
説
話
は
「
咄
し
」
の
文
学
で
あ
る
。
ま
た
、
説
話
文
学
の
背
後
に
は
つ
ね

に
そ
の
時
代
の
民
衆
の
存
在
が
予
想
さ
れ
る
。
発
生
期
の
説
話
集
が
創
作
の

所
産
で
は
な
く
、
説
話
の
集
録
ま
た
は
そ
れ
ら
の
再
集
録
で
あ
っ
た
こ
と
に

よ
っ
て
も
、
こ
の
事
情
は
説
明
さ
れ
る
し
、
世
俗
説
話
群
が
そ
の
時
代
の
民

衆
の
原
像
を
伝
え
て
も
い
る
。
「
見
聞
談
叢
』
に
は
、
黒
田
候
が
大
阪
の
屋

敷
で
西
鶴
の
「
咄
し
」
に
興
じ
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
い
つ

の
時
代
で
も
説
話
へ
の
欲
求
が
人
間
に
と
っ
て
不
変
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
の

が
た
っ
て
い
る
。
淀
川
下
り
の
船
中
で
、
京
・
大
坂
・
越
後
の
一
咄
し
」
が

語
ら
れ
、
遠
国
か
ら
の
書
簡
に
在
地
の
珍
説
が
伝
え
ら
れ
、
往
来
の
商
人
や

旅
人
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
世
俗
説
話
が
む
か
え
ら
れ
た
の
も
こ
の
こ
と
に

よ
っ
て
い
る
。
西
鶴
の
雑
話
も
の
系
列
の
社
会
的
基
盤
も
こ
こ
に
あ
っ
た
。

も
と
よ
り
、
「
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
を
は
じ
め
と
す
る
西
鶴
の
雑
話
も
の

系
列
の
諸
作
に
は
、
「
好
色
一
代
男
』
や
『
好
色
一
代
女
』
の
構
成
的
統
一

一
日
本
永
代
蔵
』
『
世
間
胸
算
用
』
の
主
題
的
統
一
は
な
じ
主
題
の
喪
失

西
鶴
「
諸
国
は
な
し
」
の
近
世
的
性
格

1

与

り

と
も
題
材
主
義
の
作
品
と
も
言
わ
れ
る
。
そ
の
低
回
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
「
是
を
お
も
ふ
に
人
は
ば
け
も
の
世
に
な
い
物
は
な
し
。
」
の
『
西

鶴
諸
国
は
な
し
」
の
自
序
に
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
主
題
と
し

て
の
人
間
へ
の
関
心
が
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
世
俗
説
話
に
仮
託
さ
れ
た
人

間
の
普
遍
や
変
貌
へ
の
興
味
で
も
あ
っ
た
．
「
諸
国
は
な
し
」
の
集
録
で
あ

る
か
ぎ
り
、
そ
こ
に
は
説
話
原
像
の
制
約
は
あ
っ
た
。
ま
た
、
エ
キ
セ
ン
ト

リ
ッ
ク
な
題
材
へ
の
傾
斜
も
あ
る
。
題
材
的
特
殊
へ
の
関
心
が
、
そ
の
造
型

性
を
弱
め
た
作
品
の
混
入
も
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
西
鶴
の
原
話
再
生
の

説
話
処
理
の
態
度
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
好
色
五
人
女
」
で
の
原
事
実
か
ら

の
転
換
や
、
一
目
本
永
代
蔵
』
で
の
原
話
の
奪
胎
な
ど
に
よ
っ
て
も
う
か
が

え
る
西
鶴
の
創
作
性
で
も
あ
っ
た
が
、
主
題
的
統
一
を
欠
く
こ
と
の
自
由
な

作
品
群
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
西
鶴
の
雑
話
も
の
の
諸
作
品
に
は
、
ポ
ー
ズ
な

し
の
西
鶴
の
創
作
意
識
を
さ
ぐ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
先
行
の
説
話
群

と
の
本
質
的
な
差
異
が
あ
る
。
こ
の
事
情
は
『
懐
硯
』
序
に
よ
っ
て
さ
ら
に

明
確
に
さ
れ
る
。

雨
の
夜
、
草
庵
の
中
の
楽
し
み
も
旅
し
ら
狸
人
の
詞
に
や
、
亦
人
の
い

水
田

＝
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へ
る
あ
り
し
ら
狸
山
し
ら
漣
海
も
旅
こ
そ
師
匠
な
れ
と
、
我
朝
／
、
わ
ら

ん
ぢ
の
あ
た
ら
し
き
を
た
の
み
、
夕
１
、
ゆ
た
ん
の
あ
か
な
る
を
わ
ざ
に

て
…
…
或
は
お
そ
ろ
し
く
、
或
は
お
か
し
く
、
或
は
心
に
と
ま
る
人
の
咄

し
を
、
く
き
み
じ
か
き
筆
し
て
旅
せ
ぬ
人
に
と
如
左
。

こ
こ
に
西
鶴
が
言
う
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
、
怪
異
や
奇
談
の
集
録
で
あ
る

と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
西
齢
の
「
心
に
と
ま
る
」
事
象
へ
の
作
家
的
関
心

に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
説
話
で
あ
る
。
内
容
的
に
み
て
も
、
『
西
鶴
諸
国
は

な
し
」
が
か
な
り
超
自
然
の
事
象
へ
の
傾
斜
を
も
つ
の
に
対
し
、
『
懐
硯
」

で
は
現
実
の
世
相
や
人
間
世
俗
へ
の
関
心
が
つ
よ
い
。
こ
れ
は
、
西
鶴
の
説

話
的
興
味
が
よ
り
人
事
的
な
も
の
へ
む
け
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
或

は
お
そ
ろ
し
く
、
或
は
お
か
し
く
、
或
は
心
に
と
ま
る
」
事
象
へ
の
関
心
は
、

｜
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
序
の
「
人
は
ば
け
も
の
世
に
な
い
物
は
な
し
。
」
の
述

懐
と
と
も
に
、
西
鶴
に
よ
る
現
象
社
会
の
人
間
的
普
遍
へ
の
関
心
で
あ
る
。

「
好
色
五
人
女
』
｜
本
朝
二
十
不
孝
」
も
、
そ
れ
ぞ
れ
創
作
の
形
式
は
異
な

っ
て
は
い
る
が
、
「
諸
国
は
な
し
」
で
あ
っ
た
。
「
好
色
五
人
女
」
は
巷
間

の
事
件
に
取
材
の
説
話
の
拡
大
で
あ
り
、
「
本
朝
二
十
不
孝
」
も
、
「
諸
国
見

聞
す
る
に
、
不
孝
の
輩
眼
前
に
其
罪
を
顕
は
す
。
是
を
梓
に
ち
り
ば
め
」

の
自
序
に
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
悪
へ
の
統
一
と
い
う
主
題
性
を
も
ち
な

が
ら
も
「
咄
し
」
の
文
字
で
あ
っ
た
。

ソ

『
日
本
永
代
蔵
」
で
、
「
人
は
実
あ
っ
て
偽
り
お
ほ
し
。
其
心
は
本
虚
に

し
て
物
に
応
じ
て
跡
な
し
・
」
（
巻
一
の
一
）
と
す
る
西
鶴
は
、
雑
話
も
の
諸
作

で
は
、
「
笑
ふ
に
ふ
た
つ
有
。
人
は
虚
実
の
入
物
」
（
『
新
可
笑
記
』
序
）
、
「
人

は
ば
け
も
の
世
に
な
い
物
は
な
し
」
の
発
想
に
よ
っ
て
、
「
虚
実
の
」
あ
る

西
鶴
「
諸
国
は
な
し
」
の
近
世
的
性
格

卜

X

も

「
諸
国
は
な
し
」
は
、
西
鶴
や
そ
の
享
受
者
に
と
っ
て
は
世
俗
の
報
告
で

あ
る
と
同
時
に
批
評
で
あ
り
生
の
批
判
で
あ
っ
た
。
「
西
鶴
諸
国
は
な
し
』

巻
四
の
二
「
忍
び
扇
の
長
歌
」
も
そ
の
ひ
と
つ
の
典
型
で
あ
る
。
し
か
し
、

説
話
の
発
想
の
な
か
で
さ
れ
る
西
鶴
の
批
評
や
批
判
は
直
接
的
で
は
な
い
。

ま
た
、
西
鶴
に
よ
る
造
型
は
一
元
的
で
も
な
い
。
大
名
の
姫
と
下
層
武
士
と

の
悲
恋
を
描
く
こ
の
説
話
は
、
姫
の
、
「
人
間
と
生
を
諸
て
、
女
の
男
只
一
人

持
事
是
作
法
也
〕
・
…
・
・
お
の
Ｊ
、
世
の
不
義
と
い
ふ
事
を
し
ら
ず
ゃ
。
夫
あ

る
女
の
外
に
男
を
思
ひ
、
ま
た
は
死
別
れ
て
後
夫
を
求
む
る
こ
そ
不
義
と
は

申
く
し
。
男
な
き
女
の
一
生
に
一
人
の
男
を
不
義
と
は
申
さ
れ
ま
じ
・
」
の

言
説
に
よ
っ
て
、
西
鶴
の
身
分
制
度
へ
の
反
逆
、
人
間
性
賛
美
の
主
張
と
も

評
価
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
こ
れ
は
、
『
武
家
義
理
物
語
」
序
の
「
そ
れ
人
間

