
へ

者し
や

」
と

判
断
し
た
よ
う
に
、
婚
家
の
側
も
ま
た
、
平
右
衛
門
家
を
か
な
り
裕
福
な
家

持
ち
商
人
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

　

ま
た
、「
造
り
庭
・
鞠ま

り
・
楊や

う 

弓き
ゆ
う・

連れ
ん

俳ぱ
い

、
芸
能
に
名
を
と
る
」
と
い
う
婚

家
の
生
活
ぶ
り
を
考
え
れ
ば
、
お
は
つ
が「
琴こ

と
・
小こ

舞ま
ひ

・
踊を

ど
りま

で
を
な
ら
は
」

さ
れ
て
い
た
こ
と
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

当
時
こ
の
よ
う
な
芸
事
が
女
性
の
魅
力
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
は
、
父
親
が
娘
を
可
愛
が
る
あ
ま
り
、「
上う

へ
つ
か
た
の
御
息
女

の
、
御お

な
ぐ 

慰さ
み

に
な
さ
る
ゝ
花き

や
車し

や
事
の
芸
に
、
師
匠
を
取
つ
て
な
ら
は
せ
」た
と

こ
ろ
、
そ
の
娘
が
奉
納
し
た
絵
馬
を
見
て
、「
い
よ
〳
〵
恋
忍
ぶ
も
の
」
が
多

く
出
た
と
い
う
、『
浮
世
親
仁
形
気
』（
享
保
五
〈
一
七
二
〇
〉
年
（
巻
四
の

二
の
例（

（1
（

な
ど
か
ら
容
易
に
推
量
さ
れ
る
。
こ
の
娘
は
和
歌
の
他
に
琴
や
三
味

線
な
ど
も
習
わ
さ
れ
て
お
り
、
お
は
つ
の
芸
事
も
同
じ
よ
う
な
意
味
合
い
を

持
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
平
九
郎
は
、
こ
の
よ
う
な
芸
事
を
「
わ
け
も
な

き
事
」と
一
刀
両
断
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、平
九
郎
の
こ
う
し
た
考
え
方
は
、西

鶴
作
品（

（1
（

の
み
な
ら
ず
教
訓
書
等（

（1
（

に
も
散
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
の

商
人
社
会
に
お
け
る
遊
芸
の
実
情
は
、
そ
れ
ほ
ど
簡
単
に
片
付
け
ら
れ
る
も

の
で
は
な
か
っ
た（

（1
（

。

　

例
え
ば
、『
都
鄙
問
答
』（
元
文
四
〈
一
七
四
〇
〉
年
（
巻
二
「
或
人
親ヲ

ヤ
ヘ

仕ツ
カ
ヘ

之
事
ヲ
問
之
段
」
に
、
我
が
儘
な
一
人
息
子
の
言
い
分
と
し
て
次
の
よ

う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

曰
。
家カ

業ゲ
ウ

ノ
コ
ト
ハ
、
イ
マ
ダ
心
懸ガ

ケ
モ
ナ
ク
候
。
子
細
ハ
只タ

ヾ
今
ニ
テ
ハ

朋ホ
ウ

友ユ
ウ

ノ
交

マ
ジ
ハ
リ多

ク
、
謠ウ

タ
ヒ

、
鼓ツ

ヾ
ミ

、
茶チ

ヤ
湯ノ

ユ
ナ
ド
モ
心
懸
ナ
ク
テ
ハ
、
交マ

ジ
ハ

リ

ア
シ
ク
候
ユ
ヘ
、
右
ノ
𥡴ケ

イ
古コ

ゴ
ト
ニ
取ト

リ
紛マ

ギ
レ
、
家
業
ノ
儀
ハ
、
サ
シ
テ

心
ガ
ケ
モ
コ
レ
ナ
ク
候
。
コ
レ
ハ
手テ

代
ド
モ
ノ
役ヤ

ク
目メ

ナ
レ
バ
、
致イ

タ
サ
ズ

ト
モ
相ア

ヒ 

勤ツ
ト
マリ

候（
（1
（

。

人
付
き
合
い
の
た
め
の
遊
芸
の
稽
古
に
忙
し
い
の
で
、
家
業
は
手
代
に
任
せ

れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
の
主
張
は
、
直
後
に
「
汝ナ

ン
ジ今

安ア
ン

樂ラ
ク

ニ
暮ク

ラ
ス
ハ
、
家
業
ノ

影カ
ゲ

ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
。
職シ

ヨ
ク 

分ブ
ン

ヲ
知
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ハ
、
禽キ

ン
獸ジ

ウ
ニ
モ
劣ヲ

ト
レリ

」と
批
判
さ

れ
て
お
り
、
当
時
の
商
人
と
し
て
も
ち
ろ
ん
褒
め
ら
れ
た
姿
勢
で
は
な
い
。

し
か
し
、『
日
本
永
代
蔵
』
巻
一
の
三
の

惣そ
う

じ
て
大
坂
の
手
前
よ
ろ
し
き
人
、
代
々
つ
づ
き
し
に
は
あ
ら
ず
。
大お

ほ

方か
た

は
吉き

ち

蔵ざ
う

・
三
助
が
な
り
あ
が
り
、
銀か

ね

持も
ち

に
な
り
、
そ
の
時
を
え
て
、

（（



詩し
い

歌か

、
鞠ま

り
、
楊や

う

弓き
ゆ
う

、
琴
、
笛
、
鼓つ

づ
み

、
香か

う

会く
わ
い

、
茶
の
湯
も
、
お
の
づ

か
ら
に
覚
え
て
よ
き
人ひ

と
付づ

き
合あ

ひ
、
む
か
し
の
片か

た
言こ

と
も
う
さ
り
ぬ
。

と
い
う
記
述
と
合
わ
せ
て
み
る
と
、
当
時
そ
れ
な
り
の
商
家
で
は
、
遊
芸
に

よ
る
交
際
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

商
人
と
遊
芸
と
の
関
係
性
は
、
例
え
ば
『
商
人
平
生
記
』（
元
文
三
〈
一
七
三

九
〉
年
（
第
廿
一
「
諸し

よ
芸げ

い 
嗜た

し
なむ

心こ
ゝ
ろ得へ

の
事
」
の
、

一　

諸し
よ

芸げ
い

を
習な

ら
ふ
事こ

と
は
銘め

い
々
身し

ん

上し
や
う

分ぶ
ん

限け
ん

の
相さ

う

応お
ふ

に
よ
り
習な

ら
ひ
知し

る

べ
し
。
然し

か
れど

も
何な

に
芸げ

い
に
よ
ら
ず
一ひ

と
道み

ち
に
ふ
か
く
泥な

づ
む
べ
か
ら
ず
。
つ
よ

く
執し

う 

着ぢ
や
くす

れ
ば
家か 

業ぎ
や
うに

怠お
こ
たり

金き
ん

銀〴
〵

も
お
ほ
く
費つ

ゐ
へる

物も
の

な
り（

（1
（

。

と
い
う
記
述
か
ら
も
推
し
量
ら
れ
よ
う
。
当
時
の
商
人
た
ち
に
と
っ
て
遊
芸

と
は
、
耽
溺
す
れ
ば
家
を
傾
け
か
ね
な
い
危
険
性
を
孕
む
一
方
、
付
き
合
い

上
、
も
は
や
完
全
に
切
り
捨
て
る
こ
と
も
で
き
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。

