
5

『
色
里
三
所
世
帯
』
（
以
下
本
稿
で
は
『
三
所
世
帯
』
と
略
称
す
る
）
の
出
版
さ
れ
た
貞

享
五
年
（
一
六
八
八
年
）
に
西
鶴
は
「
貞
享
伍
辰
年
」
の
刊
行
年
を
記
し
た
奥
付
の
あ
る

『
好
色
盛
衰
記
』
を
出
版
し
て
い
る
。
貞
享
五
年
は
九
月
三
十
日
を
も
っ
て
元
禄
と
改
元
さ

れ
た
た
め
、
『
好
色
盛
衰
記
』
出
版
は
貞
享
五
年
の
九
月
以
前
と
推
定
さ
れ
、
同
年
六
月
上

旬
出
版
の
『
三
所
世
帯
』
と
の
前
後
関
係
は
不
明
で
は
あ
る
が
、
笠
井
清
氏
が
そ
の
文
辞
や

趣
向
・
内
容
の
部
分
的
な
類
似
・
共
通
の
個
所
を
指
摘
し
て
評
し
た
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の

註
③

作
品
は
「
二
つ
の
円
が
一
部
分
相
重
な
っ
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
」
の
で
あ
っ
て
、
『
好

註
③

色
盛
衰
記
』
が
西
鶴
自
作
で
あ
る
以
上
『
三
所
世
帯
』
に
も
西
鶴
自
作
の
可
能
性
を
首
肯
す

る
に
足
る
密
接
な
開
係
を
認
め
う
る
の
で
あ
る
。

西
鶴
著
作
の
好
色
物
の
う
ち
『
色
里
三
所
世
帯
』
は
、
彼
の
自
作
を
疑
わ
れ
て
来
た
作
品

で
あ
る
が
、
そ
の
文
体
・
用
語
の
特
徴
か
ら
西
鶴
自
作
の
可
能
性
を
実
証
し
よ
う
と
す
る
論

註
仙

考
が
発
表
さ
れ
、
西
鶴
自
作
を
首
肯
し
う
る
結
果
が
得
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
内
容
の
狼

雑
・
卑
俗
の
た
め
に
西
鶴
自
作
を
認
め
る
の
に
跨
踏
さ
せ
る
も
の
の
あ
る
の
が
、
ま
だ
十
全

な
作
品
論
の
な
い
理
由
で
あ
る
と
云
え
よ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
先
述
の
論
考

を
踏
ま
え
、
な
お
西
鶴
の
他
の
作
品
と
の
文
辞
・
文
想
の
類
似
関
係
を
検
討
し
な
が
ら
、
こ

の
作
品
の
内
容
分
析
を
試
ゑ
た
い
と
思
う
。

註
①
㈹
「
色
里
三
所
世
帯
」
（
『
国
語
・
国
文
』
第
十
九
巻
第
二
号
）
岸
得
蔵

伺
「
色
里
三
町
世
帯
に
つ
い
て
」
（
『
西
鶴
研
究
』
復
刊
第
二
集
）
東
明
雅

伽
‐
好
色
盛
衰
記
と
色
里
三
所
世
帯
」
（
『
日
本
文
学
』
昭
和
三
十
一
年
二
局
）

笠
井
清

㈲
『
西
鶴
評
論
と
研
究
』
下
暉
峻
康
隆

’
一

一

「
色
里
三
所
世
帯
』
試
論両

作
品
に
類
似
・
共
通
の
文
辞
を
さ
ら
に
求
め
る
な
ら
ば
次
の
個
所
を
附
け
加
え
る
こ
と

が
出
来
よ
う
。

側
「
江
戸
」
に
つ
い
て
。
（
Ａ
は
『
三
所
世
帯
』
Ｂ
は
『
好
色
盛
衰
記
』
の
文
章
で
あ

る
）

し
よ
う

Ａ
「
女
と
い
ふ
物
は
丹
後
ふ
し
の
浄
瑠
璃
本
に
て
見
る
よ
り
生
は
な
か
り
け
り
。
先
男
世
帯

め
し
た
き

に
し
て
四
五
人
食
は
ま
は
り
焼
に
…
…
」
巻
下
の
一

「
所
な
ら
ひ
に
て
男
世
帯
を
人
も
と
が
め
ず
」
巻
下
の
三

Ｂ
「
今
む
さ
し
野
蚤
、
広
き
す
へ
ｊ
＼
ま
で
、
人
家
に
立
つ
づ
き
て
、
諸
国
の
武
士
町
人
髪

に
入
込
て
い
づ
れ
を
承
る
に
も
男
世
帯
に
し
て
高
野
の
ご
と
し
、
年
た
け
た
る
、
大
前
髪

の
草
履
取
、
是
を
み
る
よ
り
外
な
し
」
巻
五
の
四

「
江
戸
」
は
「
女
に
事
か
く
」
所
で
あ
り
「
男
世
帯
」
で
あ
る
と
す
る
概
念
が
み
ら
れ

る
。

ま
た

Ａ
「
江
戸
飛
脚
に
金
荷
を
わ
た
し
け
る
に
…
…
も
う
け
に
行
金
を
つ
か
ひ
に
く
だ
り
ぬ
。
」

巻
中
の
五

「
人
は
商
売
の
利
徳
を
望
み
髪
（
江
戸
の
こ
と
ｌ
筆
者
注
）
に
く
だ
り
け
る
に
」
巻
下
の

一
一
一

「
世
間
の
人
は
御
江
戸
へ
金
銀
ま
う
け
に
く
だ
り
け
る
に
」
巻
下
の
四

Ｂ
「
親
の
身
と
し
て
久
離
を
切
事
、
大
か
た
な
ら
ず
む
か
し
は
丹
波
越
と
て
、
京
都
を
は
な

あ
て
と
こ
ろ

れ
し
が
是
も
ふ
る
く
な
っ
て
、
近
年
は
江
戸
ｊ
、
と
く
だ
り
け
る
に
、
当
所
な
し
に
も
請

人
屋
あ
っ
て
、
命
を
つ
な
ぎ
ぬ
。
」
巻
五
の
一

註
⑥

新
興
都
市
江
戸
の
景
気
を
目
あ
て
に
江
戸
へ
下
る
と
い
う
当
時
の
現
状
へ
の
言
及
で
、

「
江
戸
下
り
」
の
叙
述
は
『
日
本
永
代
蔵
』
に
も
そ
の
用
例
が
み
い
出
さ
れ
る
。
例
え
ば

「
新
六
枕
に
立
よ
り
我
ら
も
京
の
者
な
る
が
旧
里
断
れ
て
お
江
戸
を
頼
に
下
り
け
る
が
」

（
巻
二
の
三
）
「
京
の
室
町
れ
き
ノ
、
人
の
男
子
…
…
十
五
年
が
う
ち
に
此
財
宝
ふ
な
に
な

雪
一

浦

邦

夫
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し
江
戸
へ
か
せ
ぎ
に
く
だ
り
け
る
。
」
（
巻
六
の
二
）

③
「
美
形
の
衣
装
」
に
つ
い
て
。

Ａ
「
衣
装
つ
き
皆
く
る
し
ゅ
す
に
白
い
め
の
う
ら
付
て
、
銀
の
か
く
し
絞
は
だ
着
は
白
ち
り

め
ん
薄
綿
入
む
ら
さ
き
と
浅
黄
と
う
ち
ま
ぜ
の
な
ど
や
帯
、
素
足
に
ば
ら
を
の
藁
ぞ
う

り
」
巻
中
の
四

Ｂ
「
肌
に
白
じ
ゅ
す
、
袋
ぬ
い
の
小
袖
着
て
、
中
に
む
ら
さ
き
鹿
子
の
両
面
、
う
へ
に
紬
の

浅
黄
染
に
と
も
い
と
の
ぬ
い
絞
…
…
竜
門
中
幅
帯
素
足
に
わ
ら
草
履
の
い
た
り
ぜ
ん
さ

く
」
巻
四
の
三

Ａ
の
文
章
は
「
諸
国
男
執
行
」
の
女
達
の
衣
装
に
つ
い
て
の
言
及
で
あ
り
、
Ｂ
は
太
夫

「
ふ
じ
や
の
金
吾
」
に
つ
い
て
の
描
写
で
あ
る
。
と
も
に
「
小
い
た
づ
ら
な
る
目
つ
か
ひ
腰

つ
き
是
や
ど
う
も
な
ら
ひ
で
」
（
『
三
所
世
帯
』
巻
中
の
四
）
、
「
是
は
な
ん
と
も
な
ら
ぬ

美
形
」
（
『
好
色
盛
衰
記
』
巻
四
の
三
）
の
文
脈
の
規
定
を
う
け
て
八
遊
興
Ｖ
の
場
に
身
を

置
く
女
の
魅
惑
的
イ
メ
ー
ジ
の
形
象
化
を
意
図
し
た
文
章
で
あ
る
。
色
彩
と
布
地
の
名
の
類

似
も
あ
る
。

③
「
塵
も
灰
も
残
ら
ぬ
」
に
つ
い
て
。

Ａ
「
つ
ゐ
に
は
し
ば
の
け
ふ
り
と
な
り
、
跡
に
は
塵
も
灰
も
残
ら
ぬ
事
の
よ
し
や
世
語

り
。
」
巻
下
の
五

（
マ
マ
）

Ｂ
「
其
夜
道
頓
堀
の
野
墓
の
煙
と
な
し
、
塵
も
炭
も
残
ら
ぬ
朝
ゆ
ふ
べ
は
此
物
語
終
り

ぬ
。
」
巻
五
の
五

註
③

西
鶴
に
と
っ
て
、
岸
得
蔵
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
は
し
ば
」
や
「
道
頓
堀
」
の

「
煙
」
は
死
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
死
の
無
常
を
「
塵
も
灰
も
残
ら
ぬ
」
と
の
比
嶮
的
表
現