の
一
心
万
人
と
も
に
替
れ
る
事
な
し
。
長
剣
さ
せ
ば
武
士
：
…
・
十
露
盤
置
き

て
商
人
を
あ
ら
は
せ
り
。
」
の
具
体
的
形
象
化
と
も
さ
れ
て
い
る
．
「
忍
び
扇

の
長
歌
」
の
原
事
実
へ
の
民
衆
や
西
鶴
の
関
心
が
、
「
清
十
郎
こ
ろ
さ
ば
お

な
つ
も
こ
ろ
せ
、
生
き
て
お
も
ひ
を
さ
し
や
う
よ
り
も
」
の
『
好
色
五
人

女
」
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
庶
民
的
共
感
の
所
産
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い

も
な
い
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
当
代
の
思
想
や
倫
理
へ
の
対
立
と

し
て
の
批
評
で
は
な
く
、
説
話
造
型
者
・
享
受
者
の
庶
民
感
情
で
あ
っ
た
。

作
者
の
エ
ゞ
「
一
が
批
判
の
姿
勢
で
政
治
や
道
徳
に
対
立
す
る
の
は
近
代
の
文
学

い
は
「
偽
り
お
ほ
き
」
人
間
世
俗
の
お
も
し
ろ
さ
を
、
道
化
た
目
と
手
で
描

い
た
。

2
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精
神
で
あ
る
。
「
忍
び
扇
の
長
歌
」
も
、
西
鶴
に
と
っ
て
は
他
の
世
俗
と
同

じ
よ
う
に
「
俗
」
で
あ
り
、
「
俗
」
の
外
的
条
件
を
捨
象
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
世
俗
を
造
型
す
る
こ
と
が
西
鶴
の
興
味
で
あ
っ
た
。
「
諸
国
は
な
し
」
が

批
評
で
あ
り
生
の
批
判
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
造
型
者
・
享
受
者
に

と
っ
て
の
自
己
限
定
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
身
辺
雑
記
の
な
か
に
生

を
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
諸
国
は
な
し
」
は
、
作
者
の
本
質
の

変
身
と
し
て
の
現
実
で
は
な
い
。
ま
た
、
想
念
の
対
置
と
し
て
の
客
体
化
で

も
な
い
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
造
型
者
の
エ
ゞ
『
一
が
放
下
的
に
世
俗
の
現
象
や
秩

序
に
む
け
ら
れ
た
と
き
の
現
実
の
裁
断
で
あ
る
。
非
写
実
や
反
自
然
の
幼
稚

と
の
で
あ
い
も
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
諸
国
は
な
し
」
の
普
遍
と
な
る
。

た
と
え
ば
「
懐
硯
』
巻
一
の
一
「
二
王
門
の
綱
」
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
発

想
の
ひ
と
つ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

「
二
王
門
の
綱
」
で
語
ら
れ
る
の
は
、
さ
み
だ
れ
に
流
出
の
二
王
の
片
腕

を
鬼
の
手
と
し
て
騒
ぐ
群
衆
の
恐
味
で
あ
る
。

く
さ
り

鰈
か
た
び
ら
着
る
も
あ
り
重
代
を
さ
す
も
あ
り
。
ま
た
は
節
分
の
大
豆

な
ぎ
な
た

を
懐
中
す
る
も
あ
り
。
棒
ち
ぎ
り
脹
お
も
ひ
／
、
に
ふ
り
か
た
げ
、
身
ふ

る
わ
し
な
が
ら
是
を
見
ん
と
ひ
し
め
く
は
今
も
お
ろ
か
な
る
は
世
の
人
ぞ

か
し
。
…
…
亭
主
は
人
よ
り
こ
と
さ
ら
に
身
を
か
た
め
、
手
燭
と
も
し
て

蔵
に
入
、
是
な
る
櫃
に
あ
り
、
蓋
を
あ
け
る
と
立
か
良
れ
ぱ
、
お
の
，
／
、

の
ぞ
き

と
目
を
見
合
せ
四
方
よ
り
取
ま
わ
し
櫃
の
う
ち
を
脈
け
る
に
、
ふ
し
ぎ
や

此
か
い
な
誰
目
に
も
う
ご
く
と
見
え
て
気
を
う
し
な
ひ
、
我
と
持
た
る
刃

に
怪
我
し
て
大
き
に
悩
み
け
る
。

西
鶴
が
、
く
り
か
え
し
「
お
の
ｊ
、
広
き
世
界
を
見
ぬ
ゅ
へ
也
・
」
（
『
西
鶴

￥

、
、

諸
国
は
な
し
』
巻
三
の
六
）
「
広
き
世
界
を
し
ら
廻
人
こ
そ
口
惜
け
れ
」
（
『
日
本

永
代
蔵
』
巻
四
の
三
）
な
ど
と
述
べ
、
博
聞
の
充
足
性
を
言
う
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
話
は
た
だ
「
お
ろ
か
な
る
は
世
の
人
ぞ
か

し
。
」
の
批
判
や
風
刺
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の

説
話
が
伝
承
の
発
想
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
も
説
明
さ

れ
る
が
、
そ
の
こ
と
と
と
も
に
こ
れ
は
、
『
懐
硯
」
序
の
「
或
は
お
そ
ろ
し

く
、
或
は
お
か
し
く
、
或
は
心
に
と
ま
る
人
の
咄
し
を
」
の
没
主
体
の
雑
話

性
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
は
享
受
者
大
象
の
多
義
的
な
心
理
的
平
衡
に
よ
る
所

産
で
も
あ
る
。
伝
承
的
発
想
は
、
多
義
的
な
享
受
者
の
創
造
意
識
に
よ
っ
て

ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
忍
び
扇
の
長
歌
」
の
よ
う
な
現

実
説
話
と
も
な
り
、
ま
た
、
「
二
王
門
の
綱
」
の
よ
う
な
戯
画
的
説
話
と
も

、
、
、

な
る
。
は
な
し
は
な
ん
ら
か
の
意
味
で
作
意
で
あ
り
、
非
論
理
の
世
俗
で
は

あ
る
が
、
そ
れ
は
、
と
き
に
は
享
受
者
の
と
お
い
過
去
へ
の
回
帰
に
よ
っ
て

も
心
理
的
平
衡
を
可
能
に
す
る
。
「
二
王
門
の
綱
」
の
場
合
も
、
そ
の
表
題

や
、
「
あ
け
の
日
頂
妙
寺
の
二
王
と
し
れ
て
…
。
：
此
男
を
二
王
門
の
綱
と
ぞ

申
け
る
。
」
の
結
末
に
よ
っ
て
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
渡
辺
綱
の
故
事
と

の
距
離
的
平
衡
に
よ
っ
て
伝
承
の
発
想
を
「
俗
」
に
転
化
し
、
そ
の
こ
と
に

よ
る
解
放
を
は
た
し
て
い
る
。

「
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
巻
一
の
六
「
雲
中
の
腕
押
」
の
場
合
に
も
同
じ
こ

と
が
言
え
る
。
そ
れ
は
、
「
元
和
年
中
に
大
雪
ふ
っ
て
箱
根
山
の
玉
笹
を
う

づ
み
て
…
：
。
」
と
書
き
だ
さ
れ
る
よ
う
に
、
と
お
い
過
去
へ
の
回
想
の
形
式

を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
長
生
者
伝
説
と
し
て
の
「
海
尊
伝
説
」
の