遊
芸
の
持
つ
社
会
的
機
能
が
認
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
娘
を
持
つ
親
は

「
身し

ん
代だ

い
の
外
、
聟む

こ
の
生
れ
付つ

き
、
諸
芸
あ
り
て
人
の
目
立
つ
程
な
る
を
聞
き
合

せ
」（『
日
本
永
代
蔵
』
巻
一
の
五
（
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
商
人
社
会
に
お
け
る
文
化
的
交
流
は
、
当
然
そ
の
妻
を
も
巻

き
込
む
こ
と
に
な
る
。
当
時
の
女
訓
書
に
も
こ
の
風
潮
は
反
映
さ
れ
て
お
り
、

を
ん
な
は
よ
そ
へ
ゆ
く
こ
と
ま
れ
な
れ
ど
も
と
き
に
よ
り
一
も
ん
の
よ

り
あ
ひ
に
け
い
を
つ
く
し
さ
ま
〳
〵
あ
そ
び
侍
る
お
り
ふ
し
。
む
の
う

な
れ
は
か
ほ
も
ち
よ
ろ
し
か
ら
ず
。（
中
略
（
わ
か
き
と
き
い
た
つ
ら
に

日
を
を
く
り
た
ま
ふ
べ
か
ら
ず
な
ぐ
さ
み
に
こ
と
よ
せ
て
さ
ま
〳
〵
の

こ
と
わ
ざ
を
か
ん
と
な
ら
ひ
た
ま
ふ
べ
し
（『
お
ん
な
か
が
み
』
慶
安
三

〈
一
六
五
〇
〉
年
、
上
巻
「
八　

こ
と
を
ひ
き
び
わ
を
た
ん
じ
給
ふ
事

（
（1
（

」（

と
、
女
性
で
あ
っ
て
も
全
く
の
無
芸
で
あ
る
こ
と
は
恥
で
あ
り
、
そ
れ
な
り

の
芸
事
は
身
に
つ
け
て
お
く
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
し
て
、「
芸
能

に
名
を
と
る
」
よ
う
な
「
問と

ひ
屋や

」
の
妻
と
な
れ
ば
、
そ
れ
に
見
合
う
だ
け
の

教
養
を
持
っ
た
女
性
を
求
め
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
こ
の
点
に
お
い

て
、
お
は
つ
の
「
琴こ

と
・
小こ

舞ま
ひ

・
踊を

ど
り」

の
ス
キ
ル
は
、
ま
さ
に
打
っ
て
付
け
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
、
平
九
郎
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
お
は
つ
の
育
て
ら
れ
方
に
つ

い
て
、
改
め
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
お
は
つ
の
派
手
な
外
出

ぶ
り
は
、
平
右
衛
門
家
の
富
を
喧
伝
し
、
よ
り
よ
い
縁
組
先
を
求
め
よ
う
と

す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
お
は
つ
の
遊
芸
の
嗜
み
は
、
商
人
社
会
に
お
け

る
社
交
の
た
め
に
必
要
な
教
養
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

ま
た
、
教
養
あ
る
娘
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
平
右
衛
門
家
の
豊
か
さ
を
象
徴

す
る
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

お
は
つ
の
外
出
の
様
子
や
遊
芸
の
嗜
み
は
、
端
か
ら
見
れ
ば
裕
福
な
商
家

の
お
嬢
様
の
そ
れ
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
と
な
れ
ば
、
平
右
衛
門
が
婚
家
を

「
手て

前ま
へ

者し
や

」
だ
と
思
っ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
婚
家
の
側
も
ま
た
、
平
右
衛

門
家
を
裕
福
な
商
家
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
な
ん
ら
不
思
議
で

は
な
い
。
平
九
郎
の
推
測
す
る
「
請う

け
人に

ん
に
立た

て
申
す
心
ざ
し
」
と
い
う
可
能
性

を
考
え
る
に
し
て
も
、
請
人
と
し
て
の
利
用
価
値
が
高
い
の
は
、
よ
り
裕
福

で
信
用
の
あ
る
商
人
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、

こ
の
縁
組
は
平
右
衛
門
が
一
方
的
に
欺
さ
れ
た
末
に
結
ば
れ
た
も
の
と
は
言

い
難
い
。
む
し
ろ
、
婚
姻
両
家
が
お
互
い
に
、
相
手
側
を
裕
福
な
商
家
と
認

識
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
結
ば
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
が
浮
上

（（



し
て
く
る
の
で
あ
る
。

四
　「
万
事
拵こ

し
らへ
き
れ
い
」
の
意
味

　

し
か
し
、
依
然
と
し
て
不
可
解
な
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
平
九
郎
が
お

そ
ら
く
最
も
不
審
に
思
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
、「
敷し

き
銀ぎ

ん
か
つ
て
望
み
な
く
」
と

い
う
婚
家
の
態
度
で
あ
る
。
そ
の
謎
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
と
な
る
の

が
、
婚
家
の
「
万
事
拵こ

し
らへ

き
れ
い
」
と
い
う
発
言
で
あ
る
。
婚
家
は
敷
銀
を

望
ま
ず「
万
事
拵こ

し
らへ

き
れ
い
」、
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
嫁
入
り
準
備
を
華
や
か

に
、
と
言
っ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
今
回
の
縁
組
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な

意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

当
時
の
商
人
社
会
で
は
、
嫁
入
り
道
具
の
華
や
か
さ
が
家
の
格
式
と
経
済

力
の
喧
伝
と
な
り
、
商
業
上
の
信
用
や
商
売
の
た
め
の
資
金
の
獲
得
に
繋

が
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
世
相
を
鋭
く
指
摘
し
て
み
せ
た
の
が
、『
世
間
胸

