
潤

西
鶴
雑
誌
も
の
　
の
性
格

水
　
　
田

説
話
文
学
の
系
列
が
「
晒
し
」
を
契
機
と
し
て
発
生
し
、
庶
民
の

素
朴
な
求
知
意
欲
に
姪
胎
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
基
盤
を
巷
間
世

俗
に
置
く
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
説
話
文
学
盛
行
の

背
後
に
は
常
に
そ
の
時
代
の
素
朴
な
民
衆
の
存
在
が
予
想
せ
ら
れ
る
。

従
っ
て
、
本
来
的
に
説
話
文
学
に
は
絢
爛
た
る
抒
情
の
ロ
マ
ン
性
・

意
図
的
文
芸
性
は
稀
薄
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
そ
の
発
生
の
暦

始
期
に
於
て
は
、
た
と
え
ば
「
雑
談
ノ
次
－
一
毅
門
ヲ
ヒ
羊
、
駁
論
ノ

中
二
解
行
ヲ
示
ス
」
　
の
　
「
沙
石
集
」
序
や
、
「
閑
に
諸
法
実
相
の

聾
を
案
ず
る
に
、
か
の
狂
言
結
語
の
駿
、
か
へ
り
て
讃
仏
乗
の
縁
た

り
」
の
「
十
訓
抄
」
序
が
示
す
よ
う
に
、
い
ち
は
解
行
を
示
し
賛
仏

乗
の
た
め
の
目
的
を
も
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
平
安
末
の
「
今

昔
物
語
集
」
を
は
．
じ
め
、
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
「
十
訓
抄
」
「
発
心
集
」

「
沙
石
集
」
な
ど
、
十
指
に
余
る
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ

の
時
勢
粧
と
と
も
に
、
そ
の
殆
ど
が
仏
道
入
門
書
的
性
格
、
ま
た
「
昔

今
の
物
語
を
た
ね
と
し
て
、
よ
ろ
づ
の
言
の
葉
の
中
よ
り
、
捌
英
二

の
跡
を
記
し
取
て
、
よ
き
方
を
ば
是
を
す
ム
め
、
あ
し
き
す
ぢ
を
は

是
を
誠
め
つ
＼
い
ま
だ
此
道
を
学
び
し
ら
ざ
ら
ん
少
年
の
た
ぐ
ひ

を
し
て
、
心
を
つ
く
る
優
と
な
さ
し
め
む
た
め
」
　
「
物
羨
み
は
ぜ
ま

じ
き
雪
な
り
」
の
教
訓
的
性
格
を
も
ち
．
あ
く
ま
で
も
賛
仏
案
・
世

俗
啓
蒙
の
方
便
的
性
格
を
脱
し
て
い
な
い
。
輯
録
の
説
話
素
材
も
ま

た
、
た
と
え
ば
「
今
昔
。
淡
海
公
卜
申
ス
大
臣
御
マ
シ
ク
リ
」
　
「
京

極
太
政
大
臣
宗
輔
公
は
　
ー
」
　
「
一
院
鳥
羽
殿
に
渡
ら
せ
お
は
し
ま

し
け
る
頃
」
な
ど
、
殆
ど
が
享
受
者
大
衆
の
も
の
で
は
な
く
、
示
さ

れ
る
理
想
世
界
も
「
優
美
・
優
雅
」
の
平
安
宮
廷
社
会
的
美
意
識
で

さ
え
も
あ
っ
た
。
（
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
に
も
、
「
鬼
に
こ
ぶ
と
ら
る
ゝ

事
」
そ
の
他
、
庶
民
的
ペ
エ
ソ
ス
・
市
井
的
親
近
感
を
も
つ
も
の
も

な
い
で
は
な
い
。
）

し
か
も
、
説
話
欲
求
の
ー
義
的
性
格
は
、
そ
の
賛
仏
粟
の
教
訓
的

発
想
・
消
極
的
因
果
律
の
規
範
に
制
約
や
♭
れ
、
そ
れ
が
】
面
で
は

享
受
者
自
身
の
無
知
と
素
朴
な
勧
慾
の
憧
憬
思
慕
と
相
ま
っ
て
説
話

文
学
自
体
の
性
格
を
形
成
し
っ
＼
近
世
仮
名
草
子
の
説
話
系
列
に

導
入
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
は
「
十
訓
抄
」

序
の
「
狂
一
一
一
一
露
語
」
そ
の
ま
1
と
も
い
う
べ
き
「
児
の
か
い
も
ぢ
す
る
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に
そ
ら
ね
い
り
し
た
る
事
」
な
ど
の
童
話
笑
話
の
類
が
あ
り
、
こ
れ
が

「
物
臭
太
郎
」
「
「
寸
法
師
」
の
さ
ら
に
素
朴
な
享
受
者
を
対
象
と
す

る
御
伽
草
子
の
系
列
と
な
り
、
同
様
に
仮
名
草
子
へ
の
一
支
流
を
形

成
し
て
い
る
。
「
恨
之
介
」
籠
「
薄
雪
物
語
」
議
の
仏
教
思
想
、
「
二

人
比
丘
尼
」
叢
「
清
水
物
語
」
誓
鍬
の
崇
仏
教
訓
性
、
「
可
笑
記
」

拝
観
の
儒
教
臭
、
「
陸
離
笑
」
諾
「
竹
斎
」
譲
な
ど
す
べ
て
、
そ
れ

を
証
す
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
系
譜
的
に
は
先
行
御
伽
草
子
の
楽

天
性
・
娯
楽
性
に
胚
胎
す
る
大
衆
性
は
、
さ
ら
に
時
代
の
享
楽
思
想

を
反
映
し
、
了
憲
の
「
浮
世
物
語
」
綬
と
な
り
、
「
竹
斎
」
の
遍
歴

体
「
仁
勢
物
語
」
議
の
戯
文
体
の
流
れ
の
中
に
、
次
の
浮
世
草
子

の
歓
楽
の
開
花
を
予
想
せ
し
め
る
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
に
は
「
勇
燈

新
語
」
を
典
拠
粉
本
と
す
る
怪
異
譜
の
系
列
が
あ
る
。

以
上
で
説
話
文
学
一
段
の
性
格
を
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
が
、

こ
れ
を
要
す
る
に
中
世
な
ら
び
に
近
世
初
期
の
説
話
文
学
は
、
素
因

と
し
て
の
享
受
者
大
衆
の
説
話
求
知
の
欲
求
を
基
盤
と
し
な
が
ら
、

西
鶴
雑
話
も
の
の
陛
格

そ
の
現
象
に
於
て
余
り
に
餐
仏
乗
・
倫
理
的
教
訓
的
要
因
を
も
っ
て

成
立
し
継
承
せ
ら
れ
て
来
た
。
も
と
よ
り
こ
れ
が
、
啓
蒙
期
の
素
朴

な
人
間
的
自
覚
と
、
そ
の
方
向
を
同
じ
う
し
た
と
は
言
え
、
余
り
に

他
力
的
要
因
を
も
ち
す
ぎ
て
い
た
。
こ
1
に
、
現
実
生
活
の
充
実
と

民
衆
の
町
人
と
し
て
の
経
済
的
卓
也
は
、
必
然
的
に
光
線
の
生
の
自

覚
、
人
間
的
歓
楽
追
求
の
町
人
生
活
と
な
り
、
浮
世
草
子
の
開
花
に

い
た
ち
し
め
る
の
で
あ
る
が
：
」
れ
だ
け
で
は
未
だ
公
式
論
的
展
望

に
す
ぎ
な
い
o

た
と
え
は
、
こ
i
ん
に
ら
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
も
「
方
で
は
浪
曲