転
化
で
も
あ
る
。
「
海
尊
伝
説
」
は
、
当
時
は
「
義
経
伝
説
」
な
ど
と
も
に
、

戸
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民
衆
の
あ
い
だ
に
は
様
相
を
変
え
て
伝
承
さ
れ
つ
づ
け
て
い
た
説
話
で
あ
ろ

う
が
、
西
鶴
が
「
雲
中
の
腕
押
」
の
創
造
に
あ
た
っ
て
そ
れ
ら
に
依
拠
し
た

こ
と
は
い
う
哀
で
も
な
い
。
し
か
し
、
西
鶴
は
蓋
れ
ら
の
伝
承
や
そ
こ
に
伝

え
ら
れ
る
義
経
ほ
か
の
反
ロ
一
、
ネ
ス
ク
だ
け
を
こ
こ
に
再
現
し
た
わ
け
で
は

な
い
。
海
尊
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
義
経
ほ
か
の
「
俗
」
は
た
だ
の
転
化
だ
け

で
は
な
い
。
「
よ
し
つ
れ
こ
そ
丸
貝
に
し
て
鼻
ひ
く
う
、
向
歯
ぬ
け
て
や
ぶ

に
ら
み
に
て
、
ち
Ｎ
み
が
し
ら
に
横
ふ
と
っ
て
、
男
ぶ
り
は
ひ
と
つ
も
と
り

へ
な
し
。
」
と
は
、
西
鶴
だ
け
の
価
値
転
換
で
は
な
い
。
義
経
は
、
「
平
家
物

語
」
で
も
「
九
郎
は
せ
い
の
小
さ
き
男
の
、
色
の
白
か
ん
な
る
が
、
向
歯
の

少
し
さ
し
出
で
て
、
特
に
し
る
か
ん
な
る
ぞ
。
‐
’
（
巻
十
一
「
遠
矢
の
事
一
）
と

あ
り
、
そ
の
こ
と
じ
た
い
に
と
く
に
西
鶴
の
造
型
性
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
伝
承
の
再
生
は
、
そ
の
時
代
の
民
衆
の
感
情
充
足
の
方
法
が
伝
承
と
反

伝
承
の
変
動
性
を
あ
わ
せ
も
ち
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
ひ
と
つ
の
調
和
が
こ
の

時
代
に
進
行
し
て
い
た
こ
と
の
整
数
的
均
衡
で
あ
る
。
「
伊
勢
の
三
郎
は
買

掛
り
を
済
さ
ぬ
や
つ
、
尼
崎
・
渡
辺
・
ふ
く
し
ま
の
舟
ち
ん
侍
貝
し
て
一
度

も
や
ら
ず
、
熊
井
太
郎
は
一
年
中
び
く
に
ず
き
、
源
八
兵
衛
は
ぬ
け
風
の
俳

譜
し
て
埒
の
明
ぬ
も
の
、
駿
河
二
郎
は
：
…
・
」
な
ど
と
し
て
海
尊
の
語
る
義

経
一
門
の
諸
誌
的
風
姿
は
、
西
鶴
に
よ
る
説
話
の
更
新
で
あ
り
、
笑
い
に
よ

る
新
し
い
エ
、
．
の
解
放
で
あ
っ
た
。
「
二
王
門
の
綱
」
が
、
中
世
説
話
と
異

な
る
合
理
性
を
も
っ
の
も
、
こ
の
時
代
に
怪
異
や
超
現
実
を
拒
否
す
る
合
理

性
が
民
衆
の
な
か
に
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

そ
の
こ
と
に
よ
る
西
鶴
の
民
衆
へ
の
回
帰
で
あ
り
、
伝
承
の
形
式
を
と
お
し

た
新
し
い
造
型
の
出
発
で
あ
っ
た
。

西
鶴
「
諸
国
は
な
し
」
の
近
世
的
性
格

や
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「
西
鶴
諸
国
は
な
し
”
一
で
は
、
巻
一
の
四
「
傘
の
御
詫
宣
」
で
も
こ
の
こ

（
マ
マ
）

と
は
明
確
に
さ
れ
て
い
た
。
「
傘
の
御
詫
宣
」
は
、
紀
州
「
掛
作
の
観
音
」

の
貸
傘
が
肥
後
の
奥
山
に
落
下
し
た
事
件
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
。

こ
の
里
は
む
か
し
よ
り
外
を
し
ら
ず
住
つ
Ｎ
け
て
、
無
仏
の
世
界
は
広

し
。
傘
と
い
ふ
物
を
見
た
事
の
な
け
れ
ば
驚
き
、
法
躰
・
老
人
あ
つ
ま
り
、

此
年
迄
聞
伝
へ
た
る
様
も
な
し
と
申
せ
ば
、
其
中
に
こ
ざ
か
し
き
男
出
て
、

此
竹
の
数
を
読
に
正
し
く
四
十
本
也
。
紙
も
常
の
と
は
各
別
也
。
か
た
じ

け
な
く
も
是
は
名
聞
し
日
の
神
、
内
宮
の
御
し
ん
た
い
髪
に
飛
せ
給
ぞ
と

申
せ
ば
恐
を
な
し
、
俄
に
塩
水
を
う
ち
荒
菰
の
上
に
な
を
し
、
里
中
山
入

を
し
て
宮
木
を
引
、
萱
を
苅
、
ほ
ど
な
ふ
伊
勢
う
つ
し
て
あ
が
め
る
に
し

た
が
ひ
、
此
傘
に
性
根
入
・
…
：

か
。
ま
ど

性
根
の
入
っ
た
ご
神
体
か
ら
の
「
御
詫
宣
」
は
、
「
此
夏
中
、
竈
の
前
を

き
や
う
こ
う

じ
だ
ら
く
に
し
て
油
虫
を
わ
か
し
、
内
神
迄
汚
は
し
。
向
後
国
中
に
一
疋
も

（
マ
マ
）

置
ま
じ
。
又
ひ
と
つ
の
望
は
、
う
つ
く
し
き
娘
を
お
く
ら
子
に
そ
な
ふ
。
へ

し
。
」
で
あ
っ
た
。
談
合
の
す
え
「
指
折
の
娘
ど
も
を
集
め
、
そ
れ
か
是
か

と
せ
ん
さ
く
」
し
た
が
、
娘
ど
も
は
涙
を
な
が
し
「
我
ｊ
、
が
命
と
て
も
あ

る
べ
き
か
と
、
傘
の
神
姿
の
い
な
所
に
気
を
つ
け
て
」
嘆
く
。
と
き
に
「
此

里
に
色
よ
き
後
家
」
、
「
神
の
御
事
な
れ
ば
若
ひ
人
達
の
身
替
に
立
ぺ
し
」
と

夜
も
す
が
ら
宮
所
で
待
っ
た
が
何
の
情
も
な
く
、
「
腹
立
し
て
御
殿
に
か
け

入
、
彼
傘
を
に
ぎ
り
、
お
も
へ
ば
か
ら
だ
た
を
し
目
と
引
や
ぶ
り
て
」
捨
て

た
。

近
藤
忠
義
氏
（
河
出
「
日
本
文
学
講
座
」
『
近
世
の
文
学
』
）
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は

神
の
権
威
へ
の
人
間
の
勝
利
と
み
ら
れ
、
暉
峻
康
隆
氏
（
『
西
鶴
評
論
と
研
究
一
）

古
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も
、
こ
れ
を
超
自
然
の
人
間
化
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と

よ
り
ま
え
に
、
こ
の
た
ぐ
い
の
説
話
が
西
鶴
の
「
諸
国
は
な
し
」
系
列
の
な

か
に
集
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

こ
れ
ら
の
作
品
が
、
「
大
晦
日
は
あ
は
い
算
用
」
や
「
忍
び
扇
の
長
歌
」
な

ど
の
現
世
説
話
と
と
も
に
、
「
諸
国
は
な
し
」
と
し
て
享
受
者
層
に
定
着
し

て
い
た
こ
と
の
条
件
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
・

こ
れ
は
、
『
好
色
一
代
男
」
や
「
好
色
五
人
女
』
の
性
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