に
託
す
の
が
常
で
あ
る
。

側
「
遊
興
の
日
数
」
に
つ
い
て
。

Ａ
「
今
の
一
座
を
残
ら
ず
三
十
日
づ
っ
の
約
束
す
れ
ば
髪
（
江
戸
吉
原
の
こ
と
ｌ
筆
者
注
）

も
む
か
し
に
連
ひ
こ
ん
な
よ
い
事
怖
な
れ
ば
」
巻
下
の
三

Ｂ
「
三
野
も
す
が
り
の
折
ふ
し
こ
の
お
と
こ
…
…
ぱ
っ
と
し
た
る
よ
れ
ぐ
る
ひ
清
十
郎
座
敷

に
て
、
か
し
ら
か
ら
三
十
日
の
約
束
」
巻
四
の
五

三
十
日
の
買
詰
は
、
経
済
的
に
沈
滞
の
兆
候
が
現
わ
れ
は
じ
め
た
貞
享
前
後
の
町
人
社
会

に
あ
っ
て
は
、
箸
の
沙
汰
の
遊
興
で
あ
っ
た
。
三
十
日
と
い
う
日
数
は
そ
う
し
た
遊
興
の
、

時
代
に
不
相
応
な
豪
著
さ
の
「
ぱ
っ
と
し
た
る
」
様
相
へ
の
言
及
で
あ
る
。
こ
の
他
『
好
色

盛
衰
記
』
巻
四
の
二
に
も
武
州
の
大
臣
の
「
八
月
十
四
日
よ
り
九
月
十
七
日
迄
三
十
四
が
間

柏
屋
の
門
に
も
出
ず
色
遊
び
」
の
例
も
見
ら
れ
る
。

「
都
の
東
山
岡
崎
と
い
ふ
所
に
、
い
ま
だ
廿
五
に
一
と
せ
た
ら
ぬ
男
の
若
隠
居
か
ま
へ
黒

谷
ち
か
け
れ
共
仏
の
道
を
嫌
ひ
親
の
精
進
日
さ
へ
さ
ら
り
と
あ
げ
て
、
歌
の
さ
ま
鞠
に
も
心

を
よ
せ
ず
、
た
だ
人
の
も
て
あ
そ
び
は
女
道
と
思
ひ
入
金
銀
有
に
ま
か
せ
て
酒
淫
美
色
に
身

を
か
た
め
う
き
よ
の
外
右
衛
門
と
申
な
ら
は
せ
り
。
」
（
巻
上
の
一
「
恋
に
関
有
女
ず
ま
ひ
」
）

右
の
叙
述
を
分
析
し
て
知
る
こ
と
は
、
作
者
が
「
外
右
衛
門
」
の
人
間
像
を
形
象
化
す
る
に

あ
た
り
、
㈹
「
い
ま
だ
廿
五
に
一
と
せ
た
ら
ぬ
」
年
令
で
「
若
隠
居
」
を
構
え
て
い
る
こ
と
、

何
「
歌
の
さ
ま
鞠
に
も
心
を
よ
せ
」
な
い
こ
と
、
伽
「
人
の
も
て
あ
そ
び
は
女
道
と
思
ひ
入

金
銀
有
に
ま
か
せ
酒
淫
美
色
に
身
を
か
た
め
」
て
い
る
こ
と
、
の
三
つ
の
条
件
を
、
そ
の
構

成
要
素
と
し
て
与
え
て
い
る
こ
と
で
、
帥
は
そ
の
年
令
・
身
分
階
層
と
状
況
（
な
い
し
は
環

境
）
で
あ
り
、
㈲
は
そ
の
古
典
的
教
養
性
、
例
は
そ
の
享
楽
的
資
質
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
作

者
の
八
遊
興
Ｖ
お
よ
び
八
大
臣
Ｖ
と
称
さ
れ
る
人
間
に
対
す
る
視
点
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
視
点
か
ら
描
写
さ
れ
た
八
遊
興
Ｖ
と
八
大
臣
Ｖ
像
と
の
典
型
を
『
好
色
盛
衰
記
』
に
承

る
こ
と
が
出
来
る
。

奈
良
の
両
の
手
大
臣
（
巻
一
の
二
「
是
は
新
房
崎
の
大
臣
」
）
は
「
色
道
ば
か
り
、
《
か
し

こ
く
渡
世
の
事
に
は
う
と
し
」
と
西
鶴
は
云
い
、
そ
の
享
楽
の
あ
り
様
を
「
花
月
、
小
太
夫

ふ
た
り
ま
で
請
出
し
て
、
我
宿
の
楽
寝
、
右
に
ひ
だ
り
に
三
つ
枕
を
な
ら
べ
、
春
の
夜
の
な

ち
ん

ぐ
さ
承
替
て
、
い
に
し
へ
の
八
重
桜
の
名
残
千
本
の
こ
ず
へ
に
絞
付
の
紋
灯
提
を
つ
ら
せ
、

す
ぎ

飛
火
の
野
守
も
出
て
見
よ
、
今
の
全
盛
、
お
そ
ら
く
此
鼻
の
高
さ
に
、
二
月
堂
の
杉
に
す
ゑ

は

て
、
羽
の
は
へ
た
る
人
も
を
そ
れ
給
く
し
。
」
と
叙
し
、
そ
の
享
楽
も
「
な
ん
ぞ
の
金
の
ひ

か
り
」
へ
の
依
存
で
あ
る
と
云
い
切
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
大
臣
を
評
し
て
西
鶴
は
次
の

以
上
の
文
辞
の
類
似
・
共
通
の
部
分
的
指
摘
は
、
先
述
の
論
考
と
相
ま
っ
て
両
作
品
に
緊

密
な
結
び
付
き
の
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
の
に
十
分
で
あ
る
が
、
『
三
所
世
帯
』
の
主
人
公

「
外
右
衛
門
」
の
形
象
の
あ
り
方
の
分
析
を
通
じ
て
、
な
お
一
層
そ
の
緊
密
な
る
こ
と
の
確

実
性
を
求
め
よ
う
と
思
う
。

註
①
「
好
色
盛
衰
記
と
色
里
三
所
世
帯
」
笠
井
清

註
③
『
好
色
盛
衰
記
』
も
質
疑
本
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
笠
井
清
氏
の
用
語
の
検
討
な

ど
に
よ
り
西
鶴
自
作
が
確
定
し
た
作
品
で
あ
る
。
（
「
好
色
盛
衰
記
考
」
『
国
語

国
文
』
昭
和
九
年
七
月
、
笠
井
清
）

註
⑥
「
色
里
三
所
世
帯
」
岸
得
蔵

註
側
註
⑧
と
同
論
文

三
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よ
う
に
云
う
の
で
あ
る
。
「
殊
今
時
の
大
臣
と
い
ふ
男
、
先
祖
の
筋
目
、
ま
た
生
れ
付
の
け

た
か
き
に
も
あ
ら
ず
、
そ
れ
ｊ
、
の
家
業
に
仕
合
の
よ
き
人
、
詩
歌
く
は
ん
げ
ん
に
身
を
な

す
に
も
あ
ら
ず
、
遊
女
の
も
て
あ
そ
び
を
、
も
っ
ぱ
ら
と
し
て
淫
酒
に
承
だ
れ
、
金
銀
を
費

す
人
を
い
へ
り
、
其
形
を
み
れ
ば
、
黒
羽
二
重
に
三
寸
絞
、
紬
の
大
嶋
の
長
羽
織
、
あ
た
ま

つ
き
は
物
の
入
事
に
あ
ら
ず
、
何
時
か
ら
も
是
に
は
成
ぬ
く
ぎ
風
俗
な
り
。
」
（
巻
一
の
三

「
久
七
生
な
が
ら
俄
大
臣
」
）

「
銀
さ
へ
あ
れ
ば
何
時
な
り
と
も
か
し
こ
く
、
花
著
に
分
し
り
と
な
っ
て
、
女
良
町
の
栄

花
殊
更
何
事
も
な
ら
ぬ
と
い
ふ
事
な
し
、
今
い
ふ
も
ふ
る
け
れ
ど
も
極
ま
る
所
は
銀
の
世
の

中
。
」
（
巻
二
の
五
「
仕
合
よ
り
六
蔵
大
臣
」
）

こ
れ
ら
の
評
言
か
ら
『
好
色
盛
衰
記
』
執
筆
時
期
の
西
鶴
の
八
大
臣
Ｖ
観
を
知
る
こ
と
が

出
来
よ
う
。
次
に
、
八
遊
興
Ｖ
に
関
し
て
の
端
的
な
評
言
と
し
て
は
「
大
か
た
の
事
し
て
は

お
も
し
ろ
か
ら
ず
、
昼
の
月
見
夜
の
花
見
世
の
つ
れ
を
は
な
れ
、
人
の
せ
ぬ
事
を
す
る
こ
そ

悪
所
宿
の
自
由
な
れ
、
其
身
に
何
の
徳
も
な
く
金
銀
の
有
に
ま
か
せ
て
、
女
郎
は
な
る
事
に

こ
し
ら
へ
置
て
高
位
の
淫
乱
に
も
お
と
ら
じ
。
」
（
巻
一
の
二
「
是
は
新
房
崎
の
大
臣
」
）

の
記
述
が
あ
る
。

『
好
色
盛
衰
記
」
に
呈
示
さ
れ
た
西
鶴
の
こ
の
八
遊
興
Ｖ
へ
の
評
言
は
、
先
に
引
用
し
た

八
大
臣
Ｖ
観
と
照
合
し
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
八
遊
興
Ｖ
と
八
大
臣
Ｖ
観
は
次
の
一
一
点
に
絞

る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
第
一
は
「
金
銀
の
有
に
ま
か
せ
て
」
の
「
世
の
つ
れ
を
は
な
れ
」
た

八
遊
興
Ｖ
の
豪
著
さ
で
あ
り
、
第
二
は
「
其
身
に
何
の
徳
も
な
く
」
「
詩
歌
く
は
ん
げ
ん
に

身
を
な
す
に
も
あ
ら
ず
」
の
言
辞
に
表
示
さ
れ
た
古
典
的
教
養
な
い
し
は
素
養
の
欠
如
、
す

な
わ
ち
八
遊
興
Ｖ
の
精
神
性
の
欠
如
で
あ
り
、
『
三
所
世
帯
』
に
お
け
る
「
外
右
衛
門
」
形

象
化
の
た
め
の
三
つ
の
構
成
要
素
を
設
け
た
視
点
と
全
く
軌
を
一
に
し
て
い
る
の
に
気
付

く
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
八
遊
興
Ｖ
の
あ
り
方
を
「
高
位
の
淫
乱
」
と
結
び
付
け
る
イ
メ

ー
ジ
は
『
三
所
世
帯
』
で
「
諸
事
の
役
人
も
ぶ
な
女
の
さ
ば
き
に
し
て
二
十
四
人
色
作
り
の

女
に
た
は
ぶ
れ
る
」
「
外
右
衛
門
」
の
享
楽
の
極
み
を
描
写
す
る
に
あ
た
り
「
天
子
に
后
十

二
人
諸
候
に
七
人
の
艶
女
大
夫
に
三
人
の
愛
女
諸
士
に
二
人
の
戯
妾
あ
る
に
極
ま
れ
り
。
」

と
対
比
す
る
記
述
と
同
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
三
所
世
帯
』
、
「
好
色
盛
衰
記
』
に
呈
示
さ
れ
た
八
遊
興
Ｖ
観
ｂ
八
大