講
談
の
享
受
者
で
あ
っ
た
り
、
怪
異
神
仙
に
驚
異
し
、
伝
奇
的
雷
象

に
関
心
す
る
よ
う
に
、
よ
し
仮
に
元
藤
文
明
開
化
の
読
書
大
衆
の
興

味
が
好
色
耽
溺
に
あ
つ
た
と
し
て
も
、
人
間
共
通
の
説
話
求
知
の
欲

求
が
、
中
世
啓
蒙
期
の
大
衆
の
そ
れ
か
ら
飛
躍
的
変
革
を
と
げ
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
り
　
「
見
聞
談
叢
」
西
鶴
伝
申
、
黒
田
侯
が
大
阪
の

屋
敷
で
西
鶴
の
晒
し
に
興
じ
た
と
す
る
記
録
は
、
そ
れ
を
明
確
に
論

証
す
る
。

つ
ま
り
、
い
つ
の
時
代
で
も
、
人
間
の
音
韻
珍
談
へ
の
関
心
は
本

質
的
に
変
革
や
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
、
通
信
交
通
の
発

達
こ
ん
に
ら
の
如
く
で
は
な
い
近
世
期
の
そ
れ
が
、
中
世
の
素
朴
さ

と
素
因
と
し
て
変
る
こ
と
の
な
い
こ
と
が
了
承
せ
ら
れ
る
。
こ
1
に
、

前
記
「
見
聞
談
叢
」
に
見
ら
れ
る
晒
し
の
提
供
者
が
上
下
尊
卑
を
間

あ
ず
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
淀
川
下
り
の
舟
中
に

五
七



謹謹話
1110　9

東
大
阪
越
後
の
晒
し
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
興
味
と
関
心
を

も
っ
て
乗
合
蒙
に
喝
采
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
西
鶴
の
い
わ

ゆ
る
雑
話
系
列
数
篤
が
用
意
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

謹
1
－
「
十
訓
抄
」
序

謹
2
　
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
巻
第
一
ノ
三
「
鬼
に
こ
ぶ
と
ら
る
ゝ
薯
」

謹
3
　
「
今
昔
物
語
集
」
巻
第
廿
二
「
淡
海
公
継
四
豪
語
第
二
」

謹
4
　
「
十
割
抄
」
第
一
「
可
レ
施
二
大
悪
童
」
ノ
九
（

謹
5
　
「
古
今
著
聞
集
」
第
九
「
弓
箭
第
十
三
」

謹
6
　
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
巻
第
一
ノ
十
二
i

＊
　
こ
ゝ
で
「
民
衆
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
た
が
、
こ
れ
は
貴
族
に
対

す
る
庶
民
一
般
と
い
う
意
味
で
お
り
、
必
ず
し
も
真
向
か
ら
ぶ
り
か
ざ

さ
れ
た
標
横
と
し
て
の
そ
れ
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
拘
泥
し
な
の
で

読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
華
で
あ
る
。

こ

と
こ
ろ
で
、
西
鶴
の
い
わ
ゆ
ふ
雑
話
も
の
と
言
あ
れ
る
諸
作
品
は
、

先
行
二
代
男
」
二
代
女
」
そ
の
他
の
構
成
的
統
「
ま
た
、
「
永

代
蔵
」
　
「
胸
算
用
」
そ
の
他
の
主
題
的
統
一
性
を
も
つ
に
対
し
雑
纂

約
で
あ
り
、
素
朴
な
意
味
で
は
諸
国
の
珍
説
奇
講
の
輯
録
に
す
ぎ
な

い
。
主
題
の
喪
失
と
も
題
材
主
義
の
作
品
と
も
言
わ
れ
る
所
以
で
も

あ
る
が
、
ま
た
そ
れ
だ
け
に
本
来
的
な
作
者
の
素
材
に
対
す
る
姿
勢

は
、
た
と
え
ば
「
】
代
男
」
の
好
色
、
「
永
代
蔵
」
の
致
富
一
辺
倒

に
比
較
し
て
畠
田
で
あ
る
。
同
時
に
、
こ
れ
ら
が
い
わ
ゆ
る
諸
国
輯

五
八

と
し
て
の
珍
談
奇
講
の
類
菜
と
し
て
の
説
話
文
学
で
あ
る
か
ぎ
り
、

そ
れ
ら
が
文
献
的
典
拠
を
も
つ
も
の
で
あ
れ
、
巷
間
流
布
の
説
話
に

取
材
の
も
の
で
あ
れ
、
い
わ
ば
説
話
原
像
自
体
の
或
る
制
約
を
も
つ
。

し
か
し
そ
れ
に
も
か
㌧
ゎ
ら
ず
、
同
じ
素
材
原
像
に
取
材
の
も
の
で

あ
つ
て
も
∴
取
材
者
の
取
材
意
識
か
ら
お
の
ず
と
異
ろ
う
し
、
主
題
・

要
因
の
面
で
も
原
像
の
そ
れ
と
は
お
の
お
の
異
質
の
も
の
と
な
る
こ

と
が
予
想
せ
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
創
作
慧
誠
の
低
調
と
作
品
と
し
て

の
低
回
性
を
指
摘
せ
ら
れ
る
題
材
主
義
主
題
喪
失
の
難
語
系
列
で
は
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あ
る
が
、
反
っ
て
そ
れ
だ
け
に
、
い
ち
は
ポ
ー
ズ
な
し
の
西
鶴
の
赤

裸
の
作
家
的
関
心
の
所
在
が
探
り
得
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

世
間
の
広
さ
苺
国
々
を
見
め
ぐ
り
i
で
は
な
し
の
種
を
も
と
め
ぬ
熊
野
の
奥

に
は
湯
の
中
に
ひ
れ
ぶ
る
魚
あ
り
筑
前
の
国
に
は
ひ
と
つ
を
さ
し
帯
び
の
大

蕪
有
豊
後
の
大
竹
は
手
桶
と
な
り
わ
か
さ
の
国
に
二
百
余
歳
の
し
ろ
び
く
に

の
す
め
り
…
‥
是
を
お
も
ふ
に
人
は
ば
け
も
の
世
に
な
い
物
は
な
し

「
西
鶴
諸
国
輯
」
（
大
下
馬
）
序
で
あ
る
。
こ
ゝ
で
も
う
一
度
「
沙

石
集
」
序
を
見
よ
う
。

見
シ
富
、
聞
シ
苺
、
忠
地
ル
ー
一
艇
テ
、
難
波
江
ノ
、
ヨ
シ
ア
ン
ヲ
モ
エ
ラ

ハ
ズ
、
藻
塩
軍
手
ニ
マ
カ
セ
テ
、
カ
キ
ア
ツ
メ
云
々

「
諸
国
咄
」
序
の
説
話
採
集
態
度
と
の
類
似
に
気
付
く
。
し
か
し
、

「
沙
石
集
」
が
「
狂
言
綺
語
ノ
ア
ダ
ナ
ル
戯
ヲ
縁
ト
e
シ
テ
、
仏
乗
ノ

妙
ナ
ル
道
二
人
レ
、
世
間
浅
近
ノ
賎
キ
掌
ヲ
醤
ト
シ
テ
、
勝
義
ノ
深

キ
理
ヲ
知
ラ
ン
メ
ン
」
の
意
図
か
ら
（
前
掲

序
も
参
照

さ
れ
た
い
）
「
雑
談
ノ
次
－
一
教
門
ヲ
ヒ
牛
、
駁
論
ノ
申
－
一
解
行
ヲ
示
L

L
、
「
軸
キ
語
ヲ
ア
ザ
ム
カ
ズ
シ
テ
、
法
義
ヲ
サ
ト
リ
、
ウ
カ
レ

ク
ル
罫
テ
ク
ヾ
サ
ズ
シ
テ
、
因
果
ヲ
ソ
キ
マ
へ
、
生
死
ノ
郷
ラ
イ
ゾ

ル
媒
ト
ン
、
漣
薬
ノ
都
ニ
イ
ク
ル
シ
ル
ベ
ト
セ
ヨ
」
の
目
的
を
も
っ

て
書
か
れ
た
の
と
、
西
鶴
の
「
是
を
思
ふ
に
人
は
ば
け
も
の
世
に
な

い
も
の
は
な
し
」
　
「
世
間
の
広
さ
事
国
々
を
見
め
ぐ
り
て
は
な
し
の
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種
を
も
と
め
」
　
「
今
の
世
の
慰
き
み
草
」
に
せ
ん
と
の
提
唱
の
相
異