主
題
や
外
的
条
件
に
よ
っ
て
こ
の
時
代
の
読
者
層
の
感
情
充
足
を
は
た
し
た

の
と
同
じ
で
は
な
い
。
ま
た
、
「
忍
び
扇
の
長
歌
」
の
「
諸
国
は
な
し
」
で

の
関
心
と
も
一
致
し
な
い
。
「
傘
の
御
詫
宣
」
は
、
西
鶴
に
と
っ
て
は
口
承

文
芸
や
民
間
伝
承
の
発
想
に
よ
っ
て
再
生
さ
れ
た
風
俗
説
話
で
あ
る
。
仮
託

さ
れ
た
庶
民
の
愚
昧
も
な
ま
の
現
実
か
ら
の
遊
離
も
、
そ
の
艶
笑
的
な
結
末

の
手
法
も
、
そ
の
す
べ
て
が
民
話
再
生
者
の
位
置
に
創
造
者
と
し
て
身
を
お

い
た
西
鶴
の
解
放
的
な
創
作
姿
勢
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
愚
昧
と
幼
稚
と
現

実
性
と
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か
に
放
下
的
な
感
情
充
足
を
は
た
す
こ
の

時
代
の
民
衆
の
存
在
が
あ
る
。

世
俗
説
話
と
民
間
伝
承
的
発
想
と
の
複
合
を
つ
た
え
る
も
の
と
し
て
は
、

同
じ
く
「
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
「
神
鳴
の
病
中
」
（
巻
二
の
七
）
が
あ
る
。

、
、
、

は
な
し
は
、
前
半
に
「
欲
に
は
一
門
兄
弟
の
中
も
見
す
つ
る
事
へ
世
の
な
ら

ひ
ぞ
か
し
。
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
兄
弟
に
よ

る
遺
産
争
い
で
あ
る
が
、
説
話
の
中
心
は
、
老
婆
に
よ
っ
て
民
話
ふ
う
に
語

ら
れ
る
宝
刀
の
由
来
で
あ
る
。

老
母
か
た
り
け
る
は
、
其
む
か
し
国
中
百
日
の
日
照
、
ふ
け
田
も
ひ
が

坤

β
申

た
と
な
っ
て
村
ｊ
、
水
諭
の
あ
り
し
時
、
隣
里
の
男
を
親
仁
切
付
ら
れ
し

に
、
し
ぶ
り
皮
も
む
け
ず
あ
や
う
き
命
を
た
す
か
ら
れ
し
也
。
．
…
：
然
も

水
論
は
正
保
年
中
六
月
は
じ
め
っ
か
た
の
事
な
る
に
、
両
村
の
大
勢
千
貫

樋
に
む
ら
が
り
、
庄
屋
・
と
し
寄
一
命
を
捨
て
あ
ら
そ
ひ
し
て
今
ぞ
あ
ぶ

な
き
折
ふ
し
、
日
の
照
最
中
に
ひ
と
つ
の
太
皷
な
り
、
黒
雲
ま
い
さ
が
っ

て
赤
ふ
ど
し
を
か
き
た
る
火
神
鳴
の
来
て
里
人
に
申
は
、
先
し
づ
ま
っ
て

間
た
ま
へ
、
ひ
さ
し
く
雨
を
ふ
ら
さ
ず
し
て
か
く
里
ノ
、
の
難
義
は
、
我

ノ
、
中
間
の
業
也
。
此
程
は
水
神
鳴
ど
も
若
げ
に
て
夜
ぱ
い
星
に
た
は
ぶ

（
マ
マ
）

れ
、
あ
た
ら
水
を
へ
ら
し
て
お
も
ひ
な
が
ら
の
日
照
也
。
‐
お
の
ｊ
、
手
作

の
牛
房
を
お
く
ら
れ
た
ら
ば
追
付
雨
を
請
合
と
申
。
そ
れ
こ
そ
や
す
き
事

な
れ
と
あ
ま
た
造
し
け
る
に
、
竜
駒
に
壱
駄
つ
け
て
天
上
し
て
、
其
明
の

し
や
う
か
ち

日
よ
り
は
や
し
る
し
を
見
せ
て
、
ぱ
ら
り
／
、
と
麻
病
げ
な
る
雨
を
ふ
ら

し
け
る
と
ぞ
。

遺
産
争
い
や
家
督
相
続
の
争
論
に
つ
い
て
は
、
「
本
朝
桜
陰
比
事
」
で
も

西
鶴
は
冷
徹
な
観
察
者
と
な
っ
て
い
る
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
神
鳴
の
病

中
」
で
の
西
鶴
の
意
図
は
そ
れ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
説
話
前
半
の

宝
刀
争
い
は
後
半
の
語
り
へ
の
導
入
で
あ
り
、
ま
た
、
世
俗
性
と
伝
承
と
の

創
作
手
法
上
の
接
点
で
あ
っ
た
。
広
末
保
氏
（
『
悪
場
所
の
発
想
』
）
も
指
摘
す

る
よ
う
に
、
「
西
鶴
の
時
代
は
、
伝
承
と
創
造
の
関
係
は
ま
だ
き
び
し
く
対

立
し
あ
っ
て
い
な
か
っ
た
」
し
、
伝
承
は
ま
た
た
だ
の
非
現
実
で
は
な
か
っ

た
。
伝
承
は
世
俗
や
人
事
の
な
か
で
衝
動
や
未
知
へ
の
恐
怖
と
し
て
も
存
在

し
、
現
実
社
会
と
の
情
動
的
融
合
の
な
か
に
箔
多
元
的
に
実
在
し
た
。
こ
の

こ
と
が
端
的
に
示
さ
れ
た
の
が
「
神
鳴
の
病
中
」
で
あ
る
。
こ
の
現
実
的
な

P
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価
値
転
換
や
喚
笑
性
は
、
西
鶴
が
新
し
い
伝
承
作
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
の

が
た
る
と
と
も
に
、
こ
の
発
想
を
可
能
に
し
た
も
の
が
当
時
の
民
衆
で
あ
り
、

そ
の
現
世
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
四
鵺
は
、

創
造
者
と
し
て
民
衆
の
現
世
的
な
談
笑
性
を
そ
の
伝
承
の
発
想
に
結
合
さ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伝
承
の
民
俗
性
を
近
世
的
時
点
に
転
化
す
る
こ
と
を
可

能
に
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
怪
異
談
と
も
言
わ
れ
る
一
群
の
説
話
に
つ
い
て

も
指
摘
で
き
る
。

怪
異
談
は
、
「
諸
国
は
な
し
」
の
系
列
で
は
か
な
り
の
数
に
お
よ
ん
で
い

る
が
、
そ
の
ひ
と
つ
の
典
型
と
し
て
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
」
巻
一
の
二
一
‐
見

せ
ぬ
所
は
女
大
工
」
が
あ
る
。
こ
の
説
話
で
語
ら
れ
る
の
は
、
京
都
一
条
に

あ
っ
た
と
い
う
妖
怪
談
で
あ
る
。

す
ぎ
に
し
名
月
の
夜
、
更
行
迄
奥
に
も
御
機
嫌
よ
く
お
は
し
ま
し
、
御

う
た
呉
れ
の
枕
ち
か
く
右
丸
・
左
丸
と
い
ふ
二
人
の
腰
本
と
も
に
琴
の
っ

（
マ
マ
）

れ
引
、
此
お
も
し
ろ
さ
座
中
眼
を
覚
し
て
あ
た
り
を
見
れ
ば
、
天
井
よ
り

四
つ
手
の
女
貝
は
乙
御
前
の
黒
き
が
ご
と
し
。
腰
う
す
び
ら
た
く
腹
這
に

し
て
奥
さ
ま
の
あ
た
り
へ
寄
と
見
へ
し
が
、
か
な
し
き
御
声
を
あ
げ
さ
せ

ら
れ
、
守
刀
を
持
て
ま
い
れ
と
仰
け
る
に
、
お
そ
ば
に
有
し
蔵
之
助
と
り

に
立
間
に
其
而
影
消
て
御
夢
物
語
の
お
そ
ろ
し
・
我
う
し
ろ
骨
と
お
も
ふ

所
に
大
釘
を
う
ち
込
と
お
ぽ
し
め
す
よ
り
、
魂
き
ゆ
る
が
ご
と
く
な
ら
せ

ら
れ
し
が
さ
れ
ど
御
身
に
は
何
の
子
細
も
な
く
、
畳
に
は
血
を
流
し
て
有

し
を
、
：
…
・
う
ら
な
ひ
め
し
て
見
せ
給
ふ
に
、
此
家
内
に
わ
ざ
な
す
し
る

し
の
有
く
し
と
申
に
よ
っ
て
残
ら
ず
改
む
る
也
。
．
：
…
明
障
子
迄
は
づ
し

て
も
何
の
事
も
な
し
。
心
に
掛
る
物
は
是
な
ら
で
は
と
、
ゑ
い
ざ
ん
よ
り

西
撫
「
諸
国
は
な
し
」
の
近
世
的
性
格
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御
き
れ
ん
の
札
板
お
ろ
せ
ば
、
し
ば
し
う
ご
く
を
見
て
い
づ
れ
も
お
ど
ろ