算
用
』（
元
禄
五
〈
一
六
九
二
〉
年
（
巻
二
の
一
「
銀ぎ

ん
一
匁も

ん
めの

講こ
う 

中ぢ
ゆ
う」

で
あ

る
。「
銀ぎ

ん
一
匁も

ん
めの

講こ
う 

中ぢ
ゆ
う」

で
は
、
あ
る
銀
貸
し
が
、

ま
づ
分ぶ

限げ
ん

と
見
た
る
所
は
、
去き

よ

々〳
〵

年ね
ん

の
霜し

も

月つ
き

に
娘
を
堺さ

か
ひへ

縁え
ん

組ぐ
み

せ
し

に
、
諸
道
具
今い

ま

宮み
や

か
ら
長な

が

町ま
ち

の
藤ふ

ぢ
の
丸ま

る
の
か
う
や
く
屋や

の
門か

ど
ま
で
つ

づ
き
し
跡あ

と
か
ら
、
十
貫
目
入い

り
五
つ
、
青あ

を

竹だ
け

に
て
揃そ

ろ
へ
の
大お

ほ 

男を
と
こに

さ
し

荷に
な

は
せ
、そ
の
ま
ま
御お

祓は
ら

ひ
の
渡
る
ご
と
し
。
外ほ

か
に
も
あ
ま
た
の
男な

ん
子し

あ
れ
ば
、
余よ

慶け
い

な
く
て
娘
に
五
十
貫
目
は
付つ

け
ま
い
と
思
ひ
ま
し
て
、

い
や
と
い
ふ
も
の
を
無
理
に
、
こ
の
三
月
過す

ぎ
に
二
十
貫
目
預あ

づ
け
ま
し

た
（
11
（

と
、
嫁
入
り
行
列
の
華
や
か
さ
を
根
拠
に
、
北
浜
の
あ
る
商
人
の
内
証
を
分

析
し
た
も
の
の
、
実
は
そ
れ
が「
両
方
の
外ぐ

わ
い 

聞ぶ
ん

、
見
せ
か
け
ば
か
り
に
内な

い
談だ

ん
」

し
た
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
実
態
が
暴
か
れ
て
い
る
。
ま
た
当
時
、

女
性
の
道
具
類
は
女
性
側
の
財
産
と
さ
れ
て
お
り
、
闕
所
や
分
散
な
ど
の
際

に
は
財
産
整
理
の
対
象
外
と
さ
れ
て
い
た
。『
世
間
胸
算
用
』
巻
一
の
一
「
問と

ひ

屋や

の
寛く

わ
ん 

闊く
わ
つ 

女を
ん
な」

の
次
の
記
述
は
、
そ
の
よ
う
な
風
潮
を
如
実
に
示
し
て
い

る
と
い
え
よ
う
。

明あ

日す

分ぶ
ん

散さ
ん

に
あ
う
て
も
、
女
の
諸
道
具
は
遁の

が
る
る
に
よ
つ
て
、
打
ち
つ

ぶ
し
て
又
取
り
つ
き
、
世せ

帯た
い

の
物も

の
種だ

ね
に
す
る
か
と
思
は
れ
け
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
嫁
入
り
道
具
の
持
つ
役
割
を
考
え
た
と
き
、「
万
事
拵こ

し
らへ

き
れ
い
」
と
い
う
言
葉
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
。「
世
の
風ふ

う
儀ぎ

」
と
し

て
は
、
聟
の
側
が
「
嫁よ

め
の
敷し

き
銀ぎ

ん
を
望
み
、
商

あ
き
な
ひの

手
だ
て
に
す
る
」（『
日
本
永

代
蔵
』
巻
一
の
五
（
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
嫁
入
り
道
具
を
立

派
に
す
る
こ
と
で
、
聟
側
が
得
ら
れ
る
利
点
も
少
な
く
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
華
美
な
道
具
類
を
嫁
入
り
行
列
で
見
せ
び
ら
か
す
こ
と
で
、
裕
福

な
家
の
娘
を
嫁
に
迎
え
た
と
い
う
こ
と
を
家
の
外
部
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
裕
福
な
家
と
の
縁
が
で
き
た
と
い
う
意
味
で
、
商
業
上
の
信
用
を
高

め
る
こ
と
に
繋
が
る
。
そ
し
て
周
囲
か
ら
の
信
用
が
高
ま
れ
ば
、
商
い
の
元

手
金
を
借
り
入
れ
る
こ
と
も
容
易
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
殊
に
婚
家
は
「
手て

前ま
へ

者し
や

」
と
評
判
さ
れ
る
よ
う
な
「
問と

ひ
屋や

」
で
あ
る
。
職
業
上
、
信
用
の
大
切
さ

や
、「
惣そ

う
じ
て
商あ

き
人ん

ど
の
、
銀か

ね

借か
り 

所ど
こ
ろこ

し
ら
へ
る
を
第
一
に
い
た
し
候
。
中な

か

々〳
〵

す
こ
し
の
手て

銀が
ね

に
て
は
、
は
か
の
ゆ
く
事
に
は
あ
ら
ず
候
」（『
万
の
文
反

古
』巻
五
の
一
（と
い
う
、
資
本
と
そ
れ
を
提
供
す
る
金
親
の
重
要
性
は
、
も

は
や
常
識
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
嫁
入
り
道
具
に
力
を
入
れ

（（



さ
せ
る
こ
と
で
、
婚
家
の
側
は
自
ら
の
懐
を
特
に
傷
め
る
こ
と
な
く
、
豪
華

な
道
具
類
と
家
の
信
用
、
借
入
金
を
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
女
性

の
道
具
類
が
分
散
の
対
象
外
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
万
が
一
経
済
状
況

が
悪
化
し
て
も
、
そ
れ
以
降
の
生
活
の
糧
が
確
保
で
き
る
と
い
う
利
点
も
あ

る
。

　

む
ろ
ん
、
道
具
類
は
女
性
側
の
財
産
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
た
め
、
離
縁

の
際
に
は
女
性
側
に
返
却
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
敷
銀
に
つ

い
て
も
同
様
の
扱
い
で
あ
っ
た（

1（
（

。
万
が
一
妻
に
先
立
た
れ
た
場
合
で
も
、
女

の
子
が
い
れ
ば
、
道
具
類
は
そ
の
子
に
相
続
さ
れ
聟
の
家
に
残
る（

11
（

。
も
し
男

の
子
が
い
る
場
合
は
、
敷
銀
の
み
手
元
に
残
り
、
道
具
類
は
女
の
実
家
に
返

却
す
る
義
務
が
生
じ
る
が（

11
（

、
敷
銀
を
受
け
取
っ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
ま
で
の

間
に
商
売
の
た
め
に
使
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
の
方
が
多
い
。
別
に
元
手

金
が
調
達
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
敷
銀
を
貰
う
場
合
と
今
回
の
条
件
と
で
は
、

結
果
的
に
さ
ほ
ど
変
わ
り
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
婚
家
側
の
事
情
に
つ
い
て
縷
々
考
察
し
て
き
た
が
、
こ
の
条
件
は

平
右
衛
門
家
に
と
っ
て
も
決
し
て
不
利
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
ず
、
敷
銀
を

用
意
し
な
く
て
よ
い
と
い
う
こ
と
は
、
女
性
側
に
と
っ
て
も
ち
ろ
ん
好
条
件

で
あ
る
。
嫁
入
り
道
具
の
た
め
の
出
費
は
必
要
だ
が
、
万
が
一
婚
家
の
経
済

状
況
が
悪
化
し
た
場
合
に
、
か
わ
い
い
娘
の
窮
地
を
救
う
保
険
と
し
て
機
能

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
敷
銀
よ
り
も
道
具
類
に
資
金
を
投
入
し
た
い
と
思
う
の

が
親
心
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
嫁
入
り
行
列
を
使
っ
た
経
済
力
の
喧
伝
に
よ
る