臣
Ｖ
観
は
へ
こ
の
両
作
品
に
さ
き
が
け
て
、
し
か
も
同
年
の
貞
享
五
年
正
月
に
出
版
さ
れ
、

始
め
て
町
人
の
経
済
生
活
を
主
題
に
取
り
あ
げ
、
町
人
物
の
哨
矢
と
さ
れ
る
『
日
本
永
代

蔵
』
に
既
に
散
見
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
町
人
も
、
親
に
ま
ふ
け
さ
せ
へ
譲
状
に
て
家
督
請
取
か
仕
に
せ
お
か
れ
し
商
売
、
叉
は

棚
賃
八
借
銀
の
利
つ
も
り
し
て
、
あ
た
ら
世
を
う
か
ノ
ー
と
お
く
り
二
十
の
前
後
よ
り
、
無

用
の
竹
杖
入
置
頭
巾
、
長
柄
の
傘
さ
し
か
け
さ
せ
へ
世
上
か
ま
は
ず
、
借
上
男
い
か
に
、
お

の
れ
が
金
銀
つ
か
ふ
て
す
れ
ば
と
て
、
天
命
を
し
ら
ず
式
人
は
十
三
才
迄
は
、
わ
き
ま
へ
な

く
へ
そ
れ
よ
り
廿
四
五
ま
で
は
、
親
の
さ
し
つ
を
う
け
、
其
後
は
我
と
世
を
か
せ
ぎ
、
四
十

五
迄
に
、
一
生
の
家
を
か
た
め
、
遊
楽
す
る
事
に
極
ま
れ
り
。
な
ん
ぞ
若
隠
居
と
て
男
さ
か

り
の
勤
を
や
め
、
大
勢
の
家
来
に
、
暇
を
出
し
、
外
な
る
主
取
を
さ
せ
、
す
ゑ
を
頼
糸
し
か

ひ
な
く
、
難
儀
に
あ
は
し
ぬ
。
」
（
巻
四
の
一
「
祈
る
印
の
神
の
折
敷
」
）

こ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
、
親
の
蓄
財
を
譲
り
受
け
若
隠
居
を
し
て
八
遊
興
Ｖ
に
散
財
蕩
尽

す
る
こ
と
へ
の
西
鶴
の
否
定
的
言
辞
で
あ
り
、
わ
づ
か
に
「
十
三
ま
で
わ
き
ま
へ
な
く
、
そ

れ
よ
り
廿
四
五
ま
で
は
親
の
さ
し
づ
を
う
け
、
其
後
は
我
と
世
を
か
せ
ぎ
、
四
十
五
迄
に
一

生
を
か
た
め
」
た
後
の
「
遊
楽
」
を
説
く
と
い
う
、
一
定
限
度
内
で
の
「
遊
楽
」
を
消
極
的

な
が
ら
容
認
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
消
極
的
「
遊
楽
」
も
町
人
生
活
一
生
涯
の
理
理
的
な
「
身

の
も
ち
よ
う
」
（
同
巻
四
の
一
）
と
し
て
描
か
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
も
「
所
酒
の
か
ら
口
、

あ
か

鰭
の
さ
し
承
を
好
永
、
其
身
栄
花
に
明
」
（
同
巻
一
の
五
「
世
は
欲
の
入
札
に
仕
合
」
）
し

て
の
果
て
に
「
此
家
次
第
に
お
と
ろ
へ
天
命
を
し
る
年
に
な
り
て
、
平
生
の
不
養
生
に
て
頓

死
」
（
同
巻
一
の
五
）
す
る
曝
布
の
買
問
屋
松
屋
の
何
某
の
よ
う
に
、
そ
の
「
栄
花
」
・

「
遊
楽
」
も
限
度
を
超
え
る
も
の
、
す
な
わ
ち
「
分
際
よ
り
、
万
事
を
花
麗
に
す
る
を
近
年

の
人
心
、
よ
ろ
し
か
ら
ず
。
」
（
同
巻
一
の
五
）
、
「
人
の
風
俗
、
次
第
箸
に
な
っ
て
、
諸

事
晶
其
分
際
よ
り
は
、
花
麗
を
好
承
・
…
：
身
の
程
し
ら
ず
。
」
（
同
巻
一
の
四
「
昔
は
掛
算
今

は
当
座
銀
」
）
と
し
て
「
分
際
」
を
過
ぎ
た
「
箸
」
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
、
つ
ま
る
と
こ
ろ

衰
徴
破
滅
に
直
線
的
に
つ
な
が
る
道
に
他
な
ら
ぬ
こ
と
を
強
調
し
、
特
に
「
○
美
色
・
淫

乱
、
絹
物
の
不
断
着
」
（
同
巻
三
の
一
「
煎
じ
や
う
常
と
は
か
は
る
問
薬
」
）
を
、
破
滅
に

導
く
「
箸
」
の
第
一
に
掲
げ
、
「
分
限
」
に
な
る
た
め
に
は
厳
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
「
毒

断
」
（
同
巻
三
の
一
）
と
し
て
、
否
定
す
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
親
の
莫
大
な
遺
産
を
譲
渡
さ
れ
「
算
用
な
し
の
色
あ
そ
び
」
（
同
巻
二
の

三
「
才
覚
を
笠
に
着
大
黒
」
）
に
耽
溺
す
る
二
代
目
の
八
遊
興
Ｖ
は
必
然
的
に
否
定
さ
れ
る

わ
け
で
、
そ
の
諸
相
を
巻
一
の
二
「
二
代
目
に
破
る
扇
の
風
」
、
巻
二
の
三
「
才
覚
を
笠
に

着
大
黒
」
、
巻
五
の
三
「
大
豆
一
粒
の
光
り
堂
」
に
、
そ
の
集
約
的
言
説
を
巻
六
の
二
「
見

む
す

立
て
養
子
が
利
発
」
の
「
京
の
室
町
れ
き
ノ
ー
、
人
の
男
子
、
何
の
商
売
な
し
に
…
…
大
分
の

銀
が
し
し
て
世
を
わ
た
り
此
利
銀
、
毎
日
、
弐
百
三
十
五
匁
づ
つ
の
つ
も
り
に
、
入
け
る

に
、
何
や
う
に
．
か
、
つ
か
ひ
果
し
け
る
。
十
五
年
が
う
ち
に
、
此
財
宝
、
ゑ
な
に
な
し
、
江

戸
へ
、
か
せ
ぎ
に
く
だ
り
け
る
。
」
に
承
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
二
代
目
の
八
遊
興
Ｖ
否
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定
の
根
底
に
、
「
我
と
世
を
か
せ
ぎ
」
と
い
う
町
人
と
し
て
あ
る
べ
き
姿
を
踏
み
は
づ
し
た

点
に
、
そ
の
否
定
の
視
点
基
準
を
設
け
て
い
る
の
は
『
日
本
永
代
蔵
』
に
「
大
福
新
長
者

教
」
の
副
題
を
附
し
「
今
時
は
ま
う
け
に
く
い
銀
」
（
同
巻
一
の
二
）
を
儲
け
る
た
め
の
貨

殖
・
処
世
の
道
を
説
き
、
そ
の
原
理
を
「
工
夫
」
と
「
智
恵
」
・
「
才
覚
」
に
見
い
出
し

「
只
、
智
恵
、
才
覚
と
い
ふ
も
、
世
わ
た
り
の
外
は
な
し
。
」
（
同
巻
五
の
二
「
世
渡
り
に

つ
ゐ
へ

は
淀
鯉
の
は
た
ら
き
」
）
と
喝
破
し
、
「
我
と
世
を
か
せ
ぎ
」
「
世
の
費
、
ひ
と
つ
も
」

（
同
巻
一
の
二
）
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
、
「
諸
山
の
出
家
を
よ
せ
ず
、
諸
牢
人
に
近
付
ず
、
す

こ
し
の
風
気
、
虫
腹
に
は
自
薬
を
用
ひ
」
（
同
巻
一
の
二
）
る
の
も
、
「
町
並
に
出
る
葬
礼

と
シ
フ
や
く

に
は
…
…
人
よ
り
跡
に
帰
り
さ
ま
に
、
六
波
羅
の
野
道
に
て
．
：
…
苦
参
引
て
、
是
を
陰
干
に

し
て
、
は
ら
薬
な
る
ぞ
と
、
只
は
通
ら
ず
、
蹄
く
所
で
燧
石
を
拾
ひ
て
、
狭
に
入
け
る
。
」

（
同
巻
二
の
一
）
の
も
「
生
れ
付
て
倍
き
に
あ
ら
ず
」
（
同
）
「
よ
ろ
づ
、
か
様
に
気
を
付

ず
し
て
は
、
あ
る
べ
か
ら
ず
。
」
（
同
）
の
倹
約
の
精
神
と
「
正
直
」
（
巻
四
の
一
、
巻
四

の
三
）
と
の
「
町
人
心
」
（
巻
四
の
五
「
伊
勢
ゑ
び
の
高
買
」
）
の
倫
理
性
に
発
見
し
た
西

鶴
に
と
っ
て
、
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
『
三
所
世
帯
』
、
『
好
色
盛
衰
記
』
で

示
し
た
八
遊
興
Ｖ
・
八
大
臣
Ｖ
の
否
定
的
概
念
は
、
『
日
本
永
代
蔵
』
で
発
見
し
た
「
只
、
金

銀
が
、
町
人
の
氏
系
図
に
な
る
ぞ
か
し
」
（
巻
六
の
五
「
智
恵
を
は
か
る
八
十
八
の
升
掻
」
）

と
「
金
」
を
視
点
の
中
心
に
す
え
て
の
貨
殖
・
致
富
の
原
理
と
「
町
人
心
」
の
倫
理
性
と
か

ら
改
め
て
見
な
お
さ
れ
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

と
い
う
の
は
、
「
分
際
」
を
過
ぎ
る
「
箸
」
の
八
遊
興
Ｖ
と
し
て
否
定
さ
れ
る
「
美
色
・

淫
乱
」
は
、
西
鶴
初
期
の
好
色
物
に
お
い
て
「
人
間
遊
山
の
う
は
も
り
は
、
色
里
に
増
事
な

し
。
」
（
『
諸
艶
大
鑑
』
巻
一
の
二
「
誓
紙
は
異
見
の
た
れ
」
）
と
八
遊
興
Ｖ
の
「
う
は
も

り
」
ｌ
最
上
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
初
期
好
色
物
に
属
す
る

『
好
色
一
代
男
』
、
『
諸
艶
大
鑑
』
は
、
町
人
の
八
遊
興
Ｖ
の
「
う
は
も
り
」
の
諸
相
を
肯

定
的
に
描
き
、
「
粋
」
・
「
分
け
知
り
」
・
「
情
し
り
」
の
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
構
造
を
有