き
、
壱
枚
づ
上
は
な
し
て
見
る
に
、
上
よ
り
七
枚
下
に
長
九
寸
斗
の
屋
守
、

胴
骨
を
金
釘
に
と
ぢ
ら
れ
紙
程
薄
な
り
て
も
活
て
は
た
ら
き
し
を
、
其
ま

些
煙
に
な
し
て
其
後
は
何
の
と
が
め
も
な
し
。

こ
の
説
話
に
つ
い
て
は
、
後
藤
興
善
氏
（
『
西
鶴
研
究
』
第
二
冊
「
古
今
著
聞

集
と
西
鶴
の
説
話
」
）
は
、
「
古
今
著
聞
集
』
巻
第
二
十
・
魚
虫
禽
獣
第
三
十

「
摂
津
国
ふ
き
や
の
下
女
昼
寝
せ
し
に
大
蛇
落
懸
か
る
事
」
「
渡
辺
の
薬
師

堂
に
し
て
大
蛇
釘
付
ら
れ
て
六
十
余
年
生
き
た
る
事
」
に
原
拠
を
お
い
て
考

証
し
て
い
る
。
い
ち
い
ち
対
照
す
る
ま
で
も
な
く
、
お
そ
ら
く
西
鶴
は
後
藤

氏
の
指
摘
の
よ
う
に
こ
れ
ら
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
同
類
の

口
碑
・
伝
承
に
よ
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
と
も

か
く
、
そ
れ
ら
説
話
原
像
と
西
鶴
の
場
合
と
で
は
怪
異
そ
の
も
の
に
対
す
る

発
想
を
異
に
し
て
い
る
。
こ
れ
も
一
》
古
今
著
聞
集
」
巻
第
二
十
・
魚
虫
禽
獣

第
三
十
に
は
、
「
或
田
舎
人
に
白
虫
仇
を
報
ず
る
事
」
「
建
保
の
比
北
小
路
堀

河
辺
の
女
熱
湯
を
注
ぎ
て
蛇
を
殺
し
崇
に
依
り
て
死
す
る
事
」
の
説
話
を
伝

え
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
陰
惨
無
気
味
で
あ
る
。
ま
た
、
「
あ
か
ら
さ
ま
に

も
あ
ど
な
き
事
を
ぱ
す
ま
じ
き
事
也
・
」
「
か
や
う
の
事
は
、
な
が
く
人
の

す
ま
じ
き
こ
と
な
り
ｃ
」
の
教
訓
を
付
会
し
て
も
い
る
。
そ
れ
は
、
西
繩
の

「
紙
程
薄
な
り
て
も
活
て
は
た
ら
き
し
を
、
其
ま
些
煙
に
な
し
て
其
後
は
何

の
と
が
め
も
な
し
ｃ
」
と
、
『
古
今
著
聞
集
」
の
「
と
か
く
療
治
す
れ
ど
も
か

な
は
ず
。
つ
ゐ
に
そ
れ
を
わ
づ
ら
ひ
て
死
に
け
り
。
」
「
い
か
に
い
の
る
と
も

か
な
ふ
ま
じ
。
…
・
・
・
よ
し
な
き
こ
と
を
ぱ
い
ひ
を
し
へ
て
わ
が
命
を
ぱ
こ
ろ

し
つ
る
ぞ
と
い
ひ
て
、
や
が
て
と
り
こ
ろ
し
て
け
り
。
」
と
の
差
異
に
集
約
し
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て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
西
鶴
の
場
合
は
、
『
諸
艶
大
鑑
一
の
「
百
物
語

お
の
お
の

に
恨
が
出
る
」
（
巻
二
の
五
）
か
ら
の
系
譜
で
あ
り
、
「
各
揚
屋
の
算
用
残
る
は

と
高
声
に
申
せ
ば
、
現
に
も
世
中
は
借
銭
程
す
か
い
物
は
な
き
に
や
、
此
声

聞
と
化
し
た
る
形
消
う
せ
け
る
と
ぞ
。
」
の
「
三
－
ク
な
現
世
的
怪
異
の
変

形
で
あ
る
。
「
見
せ
ぬ
所
は
女
大
工
」
の
怪
異
も
、
焼
す
て
ら
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
消
失
し
、
説
話
的
興
味
は
表
題
の
「
見
せ
ぬ
所
は
女
大
工
」
の
現
世

的
特
異
へ
の
関
心
に
還
元
さ
れ
て
い
る
。
か
り
に
後
藤
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、

こ
れ
が
『
古
今
著
聞
集
一
を
原
拠
と
す
る
な
ら
、
西
鶴
の
説
話
原
像
へ
の
姿

勢
ま
た
そ
の
発
想
の
特
質
は
い
っ
そ
う
明
確
に
な
る
。
同
じ
こ
と
は
、
『
西

鶴
諸
国
は
な
し
』
の
ほ
か
の
怪
異
説
話
に
つ
い
て
も
指
摘
で
き
る
。
魚
烏
狐

狸
の
わ
ざ
に
取
材
の
怪
異
で
は
、
巻
一
の
七
「
狐
の
四
天
王
」
、
巻
四
の
一

「
形
は
昼
の
ま
ね
」
巻
四
の
七
「
鯉
の
ち
ら
し
紋
」
な
ど
が
あ
る
。

「
狐
の
四
天
王
」
も
、
西
鶴
の
怪
異
へ
の
発
想
の
ひ
と
つ
の
特
性
を
示
し

て
い
る
。
こ
の
説
話
は
狐
の
報
復
談
で
あ
る
。
事
件
は
『
古
今
著
聞
集
』
の

「
或
田
舎
人
に
白
虫
仇
を
報
ず
る
事
」
の
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
狐
へ
の
な

に
げ
な
い
悪
ふ
ざ
け
を
き
っ
か
け
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。

本
町
筋
に
米
屋
し
て
門
兵
術
と
い
ふ
人
、
里
ぱ
な
れ
の
山
陰
を
通
る
に
、

し
ろ
き
小
狐
の
集
り
し
に
何
心
も
な
く
礫
う
ち
掛
し
に
、
自
然
と
あ
た
り

所
あ
し
く
其
ま
出
む
な
し
く
な
り
鉋
。
ふ
び
ん
と
ば
か
り
お
も
ふ
て
か
へ

る
。
其
夜
門
兵
衛
が
屋
敷
が
棟
に
何
百
人
か
女
の
声
し
て
、
お
姫
さ
ま
た

ま
ノ
、
野
あ
そ
び
ま
し
ま
す
を
、
命
と
り
し
者
其
ま
奥
は
お
か
じ
と
石
を

う
つ
事
雨
の
ご
と
し
。
…
…
明
の
日
の
昼
前
に
旅
の
出
家
の
き
た
っ
て
お

茶
一
ぷ
く
た
ま
は
れ
と
申
さ
れ
け
る
に
…
…
間
も
な
く
同
心
ら
し
き
大
男

守

り
一

二
三
十
人
乱
れ
入
て
、
御
た
づ
ね
の
出
家
を
何
と
て
か
く
し
置
け
る
ぞ
と
、

其
断
り
間
入
ず
亭
主
・
内
義
を
押
へ
て
坊
主
に
な
し
て
後
、
彼
出
家
も
と

も
に
尾
の
あ
る
姿
を
あ
ら
は
し
て
に
げ
か
へ
る
。

こ
れ
は
、
典
型
的
な
報
復
ぱ
な
し
で
あ
る
。
狐
は
そ
の
後
さ
ま
ざ
ま
な
虚

構
を
か
ま
え
て
門
兵
衛
一
家
を
麦
る
坊
主
に
す
る
。
し
か
し
、
「
様
子
間
て

悔
め
ど
も
髪
は
は
へ
ず
し
て
お
か
し
・
」
の
結
末
に
よ
っ
て
も
あ
き
ら
か
な

よ
う
に
、
こ
こ
に
は
怪
異
の
か
げ
は
な
い
。
後
藤
氏
（
復
刊
『
西
鵡
研
究
』
第

二
集
「
西
鶴
説
話
の
一
考
察
」
）
｜
は
、
「
狐
の
四
天
王
」
に
つ
い
て
狂
言
「
六
人

僧
」
と
の
関
連
を
考
証
し
て
い
る
が
、
た
し
か
に
西
鶴
は
こ
れ
を
怪
異
と
し
て

で
は
な
く
洪
笑
的
発
想
で
と
ら
え
て
い
る
。
「
形
は
昼
の
ま
ね
」
（
巻
四
の
一
）

「
鯉
の
ち
ら
し
紋
」
（
巻
四
の
七
）
の
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
洪
笑
性
は
、