が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
が
は
大
略
了
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
こ
う
し
た
提
唱
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
説
話
が
、
そ
の
文
芸

性
の
有
無
に
か
1
あ
ら
ず
、
享
受
者
大
衆
に
い
か
に
受
け
と
ら
れ
耽

読
せ
ら
れ
た
か
も
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
1
に
、
同
じ
く
説
話
文
学

の
系
列
に
属
し
な
が
ら
、
西
鶴
に
お
け
る
説
話
の
そ
れ
と
、
先
行
諸

作
品
の
そ
れ
と
の
本
質
的
差
異
が
は
っ
き
り
と
了
解
せ
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
間
の
寧
情
を
さ
ら
に
呪
確
に
示
す
も
の
に
、
同

じ
く
「
懐
硯
」
序
が
あ
る
。

雨
の
夜
草
庵
の
車
の
楽
し
み
も
旅
し
ら
ぬ
人
の
詞
に
や
亦
人
の
い
へ
る
あ

り
し
ら
流
出
し
ら
ぬ
海
も
旅
こ
そ
輔
匠
な
れ
と
我
朝
〈
わ
ら
ん
ぢ
の
あ
た

ら
し
き
を
た
の
み
夕
／
＼
ゆ
た
ん
の
あ
か
な
る
1
を
わ
ざ
に
て
：
で
：
：
・
或
は
お

そ
ろ
し
く
或
は
お
か
し
く
或
は
心
に
と
ま
る
人
の
晒
し
を
く
き
み
じ
か
を
讐

し
て
旅
せ
ぬ
入
に
と
知
友

こ
⊥
に
、
西
鶴
が
言
う
よ
う
に
、
こ
れ
ら
ぼ
た
ん
に
怪
異
奇
諒
の

輯
録
集
た
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
彼
の
「
心
に
と
黄
る
」
事
象
へ
の
ポ

西
鶴
雑
誌
竜
の
の
性
格

ー
ズ
な
し
の
関
心
が
あ
る
。
或
意
味
で
は
、
こ
れ
ら
「
或
は
お
そ
ろ

し
く
或
は
お
か
し
く
或
は
心
に
と
ま
る
」
薯
象
の
輯
録
を
通
じ
て
、

結
局
す
べ
て
の
現
象
を
普
遍
に
於
て
見
、
現
実
社
会
の
珍
奇
の
存
在

を
否
定
し
去
ろ
う
と
の
悪
因
さ
え
も
見
え
る
。
「
人
は
実
あ
っ
て
偽

（
話
的
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
諌
Ⅱ
）

り
お
は
し
」
　
「
笑
ふ
に
ふ
た
つ
有
人
は
虚
実
の
入
物
」
こ
う
し
た
こ

と
ば
を
く
り
か
え
す
か
れ
は
、
説
話
文
学
と
し
て
の
読
者
の
興
味
に

依
存
し
な
が
ら
、
虚
実
の
、
或
い
一
は
偽
り
多
き
広
さ
世
界
を
道
化
た

眼
と
手
で
描
く
の
で
あ
る
。

謹
7
・
噂
暖
康
隆
「
西
鶴
評
論
と
研
究
」

謹
8
　
「
立
命
館
文
学
」
一
九
五
四
・
五
（
第
一
〇
八
号
）
拙
稿
申
、
私
は

雑
誌
も
の
執
箕
の
西
鶴
の
姿
勢
を
評
し
て
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

な
」
　
「
気
取
っ
た
姿
勢
」
と
規
定
し
た
が
、
本
論
に
言
う
「
ポ
ー
ズ
な

し
」
と
は
、
前
諭
の
所
説
を
覆
し
て
か
く
言
う
の
で
は
な
く
、
こ
、
で

は
説
話
素
材
へ
の
無
作
為
性
を
指
す
の
で
あ
る
。

「
本
朝
桜
陰
比
雷
」
巻
一
ノ
一
「
藩
の
初
の
楼
葉
山
」

「
永
代
蔵
」
巻
ノ
一
「
初
午
は
乗
っ
て
来
る
仕
合
」

「
新
市
笑
話
」
序

三

ま
ず
、
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の
と
し
て
、
「
諸
国
咄
」
拳
固
ノ

二
「
忍
び
扇
の
長
歌
」
を
見
よ
う
。

大
名
の
姫
と
身
分
の
へ
だ
た
る
男
と
の
悲
恋
を
描
く
一
簾
で
あ
る
。

「
大
輔
と
生
を
講
て
、
女
の
男
只
一
人
薄
暮
、
是
作
法
也
、
あ
の
者

五
九



下
人
「
－
を
、
お
も
ふ
は
是
縁
の
道
也
。
お
の
－
斗
世
の
不
義
と
い
ふ

妻
を
し
ら
ず
や
云
々
」
、
不
義
故
の
自
書
を
言
わ
れ
る
姫
の
身
分
制

度
へ
の
反
逆
、
人
間
性
謳
歌
の
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
西
鶴
に
と

っ
て
こ
細
搾
だ
け
の
世
界
で
は
な
く
、
「
清
十
邸
。
ろ
さ
ば
お
な
つ

も
こ
ろ
や
」
の
心
で
あ
り
、
ま
た
、
「
そ
れ
人
間
の
一
心
万
人
と
も

に
替
れ
る
薯
な
し
、
長
鯛
さ
せ
ば
武
士
十
露
盤
を
き
て
商
人
を
あ
ら

（詰13）

は
せ
り
」
の
主
嬢
に
通
ず
る
。
と
こ
ろ
で
つ
づ
く
姫
の
こ
と
ば
「
夫

あ
る
女
の
、
外
に
男
を
思
ひ
、
ま
た
は
死
別
れ
て
、
後
天
を
求
る
こ

そ
、
不
義
と
は
申
へ
し
、
男
な
き
女
の
、
一
生
に
一
人
の
男
を
、
不

義
と
は
申
さ
れ
ま
じ
」
は
、
西
鶴
の
倫
理
観
の
限
界
、
ま
た
、
た
ん

に
西
鶴
個
人
の
限
界
ば
か
り
で
は
な
く
、
い
わ
ば
近
世
日
本
の
倫
理

の
リ
ミ
ッ
ト
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
諸
家

に
よ
っ
て
論
じ
っ
く
さ
れ
て
い
る
の
で
重
複
ほ
ざ
け
る
が
、
こ
れ
は

た
と
え
ば
、
「
懐
硯
」
巻
】
ノ
四
「
案
内
し
つ
て
む
か
し
の
寝
所
」

の
「
其
後
こ
1
ろ
し
づ
か
に
女
を
さ
し
こ
ろ
し
木
工
兵
衛
を
う
つ
て

捨
其
刀
に
し
て
其
身
も
う
せ
け
る
邸
び
た
る
お
と
こ
の
仕
業
に
は
神

妙
な
る
取
置
ぞ
か
し
」
の
、
西
鶴
の
男
女
倫
理
の
理
想
像
に
も
通
ず

る
。
ま
た
、
こ
の
夫
あ
る
女
の
不
義
へ
の
掟
が
、
当
時
い
か
な
る
も

の
で
あ
っ
た
か
は
、
「
本
朝
桜
陰
比
尊
」
拳
一
ノ
四
「
恨
千
万
近
所

へ
縁
付
」
に
、
「
女
は
鼻
を
そ
ぎ
男
は
輩
を
払
ひ
」
の
裁
き
が
具
体

的
に
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
諸
国
軸
系
列
に
西
鶴
の
世
俗
人
心
へ
の
関
心
は
ど
の