す
る
「
色
道
」
の
美
意
識
と
好
色
遊
興
の
枠
内
に
お
け
る
男
女
相
互
の
「
心
中
立
」
・
「
ま

こ
と
の
心
」
の
倫
理
意
識
の
讃
美
と
理
想
化
と
を
企
て
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
初
期

好
色
物
の
八
遊
興
Ｖ
の
中
核
を
な
す
「
色
道
」
概
念
は
、
『
日
本
永
代
蔵
』
で
発
見
し
た
町

人
の
あ
り
方
の
原
理
と
倫
理
性
に
照
し
出
す
な
ら
ば
、
町
人
の
生
存
基
盤
を
瞬
時
に
「
き
の

ふ
は
町
人
け
ふ
は
百
性
二
成
」
（
『
好
色
盛
衰
記
』
巻
四
の
二
「
煙
に
替
る
形
大
臣
」
の
副

題
）
に
し
め
す
こ
と
く
根
底
か
ら
崩
壊
す
る
「
毒
」
素
と
し
て
八
遊
興
Ｖ
の
「
う
は
も
り
」

か
ら
「
毒
」
へ
の
変
換
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
、
『
好
色
盛
衰
記
』
で
の
否
定
的
色
彩
の
濃
く
帯

び
た
描
写
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
好
色
」
の
盛
か
ら
衰
へ
、
す

し
や
れ

な
わ
ち
「
祇
園
悪
所
の
銀
つ
か
ひ
諸
わ
け
無
情
の
男
あ
り
、
爆
座
配
の
花
代
笑
止
、
逼
迫
の

・
さ
か
ん
か
す
が
ひ

小
ば
ら
ひ
を
顕
す
、
こ
れ
盛
こ
れ
衰
へ
る
ふ
た
つ
、
女
若
の
好
色
鎌
」
（
『
好
色
盛
衰
記
』

巻
一
の
一
「
松
に
か
か
る
は
二
葉
大
臣
」
）
と
す
る
『
好
色
盛
衰
記
』
創
作
の
必
然
性
も
そ

こ
か
ら
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
源
平
盛
衰
記
』
の
。
ハ
ロ
デ
ィ
に
よ
る

こ
の
冒
頭
の
戯
文
意
識
も
そ
の
否
定
的
態
度
か
ら
生
れ
た
イ
ロ
’
一
カ
ル
な
意
識
に
支
え
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
「
む
か
し
法
師
の
女
良
町
で
は
物
く
る
る
友

と
書
き
給
へ
り
」
（
同
巻
一
の
四
「
夢
に
も
始
末
か
ん
た
ん
大
臣
」
）
、
「
ほ
し
き
物
は
銀
な

り
と
吉
田
の
兼
好
法
師
が
、
人
に
は
見
せ
ぬ
家
の
集
に
か
け
る
も
、
是
ば
か
り
は
よ
い
と
い

う
た
」
（
同
巻
四
の
一
コ
生
栄
花
大
臣
」
）
の
よ
う
に
『
徒
然
草
』
の
。
〈
ロ
デ
ィ
の
散
見

も
全
く
同
じ
意
識
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

八
遊
興
Ｖ
の
否
定
的
概
念
に
立
脚
し
て
、
あ
え
て
八
遊
興
Ｖ
の
諸
相
を
描
く
と
す
れ
ば
、

「
殊
今
時
の
大
臣
と
い
ふ
男
…
…
遊
女
の
も
て
あ
そ
び
を
、
も
つ
は
ら
と
し
て
、
淫
酒
に
み

だ
れ
、
金
銀
を
費
す
人
」
（
『
好
色
盛
衰
記
』
巻
一
の
三
）
で
あ
り
、
「
銀
さ
へ
あ
れ
ば
何

時
成
と
も
か
し
こ
く
、
花
著
に
分
け
し
り
と
な
」
（
同
巻
二
の
五
）
り
、
「
其
身
に
何
の
徳

も
な
く
」
（
同
巻
一
の
二
）
「
先
祖
の
筋
目
、
ま
た
生
れ
付
の
け
だ
か
き
に
も
あ
ら
ず
、
そ

れ
ノ
ー
、
の
家
業
に
仕
合
の
よ
き
人
、
詩
歌
く
は
ん
げ
ん
に
身
を
な
す
に
も
あ
ら
ず
」
（
同
巻

一
の
三
）
と
な
り
、
「
色
里
か
よ
ひ
も
…
…
第
一
金
子
」
（
同
巻
五
の
二
「
当
流
師
仕
立
の

大
臣
」
）
で
あ
り
、
「
金
子
」
さ
え
あ
れ
ば
「
何
時
か
ら
も
是
（
大
臣
の
こ
と
ｌ
筆
者
注
）

に
は
成
ぬ
べ
き
風
俗
」
に
「
仕
立
」
上
げ
「
当
流
の
師
」
に
な
る
こ
と
が
出
来
、
色
里
も

「
揚
屋
へ
内
証
申
は
ま
つ
金
銀
福
成
、
大
臣
な
り
。
」
（
同
巻
三
の
四
「
腹
か
ら
の
師
大

臣
」
）
の
よ
う
に
「
師
」
よ
り
は
「
金
銀
福
成
」
こ
と
が
優
先
し
、
遊
女
も
「
今
時
の
太
夫

か
こ
ひ

は
幅
の
あ
る
天
職
に
は
見
を
と
り
い
、
天
神
は
叉
む
か
し
の
廉
女
郎
よ
り
は
風
義
あ
し
く
成

か
こ
ひ

ぬ
、
十
五
は
ま
た
つ
ほ
ね
女
良
よ
り
あ
さ
ま
し
く
、
さ
り
と
て
は
む
か
し
に
、
な
し
た
き
物

は
此
里
の
諸
分
な
り
。
」
（
同
巻
三
の
一
「
難
波
の
梅
や
渋
大
臣
」
）
と
批
評
さ
れ
、
「
遊

女
は
、
び
ん
ぼ
う
公
家
に
同
じ
、
裳
束
し
て
、
子
細
ら
し
く
座
に
付
、
和
歌
の
沙
汰
す
る
時

は
、
是
外
の
人
間
な
り
、
万
事
脱
す
て
、
常
の
す
が
た
は
、
色
の
こ
し
ろ
ぎ
か
う
や
く
売
に

替
る
事
な
し
。
」
（
同
巻
四
の
三
「
情
に
国
を
忘
れ
大
臣
」
）
と
ま
で
酷
評
す
る
ほ
か
手
だ

て
の
な
い
西
鶴
の
立
場
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
た
め
に
採
ら
れ
た
叙
述
方
法
と
し
て

「
今
時
」
と
「
昔
」
と
を
対
比
す
る
と
い
う
比
較
の
概
念
に
依
拠
す
る
の
も
、
『
日
本
永
代

註
仙

蔵
』
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
立
し
た
方
法
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
故
に
、
い
「
若
隠
居
し
て
」
、
㈲
「
歌
の
さ
ま
鞠
に
も
心
を
よ
せ
ず
」
、
い
「
女
道

と
思
入
れ
、
金
銀
あ
る
に
ま
か
せ
て
酒
淫
美
色
」
と
し
て
『
三
所
世
帯
』
に
三
つ
の
視
点
を
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設
定
し
た
の
は
、
西
鶴
に
と
っ
て
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
。

『
三
所
世
帯
』
で
の
島
原
・
吉
原
の
遊
里
に
お
け
る
当
時
の
大
臣
の
様
相
も
、
太
鼓
の
一

人
に
「
大
か
た
の
き
げ
ん
と
り
て
も
今
の
世
の
大
臣
小
判
に
な
ら
ず
」
（
巻
上
の
五
「
恋
に

連
ひ
有
女
形
気
」
）
と
悲
歎
さ
せ
、
「
惣
じ
て
女
郎
買
、
金
銀
手
に
有
時
は
此
里
の
諸
分
ま

へ
か
た
に
て
気
の
つ
か
ぬ
事
多
し
、
万
事
人
の
差
図
を
う
け
ず
か
し
こ
く
な
る
時
は
内
証
時

明
て
心
ば
か
り
い
た
り
て
ひ
と
つ
も
物
に
な
ら
ず
」
（
巻
上
の
五
）
、
「
師
に
な
れ
ば
か
な

ら
ず
金
な
し
、
前
か
た
な
る
太
郎
殿
に
は
金
の
あ
る
徳
に
て
う
と
き
座
敷
も
か
し
こ
く
見

え
」
（
巻
下
の
三
「
恋
に
違
ひ
有
女
の
肌
」
）
、
遊
里
自
体
も
「
今
此
世
界
に
つ
か
ひ
手
の

ぎ
れ
め
な
時
分
」
（
巻
上
の
五
）
の
た
め
「
小
判
す
て
ね
ば
合
点
せ
ぬ
勤
め
の
濡
」
（
巻
下

の
三
）
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
し
、
遊
里
の
こ
の
実
状
を
背
景
に
し
て
、
「
外
右
衛

門
」
が
島
原
に
「
ば
つ
と
し
て
わ
け
よ
く
出
」
（
巻
上
の
五
）
た
「
人
間
業
と
は
思
は
れ
」

ぬ
八
遊
興
Ｖ
も
、
「
諸
分
は
京
の
嶋
原
に
身
な
し
、
口
舌
は
大
坂
の
新
町
に
魂
を
く
だ
き
、

は
り
つ
よ
き
所
を
江
戸
の
よ
し
は
ら
に
見
初
」
（
巻
下
の
三
）
て
の
八
遊
興
Ｖ
も
、
し
ょ
せ
ん

は
「
銀
の
神
の
威
光
」
（
巻
上
の
五
）
「
人
の
始
末
す
る
ゐ
ん
つ
う
を
か
し
ら
か
ら
す
て
所

の
覚
悟
」
（
巻
下
の
三
）
の
結
果
で
あ
る
と
す
る
点
に
視
点
を
す
え
る
こ
と
に
変
り
は
な
い

し
、
『
三
所
世
帯
』
巻
上
・
中
に
描
か
れ
た
女
相
撲
・
女
行
水
・
女
川
狩
・
女
床
等
の
「
外

右
衛
門
」
慰
承
の
遊
楽
も
「
是
皆
外
右
衛
門
小
判
の
ひ
か
り
な
り
」
（
巻
中
の
三
「
恋
に
網

有
女
川
狩
」
）
と
の
言
評
を
下
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
外
右
衛
門
」
の
八
遊
興
Ｖ
の
対
象
で
あ
る
「
二
十
四
人
の
色
作
り
女
」
（
巻
上
の
一
）