信
用
拡
大
と
い
う
利
益
は
、
実
際
に
道
具
類
を
用
意
す
る
平
右
衛
門
家
に
も

当
然
も
た
ら
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
娘
に
上
等
な
道
具
類
を
持
た

せ
て
実
家
の
経
済
力
を
示
し
て
お
け
ば
、
た
と
え
敷
銀
な
し
で
「
片か

た
足あ

し
ふ
そ

く
」
の
お
は
つ
で
あ
っ
て
も
、
婚
家
で
肩
身
の
狭
い
思
い
を
す
る
こ
と
も
な

い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、「
け
つ
か
う
過す

ぎ
」
る
嫁
入
り
道
具
と
は
い

え
、
た
だ
の
無
意
味
な
浪
費
と
断
じ
て
し
ま
う
の
は
早
計
で
あ
る
。

　

本
章
段
の
縁
組
は
、
敷
銀
不
要
と
い
う
点
に
ば
か
り
注
目
さ
れ
て
い
た
た

め
に
、
一
見
不
自
然
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、「
娘む

す
め自じ

慢ま
ん

」
と

い
う
要
素
と
「
万
事
拵こ

し
らへ

き
れ
い
」
と
い
う
一
言
に
着
目
す
る
と
、
こ
の
縁

組
は
実
は
双
方
の
利
害
が
噛
み
合
っ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
様
相
は
、
ま
さ
に
当
時
の
商
人
社
会
に
お
け
る
婚
姻

の
リ
ア
ル
な
姿
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う（

11
（

。
次
節
以
降
で
は
、
こ
れ
ま
で
の

読
解
を
ふ
ま
え
、
評
文
お
よ
び
章
題
、
目
録
小
見
出
し
に
つ
い
て
考
察
し
て

い
く
。

五
　
評
文
の
解
釈
に
つ
い
て

　

本
稿
「
は
じ
め
に
」
で
も
言
及
し
た
よ
う
に
、『
万
の
文
反
古
』
各
章
段
末

尾
に
は
、
第
三
者
的
な
視
点
か
ら
書
簡
に
言
及
す
る
評
文
が
付
さ
れ
て
お
り
、

し
ば
し
ば
読
解
の
重
要
な
要
素
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
そ

れ
は
本
章
段
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。
な
お
紙
幅
の
都
合
上
、『
万
の
文

反
古
』
と
い
う
作
品
全
体
の
構
造
の
中
で
評
文
が
果
た
す
機
能
に
つ
い
て
、

こ
こ
で
は
以
下
の
三
点
を
確
認
し
て
お
く
に
と
ど
め
た
い
。
ま
ず
一
点
目
に
、

評
文
の
語
り
手
が
書
簡
の
書
き
手
や
作
者
と
は
切
り
離
さ
れ
た
存
在
で
あ
る

と
い
う
こ
と
。
二
点
目
に
、
そ
の
語
り
手
は
、
全
く
知
ら
な
い
他
人
の
書
簡

を
拾
い
読
む
と
い
う
点
に
お
い
て
、
読
者
と
同
じ
立
場
に
立
つ
存
在
で
あ
る

（（



と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
三
点
目
に
、
評
文
の
存
在
が
、
書
簡
の
内
容
を
客
観

視
す
る
こ
と
を
読
者
に
促
す
た
め
の
、
一
つ
の
要
素
と
な
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る（

11
（

。

　

さ
て
、
本
章
段
の
評
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

こ
の
文ふ

み
の
子し

細さ
い

を
考か

ん
が見み

る
に
、
京
へ
縁え

ん

組ぐ
み

の
買
物
を
申ま

う
し 

遣つ
か

は
し
け

る
、
こ
の
娘む

す
めが

た
め
に
は
伯を

父ぢ

か
た
へ
と
見
え
た
り
。
こ
の
者
の
申
す

ご
と
く
、
一
代だ

い
に
一
度ど

の
大だ

い
事じ

、
念ね

ん
を
入
れ
て
後の

ち
、
約
束
申
す
べ
き
事

ぞ
か
し
。
今い

ま
程ほ

ど
、
世
間
に
見
せ
か
け
の
は
や
る
事
は
な
し
。
面お

も
てむ

き
・

内な
い 

証し
よ
うの

、
十そ

露ろ

盤ば
ん

入
れ
て
か
ら
は
、
大お

ほ
方か

た
三
五
の
十
八
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
の
従
来
の
見
解
は
、
以
下
の
谷
脇
氏
の
解
釈
で
概
ね
説
明

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
前
略
（
評
文
は
、
完
全
に
筆
者
（
岡
部
注
：
平
九
郎
（
の
主
張
を
容

認
・
補
強
す
る
立
場
に
立
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
や
は
り
筆
者
の
危
惧

は
当
た
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
、「
縁
付
ま
へ
の
娘
自
慢
」
の
愚
か

な
弟
一
家
は
手
ひ
ど
い
目
に
あ
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
、
読
者
が
手

紙
を
読
ん
で
想
像
し
て
い
た
事
態
を
、
こ
の
評
文
に
よ
っ
て
作
者
は
裏

付
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る（

11
（

。

谷
脇
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
、
評
文
の
「
念ね

ん
を
入
れ
て
後の

ち
、
約
束
申
す
べ
き
」

と
い
う
見
解
は
、「
今い

ま
程ほ

ど
、
世
間
に
見
せ
か
け
の
は
や
る
事
は
な
し
」
と
い
う
、

評
文
の
語
り
手
自
身
の
時
代
認
識
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
縁
組

に
対
し
て
慎
重
で
あ
る
よ
う
求
め
る
平
九
郎
の
考
え
と
も
共
通
す
る
。
従
来
、

こ
の
「
見
せ
か
け
の
は
や
る
」
世
間
の
様
相
を
反
映
し
て
い
る
の
は
婚
家
と

さ
れ
、
平
右
衛
門
は
そ
の
「
見
せ
か
け
」
に
欺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、「
町
人
と

し
て
欠
け
る
と
こ
ろ
の
あ
る
人
物（

11
（

」
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
本
稿

の
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
両
家
の
利
害
が
一
致
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ

の
縁
組
み
が
結
ば
れ
た
と
い
う
可
能
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
こ
の
章

段
に
描
き
込
ま
れ
た「
見
せ
か
け
」を
、
婚
家
か
ら
平
右
衛
門
へ
と
い
う
、
一

方
通
行
の
図
式
で
捉
え
て
し
ま
う
の
は
、
単
純
す
ぎ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
平
右
衛
門
の
身
内
で
あ
る
平
九
郎
が
、
書
簡
の
書
き
手
と
し
て
設

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。
平
九
郎
の
持
つ
情
報

に
基
づ
く
限
り
、
婚
家
の
内
証
は
あ
く
ま
で
推
測
に
過
ぎ
な
い
も
の
に
し
か

な
り
え
な
い
。
平
九
郎
が
正
確
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
身
内
で
あ
る

平
右
衛
門
家
の
内
証
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
書
簡
で
暴
き
出
さ
れ
て
い
た