ば
な
ら
ぬ
。

無
仏
の
世
界
は
広
し
、
傘
と
い
ぶ
物
を
、
見
た
事
の
な
け
れ
ば
、
驚
き
法

体
老
人
あ
つ
ま
り
、
此
隼
迄
聞
伝
へ
た
る
、
様
も
な
し
と
申
せ
ば
、
真
申
に

こ
ざ
か
し
を
男
出
て
、
此
竹
の
数
を
議
に
、
正
し
く
四
十
本
也
、
紙
も
常
の

と
は
格
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
、
笈
に
飛
せ
給
ふ
ぞ
と
申
せ
ば
…
・
…

前
の
「
二
王
門
の
綱
」
の
愚
蒙
に
通
ず
る
戯
画
で
あ
る
。
結
末
の

妙
と
相
ま
っ
て
、
西
鶴
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
を
か

れ
の
俳
譜
的
手
法
と
言
え
ば
言
え
よ
う
が
、
こ
の
健
康
な
咲
笑
の
裏

に
ひ
そ
む
広
さ
世
界
を
知
ら
ぬ
「
今
も
お
ろ
か
な
る
」
世
の
人
心
へ

の
鋭
い
諷
刺
を
見
逃
す
こ
と
は
出
来
ぬ
と
思
う
。

そ
し
て
、
こ
の
求
知
を
契
機
と
す
る
世
界
の
葺
象
の
実
証
的
探
求

が
「
懐
硯
」
巻
五
ノ
二
「
明
て
悔
し
き
養
子
が
銀
笛
」
に
「
世
に
な

き
物
は
郷
の
刀
と
化
物
と
人
の
内
証
に
金
銀
ぞ
か
し
」
の
痛
烈
な
風

俗
時
評
と
し
て
展
開
せ
ら
れ
る
。

外
聞
ば
か
り
の
斜
陽
族
篠
原
屋
一
家
の
苦
肉
の
策
の
破
れ
様
を
描

写
し
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
私
は
前
に
こ
の
種
説
話
を
、
近
世
資

本
主
義
経
済
機
構
の
破
綻
の
内
部
的
矛
盾
へ
の
文
明
批
評
の
鋭
さ
と

し
て
述
べ
た
が
、
文
中
「
近
比
は
づ
か
し
け
れ
ど
も
世
は
張
も
の
」

の
篠
原
震
主
人
の
述
懐
は
、
こ
の
間
の
消
息
を
語
る
も
の
と
し
て
興

味
深
い
。

同
じ
く
こ
れ
も
前
論
で
述
べ
だ
が
、
跡
織
争
い
の
総
合
版
と
し
て
、

西
域
難
語
も
の
の
性
格

六
〇

角
度
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
か
。
「
懐
硯
」
巻
i
ノ
一
「
二
王
門
の
綱
」

を
見
よ
う
。

五
月
雨
に
流
出
の
二
王
の
片
手
を
鬼
の
片
腕
と
し
て
と
り
騒
ぐ
醇

衆
の
蒙
昧
を
笑
う
一
篤
で
あ
る
。

女
房
に
い
と
ま
こ
ひ
の
き
か
つ
き
し
、
鎖
か
た
び
ら
潜
る
も
あ
り
重
代
を

さ
す
も
あ
り
、
ま
た
は
節
分
の
大
豆
を
懐
中
す
る
も
登
り
棒
ち
ぎ
り
末
娘
、

お
も
ひ
／
－
に
ぶ
り
か
た
け
身
ぶ
る
は
し
な
が
ら
連
を
見
ん
と
ひ
し
め
く
は
、

ヽ
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ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ
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ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

今
も
お
ろ
か
な
る
は
世
の
人
そ
か
し

一
幅
の
戯
画
で
あ
る
。

「
お
の
〈
広
さ
世
界
を
見
ぬ
ゆ
へ
な
り
」
　
「
一
生
辞
の
皿
の
中

を
ま
は
り
、
広
さ
世
界
を
知
ら
ぬ
人
こ
そ
口
惜
し
け
れ
」
そ
の
他
類

例
は
省
く
が
、
西
鶴
が
無
知
蒙
昧
の
原
因
を
こ
の
種
の
皿
の
中
の
経

験
の
み
に
求
め
る
見
聞
の
狭
さ
に
置
き
、
そ
の
非
実
証
性
の
故
と
し
、

く
り
か
え
し
世
界
の
広
さ
「
世
に
な
い
も
の
は
な
し
」
の
博
物
博
覧

の
可
能
性
追
求
を
謳
う
こ
と
は
周
知
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
か
れ

の
主
張
が
こ
1
に
こ
の
一
簾
と
し
て
提
示
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
諸

国
唖
系
列
執
筆
の
其
憲
の
一
つ
を
こ
1
に
見
た
い
と
思
う
。

同
じ
く
こ
れ
を
「
諸
国
咄
」
楽
二
ノ
四
「
傘
の
御
託
宣
」
に
つ
い

て
見
よ
う
。
こ
れ
は
、
近
藤
忠
義
氏
に
よ
れ
ば
、
神
の
権
威
へ
の
人

（謡16）

間
の
勝
利
、
と
見
ら
れ
、
臨
峻
氏
も
こ
れ
を
超
自
然
の
人
間
化
で
あ

る
と
解
決
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
西
鶴
の
積
極
性
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
以
前
に
こ
の
説
話
要
因
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
ね

拳
一
ノ
〕
　
「
後
家
に
成
そ
こ
な
ひ
」
が
あ
る
。
貪
慾
な
人
間
性
の
実

態
へ
の
異
常
な
関
心
で
あ
る
。

な
お
：
」
う
し
た
家
督
相
続
に
関
す
る
争
い
が
、
当
時
い
か
に
数
‘

多
く
存
在
し
た
か
は
、
「
大
矢
数
」
（
第
五
）

我
甥
な
が
ら
跡
職
の
公
雷

海
に
ま
た
末
の
松
山
欲
ふ
か
い

か
ら
も
、
ま
た
、
公
雷
の
輯
録
説
話
「
本
朝
桜
陰
比
寧
」
所
載
の

こ
の
種
雷
件
の
輯
録
数
か
ら
も
容
易
に
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。

・
ち
な
み
に
、
「
本
朝
桜
陰
比
事
」
四
十
四
話
中
七
話
ま
で
が
、
こ
の

種
遺
産
相
続
、
家
督
争
い
の
訴
訟
で
あ
る
。
し
か
も
こ
う
し
た
血
で

血
を
洗
う
争
い
は
、
決
し
て
遺
産
相
続
、
家
督
相
続
だ
け
に
か
ぎ
つ

た
こ
と
で
は
な
く
、
「
本
朝
桜
陰
比
寧
」
巻
一
ノ
三
「
御
耳
に
立
は

国
言
葉
」
の
土
地
争
い
に
も
な
ま
な
ま
し
く
輯
録
せ
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

謹
1
2
　
「
好
色
五
入
女
」
巻
一
「
姿
姫
路
潜
十
郎
物
語
」
ノ
五

誌
1
3
　
「
武
家
義
理
物
語
」
序

謹
1
4
　
「
諸
国
堀
」
巻
三
ノ
六
「
八
畳
敦
の
蓮
の
葉
」

詳
1
5
　
「
永
代
蔵
」
巻
四
ノ
二
「
心
を
畳
み
込
む
古
筆
犀
風
」

謹
1
6
　
河
出
書
房
「
日
本
文
学
籍
座
」
第
四
巻
「
近
世
の
文
学
」
所
収
「
近

世
社
会
と
文
学
」

謹
1
7
　
前
掲
拙
稿
（
謹
8
）

四

こ
ゝ
で
、
便
宜
上
「
本
朝
陰
桜
比
薯
」
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ

六
一



（
難
園
㈲
i
i
劃
国
勢
樹
矧
畠
劉
智
証
鼻
劃
組

側
当
期
相
克
親
工
矧
酬
照
付
別
掲
瓢
耐
用
J
q
1
此
時
な
る
か
な
御
代
の
山
も
動
ず
、

四
つ
の
海
原
不
断
の
中
細
濃
静
に
、
王
城
の
水
き
よ
く
流
の
す
ゑ
の
久
し
さ

へ
信
卜
1
－

ひ
と
り
の
翁
あ
っ
て
、
百
余
歳
に
な
る
ま
で
家
に
校
突
詰
も
な
く
、
善
悪
ふ

相
可
個
劃
引
u
d
引
園
側
寸
糾
引
物
割
切
、
録
闘
割
判
園
田
引
別
封

で
云
々

冒
頭
の
序
文
様
の
一
節
で
あ
る
。

さ
て
、
右
の
i
文
は
、
こ
の
書
が
「
葉
陰
比
寧
」
を
モ
チ
ー
フ
と

し
て
成
る
こ
と
の
自
注
印
と
七
も
に
、
次
の
二
つ
の
問
題
点
を
提
示

する。0
　
こ
の
書
が
悪
へ
の
関
心
よ
り
所
産
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、
唖
．
し
を
機
縁
と
し
て
成
っ
た
こ
と
－
㈲

臼
　
戯
作
で
あ
か
ご
と
「
㈲

臼
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
さ
ら
に
「
新
可
実
記
」
序
に
対
照
す
る

こ
と
に
ょ
っ
て
よ
り
明
確
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
0
よ
り
、
こ
の
書
も

ま
た
、
「
本
朝
二
十
不
孝
」
同
様
、
こ
の
作
者
一
連
の
醜
悪
文
学
の

い
つ
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
う
l
も
ち
ろ
ん
、
読
者
の
興

味
は
そ
れ
と
と
も
に
、
各
巻
各
章
の
頓
智
頓
才
の
名
判
決
に
あ
っ
た

こ
と
も
否
め
な
い
が
、
同
時
に
、
こ
の
書
が
少
く
と
も
疑
獄
物
語
で

あ
る
か
ぎ
り
、
読
者
の
、
そ
し
て
作
者
の
素
材
へ
の
関
心
は
「
悪
」

そ
の
も
の
で
あ
り
、
一
応
「
不
孝
」
に
限
定
せ
ら
れ
た
「
二
十
不
孝
」

六
二

の
拡
大
と
し
て
興
味
が
あ
る
。
な
お
、
こ
の
期
に
同
じ
く
疑
獄
物
語

的
性
格
の
　
「
昼
夜
用
心
記
」
（
団
水
、
「
杜
騎
新
富
」
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る

と
言
わ
れ
る
）
が
あ
り
；
」
の
期
読
者
の
噌
向
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
注

目
さ
れ
る
が
、
こ
1
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
触
れ
る
い
と
ま
は
な
い
。

さ
て
、
こ
の
書
も
私
は
、
「
二
十
不
孝
」
同
様
、
一
応
の
主
題
的

統
一
を
認
め
な
が
ら
、
雑
記
系
列
の
一
つ
と
見
る
の
で
あ
る
が
、
こ

1
に
見
ら
れ
る
の
は
、
か
れ
の
及
ぶ
か
ぎ
り
の
実
証
性
合
理
性
で
あ

る
。
か
つ
て
徳
富
蘇
峰
氏
が
西
鶴
を
評
し
て
、
「
西
鶴
の
其
の
問
題

を
取
扱
ふ
や
、
概
し
て
科
学
者
の
態
度
」
と
し
、
「
西
鶴
は
検
事
で

（萬18）

な
け
れ
ば
裁
判
官
」
だ
と
も
し
て
い
る
が
、
こ
の
書
に
於
て
、
特
に

そ
の
評
が
あ
て
は
ま
る
と
思
う
。
し
か
も
、
そ
の
西
鶴
の
科
学
性
は

都
の
錦
か
ら
「
文
盲
」
と
罵
倒
せ
ら
れ
る
程
に
文
献
的
で
は
な
く
、

「
世
界
の
広
さ
こ
と
」
を
渉
猟
し
、
葵
証
し
見
聞
し
た
と
こ
ろ
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
（
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
科
学
性
が
、
近
世
の
文
化
の

未
発
達
世
俗
紫
蘭
の
誤
謬
等
に
よ
り
、
こ
ん
に
ら
に
お
け
る
そ
れ
の

如
く
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
）

い
さ
さ
か
作
為
め
く
が
、
巻
三
ノ
ニ
ー
悪
夢
見
へ
す
く
揃
へ
惟
子
」

は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

素
材
は
妾
の
本
妻
毒
殺
賽
件
。
こ
れ
も
決
し
て
珍
奇
の
こ
と
で
は

な
い
。
犯
人
捜
盃
の
心
理
学
的
方
法
に
異
色
が
あ
る
。

発
明
な
る
御
か
た
に
此
せ
ん
さ
く
を
御
頼
み
あ
そ
ぼ
れ
し
に
、
皆
々
女
中

の
義
な
れ
ば
き
び
し
く
も
な
ら
ず
、
殊
更
罪
な
き
者
を
難
儀
に
あ
は
せ
る
車

も
い
か
が
な
り
一
、

の
拷
問
否
定
の
科
学
性
に
出
発
し
、
十
六
人
の
女
中
に
同
じ
く
絹

の
か
た
び
ら
を
寿
せ
、
「
此
た
び
の
科
人
比
内
に
あ
れ
ば
明
日
残
ら

ず
拷
問
す
る
」
と
申
渡
し
、
翌
朝
す
こ
し
も
数
の
よ
ら
ざ
る
女
一
人

有
を
下
手
人
と
し
て
詮
議
す
る
と
、
犯
行
を
自
白
す
る
に
い
た
る
と

い
う
心
蟄
把
握
の
妙
を
描
い
て
い
る
。
こ
と
の
信
憑
性
は
と
も
か
く

興
味
あ
る
一
篤
で
あ
る
。
「
文
中
世
の
人
心
程
に
さ
ま
〈
替
れ
る

物
は
な
し
」
と
し
て
、
座
敷
牢
中
の
大
胆
な
女
心
を
評
し
て
い
る
が
、

西
鶴
の
も
う
一
つ
の
興
味
が
、
こ
う
し
た
様
々
の
世
の
人
心
に
あ
っ

た
こ
と
も
う
か
が
え
よ
う
。
こ
1
に
、
道
化
た
筆
の
奥
に
ひ
そ
む
西

鶴
の
観
察
眼
の
鋭
さ
を
見
逃
す
こ
と
は
出
来
ぬ
と
思
う
。

こ
の
眼
の
鋭
さ
は
、
さ
ら
に
巻
三
ノ
四
「
落
し
手
有
拾
ひ
手
有
」

に
い
た
っ
て
、
一
段
の
興
味
と
鋭
さ
を
示
す
。

こ
の
説
話
は
、
す
で
に
先
学
の
考
証
に
よ
り
「
板
倉
敵
襲
」
の
「
聖

人
公
掌
捌
」
の
翻
案
た
る
こ
と
が
立
証
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
「
板
倉
政
要
」
の
捌
き
が
、
い
わ
ゆ
る
三
方
】
両
損
の
域
に
と