に
つ
い
て
の
言
評
「
か
か
る
た
へ
が
た
き
男
に
大
勢
勤
め
け
る
は
女
の
身
の
因
果
此
う
き
め

に
あ
ふ
も
銀
が
か
た
き
の
世
に
ぞ
有
け
る
」
（
巻
上
の
二
「
恋
に
風
有
女
涼
承
」
）
や
、
十

五
六
か
ら
十
八
九
ま
で
の
娘
を
前
金
拾
両
で
集
め
後
家
の
風
姿
に
改
め
て
の
八
遊
興
Ｖ
も
、

そ
の
親
の
身
に
な
れ
ば
「
世
に
身
す
ぎ
程
か
な
し
き
物
は
な
し
」
（
巻
中
の
二
「
恋
に
座
敷
有

女
髪
切
」
）
と
認
知
す
る
言
辞
等
に
は
『
好
色
一
代
女
』
で
ゑ
せ
た
よ
う
な
女
の
本
能
的
要

求
と
し
て
の
欲
望
に
焦
点
を
絞
る
の
で
は
な
く
「
銀
が
か
た
き
の
世
の
中
」
（
巻
上
の
二
）

と
い
う
経
済
的
要
因
に
視
点
を
合
せ
て
い
る
の
は
、
遊
女
を
「
色
の
こ
し
ろ
き
か
う
や
く
売

に
替
る
事
な
し
」
（
『
好
色
盛
衰
記
』
巻
四
の
三
）
と
否
定
し
な
が
ら
も
、
そ
の
実
状
を

ｑ
）

「
む
か
し
の
ご
と
く
か
ぶ
き
者
に
あ
ら
ず
、
ま
づ
し
ぎ
親
の
渡
世
の
た
よ
り
に
身
を
売
れ

て
、
身
を
売
る
女
良
と
は
成
ぬ
。
惣
て
い
や
し
き
女
に
も
あ
ら
ず
、
是
に
定
る
筋
目
に
も
な

く
、
時
節
に
し
た
が
ひ
か
く
こ
そ
な
れ
」
（
貞
享
五
年
二
月
刊
行
『
武
家
義
理
物
語
』
巻
四

の
四
「
丸
綿
被
き
て
偽
の
世
渡
」
）
、
‐
「
神
ぞ
い
た
づ
ら
に
は
あ
ら
ず
、
親
の
た
め
ば
か
り

に
ち
い
さ
き
時
よ
り
風
呂
屋
の
勤
」
（
『
好
色
盛
衰
記
』
巻
五
の
三
「
皆
吹
あ
ぐ
る
風
呂
屋

大
臣
」
）
の
叙
述
に
示
さ
れ
た
経
済
的
要
因
へ
の
洞
察
と
そ
の
視
点
の
基
準
を
一
に
し
、
遊

女
の
本
体
を
「
か
ぶ
き
者
」
あ
る
い
は
「
い
た
づ
ら
」
者
と
し
て
受
け
と
め
た
初
期
好
色
物

に
承
ら
れ
た
意
識
が
、
経
済
的
破
綻
ゆ
え
の
遊
女
へ
の
転
身
と
し
て
把
え
な
お
さ
れ
て
も
い

る
わ
け
で
あ
っ
て
、
町
人
が
そ
の
生
存
基
盤
で
あ
る
「
金
」
ゆ
え
の
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
破
綻

の
結
果
と
し
て
、
そ
の
実
体
の
一
側
面
を
ゑ
い
出
し
て
い
る
。
西
鶴
の
遊
女
に
対
す
る
概
念

は
「
か
ぶ
き
者
」
へ
の
讃
美
と
理
想
化
の
態
度
か
ら
「
流
れ
の
身
」
の
必
然
的
要
因
へ
の
把

握
と
い
う
認
識
の
深
化
に
と
も
な
っ
て
変
貌
を
と
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
‐
一
『
・

遊
女
に
対
す
る
概
念
の
変
貌
と
相
似
の
転
換
を
承
せ
て
い
る
の
が
や
八
遊
興
Ｖ
す
る
男
に

対
す
る
認
識
で
「
粋
」
・
「
分
け
し
り
」
か
ら
「
無
分
別
者
」
・
「
う
つ
け
」
者
と
す
る
認

識
へ
の
転
換
が
あ
る
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
八
遊
興
Ｖ
す
る
男
に
対
す
る

認
識
の
転
換
地
点
に
貨
殖
・
致
富
の
原
理
と
「
町
人
心
」
の
倫
理
性
と
の
把
握
が
媒
在
し
て

い
る
の
を
認
知
す
る
こ
と
は
、
初
期
好
色
物
と
『
好
色
盛
衰
記
』
と
の
間
に
『
日
本
永
代

蔵
』
が
位
置
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
「
粋
」
・
「
分
け
し
り
」
が
、

「
つ
か
ひ
は
た
し
て
今
此
身
に
な
っ
て
分
け
し
り
と
は
な
り
ぬ
」
（
『
好
色
盛
衰
記
』
巻
五

の
二
）
と
い
う
莫
大
な
数
量
の
蕩
尽
と
生
存
基
盤
の
破
壊
と
の
差
し
換
え
に
得
ら
れ
た
結
果

で
あ
る
と
承
な
す
視
点
か
ら
は
、
「
た
は
け
の
沙
汰
」
（
同
巻
三
の
三
「
反
古
と
成
文
宿
大

臣
」
）
で
あ
り
、
「
無
分
別
も
の
」
（
同
巻
二
の
三
「
都
を
見
ず
に
も
ぬ
け
大
臣
」
）
侭
「
無

分
別
成
仕
過
し
」
（
同
巻
三
の
一
）
で
あ
る
と
す
る
認
識
は
必
然
で
、
そ
の
「
仕
過
し
」
は

好
色
へ
の
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
人
間
の
物
量
的
性
情
的
な
だ
れ
込
承
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の

な
だ
れ
込
み
の
中
に
深
く
耽
溺
す
る
人
間
の
脆
弱
性
を
「
た
わ
け
」
・
「
無
分
別
も
の
」
の

語
に
西
鶴
は
託
し
た
と
い
え
る
。
『
好
色
盛
衰
記
』
巻
三
の
二
に
描
か
れ
る
三
人
の
大
臣

は
、
四
十
ま
で
「
朝
暮
小
判
を
溜
」
、
分
限
に
な
っ
て
妻
を
離
縁
し
吉
原
に
通
う
の
だ
が
、

「
算
用
な
し
の
つ
か
ひ
捨
、
兼
て
は
二
十
年
あ
ま
り
に
此
金
銀
皆
に
な
れ
か
し
と
心
当
せ
じ

に
、
い
ま
だ
お
も
し
ろ
き
最
中
四
年
が
ほ
ど
に
さ
し
引
残
て
、
拾
七
両
弐
分
松
屋
と
い
へ
る

揚
屋
の
そ
ん
に
成
て
わ
け
も
な
ふ
仕
廻
け
る
。
」
結
末
は
、
た
と
え
「
四
十
五
迄
に
一
生
の

家
を
か
た
め
遊
楽
す
る
こ
と
に
極
ま
れ
り
」
（
『
日
本
永
代
蔵
』
巻
四
の
一
）
を
町
人
の

八
遊
興
Ｖ
の
あ
る
べ
き
姿
と
容
認
し
て
も
、
ひ
つ
境
、
好
色
へ
の
な
だ
れ
込
象
と
そ
の
中
へ

の
物
量
的
性
情
的
耽
溺
へ
の
必
然
を
防
ぐ
す
べ
の
な
い
こ
と
の
証
左
で
あ
ゐ
。
そ
れ
故
、

好
色
へ
の
な
だ
れ
込
ゑ
に
脆
弱
性
を
露
呈
し
た
人
間
が
西
鶴
に
云
わ
せ
れ
ば
「
う
つ
け
」
‐

ｊ
、
．
、
．
↑
ヤ
・
《
‐
・
一
一
．
畔
へ
●
“
企
〉

「
無
分
別
も
の
」
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
『
三
所
世
帯
』
の
「
外
右
衛
門
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

「
我
ま
ま
な
る
遊
楽
…
…
叉
上
も
な
き
箸
」
（
巻
上
の
一
）
に
対
じ
「
な
〃
ぞ
仕
合
に
芯
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と
づ
き
物
毎
自
由
な
れ
ぱ
と
て
、
色
か
へ
品
替
心
を
替
て
京
と
武
蔵
と
難
波
に
民
の
竈
の
三

所
世
帯
を
か
ま
へ
、
さ
ま
ざ
ま
情
を
か
け
持
ち
か
ね
の
わ
ら
ん
ぢ
に
て
も
追
付
足
の
つ
づ
く

ま
じ
き
事
を
外
よ
り
見
て
（
続
い
て
「
い
た
づ
ら
に
」
と
あ
る
べ
き
所
を
丁
移
り
の
た
め
脱

・
許
⑨

落
し
た
も
の
か
）
な
げ
き
い
京
は
山
水
の
沢
さ
ん
な
る
所
な
れ
共
、
此
水
（
腎
水
の
こ
と
ｌ

０
Ｏ
○

筆
者
註
）
ヘ
リ
て
は
取
か
へ
し
の
な
か
り
き
、
無
分
別
に
異
見
の
い
ひ
手
な
く
…
：
．
」
（
巻

。
０
．
Ｏ

ふ
ん
べ
つ
ほ
か
ゑ
も
ん

上
の
一
）
の
叙
述
、
「
分
別
の
外
右
衛
門
は
か
っ
て
智
恵
な
き
神
ど
こ
ろ
：
．
…
」
（
巻
中
の

。
０
０
０
０
Ｏ
○
○

一
）
・
「
外
右
衛
門
も
い
ま
だ
分
別
所
へ
ゆ
か
ぬ
年
な
れ
ば
」
（
巻
中
の
五
、
以
上
傍
圏
筆

者
）
の
叙
述
は
、
先
に
論
じ
た
「
う
つ
け
」
・
「
無
分
別
も
の
」
に
対
す
る
認
識
の
系
譜
に
位

置
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
巻
上
の
一
の
目
録
に
附
せ
ら
れ
た
「
ゑ
よ
う
が
あ
ま
っ
て
独

０
０
０
０
０
Ｏ

り
こ
ろ
び
の
男
、
見
へ
た
ノ
ー
智
恵
の
な
い
所
が
」
（
傍
圏
筆
者
）
の
副
題
が
、
こ
の
こ
と

を
裏
付
け
る
。
そ
し
て
こ
の
副
題
の
戯
れ
は
、
「
無
分
別
も
の
」
「
外
右
衛
門
」
に
対
す
る

椰
楡
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
戯
画
化
す
る
意
識
で
あ
り
、
そ
の
意
識
の
底
に
あ
る
の