の
は
、
派
手
な
娘
自
慢
や
豪
勢
な
嫁
入
り
道
具
の
注
文
を
行
っ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
実
は
「
五
十
貫
目
・
七
十
貫
目
の
小こ

商あ
き

人ん
ど

」
に
す
ぎ
な
い
と

い
う
、
ま
さ
に
「
三
五
の
十
八
」
と
で
も
言
う
べ
き
、
平
右
衛
門
家
の
実
態

の
ほ
う
だ
っ
た
と
は
い
え
ま
い
か
。「
見
せ
か
け
の
は
や
る
」
世
の
中
で
は
、

こ
の
平
右
衛
門
み
た
い
な
や
つ
ら
も
い
る
の
だ
か
ら
、
気
を
つ
け
な
く
て
は

な
ら
な
い
―
評
文
末
尾
は
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　

本
章
段
に
描
か
れ
る
縁
組
は
、
あ
ら
ゆ
る
思
惑
と
「
見
せ
か
け
」
が
絡
み

あ
う
当
時
の
商
人
社
会

（
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に
お
い
て
、「
一
代だ

い
に
一
度ど

の
大だ

い
事じ

」
で
あ
っ
た
婚
姻

の
様
相
を
、
端
的
に
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。「
面お

も
てむ

き
・
内な

い 

証し
よ
うの

、
十そ

露ろ

盤ば
ん

入
れ
て
か
ら
は
、
大お

ほ
方か

た
三
五
の
十
八
」
と
は
、
こ
の
書
簡
に
対
す
る
コ

メ
ン
ト
で
あ
る
と
同
時
に
、「
今
」、
つ
ま
り
当
時
の
現
実
世
界
へ
と
投
げ
か

け
ら
れ
た
鋭
い
眼
差
し
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
書
簡
内
の
物
語
と
現

（0



実
と
の
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
は
、
評
文
の
存
在
に
よ
っ
て
よ
り
鮮
明
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
評
文
が
、
書
簡
の
語
り
と
は
異
な
る
、
第
三

者
的
な
視
点
か
ら
世
間
に
言
及
す
る
こ
と
で
、
書
簡
の
内
容
は
、
作
品
と
い

う
虚
構
の
世
界
を
越
え
た
、
よ
り
身
近
で
現
実
的
な
事
柄
と
し
て
、
読
者
に

感
得
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

六
　
章
題
お
よ
び
目
録
小
見
出
し
に
つ
い
て

　

と
こ
ろ
で
、
本
章
段
の
章
題
と
目
録
小
見
出
し
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

㊀　

縁え
ん

付づ
き

ま
へ
の
娘む

す
め自じ

慢ま
ん

　
　
　
　

こ
の
文ふ

み
に
母
親
の
お
ご
り
乗の

り

物も
の

　
　
　
　

手
も
う
ご
か
せ
ぬ
奉ほ

う
公こ

う

雛び
な

　

従
来
「
手
も
う
ご
か
せ
ぬ
奉ほ

う
公こ

う
雛び

な
」
に
つ
い
て
は
、「
商
売
が
行
き
づ
ま
っ

て
ど
う
に
も
な
ら
な
く
な
る
の
は
、
奉
公
雛
の
手
が
動
か
ぬ
の
と
同
様
手
の

打
ち
う
よ
う
が
な
い
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
校
注
：
谷
脇
理
史
氏
（、

「
商
売
に
さ
し
つ
ま
っ
て
ど
う
に
も
な
ら
な
く
な
る
。
奉
公
雛
の
人
形
の
手

が
動
か
な
い
こ
と
に
か
け
た
」（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
校
注
：
神
保

五
彌
氏
（
と
い
う
解
釈
が
通
行
し
て
き
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
述
べ
て
き
た

と
お
り
、
平
九
郎
が
指
摘
す
る
婚
家
の
企
み
は
、
彼
が
婚
家
に
つ
い
て
十
分

な
情
報
を
持
ち
得
る
立
場
に
な
い
と
い
う
一
点
に
お
い
て
、
あ
く
ま
で
推
測

の
域
を
出
な
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、「
手
も
う

ご
か
せ
ぬ
奉ほ

う
公こ

う
雛び

な
」
に
、
平
九
郎
の
推
測
で
し
か
な
い
お
は
つ
の
未
来
の
窮

状
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
は
、深
読
み
で
し
か
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
で
は
、他

に
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　

花
嫁
で
あ
る
お
は
つ
と
、
奉
公
雛
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
異

論
は
な
い
。
問
題
は
、「
手
も
う
ご
か
せ
ぬ
」
の
解
釈
で
あ
る
。
こ
こ
で
思
い

起
こ
し
た
い
の
が
、
書
簡
内
で
言
及
さ
れ
て
い
た
お
は
つ
の
様
子
で
あ
る
。

お
は
つ
は
、「
何
の
町ち

や
う 

人に
ん

の
入
ら
ざ
る
琴こ

と
・
小こ

舞ま
ひ

・
踊を

ど
りま

で
を
な
ら
は
」
さ

れ
て
お
り
、「
真ま

綿わ
た

つ
ま
せ
、
糸い

と
屑く

づ
な
り
と
も
ひ
ね
ら
せ
置
」
く
と
い
っ
た
町

人
の
娘
に
「
似に

合あ

ひ
た
る
手て

業わ
ざ

」
を
修
得
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
つ

ま
り
お
は
つ
は
、
遊
芸
ば
か
り
を
身
に
付
け
、
町
人
ら
し
い
労
働
を
知
ら
な

い
。
奉
公

0

0

雛
と
重
ね
合
わ
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
手
も
う
ご
か
せ
ぬ

（
町
人
ら
し
い
労
働
が
で
き
な
い
（
娘
な
の
で
あ
る
。「
手
も
う
ご
か
せ
ぬ
奉ほ

う

公こ
う

雛び
な

」
と
は
、
平
九
郎
の
推
測
に
過
ぎ
な
い
お
は
つ
の
暗
い
未
来
の
暗
示
な

ど
で
は
な
く
、
甘
や
か
さ
れ
て
育
っ
た
箱
入
り
娘
お
は
つ
の
、
現
状
の
比
喩

な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
直
前
の
「
こ
の
文ふ

み
に

母
親
の
お
ご
り
乗の

り
物も

の
」
と
の
繋
が
り
も
わ
か
り
や
す
い
。「
縁え

ん
付づ

き
ま
へ
の
娘

む
す
め

自じ

慢ま
ん

」
と
い
う
章
題
の
も
と
、
こ
の
章
段
に
は
母
親
の
奢
り
や
箱
入
り
娘
の

贅
沢
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
目
録
小
見
出
し
か

ら
ま
ず
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
書
簡
を
通
し
て
提
示
さ
れ
る
の
は
、「
縁え

ん
付づ

き
ま
へ
の
娘

む
す
め

自じ

慢ま
ん

」そ
れ
自
体
で
は
な
く
、そ
れ
を
通
し
て
結
ば
れ
た
縁
組
の
様
相
と
、平

右
衛
門
家
の
内
証
の
実
態
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
章
題
お
よ
び
目
録
小
見
出