ど
ま
る
に
対
し
、
西
鶴
が
こ
れ
を
も
う
一
歩
す
1
め
、
頼
り
に
よ
る

詐
欺
事
件
と
し
て
完
全
に
説
話
原
像
か
ら
脱
し
去
っ
て
い
る
こ
と
に

注
意
し
た
い
。
陣
峻
民
は
こ
れ
を
評
し
て
、
「
織
留
」
巻
二
ノ
四
「
塩

う
り
の
楽
す
け
」
の
説
話
と
の
関
連
に
於
て
、
「
当
時
西
鶴
は
、
不

義
に
し
て
富
む
よ
り
は
清
貧
の
安
ら
か
さ
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
立
場
に
追
ひ
つ
め
ら
れ
て
ゐ
た
た
め
に
」
と
詮
索
し
て
い
る
が
、

西
鶴
難
語
も
の
の
性
格

そ
れ
程
ま
で
に
見
な
く
と
も
：
」
れ
が
当
時
の
社
会
寧
象
で
あ
り
、

リ
ア
リ
ス
ト
西
鶴
の
異
常
な
洞
察
が
「
落
し
毛
布
拾
ひ
手
有
」
の
ユ

ニ
ッ
ク
な
説
話
構
成
を
と
ら
し
め
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
き
に
、
森
銑
三
氏
は
、
「
懐
硯
」
そ
の
他
を
西
鶴
作
に
あ
ら
ず

（註19）

と
す
る
の
諭
申
、
こ
れ
ら
に
西
鶴
特
有
の
警
句
の
な
い
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
「
桜
陰
比
雪
」
に
類
推
し
て
考
え
る
な
ら
、

こ
の
書
に
も
警
句
ら
し
き
も
の
の
存
在
は
見
当
ら
な
い
。
し
か
し
、

た
と
え
ば
こ
の
「
落
し
手
有
拾
ひ
手
有
」
、
こ
の
標
題
自
体
極
め
て
ア

イ
ロ
ニ
ッ
タ
な
警
句
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
他
、
巻
三
ノ
六
「
待

て
ば
算
用
も
あ
い
よ
る
申
」
、
巻
五
ノ
三
「
自
演
の
う
つ
脈
取
坊
」

な
ど
、
同
じ
こ
と
が
言
え
そ
う
で
あ
る
。
前
者
は
、
仲
人
屋
の
年
令

詐
称
に
よ
っ
て
惹
き
起
さ
れ
た
曹
件
へ
の
俳
譜
的
諷
刺
で
あ
り
、
後

者
は
ま
た
、
西
鶴
の
科
学
性
の
一
例
で
あ
る
。

論
が
脇
に
そ
れ
た
が
、
「
白
波
の
う
つ
脈
取
坊
」
に
次
の
一
文
が

見
え
l
る
。笥

口
人
間
側
蟄
軍
神
「
割
引
甲
引
去
日
刊
寸
引
例
国
司
割
引
割
引
当
功
利
、

又
身
の
大
事
を
引
請
で
も
か
つ
て
ど
う
菅
ぬ
者
有
、
罪
な
き
樗
間
す
る
轟
道

理
な
ら
ず

傍
線
鮎
が
「
悪
昏
兄
へ
す
く
揃
睦
子
」
の
「
世
の
人
心
程
さ
ま
ざ

ま
替
れ
る
物
は
な
し
」
に
通
じ
、
㈲
が
拷
問
否
定
へ
の
積
極
的
な
提

唱
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
も
や
は
り
、
「
大
矢
数
」

（
第
十
三
）
の
「
頭
は
模
写
力
同
心
召
達
て
」
す
る
非
道
横
暴
の
裁

六
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さ
へ
の
鋭
い
批
判
精
神
と
見
る
の
は
思
い
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

そ
し
て
こ
れ
は
、
裁
判
も
の
た
る
本
集
だ
け
に
か
ぎ
つ
た
こ
と
で

は
な
い
、
「
懐
硯
」
巻
三
ノ
五
「
誰
か
は
任
し
荒
屋
敷
」
に
も
、
「
科

な
き
掌
に
一
命
を
取
ヾ
重
な
れ
ば
と
て
非
道
は
た
つ
ま
じ
、
此
一
念

っ
ゐ
に
思
ひ
し
ら
す
へ
し
」
の
奇
怪
に
迫
る
迫
真
性
を
も
っ
て
現
れ

る。

な
お
、
西
鶴
の
世
の
微
妙
な
人
心
の
描
写
、
ま
た
、
そ
の
科
学
性

に
つ
い
て
は
「
諸
国
唖
」
巻
二
ノ
六
、
少
女
誘
拐
者
に
取
材
の
「
男

地
蔵
」
、
巻
五
ノ
二
「
恋
の
出
見
世
」
の
異
常
の
父
性
愛
物
語
、
ま

た
、
「
桜
陰
比
嘉
」
巻
五
ノ
五
「
あ
ぶ
な
き
物
は
筆
の
命
毛
」
の
筆

跡
鑑
定
、
同
じ
く
七
「
煙
に
移
り
気
の
人
」
の
イ
ン
チ
キ
喝
破
そ
の

他
と
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
提
供
す
る
が
、
煩
わ
し
い
の
で
省
略
す

る。

主
と
し
て
材
を
「
桜
陰
比
罫
」
に
求
め
た
が
、
西
鶴
説
話
文
学
の

一
特
質
が
こ
1
に
も
示
さ
れ
る
と
思
う
。

謹
1
8
　
「
近
世
日
本
国
民
史
」
元
藤
時
代
篇

謹
1
9
　
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
二
十
五
年
十
一
月
号
、
「
西
鶴
研
究
」
第

三
集
（
戦
後
復
刊
、
昭
和
二
十
五
年
号
）
、
「
俳
句
研
究
」
昭
和
二
十
九

年
一
月
号
、
二
月
号
な
ど
が
あ
る
。

五

次
に
、
怪
異
講
と
も
称
す
べ
き
三
種
に
つ
い
て
見
よ
う
。
ま
ず
、

諸
国
晒
巻
【
ノ
二
「
見
せ
ぬ
所
は
女
大
工
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
目

六
四

録
下
段
に
も
「
不
恩
義
」
と
あ
り
、
西
鶴
も
一
応
怪
異
講
と
し
て
執

筆
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

京
－
条
小
反
橋
の
女
大
工
が
、
或
る
秋
の
末
に
、
呼
ば
れ
て
さ
る

奥
局
の
御
殿
の
寝
所
の
袋
棚
え
び
す
大
黒
殿
ま
で
打
ち
こ
ぼ
て
と
命

せ
ら
れ
る
。
不
審
の
ま
1
に
理
由
を
尋
ね
る
と
そ
の
訳
は
、
過
ぎ
し

名
月
の
夜
、
奥
方
は
機
嫌
よ
く
更
け
る
ま
で
腰
元
な
ど
を
相
手
に
琴

な
ど
を
引
か
せ
て
横
臥
し
て
居
ら
れ
た
が
、
ふ
と
人
々
が
天
井
を
見

る
と
、
「
四
つ
手
の
女
、
貌
は
乙
御
前
の
悪
さ
が
ご
と
し
、
願
う
す

び
ら
た
く
、
腹
這
、
ば
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
（
奥
さ
ま
が
）
」
た
の
で
大
騒

ぎ
と
な
り
、
．
守
刀
を
持
っ
て
か
け
つ
け
る
と
、
妖
怪
は
姿
を
消
し
何

の
こ
と
も
な
く
て
す
ん
だ
が
、
畳
に
血
痕
が
残
っ
て
あ
っ
た
。
こ
れ

を
不
思
議
と
卜
者
に
占
わ
せ
る
と
、
家
中
に
ー
災
を
な
す
も
の
が
あ
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
部
屋
中
を
打
ち
こ
ぼ
つ
た
が
何
の
仔
細