は
、
『
好
色
盛
衰
記
』
の
戯
文
意
識
を
支
え
た
と
同
じ
否
定
的
批
判
に
基
因
す
る
イ
ロ
ニ
ヵ

ル
な
態
度
で
あ
ろ
う
。
女
相
撲
・
女
行
水
・
女
川
狩
な
ど
の
け
た
は
づ
れ
な
八
遊
興
Ｖ
の
諸

相
を
描
写
し
、
そ
れ
を
傍
見
す
る
人
物
に
あ
て
ら
れ
た
、
例
え
ば
「
あ
れ
を
／
Ｉ
と
二
人
の

男
歯
切
を
し
て
も
ぜ
ひ
な
く
最
前
の
湯
が
水
に
な
る
迄
詠
め
つ
く
し
」
（
巻
上
の
三
「
恋
に

焼
火
有
女
行
水
」
）
・
「
竜
宮
の
乙
姫
水
底
よ
り
見
て
今
は
堪
忍
な
ら
ず
、
い
か
に
銀
で
な

る
事
な
れ
ば
と
て
さ
り
と
は
遠
慮
な
し
…
：
・
其
男
共
め
を
う
は
な
り
打
ち
と
…
…
胴
を
う
た

せ
て
其
ひ
ま
に
中
に
も
大
き
な
る
り
ん
の
た
ま
を
も
っ
て
竜
宮
の
浄
土
へ
帰
ら
れ
け
る
」

（
巻
中
の
三
「
恋
に
網
有
女
川
狩
」
）
な
ど
の
戯
文
や
二
十
人
の
美
女
の
う
ち
十
七
人
懐
胎

し
全
て
歌
舞
伎
若
衆
へ
の
恋
慕
ゆ
え
で
あ
る
と
の
説
話
・
強
蔵
競
い
の
説
話
な
ど
に
み
ら
れ

る
発
想
の
戯
諺
は
、
好
色
へ
の
物
量
的
性
情
的
な
だ
れ
込
み
を
誇
張
す
る
た
め
の
形
象
化

で
あ
り
、
こ
う
し
た
発
想
に
よ
る
趣
向
立
は
、
読
者
に
対
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ッ
ク
な
態

許
側

度
か
ら
出
た
も
の
で
あ
っ
た
点
は
十
分
に
認
め
得
る
と
し
て
も
、
こ
の
趣
向
立
を
逆
手
に
と

っ
て
、
「
人
間
業
」
（
巻
上
の
五
）
と
も
思
わ
れ
ぬ
八
遊
興
Ｖ
に
「
た
わ
け
」
尽
す
こ
と
へ

の
戯
画
化
を
通
じ
て
否
定
的
批
判
を
企
て
た
イ
ロ
’
一
カ
ル
な
態
度
に
依
る
も
の
で
あ
っ
た
点

に
注
目
す
べ
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
分
析
結
果
を
基
礎
に
し
て
、
初
め
て
『
三
所
世
帯
』
の
主
人
公
に
命
名
さ
れ
た

「
う
き
よ
の
外
右
衛
門
」
の
意
味
を
解
明
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
『
三
所
世
帯
』
で
は
こ

ほ
か
ゑ
も
ん

の
命
名
の
他
に
先
に
引
用
し
た
「
分
別
の
外
右
衛
門
」
の
命
名
と
二
つ
の
命
名
が
主
人
公
に

贈
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
二
つ
の
命
名
は
共
に
切
り
離
し
え
な
い
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
す

ほ
か
ゑ
も
ん
ほ
か
ほ
か
ゑ
↓
ん

な
わ
ち
、
「
分
別
の
外
右
衛
門
」
は
、
明
ら
か
に
「
分
別
の
外
」
と
「
外
右
衛
門
」
と
の
懸

ほ
か
ほ
か
ゑ
も
ん

詞
を
利
用
し
て
お
り
「
分
別
の
外
の
外
右
衛
門
」
の
意
味
を
形
成
さ
せ
て
、
主
人
公
に
『
分

ほ
か

別
の
外
」
の
資
性
を
与
え
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
命
名
を
次
の
よ
う

侭
か
ゑ
も
ん
ち
え
か
み

に
「
分
別
の
外
右
衛
門
は
か
つ
て
智
恵
な
き
神
ど
こ
ろ
も
ろ
ｊ
、
の
末
社
め
し
つ
れ
」
（
巻

中
の
一
）
の
文
章
の
中
で
用
い
、
「
知
恵
な
い
神
に
知
恵
つ
く
る
」
の
諺
を
利
用
し
て
八
知

恵
の
な
い
男
に
知
恵
を
つ
け
る
末
社
を
め
し
つ
れ
Ｖ
の
文
脈
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
と
、
さ

ら
に
こ
の
文
脈
を
誘
導
し
た
の
が
巻
上
の
一
の
副
題
「
見
へ
た
ノ
、
智
恵
の
な
い
所
が
」
で

あ
ろ
う
か
ら
、
そ
う
し
た
文
脈
形
成
意
識
の
流
の
中
で
こ
の
命
名
の
意
味
附
け
を
受
け
と
ら

ね
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
振
り
仮
名
を
施
し
懸
詞
の
機
能
を
そ
の
解
釈
に
要
求
し
て
い
る
こ

と
と
が
、
先
述
の
分
析
を
証
明
す
る
。
一
方
「
う
ぎ
よ
の
外
右
衛
門
」
の
命
名
は
、
『
好
色

一
代
男
』
で
世
之
介
を
「
浮
世
之
介
」
と
命
名
し
た
系
譜
を
引
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
浮
世

之
介
」
は
「
浮
世
」
と
「
世
之
介
」
の
結
合
か
ら
生
み
出
し
た
方
法
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

ほ
か

で
も
な
い
が
、
そ
れ
と
「
分
別
の
外
右
衛
門
」
の
方
法
と
を
考
慮
す
る
な
ら
「
う
き
よ
の
外

右
衛
門
」
は
、
「
う
き
よ
の
外
」
と
「
外
右
衛
門
」
で
あ
り
、
「
浮
世
」
を
享
楽
す
る
「
外

ほ
か

右
衛
門
」
で
あ
る
と
共
に
「
浮
世
を
外
に
す
る
外
右
衛
門
」
の
意
味
を
荷
な
う
の
で
あ
る
。

ほ
か

「
浮
世
」
を
享
楽
し
な
が
ら
裏
を
返
せ
ば
そ
の
享
楽
は
「
分
別
の
外
」
の
資
性
を
も
っ
た

ほ
か

人
間
の
「
無
分
別
」
の
極
み
で
あ
り
、
「
浮
世
を
外
に
す
る
」
局
外
者
と
し
て
の
意
味
附
で

ほ
か

あ
る
。
そ
れ
故
「
浮
世
」
の
「
無
分
別
」
な
享
楽
性
と
「
分
別
の
外
」
で
あ
る
資
性
の
局
外

者
の
象
徴
と
し
て
の
命
名
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
命
名
の
あ
り
方
の
背
後
に
、

「
浮
世
」
の
概
念
が
西
鶴
の
内
部
で
二
つ
の
意
味
を
帯
び
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
は
ず
で
あ

ブ
（
》
Ｏ

「
浮
世
」
は
、
浅
井
了
意
の
『
浮
世
物
語
』
に
承
る
「
浮
き
に
浮
い
て
慰
み
、
手
前
の
摺

切
も
苦
に
な
ら
ず
、
沈
み
入
ら
ぬ
心
立
の
水
に
流
る
る
瓢
箪
の
如
く
な
る
。
」
（
巻
一
の
一

「
浮
世
と
い
ふ
事
」
）
と
の
定
義
を
継
承
し
『
好
色
一
代
男
』
の
「
浮
世
の
世
之
介
」
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
に
享
楽
性
の
概
念
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
「
金
の
世
」
の
意
味
の
概

念
を
も
つ
に
い
た
っ
て
い
る
こ
と
で
「
今
う
き
世
に
、
よ
い
事
を
さ
す
る
は
ず
で
な
し
」

（
『
好
色
盛
衰
記
』
巻
二
の
一
）
、
「
目
も
鼻
も
な
き
、
小
判
が
物
い
ふ
浮
世
に
は
成
り
け

る
」
（
同
巻
四
の
一
）
に
そ
の
例
証
を
み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
享
楽
か
ら
金
へ
の
現
実
認

識
の
転
換
地
点
に
、
「
う
ぎ
世
に
住
に
哀
れ
多
し
」
（
『
日
本
永
代
蔵
』
巻
三
の
三
「
世
は

抜
取
の
観
音
の
眼
」
）
の
町
人
の
現
実
に
視
線
を
あ
て
、
そ
の
生
存
基
盤
を
探
っ
て
到
達
し

た
の
が
「
つ
ま
り
は
銀
の
世
の
中
」
の
認
識
で
あ
っ
た
『
日
本
永
代
蔵
』
が
位
置
す
る
こ
と

に
異
存
は
あ
る
ま
い
。

さ
て
、
「
う
き
よ
の
外
右
衛
門
」
の
命
名
に
象
徴
さ
れ
た
「
う
つ
け
」
者
の
意
識
と
局
外
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者
意
識
は
、
『
碗
久
一
世
の
物
語
』
（
貞
享
二
年
二
月
刊
行
）
の
「
椀
久
」
を
「
む
し
よ
う

註
仙

男
是
な
り
。
」
（
巻
上
の
二
）
と
定
義
し
て
性
格
破
綻
者
に
形
象
化
し
た
意
識
に
既
に
胚
胎

し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
系
譜
的
に
遡
行
す
る
な
ら
ば
、
『
好
色
一
代
男
』
・
『
諸
艶
大

鑑
』
の
「
世
之
介
」
・
「
世
伝
」
に
象
徴
さ
れ
る
好
色
へ
の
無
限
の
な
だ
れ
込
み
を
「
色

註
⑤

道
」
の
語
に
代
表
さ
れ
る
美
意
識
と
倫
理
性
と
の
側
面
で
讃
美
・
理
想
化
し
た
「
か
ぶ
き

註
⑥

者
」
の
意
識
に
つ
な
が
る
。
と
い
う
の
は
、
「
か
ぶ
き
」
が
そ
の
語
源
を
「
か
ぶ
く
（
傾

く
）
」
に
も
ち
、
異
風
・
狼
籍
の
意
味
を
荷
な
っ
た
言
葉
で
あ
り
、
「
か
ぶ
き
者
」
が
異
風

者
・
狼
籍
者
の
意
味
を
も
つ
局
外
者
意
識
に
支
え
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
異
風
・
狼
藷
振

ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
‐
‐
‐
‐
註
⑦

り
ゆ
え
に
．
つ
の
も
だ
ん
味
」
を
も
っ
た
こ
と
は
、
好
色
に
お
け
る
「
か
ぶ
き
」
が
、
無

限
の
好
色
へ
の
「
か
ぶ
く
」
こ
と
ｌ
な
だ
れ
込
み
（
傾
倒
耽
溺
）
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
限