し
を
見
た
と
き
に
抱
く
予
測
は
、
見
事
に
裏
切
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
章
題
・
目
録
小
見
出
し
と
本
文
内
容
と
の
間
に
発
生
す
る
こ
の
落
差
・

意
外
性
は
、「
面お

も
てむ

き
・
内な

い 

証し
よ
うの

、
十そ

露ろ

盤ば
ん

入
れ
て
か
ら
は
、
大お

ほ

方か
た

三
五
の

十
八
」、
つ
ま
り
、
表
向
き
と
中
身
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
、
と
い

（（



う
評
文
の
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
評
文
の
「
今い

ま
程ほ

ど
、
世
間
に
見
せ
か
け
の
は
や
る
事
は
な
し
」

の
「
見
せ
か
け
」
が
、
婚
家
側
の
企
み
の
可
能
性
だ
け
で
な
く
、
平
右
衛
門

側
の
意
図
を
も
含
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
書
簡
の
書
き
手
に

平
九
郎
が
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
章
段
の
書
簡
を
通
し
て
示
さ
れ

て
い
る
の
は
、
推
測
に
過
ぎ
な
い
婚
家
の
内
証
で
は
な
く
、
む
し
ろ
平
右
衛

門
家
の
「
見
せ
か
け
」
と
実
際
の
内
証
と
の
落
差
で
あ
っ
た
と
結
論
付
け
た
。

　

な
お
こ
の
よ
う
な
読
解
方
法
は
、『
万
の
文
反
古
』
と
い
う
作
品
が
、
書
簡

体
で
あ
る
か
ら
こ
そ
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
平
九
郎
の
語
り
（
つ
ま

り
書
簡
部
分
（が
、そ
の
ま
ま
地
の
文
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、本

稿
の
よ
う
な
解
釈
は
深
読
み
と
い
う
謗
り
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

書
簡
体
と
い
う
形
式
を
取
る
こ
と
で
、
そ
の
語
り
は
作
中
人
物
の
も
の
と
な

り
、読
者
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
る
余
地
を
生
む
。
そ
し
て
そ
の
効
果
は
、書

簡
の
書
き
手
と
は
距
離
を
置
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
評
文
と
い
う
存
在
に
よ
っ

て
、
大
い
に
助
長
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

書
簡
体
お
よ
び
評
文
は
、
冒
頭
に
も
触
れ
た
と
お
り
、『
万
の
文
反
古
』
と

い
う
作
品
の
明
確
な
特
徴
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
こ
の
読
解
方
法
も
、
巻
二

の
一
だ
け
で
な
く
全
章
段
に
お
い
て
有
効
な
は
ず
で
あ
る（

11
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。
さ
ら
に
い
え
ば
、

本
稿
の
よ
う
な
読
解
姿
勢
は
、『
万
の
文
反
古
』
序
文
に
お
い
て
既
に
述
べ
ら

れ
て
い
た
、
書
簡
の
読
み
方
そ
の
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

見
苦
し
き
は
今
の
世
間
の
状じ

や
う 

文ぶ
み

な
れ
ば
、心
を
付
け
て
捨す

つ
べ
き
事
ぞ

か
し
。
か
な
ら
ず
そ
の
身み

の
恥は

ぢ
を
、
人
に
二ふ

た
度た

び
見
さ
が
さ
れ
け
る
ひ
と

つ
な
り
。（
中
略
（
を
か
し
き
噂う

は
さ、

か
な
し
き
沙さ

汰た

、
あ
る
い
は
嬉う

れ
し

き
は
じ
め
、
栄え

い
花ぐ

わ
終
り
、
な
が
〳
〵
と
読
み
つ
づ
け
行
く
に
、
大お

ほ
江え

の

橋
の
む
か
し
、
人
の
心
も
見
え
わ
た
り
て
こ
れ
。

　
「
今
の
世
間
の
状

じ
や
う

文ぶ
み

」
は
、「
見
苦
し
き
」
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
は

他
人
の
書
簡
を
前
に
し
た
と
き
、
た
だ
漫
然
と
読
み
流
す
の
で
は
な
く
、
そ

の
書
簡
か
ら
「
恥は

ぢ
」
を
「
見
さ
が
」
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
序
文
に
お

い
て
標
榜
さ
れ
る
、
こ
の
よ
う
な
書
簡
に
対
す
る
価
値
観
は
、『
万
の
文
反

古
』
と
い
う
作
品
の
根
底
に
響
き
続
け
て
い
た
。
本
作
を
前
に
し
た
読
者
は
、

書
簡
の
書
き
手
ま
で
も
を
、
あ
え
て
突
き
放
し
て
読
む
と
い
う
姿
勢
を
要
請

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
態
度
で
臨
む
こ
と
で
は
じ
め
て
、
こ

の
作
品
に
描
か
れ
る
「
人
の
心
」
の
あ
り
よ
う
が
、
鮮
明
に
立
ち
現
れ
て
く

る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注（
（
（　
『
万
の
文
反
古
』
本
文
の
引
用
は
、
す
べ
て
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（（　

井
原
西
鶴
集
③
』（
一
九
九
六
年
、
小
学
館
（
に
よ
り
、
適
宜
傍
線
等
を
付
し

た
。
以
下
、
他
作
品
を
含
め
、
引
用
文
の
傍
線
等
は
全
て
稿
者
に
よ
る
。

（
（
（　

谷
脇
理
史
「「
万
の
文
反
古
」
の
二
系
列
―
二
つ
の
草
稿
の
存
在
と
そ
の
成

立
時
期
に
つ
い
て
―
」（『
国
文
学
研
究
』（
早
稲
田
大
学
（
第
二
十
九
集
、
一

九
六
四
年
三
月
（
お
よ
び
、「「
万
の
文
反
古
」
に
お
け
る
書
簡
体
の
意
味
」

（『
国
文
学
研
究
』（
早
稲
田
大
学
（
第
三
十
九
集
、
一
九
六
九
年
三
月
（。

（
（
（　

紙
幅
の
都
合
上
、
主
要
な
論
考
の
み
を
挙
げ
る
。
な
お
、
本
項
目
に
つ
い
て

は
、
Ａ
Ｂ
系
列
論
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
過
程
を
把
握
し
や
す
い
よ
う
、
後
に
単