も
な
か
つ
た
が
、
最
後
に
叡
山
よ
り
御
祈
念
の
札
板
を
お
ろ
す
と
、

上
よ
り
七
枚
下
に
、
長
さ
九
寸
ば
か
り
の
屋
守
が
胸
骨
を
釘
に
閉
じ

ら
れ
な
が
ら
、
紙
程
に
う
す
く
な
っ
て
生
き
て
い
た
。
こ
れ
を
そ
の

ま
1
焼
き
捨
て
た
が
そ
の
後
は
何
の
怪
異
現
象
も
な
く
て
す
ん
だ
。

さ
て
：
」
の
説
話
に
つ
い
て
、
後
藤
輿
善
氏
は
、
こ
れ
を
「
著
聞
．

集
」
巻
二
十
、
魚
虫
寓
獣
第
三
十
の
、
釘
を
打
た
れ
て
六
十
余
年
も

生
き
て
い
た
蛭
の
話
と
、
同
じ
く
巻
二
十
、
舵
と
下
女
の
話
の
二
つ

（詰20）

に
原
拠
を
設
け
て
考
証
し
て
い
る
が
、
考
証
事
実
の
当
否
は
さ
て
お

き
、
こ
1
で
は
、
作
者
の
怪
異
そ
の
も
の
に
対
す
る
姿
勢
に
つ
い
て

検
討
し
ょ
う
。

こ
れ
も
「
著
聞
集
」
巻
第
二
十
、
魚
虫
禽
獣
第
三
十
に
次
の
二
つ

の
説
話
が
見
え
る
。

0
　
或
る
田
舎
番
が
上
京
の
折
に
捕
え
た
】
匹
の
罫
を
、
何
の
気

も
な
く
宿
の
桂
に
へ
し
こ
め
て
お
く
。
一
年
の
後
上
京
し
て
か

の
鼠
を
見
る
と
、
や
せ
が
れ
て
も
ま
だ
生
き
て
い
た
の
で
い
た

ず
ら
に
腕
が
赤
く
な
る
ま
で
か
ま
せ
て
見
た
が
、
こ
れ
が
潜
に

な
っ
て
そ
の
男
は
死
ぬ
。

日
　
光
小
路
堀
河
あ
た
り
の
村
の
或
る
女
が
、
隣
の
女
に
教
え
ら

れ
て
、
鼠
の
穴
へ
入
っ
た
蛇
を
熱
湯
を
そ
そ
ぎ
こ
ん
で
殺
す
。

そ
の
翌
日
、
蛇
を
殺
す
こ
と
を
教
え
た
女
は
蛇
の
執
念
の
た
め

苦
慮
を
う
け
て
、
験
者
の
「
い
か
に
祈
る
と
も
か
な
ふ
ま
じ
」

の
こ
と
ば
通
り
、
蛇
の
死
ん
だ
と
同
じ
時
刻
に
悶
死
す
る
。

そ
し
て
、
第
〕
話
に
は
「
あ
か
ら
さ
ま
に
も
あ
と
な
き
掌
を
は
す

ま
じ
き
琵
也
」
、
第
二
話
で
は
「
か
や
う
の
専
は
な
が
く
人
の
す
ま
じ

き
賓
也
」
の
教
訓
が
附
加
さ
れ
て
い
る
。
第
一
話
は
、
素
材
も
鼠
で

あ
り
い
く
ら
か
愛
敬
め
く
が
、
第
二
話
の
陰
惨
不
気
味
さ
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
o

と
こ
ろ
で
、
こ
の
屋
守
の
執
念
説
話
と
の
比
較
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

西
鶴
の
「
紙
程
薄
な
り
て
も
活
て
は
た
ら
き
し
を
、
其
ま
1
煙
に
な

し
て
、
其
後
は
何
の
と
が
め
も
な
し
」
と
「
著
聞
集
」
「
い
か
に
い
の

西
鶴
雑
話
も
の
の
陸
路

る
と
も
か
な
ふ
ま
じ
・
…
・
・
よ
し
な
き
こ
と
を
は
い
び
を
し
へ
て
わ
が

命
を
ほ
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
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
畢
斉
、
西
鶴
に
お

い
て
は
怪
異
現
象
を
説
話
の
契
機
と
し
て
と
り
な
が
ら
、
し
か
も
、

怪
奇
を
超
え
た
人
間
の
勝
利
が
謳
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
二
代
男
」

巻
二
「
百
物
語
に
懐
が
出
る
」
の
、
「
各
揚
屋
の
算
用
残
る
は
と
、

高
声
に
申
せ
ば
、
規
に
も
世
車
は
、
借
銭
程
す
か
ぬ
物
は
な
き
に
や
、

此
声
間
と
、
化
し
た
る
形
消
う
せ
け
る
と
そ
」
の
ユ
ニ
ッ
ク
な
、
極

め
て
現
世
的
な
怪
異
談
の
勝
利
の
系
譜
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
見

せ
ぬ
所
は
女
大
工
」
の
屋
守
の
怪
も
、
焼
き
す
て
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
何
の
災
も
残
さ
ず
敗
北
し
去
る
の
で
あ
っ
て
、
一
応
は
、
怪

異
を
奇
談
め
い
て
取
上
げ
な
が
ら
、
結
末
に
陰
惨
な
無
気
味
さ
を
残

さ
ず
き
ら
り
と
し
て
い
る
。
或
る
意
味
で
は
、
西
鶴
の
怪
異
否
定
の

実
証
性
と
も
言
え
よ
う
。

仮
に
、
後
藤
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
こ
れ
が
「
著
聞
集
」
二
三
の

説
話
を
原
拠
と
し
て
成
立
し
た
と
は
言
え
、
ま
た
、
そ
う
で
あ
れ
ば

な
お
さ
ら
、
西
鶴
の
説
話
原
像
へ
の
姿
勢
、
発
想
の
特
異
性
が
明
確

に
さ
れ
る
と
思
う
。
さ
ら
に
も
う
「
つ
に
は
、
前
播
第
二
話
の
結
末

の
「
か
や
う
の
雷
は
な
が
く
人
の
す
ま
じ
き
寧
也
」
の
、
「
著
聞
袋
」

の
教
訓
の
た
め
に
す
る
寓
話
的
発
想
と
、
西
鶴
の
こ
の
意
味
で
の
無

作
為
性
と
の
相
異
が
了
承
せ
ら
れ
る
と
思
う
。
な
お
、
こ
れ
ら
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
だ
け
の
説
明
で
は
不
充
分
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
一
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応
問
題
提
示
だ
け
に
と
ど
め
る
。

魚
鳥
狐
狸
の
な
す
わ
ざ
に
説
話
性
を
お
く
怪
異
変
化
謁
で
は
、
同

じ
く
巻
一
ノ
七
「
狐
の
四
天
王
」
、
巻
四
ノ
ー
「
形
は
昼
の
ま
ね
」
、

巻
四
ノ
七
「
鯉
の
ち
ら
し
紋
」
な
ど
が
あ
る
。
今
【
つ
一
つ
に
つ
い

て
見
る
こ
と
の
煩
に
た
え
な
い
が
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
「
狐

の
四
天
王
」
に
つ
い
て
検
討
し
ょ
う
。
こ
れ
も
、
「
著
聞
集
」
の
復

仇
説
話
と
同
一
系
譜
で
あ
る
。

説
話
は
狐
へ
の
悪
戯
に
は
じ
ま
る
。
「
本
町
筋
に
、
米
屋
し
て
、

門
兵
衛
と
い
ふ
人
、
里
は
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
、
莫
ま
ム
む
な
し
く
な
り
ぬ
。
ふ
ぴ
ん
と
ば
か
・
り
お
も
ふ
て