註
⑧

り
な
い
狼
籍
振
り
の
熱
量
に
支
え
ら
れ
て
「
美
的
な
乱
暴
」
の
美
意
識
と
倫
理
と
を
局
外
者

の
現
実
の
場
に
位
置
す
る
た
め
の
原
理
と
し
て
確
立
し
え
た
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
を
可
能
に

し
た
の
が
経
済
的
興
隆
期
に
あ
っ
た
上
層
町
人
の
資
本
力
で
あ
っ
た
。

「
椀
久
」
の
好
色
へ
の
「
か
ぶ
き
」
を
、
『
好
色
一
代
男
』
・
『
諸
艶
大
鑑
』
の
「
も
だ
ん

味
」
の
側
面
か
ら
で
は
な
く
、
性
格
的
破
綻
に
よ
る
異
状
性
に
求
め
た
地
点
か
ら
は
、
『
三

所
世
帯
』
・
『
好
色
盛
衰
記
』
で
の
好
色
へ
の
傾
倒
耽
溺
に
露
呈
す
る
人
間
の
脆
弱
性
と
、

そ
れ
故
に
ま
ね
く
局
外
者
と
し
て
「
無
分
別
も
の
」
・
「
う
つ
け
」
者
と
規
定
す
る
否
定
的

意
識
の
措
定
ま
で
は
、
ほ
ん
の
一
足
で
あ
っ
た
ろ
う
。
‐

だ
か
ら
『
三
所
世
帯
』
で
「
外
右
衛
門
」
を
「
歌
の
さ
ま
鞠
に
も
心
を
よ
せ
ず
」
（
巻
上

の
一
）
と
し
て
好
色
の
美
意
識
を
形
成
す
る
精
神
的
基
盤
の
欠
如
が
呈
示
さ
れ
る
の
も
局
外

者
に
対
す
る
否
定
的
意
識
の
発
現
で
あ
っ
て
、
そ
れ
も
『
好
色
盛
衰
記
』
で
の
俄
大
臣
を
評

し
て
「
詩
歌
く
わ
ん
げ
ん
に
身
を
な
す
に
も
あ
ら
ず
」
（
巻
一
の
三
）
と
云
い
、
ま
た
無
芸

の
俄
大
臣
が
金
銀
ゆ
え
に
雛
さ
れ
る
現
実
の
実
体
に
も
と
づ
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
結
果
、
「
外
右
衛
門
」
が
、
京
・
大
阪
・
江
戸
の
八
遊
興
Ｖ
の
果
て
に
「
京
よ
り
岡

付
の
金
子
も
今
は
の
こ
り
す
ぐ
な
く
な
り
」
（
巻
下
の
四
「
恋
に
焼
付
有
女
鍋
尻
」
）
、
「
腎

虚
」
し
て
「
浮
世
の
所
帯
や
ぶ
り
わ
れ
ノ
、
な
り
と
今
と
な
っ
て
身
の
上
合
点
し
て
俄
に
無

常
を
観
じ
小
塚
原
の
く
さ
む
ら
に
ひ
と
つ
の
い
ほ
り
を
む
す
び
て
」
（
巻
下
の
五
）
同
道
し

た
十
一
人
と
「
是
に
取
こ
も
り
後
の
世
を
ね
が
ふ
て
ぶ
れ
共
」
（
同
）
夢
に
現
に
あ
ら
わ
れ

る
女
達
の
執
心
に
責
め
ら
れ
「
女
は
う
は
い
や
じ
ゃ
ｊ
、
と
い
ひ
」
（
同
）
悶
死
す
る
結
末

は
、
好
色
へ
の
「
か
ぶ
き
」
が
経
済
的
物
量
の
破
滅
に
つ
な
が
る
と
同
時
に
人
間
性
そ
れ
自

体
の
喪
失
に
直
結
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
「
か
ね
の
わ
ら
ん
ぢ
に
て
も
追
付
足
の
つ
づ
く

ま
じ
き
事
を
外
よ
り
見
て
（
い
た
づ
ら
）
に
な
げ
き
い
京
は
山
水
の
沢
さ
ん
な
る
所
な
れ
共

此
水
へ
り
て
は
取
か
へ
し
の
な
か
り
き
」
（
巻
上
の
一
）
と
冒
頭
か
ら
既
に
破
滅
と
喪
失
の

結
末
を
暗
示
し
、
「
す
衛
た
の
も
し
き
著
是
も
い
つ
ぞ
は
や
む
時
節
あ
る
べ
し
」
（
巻
上
の

五
）
、
「
京
よ
り
岡
付
の
金
子
も
今
は
の
こ
り
す
ぐ
な
く
な
り
て
…
…
殊
更
好
色
に
お
ぼ
れ

た
る
我
々
病
死
は
本
意
に
あ
ら
ず
女
郎
と
打
死
と
極
め
腎
水
あ
る
ほ
ど
か
へ
ほ
し
け
る
と
な

り
」
（
巻
五
の
四
）
と
各
説
話
の
進
展
途
上
で
そ
の
結
末
を
暗
示
す
る
。
こ
れ
は
、
経
済
的

隆
盛
と
破
滅
の
象
徴
と
し
て
の
「
金
」
と
「
此
水
」
・
「
腎
水
」
に
象
徴
さ
れ
る
所
の
人
間

が
好
色
へ
「
か
ぶ
く
こ
と
」
の
肉
体
的
無
限
の
熱
量
と
し
て
の
生
命
力
の
横
溢
に
依
拠
し
、

『
好
色
一
代
男
』
で
世
之
介
が
「
女
護
の
嶋
」
渡
航
に
準
備
し
た
品
物
の
う
ち
「
牛
房
、
薯

嶺
、
卵
を
い
け
さ
せ
、
櫓
床
の
下
に
は
地
黄
丸
五
十
壷
、
女
喜
丹
弐
十
箱
、
り
ん
の
玉
三
百

五
十
」
（
巻
八
の
五
）
の
多
量
の
強
精
剤
の
あ
る
理
由
で
あ
り
、
「
雷
ぱ
腎
虚
し
て
そ
こ
の

士
と
な
る
べ
き
事
。
た
ま
ノ
、
一
代
男
に
生
れ
て
の
、
そ
れ
こ
そ
願
の
道
な
れ
。
」
（
『
好

色
一
代
男
』
巻
八
の
五
）
と
「
女
護
の
嶋
」
渡
り
に
し
め
し
た
歓
喜
の
言
辞
も
「
美
的
な
乱

暴
」
が
成
立
し
う
る
根
底
に
好
色
に
「
か
ぶ
く
こ
と
」
（
傾
倒
耽
溺
）
へ
の
無
尽
蔵
の
生
命

力
の
横
溢
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
足
誤
れ
ば
、
耽
溺
か
ら
生
ず
る
人
間
の
脆
弱
性
と
頽

廃
の
深
淵
の
上
に
「
色
道
」
の
美
意
識
と
倫
理
性
と
が
築
か
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

「
腎
虚
」
は
好
色
に
「
か
ぶ
く
こ
と
」
へ
の
生
命
力
の
枯
渇
で
あ
り
、
好
色
の
肉
体
的
存
在

基
盤
の
喪
失
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

先
に
指
摘
し
た
「
外
右
衛
門
」
の
美
意
識
の
欠
如
と
こ
の
「
腎
虚
」
に
象
徴
さ
れ
る
生
命

力
の
枯
渇
は
、
「
色
道
」
の
原
理
を
持
続
保
守
す
る
情
熱
の
衰
退
で
あ
り
、
そ
の
結
果
は
、

露
呈
し
た
人
間
の
脆
弱
性
と
頽
廃
と
の
深
淵
へ
の
投
身
だ
け
が
残
さ
れ
る
。
「
殊
更
好
色
に

お
ぼ
れ
た
る
我
々
病
死
は
本
意
に
あ
ら
ず
女
郎
と
打
死
と
極
め
腎
水
あ
る
ほ
ど
か
へ
ほ
し
け

る
と
な
り
。
」
の
「
好
色
に
お
ぼ
れ
」
切
る
こ
と
へ
の
徹
底
し
た
あ
り
方
は
ま
さ
に
こ
の
深

淵
へ
の
投
身
で
あ
り
、
八
遊
興
Ｖ
に
強
蔵
と
し
て
陽
根
を
競
う
賭
勝
負
（
巻
中
の
一
）
は
好

色
の
頽
廃
に
他
な
ら
な
い
。

「
浮
世
の
所
帯
や
ぶ
り
」
の
言
葉
を
「
生
計
の
失
敗
か
ら
合
意
の
上
で
夫
婦
が
離
婚
す
る

こ
と
」
の
意
味
の
「
所
帯
や
ぶ
り
」
の
言
葉
に
「
浮
世
」
を
冠
し
て
「
色
遊
び
の
自
己
破
産

註
側
者
」
の
意
味
に
し
て
の
造
語
の
使
用
は
、
そ
れ
故
「
無
分
別
も
の
」
・
「
う
つ
け
」
者
と
局

外
者
と
へ
の
否
定
的
意
識
を
呈
示
し
た
こ
と
で
あ
る
の
は
確
実
で
あ
り
、
「
小
塚
原
の
く
さ

む
ら
に
ひ
と
つ
の
い
ほ
り
を
む
す
び
」
隠
棲
す
る
の
も
、
「
う
き
よ
の
外
右
衛
門
」
・
「
浮

世
の
所
帯
や
ぶ
り
」
の
言
葉
に
託
さ
れ
た
局
外
者
の
意
識
の
具
現
に
他
な
ら
な
い
で
あ
る

ア
ハ
ノ
Ｏ

註
仙
「
今
」
「
昔
」
の
比
較
概
念
は
『
諸
艶
大
鑑
』
に
も
散
見
す
る
が
、
こ
の
作
品
が
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出
版
界
の
要
望
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
三
所
世
帯
』
が
、
描
写
の
低
調
さ
と
内
容
の
卑
狼

さ
に
大
き
な
ゥ
エ
イ
ト
が
置
か
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
背
後
に
西
鶴
の
前
述
の
意
識
が