形
を
変
え
て
「
十
二
人
の
俄
坊
主
‐
’
（
巻
二
の
二
）
や
「
お
霜
月
の
作
り
髭
」
（
巻

三
の
三
）
な
ど
と
し
て
も
拡
散
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
懐
硯
」
巻
三
の
一

「
水
浴
は
涙
川
」
で
は
、
「
世
間
愚
な
る
男
」
へ
の
悪
ふ
ざ
け
と
そ
の
報
復
に

形
を
変
え
て
形
象
化
さ
れ
て
も
い
る
。
も
ち
ろ
ん
「
お
霜
月
の
作
り
髭
」
や

「
水
浴
は
涙
川
」
は
怪
異
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
か
え
っ
て
怪
異

・
非
怪
異
の
限
定
を
こ
え
た
西
鶴
雑
話
も
の
共
通
の
解
放
的
性
格
を
こ
こ
に

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
人
は
ば
け
も
の
」
と
は
、
西
鶴
に
と
っ
て
は
た
だ

の
レ
ト
リ
ヅ
ク
で
は
な
か
っ
た
。
『
好
色
五
人
女
一
の
「
兎
角
女
は
化
物
、

姫
路
の
於
佐
賀
部
狐
も
か
へ
つ
て
眉
毛
よ
ま
る
。
へ
し
。
」
（
巻
一
の
三
）
、
「
天

満
に
七
つ
の
化
物
有
。
…
…
是
皆
年
を
か
さ
ね
し
狐
狸
の
業
ぞ
か
し
。
世
に

お
そ
る
し
き
は
人
間
、
ば
け
て
命
を
と
れ
り
・
」
（
巻
二
の
二
）
な
ど
の
述
懐
に

も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
西
鶴
に
と
っ
て
の
人
間
や
世
俗
は
、
「
世
間
の
眉

P

壽
↓
菫
、

｜
ニ
ニ
ノ

Ｊ
』



《
ん
序

毛
を
お
も
ふ
ま
ま
に
読
て
人
を
な
ぶ
る
事
自
由
」
な
於
佐
賀
部
狐
の
変
化
に

も
似
た
存
在
で
あ
っ
た
。
西
鶴
は
そ
こ
に
人
間
世
俗
の
無
法
や
悪
や
ユ
ー
モ

ア
を
み
た
。
西
鶴
が
、
そ
れ
を
「
諸
国
は
な
し
」
と
し
て
狐
狸
や
天
狗
や
人

間
の
愚
昧
に
仮
託
し
た
の
は
、
題
材
は
、
仮
託
さ
れ
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
空
想
的
性
格
に
転
化
し
、
伝
承
的
発
想
を
持
続
し
な
が
ら
現
実
の
パ
タ

ー
ン
に
変
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
た
だ
の
題
材
主
義
で
は
な
い
。
こ

れ
ら
の
説
話
か
ら
魚
虫
狐
狸
の
変
化
や
人
間
の
愚
昧
を
捨
象
す
る
な
ら
、
そ

れ
は
も
は
や
「
諸
国
は
な
し
」
と
し
て
の
説
話
性
の
喪
失
で
し
か
な
い
。

巻
三
の
四
「
紫
女
」
で
の
怪
異
の
形
象
化
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
指
摘

で
き
る
。
こ
れ
は
、
「
剪
燈
新
話
』
「
奇
異
雑
談
集
」
『
伽
脾
子
」
の
「
牡
丹

燈
記
」
系
列
の
奇
談
で
あ
る
。
問
題
は
、
西
鶴
が
こ
れ
ら
を
文
献
的
原
拠
と

し
た
か
ど
う
か
と
い
う
よ
り
も
、
こ
れ
ら
の
原
話
再
生
の
西
鶴
の
創
作
態
度

、
、
、

で
あ
る
。
は
な
し
は
、
筑
前
の
袖
の
湊
に
「
三
十
歳
迄
妻
を
持
ず
、
世
間
む

き
は
武
道
を
立
、
内
証
は
出
家
ご
出
ろ
」
で
閑
居
す
る
男
と
、
そ
こ
へ
通
う

美
女
と
の
邪
恋
の
経
緯
で
あ
り
、
手
法
と
し
て
は
「
牡
丹
燈
記
」
の
踏
襲
に

ち
か
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
形
象
化
の
「
紫
女
」
は
も
は
や
「
牡
丹
燈
記
」

の
世
界
で
は
な
い
。
ま
た
、
口
承
文
芸
や
民
間
説
話
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン

で
も
な
い
。
西
鶴
に
は
、
「
好
色
一
代
男
』
に
よ
っ
て
は
た
さ
れ
た
写
実
の

方
法
が
あ
っ
た
。
写
実
だ
け
が
こ
の
時
代
の
文
学
の
特
性
と
す
れ
ば
言
い
す

ぎ
に
な
ろ
う
が
、
文
学
の
方
法
を
決
定
的
に
確
立
し
き
っ
て
は
い
な
い
こ
の

時
代
の
文
学
に
と
っ
て
は
、
写
実
は
重
要
な
文
学
的
要
素
で
あ
っ
た
。
写
実

は
、
い
わ
ば
整
数
的
構
図
と
し
て
説
話
を
現
実
化
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

伝
承
の
抽
象
性
を
克
服
し
た
。

西
鶴
「
諸
国
は
な
し
」
の
近
世
的
性
格

3

，

此
女
袖
よ
り
内
裏
は
ご
い
た
を
と
り
出
し
て
独
は
ね
を
つ
き
し
に
、
そ

よ
め

よ
め

れ
は
哩
突
か
と
申
せ
ば
、
男
も
も
た
ぬ
身
を
旅
と
は
人
の
名
を
立
給
ふ
と
、

切
戸
お
し
明
て
は
し
り
入
、
誰
で
も
さ
は
っ
た
ら
つ
め
る
程
に
と
し
ど
け

な
き
寝
姿
、
自
然
と
後
む
す
び
の
帯
と
け
て
紅
井
の
二
の
も
の
ほ
の
か
に

‐
見
え
、
ほ
そ
目
に
な
っ
て
、
枕
と
い
ふ
物
ほ
し
や
そ
れ
が
な
く
ぱ
情
し
る

人
の
膝
が
か
り
た
い
迄
、
あ
た
り
に
見
る
人
は
な
し
今
な
る
鐘
は
九
つ
な

れ
ば
夜
も
ふ
か
し
と
い
ふ
。
い
や
と
い
は
れ
ぬ
首
尾
、
俄
に
身
を
も
だ
へ

て
…
・
・
・

こ
れ
は
、
た
と
え
ば
一
Ｌ
好
色
一
代
女
」
巻
三
の
一
「
町
人
腰
元
」
の
「
し

ど
け
な
く
帯
と
き
掛
て
も
や
ノ
、
の
風
情
見
せ
け
れ
ば
、
あ
る
じ
た
ま
り
兼

て
肩
衣
か
け
な
が
ら
分
も
な
き
事
に
仕
な
し
て
」
な
ど
と
同
質
の
写
実
性
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
か
ら
西
鶴
の
「
諸
国
は
な
し
」
の
す
尋
へ
て
を
、

写
実
に
よ
る
伝
承
性
の
克
服
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
人
間
主
義

に
よ
る
情
感
の
修
正
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
」
や

「
懐
硯
」
に
は
、
先
行
説
話
や
「
咄
し
」
の
再
生
・
複
合
に
よ
る
創
造
主
体

ぞ
う
だ
ん

の
埋
没
も
あ
る
。
「
紫
女
」
に
し
て
も
、
雑
談
の
発
想
に
よ
る
形
象
化
の
不

毛
は
あ
る
。
し
か
し
、
西
鵺
の
「
諸
国
は
な
し
」
に
よ
る
在
地
性
へ
の
転
換
、

伝
承
的
発
想
に
よ
る
庶
民
感
情
へ
の
傾
斜
は
、
創
造
性
の
回
避
や
過
去
へ
の

現
実
逃
避
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
は
「
好
色
一
代
男
』
や
「
好
色
一
代
女
」