か
へ
る
」
。
「
著
聞
集
」
鼠
の
復
仇
説
話
、
「
そ
れ
を
何
と
な
く
、
腰

刀
を
ぬ
き
て
桂
を
少
し
け
づ
り
か
け
て
、
そ
の
中
に
へ
し
こ
め
て
は

た
ら
か
ぬ
や
う
に
を
し
お
は
ひ
て
け
り
」
に
、
文
章
ま
で
も
近
似
す

る。

そ
う
し
た
詮
索
は
と
も
か
く
、
そ
れ
の
報
復
に
興
味
が
あ
る
。
屋

敷
に
礫
を
打
ち
か
け
る
こ
と
を
手
は
じ
め
と
し
、
い
ろ
い
ろ
の
虚
構

を
構
え
て
門
兵
衛
一
家
を
坊
主
に
す
る
構
成
で
あ
る
。
い
わ
ば
典
型

的
な
報
復
讃
で
あ
る
が
、
読
者
は
こ
1
に
怪
異
の
翳
す
ら
も
見
ぬ
で

あ
ろ
う
。
残
る
も
の
は
咲
笑
だ
け
で
あ
る
。
「
様
子
聞
て
悔
め
ど
も
、

髪
は
は
へ
ず
し
て
お
か
し
」
。
こ
れ
も
後
藤
氏
は
、
狂
言
「
六
人
僧
」

（詰21）

と
の
関
連
を
謁
証
し
て
い
る
が
、
た
し
か
に
西
鶴
は
こ
れ
を
狂
言
的

六
六

世
界
に
於
て
と
ら
え
て
い
る
。
こ
1
に
は
健
康
な
笑
い
が
存
在
す
る

だ
け
で
あ
る
。

こ
れ
は
ま
．
ね
へ
同
．
じ
＿
拳
二
ノ
三
「
お
霜
月
の
侮
り
髭
」
と
な
っ

て
再
び
無
実
を
呼
ぶ
。
い
ね
ゆ
る
ー
つ
唖
的
興
味
に
依
存
し
た
だ
け

の
説
話
に
す
ぎ
な
い
が
爽
快
で
あ
る
。
鈴
木
敏
也
氏
は
、
こ
れ
を
さ

ら
に
懐
硯
巻
三
ノ
一
「
水
浴
は
涙
用
土
に
ま
で
発
展
さ
せ
て
論
じ
て

（誌22）

い
る
が
、
と
に
角
、
報
復
を
受
け
る
一
人
、
武
有
徳
門
の
女
房
に
、

「
馴
染
て
四
十
三
年
、
今
に
な
っ
て
去
る
1
是
は
い
か
な
る
因
果
」

と
な
げ
か
せ
る
あ
た
り
、
西
鶴
】
流
の
手
法
で
あ
ろ
う
。
尤
も
↓
お

霜
月
の
作
り
髭
」
　
「
水
浴
は
涙
川
」
二
篤
は
怪
異
で
は
な
く
論
外
で

あ
る
が
、
こ
1
に
も
西
鶴
雑
藷
も
の
の
性
格
の
一
貌
を
見
る
こ
と
が

出
来
る
と
思
う
。
ま
た
、
こ
1
に
韓
録
の
魚
虫
狐
狸
の
説
話
の
ー
つ

ー
つ
が
、
極
め
て
愛
す
べ
き
怪
異
変
化
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
西
鶴
説

話
文
掌
中
の
御
伽
華
子
的
要
因
の
ー
端
を
指
摘
す
る
こ
と
も
出
来
よ

うか。そ
し
て
、
こ
1
に
西
鶴
の
非
科
学
性
を
言
う
こ
と
は
易
し
い
が
、

こ
れ
ら
の
説
話
か
ら
、
こ
う
し
た
魚
虫
狐
狸
の
仕
業
の
珍
奇
性
を
省

く
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
説
話
性
を
喪
失
す
る
に
い
た
る
。
西

鶴
が
孤
独
講
の
実
在
を
信
じ
て
い
た
か
ど
う
か
の
詮
索
よ
り
も
、
私

た
ち
は
、
当
時
の
世
俗
の
狐
狸
妖
怪
へ
の
興
味
と
関
心
の
実
態
と
、

本
集
の
説
話
文
挙
と
し
て
の
性
格
を
知
れ
ば
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か。

も
う
へ
つ
、
「
諸
国
輯
」
巻
ミ
ノ
四
F
紫
女
」
の
怪
異
に
つ
い
て

眺
め
て
お
こ
う
。

是
ぞ
世
に
伝
へ
し
、
紫
女
と
い
ぶ
者
な
る
べ
し
、
是
に
お
も
ひ
つ
か
る
1

こ
そ
、
因
果
な
れ
、
人
の
血
を
吸
、
一
命
を
と
り
し
苺
た
め
し
有

こ
れ
が
果
し
て
、
先
行
「
牡
丹
燈
記
」
（
「
勇
燈
新
語
」
　
「
奇
異
雑

談
」
「
御
伽
嫡
子
」
）
そ
の
他
を
、
文
献
的
原
拠
と
し
た
か
ど
う
か
の

考
証
は
、
そ
れ
ぞ
れ
権
威
に
ゆ
ず
る
と
し
て
、
こ
1
で
西
鶴
は
同
じ

く
こ
の
説
話
原
像
に
依
存
し
な
が
ら
、
「
紫
女
」
で
は
明
ら
か
に
西

鶴
的
「
牡
丹
燈
記
」
と
し
て
再
現
せ
ら
れ
て
い
る
。
私
た
ち
は
こ
ム

に
、
西
鶴
の
原
話
再
現
の
一
つ
の
態
度
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ

し
て
、
私
見
に
従
え
ば
こ
の
種
怪
異
講
は
、
西
鶴
に
と
っ
て
決
し
て

得
意
の
領
域
で
は
な
く
、
読
者
の
要
求
を
完
全
に
満
足
せ
し
む
る
性

質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
西
鶴
の
領
域
は
、
や
は
り

現
実
説
話
の
生
き
た
人
心
の
機
微
の
描
写
に
あ
っ
た
。

な
お
、
「
諸
国
哩
」
巻
二
ノ
】
　
「
姿
の
飛
乗
物
」
、
同
じ
く
巻
二

ノ
三
「
水
筋
の
ぬ
け
道
」
、
「
懐
硯
」
港
間
ノ
三
「
文
字
す
ね
る
松
江

の
鰹
」
そ
の
他
に
つ
い
て
も
検
討
を
要
す
る
問
題
を
残
し
て
い
る
が

稿
を
改
め
て
批
判
を
仰
ぎ
た
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
雑
話
も
の
の
中
に

は
、
当
然
町
人
も
の
の
領
域
に
於
て
見
ら
る
べ
き
数
篤
も
あ
る
が
、

そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
割
愛
し
た
。
（
一
九
五
四
・
二
・
稿
・
同
四
・
稲
穂
）

謹
2
0
　
「
西
鶴
研
究
」
第
二
冊
（
戦
前
版
）
所
収
「
古
今
著
聞
集
と
西
鶴
の

説話」
西
鶴
難
詰
も
の
の
陸
路

誌
2
1
　
「
西
鶴
研
究
」
第
二
集
（
戦
後
復
刊
、
昭
和
二
十
四
年
号
）
所
収
「
西

鶴
説
話
の
一
巻
察
－
狂
言
「
六
人
僧
」
か
ら
I
L

謹
2
2
　
前
掲
（
謹
2
0
）
所
収
「
苺
の
種
」

附
　
記

稿
を
整
理
す
る
い
と
ま
も
な
く
、
標
題
の
実
意
を
つ
く
せ

ぬ
ま
1
に
、
性
急
な
問
題
提
起
だ
け
に
お
わ
り
、
課
題
の
多

く
が
核
心
に
ふ
れ
ら
れ
ず
に
残
さ
れ
ま
し
た
。
月
に
は
ぎ
か

し
て
も
余
所
に
は
漏
ぬ
む
か
し
の
文
枕
、
杜
撰
の
そ
し
り
は

ま
ぬ
が
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
未
定
稿
と
し
て
補
足
を
期
し
た
い

と
考
え
ま
す
℃