張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
識
の
反
映
が
「
外
右
衛

門
」
を
、
「
う
つ
け
」
で
あ
り
「
浮
世
の
所
帯
や
ぶ
り
」
と
す
る
好
色
の
八
遊
興
Ｖ
へ
の
否

定
的
意
味
を
荷
な
っ
た
人
物
と
し
て
の
形
象
化
を
誘
導
し
た
の
で
あ
る
。
『
三
所
世
帯
』
が

『
好
色
一
代
男
』
の
延
長
線
上
に
あ
り
な
が
ら
、
直
線
的
に
結
合
す
る
の
で
は
な
く
、
「
町

人
心
」
の
考
察
か
ら
得
た
「
町
人
」
と
し
て
あ
る
べ
き
姿
の
認
識
を
談
理
す
る
過
程
が
あ
っ

て
、
す
な
わ
ち
そ
こ
に
一
つ
の
屈
折
し
転
換
す
る
『
日
本
永
代
蔵
』
と
い
う
媒
在
体
が
あ
っ

て
成
り
立
ち
え
た
作
品
で
あ
る
。
だ
か
ら
『
好
色
一
代
男
』
の
世
之
介
が
「
女
護
の
鴫
」
へ

弓
．
て
な

渡
る
こ
と
、
『
諸
艶
大
鑑
』
の
世
伝
が
「
女
色
の
台
」
で
大
往
生
す
る
こ
と
の
結
末
と
対
鵬

的
に
、
女
の
心
に
責
め
ら
れ
て
「
女
は
う
は
い
や
じ
ゃ
ノ
ー
」
と
悶
死
す
る
イ
ロ
’
一
カ
ル
な

註註註
(9リ （8） （7）

註
(6)

註註註註
(5) （4） （3） （2）

遊
里
を
遊
山
の
「
う
は
も
り
」
と
標
傍
す
る
意
識
に
支
え
ら
れ
て
あ
る
以
上
八
遊

興
Ｖ
の
否
定
的
概
念
の
形
成
に
有
効
で
あ
っ
た
と
は
ま
だ
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

『
定
本
西
鶴
全
集
』
第
六
巻
頭
註

「
色
里
三
所
世
帯
」
岸
得
蔵
、
「
好
色
盛
衰
記
と
色
里
三
所
世
帯
」
笠
井
清

『
椀
久
一
世
の
物
語
ｌ
評
釈
と
論
考
ｌ
』
（
明
治
書
院
）
笠
井
清
著

世
伝
の
大
往
生
を
「
世
の
中
の
う
か
れ
男
に
物
の
か
ぎ
り
を
し
ら
し
め
ん
が
た
め

也
。
廿
よ
り
う
ち
の
さ
ば
き
は
、
此
道
に
入
る
皆
足
代
と
分
知
り
和
尚
も
、
と
き

た
ま
へ
り
・
そ
れ
よ
り
十
年
大
興
に
入
て
、
太
夫
の
有
が
た
い
所
を
覚
え
、
四
十

よ
り
内
に
、
留
る
事
を
さ
と
ら
ず
ぱ
、
場
銭
の
淵
に
沈
む
事
、
ま
の
ま
へ
也
・
」

（
巻
八
の
五
）
と
覚
え
て
の
結
果
と
す
る
叙
述
に
、
好
色
の
八
遊
興
Ｖ
へ
の
批
判

的
言
辞
が
承
ら
れ
、
『
日
本
永
代
蔵
』
の
八
遊
興
Ｖ
観
に
接
続
す
る
の
だ
が
、
描

写
は
明
る
い
栄
花
の
場
面
が
多
く
、
徹
底
し
た
没
落
の
場
面
は
少
な
い
。
従
っ
て

カ
ッ
コ
付
の
批
判
的
言
辞
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
カ
ッ
コ
付
の
批
判
的
言
辞
が

「
椀
久
」
の
否
定
的
描
写
を
導
い
た
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

『
日
本
近
世
文
学
の
成
立
』
第
三
部
元
禄
の
文
学
二
「
好
色
一
代
男
」
論
Ｉ
か
ぶ

き
者
の
美
学
」
（
法
政
大
学
出
版
局
）
松
田
修
著

『
折
口
信
夫
全
集
』
第
十
七
巻
「
無
頼
の
徒
の
芸
術
」
（
中
央
公
論
社
）

右
同
全
集
第
三
巻
「
ご
ろ
つ
き
の
話
」
一
八
美
的
な
乱
暴

『
定
本
西
鶴
全
集
』
第
六
巻
頭
註

四

結
末
を
『
三
所
世
帯
』
が
持
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
必
然
性
が
そ
こ
に
あ
る
。
↑
膳
；
・
；
．

『
好
色
一
代
男
』
の
世
之
介
が
、
「
か
ぶ
き
者
」
の
局
外
者
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
「
も
だ
ん

味
」
の
ゆ
え
に
町
人
の
夢
で
あ
り
理
想
で
あ
る
と
い
う
矛
盾
を
は
ら
ん
だ
両
面
構
造
の
う

ち
の
「
も
だ
ん
味
」
の
側
面
の
讃
美
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
『
椀
久
一
世
の
物
語
』
の
椀
久

は
「
も
だ
ん
味
」
へ
の
耽
溺
を
通
し
て
局
外
者
の
側
面
を
精
神
的
破
綻
者
と
し
て
把
握
し
だ

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
椀
久
」
の
地
点
か
ら
『
三
所
世
帯
』
の
「
外
右
衛
門
」
を
否
定
的

局
外
者
と
し
て
の
「
う
つ
け
」
者
．
「
浮
世
の
所
帯
や
ぶ
り
」
に
規
定
し
、
人
間
性
の
喪
失

と
し
て
措
定
す
る
意
識
が
生
ず
る
た
め
に
は
、
八
遊
興
Ｖ
を
「
う
つ
げ
」
・
「
無
分
別
」
と

す
る
意
識
に
対
比
さ
れ
る
意
識
の
措
定
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
貨
殖
・
致
富
の
た
め

の
才
覚
と
工
夫
と
い
う
原
理
と
そ
れ
を
生
か
す
倹
約
・
勤
勉
９
正
直
の
「
町
人
心
」
の
倫
理

性
の
発
見
が
、
「
無
分
別
」
と
す
る
意
識
に
相
対
す
る
こ
と
を
強
調
談
理
さ
せ
た
の
で
あ

り
、
町
人
が
「
分
際
」
を
わ
き
ま
え
る
こ
と
に
相
対
す
る
「
分
際
」
を
過
ぎ
た
「
箸
」
に
耽

溺
す
る
こ
と
へ
の
批
難
が
『
三
所
世
帯
』
で
あ
り
『
好
色
盛
衰
記
』
で
あ
っ
た
ｐ
↑
ｊ

ま
た
、
「
外
右
衛
門
」
の
八
遊
興
Ｖ
を
軽
薄
・
卑
狼
に
描
く
意
識
に
は
、
現
実
の
遊
里
と

そ
こ
で
の
遊
興
が
か
っ
て
の
理
念
的
実
質
を
失
っ
て
ゆ
く
こ
と
へ
の
喪
失
感
が
西
鶴
に
あ

り
、
そ
れ
が
『
三
所
世
帯
』
で
「
人
間
業
」
と
も
思
え
ぬ
八
遊
興
Ｖ
を
描
き
な
が
ら
、
暗
さ

と
張
り
の
な
さ
を
印
象
ず
け
る
由
縁
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
全
説
話
に
誇
張
さ
れ
た
八
遊
興
Ｖ

の
戯
謹
的
描
写
は
西
鶴
の
こ
の
喪
失
感
か
ら
生
じ
た
イ
ロ
ニ
ヵ
ル
な
態
度
の
発
現
で
あ
り
、

八
遊
興
Ｖ
を
も
は
や
生
の
高
揚
と
は
な
し
え
な
い
「
浮
世
」
に
対
す
る
現
実
認
識
か
ら
発
し

た
否
定
的
批
判
意
識
に
支
え
ら
れ
た
イ
ロ
ニ
ヵ
ル
な
戯
画
意
識
の
現
わ
れ
で
あ
っ
た
。
呼
元

商
業
資
本
経
済
が
、
そ
の
興
隆
の
頂
点
に
そ
れ
以
上
の
発
展
を
望
み
え
な
い
と
い
う
閉
塞

と
衰
退
を
感
覚
さ
せ
、
特
権
商
人
に
か
は
っ
て
新
し
い
分
限
者
を
生
み
出
す
と
と
も
に
極
度

の
貧
困
者
を
も
生
承
出
す
と
い
う
空
隙
の
時
点
に
あ
っ
て
、
峠
西
鶴
は
「
町
人
心
」
を
談
理
し

た
の
で
あ
り
、
こ
の
空
隙
を
感
覚
し
え
な
い
町
人
の
八
遊
興
Ｖ
を
「
無
分
別
」
・
準
「
た
わ

け
」
と
し
て
指
摘
し
、
「
分
際
」
を
過
ぎ
な
い
八
遊
興
Ｖ
を
説
く
『
日
本
永
代
蔵
』
の
眼
に

は
、
「
分
際
」
を
過
ぎ
た
八
遊
興
Ｖ
は
「
箸
」
の
沙
汰
と
映
っ
た
の
で
あ
る
。
Ⅷ

『
好
色
一
代
男
』
で
「
か
ぶ
き
者
」
の
「
も
だ
ん
味
」
を
讃
美
し
た
眼
と
比
較
す
る
な
ら

大
い
な
る
成
熟
を
と
げ
た
眼
な
の
で
あ
る
。

「
浮
世
」
が
享
楽
の
世
と
い
う
現
実
認
識
か
ら
金
の
世
と
い
う
経
済
的
な
現
実
認
識
を
必

要
と
す
る
転
換
期
に
あ
っ
て
、
な
お
「
浮
世
」
の
「
浮
」
を
夢
幻
し
「
浮
」
に
傾
倒
耽
溺
す

る
人
間
の
姿
は
、
「
た
わ
け
」
で
あ
り
「
浮
世
の
所
帯
や
ぶ
り
」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ほ

ど
の
頽
廃
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
西
鶴
の
イ
ロ
’
－
１
が
生
れ
る
。
幻
影
の
「
浮
世
」
に
蕩
尽
し
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な
ら
な
い
。

だ
か
ら
、

だ
か
ら
、

な
が
ら
「
小
判
が
物
い
ふ
浮
世
」
に
背
を
向
け
る
局
外
者
へ
の
否
定
的
批
判
意
識
を
西
鶴
は

『
三
所
世
帯
』
で
戯
画
的
に
形
象
し
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
の
戯
画
的
形
象
化
を
誘
引
し

た
の
は
、
「
た
わ
け
」
・
「
浮
世
の
所
帯
や
ぶ
り
」
の
頽
廃
へ
の
イ
ロ
’
一
カ
ル
な
視
線
に
他

『
色
里
三
所
世
帯
』
は
、
西
鶴
に
と
っ
て
、
や
心

ぬ
か
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
（
四
三
・
八
・
二
） や
は

I

I

り
「
転
合
書
」
の
姿
勢
に
貫

』
や
垂

９
Ｊ
〆
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