と
同
質
の
造
型
性
で
は
な
か
っ
た
が
、
当
時
に
是
認
さ
れ
た
秩
序
や
方
法
へ

の
説
話
者
と
し
て
の
対
応
で
あ
っ
た
。
仮
託
や
笑
い
を
と
お
し
た
世
俗
性
の

再
生
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
ひ
と
つ
の
生
の
認
識
で
あ
る
。
説
話
者
が
生
を

具
体
と
し
て
認
識
す
る
方
法
は
、
世
俗
の
実
在
や
可
能
を
楽
天
的
に
見
つ
め
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る
か
、
伝
承
や
物
語
り
の
条
理
や
均
衡
の
な
か
で
仮
託
的
に
新
し
い
平
衡
を

造
型
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
『
好
色
一
代
男
』
で
の
「
吉
野
‐
｜
ほ
か
の
遊
女

た
ち
の
形
象
化
も
そ
の
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
。
西
鶴
の
時
代
に
こ
の

こ
と
を
無
視
す
る
な
ら
、
文
学
は
そ
の
創
作
の
基
盤
を
失
う
。
こ
の
時
代
は
、

「
歌
祭
文
」
そ
の
他
の
存
在
に
よ
っ
て
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
音
楽
で
さ

え
も
そ
の
説
話
性
に
よ
っ
て
民
衆
に
適
合
し
、
現
世
へ
の
一
次
的
な
判
断
と

な
っ
た
。
西
鶴
に
『
好
色
一
代
男
』
や
「
日
本
永
代
蔵
」
『
世
間
胸
算
用
」

が
あ
る
こ
と
の
基
準
だ
け
か
ら
、
西
鶴
の
文
学
の
存
在
性
を
正
当
化
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
夢
女
や
蛇
性
に
よ
る
性
の
浸
犯
が
、
当
時
の
民
衆
に
と
っ

て
の
ひ
と
つ
の
カ
タ
ル
シ
ス
で
あ
っ
た
こ
と
は
口
碑
や
伝
説
に
よ
っ
て
も
う

か
が
え
る
．
こ
の
錯
誤
や
不
条
理
が
当
時
の
民
衆
の
倫
理
や
判
断
と
の
調
和

を
も
っ
て
説
話
の
発
想
に
複
合
さ
れ
た
と
き
、
「
紫
女
」
の
説
話
構
造
が
も

た
さ
れ
る
。
し
か
し
、
不
条
理
や
特
殊
が
説
話
的
普
遍
と
し
て
庶
民
感
情
と

の
平
衡
を
も
つ
た
め
に
は
、
伝
承
や
口
碑
へ
の
回
帰
だ
け
で
は
ふ
じ
ゅ
う
ぶ

ん
で
あ
る
。
「
紫
女
」
が
、
享
受
者
大
衆
の
調
和
的
構
図
と
な
る
た
め
に
は
、

「
紫
女
」
の
抽
出
に
よ
る
物
語
り
性
と
と
も
に
描
写
の
近
世
的
均
衡
が
求
め

ら
れ
た
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
俗
的
椛
造
化
が
必
要
で
あ
っ
た
ゞ

「
神
鳴
の
病
中
」
で
、
西
鶴
は
「
欲
に
は
一
門
兄
弟
の
中
も
見
す
つ
る
」

争
い
を
発
端
に
お
い
た
が
、
家
督
や
遺
産
相
続
を
め
ぐ
る
争
論
は
、
い
つ
の

時
代
で
も
人
間
心
理
の
機
微
や
欲
心
の
ド
ラ
マ
と
し
て
存
存
す
る
。
西
鶴
や

読
者
層
の
関
心
が
こ
の
種
の
事
件
の
報
道
に
む
け
ら
れ
た
こ
と
も
理
由
の
な

3

司

り
､

い
こ
と
で
は
な
い
。
西
鶴
が
、
「
大
矢
数
」
で
「
我
甥
な
が
ら
跡
職
の
公
事

／
海
に
ま
た
末
の
松
山
欲
ふ
か
い
」
（
第
五
）
な
ど
と
し
、
『
本
朝
桜
陰
比
事
罰
一

で
も
、
四
十
四
話
の
う
ち
七
話
ま
で
が
家
督
争
い
や
遺
産
相
続
に
か
か
る
説

話
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
跡
識
の
論
が
つ
よ
い
世
俗
的
関
心
と
し
て
あ

っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
報
道
は
「
諸
国
は
な
し
」
の
重
要
な
契
機
で

あ
る
と
と
も
に
、
事
件
の
報
道
的
ス
タ
イ
ル
に
よ
る
説
話
構
造
は
、
こ
の
時

代
の
庶
民
感
覚
に
よ
る
平
衡
を
つ
く
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
当
時
の
社
会

状
況
と
の
関
連
を
ぬ
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
近
世
資
本
主
義
経
済
機

構
の
破
綻
や
そ
の
内
部
的
矛
盾
は
、
た
と
え
ば
『
懐
硯
」
の
「
明
て
悔
し
き

養
子
が
銀
筥
」
（
巻
五
の
二
）
の
「
世
に
な
き
物
は
郷
の
刀
と
化
物
と
人
の
内

証
に
金
銀
ぞ
か
し
。
」
の
述
懐
の
と
お
り
で
あ
っ
た
が
、
一
門
・
兄
弟
の
収

奪
も
い
っ
そ
う
の
狂
気
と
は
げ
し
さ
を
加
え
て
い
た
。

「
明
て
侮
し
き
養
子
が
銀
筥
‐
｜
で
は
、
外
聞
ば
か
り
の
斜
陽
商
人
の
苦
肉

の
策
と
跡
識
め
あ
て
の
入
聟
の
破
滅
が
語
ら
れ
る
。
「
近
比
は
づ
か
し
け
れ

ど
も
世
は
張
も
の
」
の
主
人
公
の
告
白
は
、
も
は
や
中
世
的
伝
承
説
話
の
世

界
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
こ
に
は
伝
承
や
物
語
り
の
ロ
マ
ン
は
な
い
。
「
懐

硯
」
で
は
二
十
五
話
の
う
ち
十
七
話
ま
で
が
仙
俗
説
話
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
も
、
説
話
受
容
の
現
世
的
基
盤
の
変
化
と
西
僻
の
発
想
の
推
移
が
う
か
が

わ
れ
る
。
も
と
よ
り
『
懐
硯
』
が
「
諸
瓜
は
な
し
」
で
あ
る
か
ぎ
り
、
題
材

の
特
異
や
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
説
話
性
へ
の
従
属
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、

西
鶴
が
「
懐
硯
一
の
多
く
の
説
話
で
人
間
の
生
の
功
利
的
現
実
と
結
び
つ
き
、

そ
の
シ
ス
テ
ム
を
説
話
の
ス
タ
イ
ル
と
し
て
統
合
さ
せ
た
こ
と
の
意
味
は
け

っ
し
て
少
な
く
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
現
実
的
意
味
を
も
っ
て
西
鶴
の
発
想
に

力

三

八
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、

作
用
し
、
現
象
か
ら
の
距
離
を
お
か
ず
に
町
人
の
生
の
不
協
和
と
し
て
説
話

の
方
法
に
定
着
し
た
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
西
鶴
は
町
人
作
家
と
し

て
の
思
考
の
原
型
を
確
立
し
た
。

た
と
え
ば
巻
二
の
一
「
後
家
に
成
ぞ
こ
な
ひ
」
が
そ
の
こ
と
の
状
況
的
意

味
を
喜
劇
的
に
示
し
て
い
る
。
「
後
家
に
成
ぞ
こ
な
ひ
」
は
、
ひ
と
り
の
分

限
の
仮
死
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
遺
族
の
欲
心
の
構
造
化
で
あ
る
。
跡
識

の
論
を
め
ぐ
る
兄
弟
の
確
執
に
つ
い
て
は
、
「
本
朝
二
十
不
孝
‘
｜
の
「
親
子

五
人
佃
書
置
如
レ
件
」
、
（
巻
二
の
四
）
に
も
先
例
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
そ
れ