行
本
に
収
録
さ
れ
た
論
考
に
つ
い
て
も
、
す
べ
て
初
出
時
の
情
報
を
掲
載
す

（（



る
。
檜
谷
昭
彦
「「
萬
の
文
反
古
」
の
成
立
」（『
藝
文
研
究
』（
慶
應
義
塾
大

学
（
第
二
十
七
号
、
一
九
六
九
年
三
月
（、
信
多
純
一
「『
万
の
文
反
古
』
切
継

考
」（
野
間
光
辰
編
『
西
鶴
論
叢
』
一
九
七
五
年
、
中
央
公
論
社
（、
岡
田
勝

『
万
の
文
反
古
』（
一
九
七
六
年
、
桜
楓
社
（
解
説
、
岩
田
秀
行
「『
万
の
文
反

古
』
二
章
臆
断
」（『
近
世
文
芸
研
究
と
評
論
』
第
十
四
号
、
一
九
七
八
年
六

月
（、
高
橋
柳
二
「『
万
の
文
反
古
』
の
成
立
経
緯
に
つ
い
て
―
柱
刻
の
問
題
を

中
心
に
―
」（『
近
世
文
藝
』第
三
十
号
、
一
九
七
九
年
三
月
（、
吉
江
久
弥「
西

鶴
の
書
簡
体
小
説
へ
の
関
心
と『
万
の
文
反
古
』」（『
人
文
学
論
集
』（
佛
教
大

学
（
第
十
七
号
、
一
九
八
三
年
十
二
月
（、
矢
野
公
和
「『
萬
の
文
反
古
』
成
立

時
期
に
つ
い
て
の
一
試
論
」（『
共
立
女
子
短
期
大
学
（
文
科
（
紀
要
』
第
三
十

一
号
、
一
九
八
八
年
二
月
（、
広
嶋
進
「『
万
の
文
反
古
』
に
お
け
る
「
書
付
」

の
趣
向
―
Ａ
系
列
の
検
討
―
」（『
古
典
研
究
』
第
十
六
号
、
一
九
八
九
年
七

月
（、
広
嶋
進
「
大
江
橋
架
橋
と
『
万
の
文
反
古
』
―
序
文
・
Ｂ
系
列
の
成
立

時
期
の
検
討
―
」（『
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
紀
要　

国
語
・
国
文
学

編
』
第
十
四
巻
第
一
号
、
一
九
九
〇
年
三
月
（。

（
（
（　

杉
本
好
伸
「『
萬
の
文
反
古
』
試
論
―
読
み
の
可
能
性
を
求
め
て
―
」（『
国

語
国
文
論
集
』（
安
田
女
子
大
学
（
第
二
十
一
号
、
一
九
九
一
年
三
月
（。

（
（
（　

注
（
論
文
に
お
い
て
杉
本
氏
も
断
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、各
章
段
の
読
み

の
問
題
を
取
り
扱
っ
た
論
も
多
く
あ
る
。

（
（
（　

有
働
裕
「『
万
の
文
反
古
』
試
論
―
書
簡
体
小
説
に
お
け
る
書
き
手
の
位
置

―
」（『
学
芸
国
語
国
文
学
』（
東
京
学
芸
大
学
（
第
十
九
号
、
一
九
八
四
年
三

月
（。

（
（
（　

広
嶋
進
『
西
鶴
探
究　

町
人
物
の
世
界
』（
二
〇
〇
四
年
、
ぺ
り
か
ん
社
（

二
五
八
～
二
五
九
頁
。

（
（
（　

注
（
杉
本
論
文
。

（
（
（　

中
嶋
隆
『
西
鶴
に
学
ぶ
―
貧
者
の
教
訓
・
富
者
の
知
恵
』（
二
〇
一
二
年
、

創
元
社
（、
一
八
三
～
一
八
四
頁
。

（
（0
（　

注
（
中
嶋
著
書
、
一
八
三
頁
。

（
（（
（　
『
新
編
西
鶴
全
集　

第
一
巻
・
本
文
篇
』（
二
〇
〇
〇
年
、
勉
誠
出
版
（
に
よ
る
。

（
（（
（　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（（　

井
原
西
鶴
集
①
』（
一
九
九
六
年
、
小
学

館
（
に
よ
る
。

（
（（
（　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（（　

浮
世
草
子
集
』（
二
〇
〇
〇
年
、
小
学
館
（

に
よ
る
。

（
（（
（　

例
え
ば
、『
日
本
永
代
蔵
』（
貞
享
五
〈
一
六
八
八
〉
年
（
巻
五
の
四
「
朝あ

し
たの

塩し
ほ

籠か
ご 

夕ゆ
ふ
べの

油あ
ぶ
ら 

桶を
け

」
に
、「
金こ

が
ねの

有う

徳と
く

人に
ん

」
の
こ
と
ば
と
し
て
、「（
前
略
（
銘め

い

々〳
〵

家
業
を
外ほ

か

に
な
し
て
、
諸
芸
ふ
か
く
好
め
る
事
な
か
れ
」
と
あ
る
。（『
日
本
永

代
蔵
』
の
引
用
は
、
す
べ
て
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（（　

井
原
西
鶴
集

③
』（
一
九
九
六
年
、
小
学
館
（
に
よ
る
。（

（
（（
（　

例
え
ば
、
寒
河
正
親
『
子
孫
鑑
』
中
「
長ち

や
う 

者じ
や

二に

代だ
い

な
き
事
」（
寛
文
七
〈
一

六
六
七
〉
年
（
に
、「
世よ

の

中な
か

に
を
や
い
や
し
く
ま
づ
し
く
し
て
、
か
せ
ぎ
出い

だ

し

て
、
手て

前ま
へ

大だ
い

ぶ
ん
に
よ
く
成

（
な
り
（た

る
人
の
末
は
、
大
か
た
末す

へ

々〴
〵

不ふ

か
つ
て
な
る
事

あ
る
べ
し
。
こ
れ
も
皆み

な

其そ
の

お
や
む
か
し
を
忘わ

す

れ
、子こ

共ど
も

を
す
い
さ
ん
に
そ
だ
て
、

我わ
が

ま
ゝ
に
を
ご
ら
せ
、
諸し

よ

芸げ
い

か
た
〴
〵
に
た
か
ぶ
ら
せ
、
末す

へ

を
か
ん
が
み
ざ
る
、

お
や
の
む
ふ
ん
べ
つ
か
」
と
あ
る
。（
引
用
は
『
日
本
思
想
大
系
（（　

近
世
町

人
思
想
』（
一
九
七
五
年
、
岩
波
書
店
（
に
よ
る
。（

（
（（
（　

当
時
の
町
人
と
遊
芸
の
関
係
性
に
関
し
て
は
、
守
屋
毅
『
元
禄
文
化
―
遊

芸
・
悪
所
・
芝
居
』（
講
談
社
学
術
文
庫
二
〇
三
四
、
二
〇
一
一
年
、
講
談
社
（

を
参
照
し
た
。

（
（（
（　
『
都
鄙
問
答
』
本
文
の
引
用
は
、
す
べ
て
『
日
本
古
典
文
学
大
系
（（　

近
世

思
想
家
文
集
』（
一
九
六
六
年
、
岩
波
書
店
（
に
よ
る
。

（
（（
（　
『
商
人
平
生
記
』
本
文
の
引
用
は
、
す
べ
て
『
近
世
町
人
思
想
集
成
』
第
四

巻
（
二
〇
一
〇
年
、
ク
レ
ス
出
版
（
収
録
の
影
印
を
稿
者
が
翻
刻
し
た
も
の
に

よ
る
。
な
お
翻
刻
の
際
、
漢
字
は
新
字
体
に
統
一
し
、
適
宜
句
点
を
施
し
た
。

（
（（
（　
『
お
ん
な
か
が
み
』
本
文
の
引
用
は
、『
往
来
物
大
系
』
第
八
十
三
巻
（
一
九

九
四
年
、
大
空
社
（収
録
の
影
印
を
稿
者
が
翻
刻
し
た
も
の
に
よ
る
。
本
書
は
、

「
江
戸
前
期
の
代
表
的
な
女
訓
書
で
、
江
戸
中
期
ま
で
何
度
も
板
行
さ
れ
た
」

（（



も
の
で
あ
り
、「
板
種
の
大
半
が
江
戸
前
期
刊
本
で
、
慶
安
三
年
板
を
初
刊
と

し
て
、
慶
安
五
年
板
、
承
応
元
年
（
一
六
五
二
（
板
、
万
治
二
年
（
一
六
五

九
（
板
、
寛
文
一
〇
年
（
一
六
七
〇
（
板
、
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
（
板
、
延