と
「
後
家
に
成
ぞ
こ
な
ひ
」
の
そ
れ
と
は
か
な
ら
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
。

西
鶴
は
『
万
の
文
反
古
」
の
「
明
て
驚
く
書
置
箱
」
（
巻
三
の
二
）
で
も
、
雑

長
持
に
「
年
舞
、
み
だ
け
銭
を
日
夜
に
入
置
」
女
房
の
喜
劇
的
結
末
を
伝
え
て

い
る
が
、
欲
や
金
銭
へ
の
執
着
に
よ
る
人
間
行
為
で
狂
気
で
な
い
も
の
は
な

い
。
「
明
て
驚
く
書
置
箱
」
や
「
後
家
に
成
ぞ
こ
な
ひ
」
で
の
人
物
の
行
為

も
、
そ
の
意
味
で
の
狂
気
と
と
も
に
特
殊
を
こ
え
た
弱
者
の
俗
性
の
人
間
的

普
遍
を
も
っ
て
い
た
。

あ
は
た
だ
し
く
も
じ

甚
助
周
章
敷
子
の
甚
太
郎
七
歳
に
な
れ
る
に
戻
子
の
肩
衣
に
裏
付
袴
の

承
づ
か
ら

《
大
き
な
る
を
胸
高
に
着
せ
、
自
身
横
に
抱
て
微
塵
も
気
の
毒
な
る
貝
は
な

く
、
座
敷
の
真
中
に
甚
太
郎
を
お
ろ
し
置
、
今
胄
の
位
牌
を
持
て
か
ら
は

此
家
屋
敷
を
ば
み
な
我
が
取
程
に
嬉
し
う
お
も
へ
と
、
し
か
り
つ
ゃ
へ
し
き

貝
し
て
あ
た
り
を
き
っ
と
見
ま
わ
し
け
る
所
に
、
其
弟
甚
七
涙
押
拭
て
進

み
出
、
さ
て
も
大
ひ
人
こ
な
た
は
い
つ
勘
当
ゆ
る
さ
れ
て
き
た
り
給
ぞ
、

兄
じ
や
人
死
な
れ
た
と
て
も
す
ぢ
め
な
き
事
は
な
る
ま
じ
。
我
か
く
て
有

一
‐
か
ら
は
此
跡
識
を
誰
か
と
ら
ん
。
是
非
ほ
し
く
ぱ
死
人
に
中
直
り
し
て
か

（
マ
マ
）

西
鶴
「
諸
国
は
な
し
」
の
近
世
的
性
格

R

G

ら
の
事
と
い
え
ば
、
甚
助
眼
を
見
出
し
、
其
方
は
し
る
ま
じ
過
し
七
日
の

ひ
そ
か

夜
霜
に
甚
九
郎
殿
き
た
り
給
ひ
、
今
ま
で
の
勘
当
は
公
儀
へ
訴
へ
た
る
に

い
っ
ぱ
し

も
あ
ら
ず
、
さ
れ
ど
も
一
端
町
の
宿
老
へ
こ
と
は
り
た
れ
ば
十
年
の
う
ち

は
お
も
て
む
き
行
来
な
き
分
に
も
て
な
せ
、
も
し
明
日
が
日
死
ん
で
も
子

は
な
し
、
甚
太
郎
は
甥
子
な
れ
ば
お
れ
が
跡
を
や
る
ゞ
へ
し
と
頭
摩
ら
れ
か

た
ト
ー
の
約
束
、
さ
う
な
き
と
て
兄
親
か
た
に
理
窟
だ
て
、
は
や
敦
賀
に

う
ら
れ
筒
落
米
ひ
ら
い
し
事
を
忘
れ
た
か
と
延
あ
が
り
て
気
色
す
る
を
、

女
房
こ
の
有
さ
ま
を
見
て
奥
に
は
し
り
込
、
衣
類
手
道
具
何
や
か
や
心
に

か
か
る
ほ
し
ゐ
も
の
ど
さ
く
さ
紛
れ
に
取
集
め
、
嫁
入
時
の
長
持
に
押
込
、

錠
ぴ
ん
と
お
ろ
し
て
何
の
気
も
な
い
貝
し
て
姑
の
見
る
前
に
て
髪
く
る

ノ
ー
、
と
束
ね
て
切
か
く
る
を
、
老
母
押
と
Ｎ
め
、
其
方
が
心
底
も
つ
と
も

な
れ
ど
も
い
ま
だ
わ
か
き
身
な
れ
ば
我
分
別
あ
り
ま
ち
給
へ
と
い
ふ
を
ふ

り
は
な
し
・
・
・
・
・
・

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
説
話
で
の
西
鶴
の
意
図
は
た
だ
の
背
信
や
破
倫

に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
特
定
の
人
物
や
事
象
へ
の
批
判
や
風
刺
に

よ
ぶ
が
へ
り

あ
っ
た
の
で
も
な
い
。
主
人
の
「
蘇
生
」
に
よ
っ
て
暴
露
さ
れ
た
も
の
は
そ
れ

さ
か
さ
堂

ぞ
れ
の
人
物
の
喜
劇
的
結
末
で
あ
る
。
「
甚
太
郎
を
倒
に
懐
て
逃
出
」
る
甚
七
、

金
蔵
の
鍵
の
所
在
を
問
わ
れ
て
「
あ
や
ま
る
道
理
に
せ
め
ら
れ
て
一
言
の
返

答
も
な
く
立
出
る
」
甚
七
、
「
掛
硯
は
誰
が
な
を
せ
し
と
い
ふ
に
」
、
「
赤
面

し
て
声
を
ふ
る
は
し
、
そ
れ
は
わ
た
く
し
が
長
持
に
と
し
ほ
ｊ
、
と
取
出
」

し
、
「
さ
り
逆
は
水
臭
き
心
根
行
末
思
ひ
や
ら
れ
ぬ
。
是
ま
で
の
縁
な
る
零
へ

す
ぐ

し
と
、
お
つ
と
は
此
世
に
あ
り
な
が
ら
後
家
姿
と
な
り
て
直
に
親
里
へ
お
く

ら
れ
」
る
女
房
。
こ
の
登
場
人
物
た
ち
の
悲
喜
性
は
、
「
狐
の
四
天
王
」
や

・
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一
一

一
‐
お
霜
月
の
作
髭
」
の
洪
笑
性
と
同
じ
で
は
な
い
。
ひ
と
つ
の
必
理
や
行
動

が
社
会
的
調
和
か
ら
逸
脱
す
る
と
き
に
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
の
が
笑
い
で
あ
る

が
、
こ
の
一
門
の
ひ
き
お
こ
す
そ
れ
は
、
た
だ
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
だ
け
に
よ
る

笑
い
で
は
な
い
。
女
房
の
必
理
や
行
為
に
集
約
さ
れ
る
悲
喜
性
も
、
常
軌
か

ら
は
ず
れ
倫
理
の
妥
当
性
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
人
間
的
普

遍
を
構
造
化
し
て
い
る
。
題
材
の
特
殊
は
、
人
間
性
の
普
遍
に
還
元
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
奇
談
的
説
話
性
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
「
親
子
五
人

佃
書
置
如
レ
件
」
で
は
、
ま
だ
「
二
歳
に
な
り
し
男
子
を
姥
が
添
乳
を
せ
し

寺
，
▲
■
写

懐
よ
り
取
出
し
、
自
害
せ
ら
れ
し
善
右
衛
門
脇
ざ
し
を
持
添
さ
せ
、
目
前
に

親
の
敵
打
ぞ
と
三
人
共
に
と
賀
め
さ
し
」
と
、
武
家
も
の
的
構
想
に
と
ど
ま

っ
て
い
た
西
鶴
が
、
翌
年
の
「
懐
硯
』
で
「
後
家
に
成
ぞ
こ
な
ひ
」
と
し
て

こ
れ
を
人
間
的
普
遍
に
変
質
さ
せ
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
「
後
家
に
成

ぞ
こ
な
ひ
」
は
、
「
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
た
説
話
の
発

想
と
、
『
本
朝
二
十
不
孝
」
で
「
常
の
人
稀
に
し
て
悪
人
多
し
」
（
自
序
）
と

し
て
当
為
さ
れ
た
近
世
文
芸
精
神
の
ひ
と
つ
の
結
実
で
あ
っ
た
。

ｌ
昭
和
二
五
年
卒
、
本
学
助
教
授
Ｉ
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