宝
六
年
板
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
（
板
、
江
戸
前
期
板
（
松
会
板
・
本
問
屋

板
・
山
本
板
（
の
ほ
か
、
長
谷
川
光
信
の
挿
絵
を
入
れ
た
明
和
四
年
（
一
七
六

七
（
刊
『〈
当
用
躾
方
〉
女
鏡
秘
伝
書
改
成
』
等
の
諸
本
が
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

以
上
、『
往
来
物
解
題
辞
典
』
解
題
編
（
二
〇
〇
一
年
、
大
空
社
（「
を
む
な

か
ゝ
見
」
項
（
執
筆
：
小
泉
吉
永
（
を
参
照
。

（
（0
（　
『
世
間
胸
算
用
』
本
文
の
引
用
は
、
す
べ
て
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（（

井
原
西
鶴
集
③
』（
一
九
九
六
年
、
小
学
館
（
に
よ
る
。

（
（（
（　
『
大
阪
市
史
（
復
刻
版
（』
第
三
（
一
九
七
九
年
、
清
文
堂
出
版
（
四
五
～
四

七
頁
に
収
録
の
触
書
、「
町
人
女
房
敷
銀
の
事
」（
承
応
三
〈
一
六
五
四
〉
年
二

月
二
十
一
日
・
大
坂
（
に
、「
一　

女
房
離
別
の
者
、
敷
銀
幷
女
の
衣
類
道
具

等
無
異
儀
戾
之
、
令
難
澁
者
可
爲
非
分
事
」
と
の
記
述
が
あ
る
。

（
（（
（　

注
（（
の
触
書
に
、「
一　

母
相
果
ゝ

（
マ
マ
（跡

、
男
子
は
無
之
、
女
子
在
之
者
、
敷

銀
衣
類
等
舅
の
構
有
へ
か
ら
さ
る
事
」
と
記
述
あ
り
。

（
（（
（　

注
（（
の
触
書
に
、「
一　

母
相
果
、
女
子
無
之
、
男
有
之
時
は
、
母
の
衣
類

舅
の
方
へ
返
し
、
敷
銀
を
其
子
可
進
退
事
」
と
あ
る
。

（
（（
（　

例
え
ば
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
の
本
章
段
頭
注
に
、
以
下
の
よ
う

な
指
摘
が
あ
る
。

 

嫁
入
り
行
列
を
見
せ
か
け
は
派
手
に
仕
立
て
て
、内
証
の
苦
し
さ
を
世
間

の
人
に
見
ぬ
か
れ
ま
い
と
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば

『
世
間
胸
算
用
』
巻
二
の
一
に
も
書
か
れ
て
い
る
。
が
、
子
供
の
結
婚
さ

え
商
売
に
利
用
す
る
町
人
社
会
の
現
実
を
暴
い
て
見
せ
た
作
品
と
い
え

よ
う
。

（
（（
（　

評
文
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
注
（
有
働
論
文
に
有
益
な
示
唆
が
多
く
、
稿
者

の
拠
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
。

（
（（
（　

谷
脇
理
史
『
近
世
文
学
研
究
叢
書
（　

西
鶴　

研
究
と
批
評
』（
一
九
九
五

年
、
若
草
書
房
（
三
〇
一
頁
。

（
（（
（　

注
（
杉
本
論
文
。

（
（（
（　

平
九
郎
が
、「
人
は
し
ら
ぬ
事
」、「
誰た

が
吟ぎ

ん

味み

す
る
も
の
な
く
候
」
と
し
て
、

寺
の
あ
が
り
物
や
母
親
の
衣
類
を
代
用
す
る
よ
う
提
案
し
て
い
る
こ
と
に
も

注
目
し
た
い
。こ
れ
ら
の
提
案
は
金
を
掛
け
ず
に
み
て
く
れ

0

0

0

0

を
調
え
る
た
め
の

発
言
で
あ
る
。
書
簡
内
に
お
い
て
、
平
右
衛
門
の
分
不
相
応
の
「
見
せ
か
け
」

行
為
を
批
難
し
て
い
る
平
九
郎
自
身
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
見
せ
か
け
」
の
は

や
る
世
間
に
収
斂
さ
れ
て
し
ま
う
存
在
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
と
す
れ
ば
、

平
九
郎
も
ま
た
、「
見
せ
か
け
の
は
や
る
」
世
間
の
対
象
内
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

（
（（
（　

同
様
の
視
点
か
ら
『
万
の
文
反
古
』
各
章
を
論
じ
た
も
の
に
次
の
論
考
が
あ

る
。
注
（
有
働
論
文
、
南
陽
子
「『
万
の
文
反
古
』
Ｂ
系
列
の
矛
盾
と
笑
い
―

「
書
簡
体
小
説
」
の
趣
向
と
効
果
に
つ
い
て
―
」（『
近
世
文
藝
』
第
九
十
四
号
、

二
〇
一
一
年
七
月
（、
拙
稿
「『
万
の
文
反
古
』「
二
膳
居
る
旅
の
面
影
」
試
論
」

（『
上
方
文
藝
研
究
』
第
十
三
号
〈
二
〇
一
六
年
六
月
〉（、
拙
稿
「『
万
の
文
反

古
』「
代
筆
は
浮
世
の
闇
」
考
」（『
上
方
文
藝
研
究
』
第
十
四
号
〈
二
〇
一
七

年
六
月
〉（。
な
お
、
以
上
二
篇
の
拙
稿
を
記
述
し
た
際
と
現
在
と
で
は
、
評
文

の
捉
え
方
に
つ
い
て
若
干
の
相
違
が
あ
る
が
、論
の
視
点
と
し
て
は
同
様
で
あ

る
た
め
、
参
考
の
た
め
に
記
し
て
お
く
。

【
付
記
】

　

本
稿
は
、
平
成
二
十
九
年
度
近
世
文
学
会
春
季
大
会
（
於
東
京
女
子
大
学
（
に
お

け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
い
た
も
の
で
す
。
質
疑
応
答
時
お
よ
び
発
表
後
等
に
ご
質

問
、
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
先
生
方
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
お
か
べ
・
ゆ
か
／
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
・

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
（

（（




