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西
鶴
は
、
処
女
作
『
好
色
一
代
男
』
起
筆
に
あ
た
っ
て
、
自
然
美
尊
重
の
伝
統
的
美
意
識

を
否
定
し
、
色
道
と
い
う
人
間
的
享
楽
の
美
学
を
前
提
と
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
美
学
は
、

『
一
代
男
』
の
主
人
公
世
之
介
の
色
道
遊
興
の
原
理
で
あ
っ
た
。
菊
の
節
句
に
色
里
の
衣
装

重
ね
を
見
物
し
「
西
行
は
何
し
っ
て
松
島
の
曙
・
鮒
潟
の
ゆ
ふ
べ
を
誉
つ
る
ぞ
き
の
ふ
は
新

町
の
暮
を
見
拾
、
其
目
を
す
ぐ
に
け
ふ
島
原
の
朝
明
、
こ
れ
が
唐
に
も
あ
る
べ
き
や
。
」
（
巻

七
の
七
）
と
の
同
行
者
の
評
言
に
世
之
介
は
「
尤
」
と
深
く
同
感
す
る
の
で
あ
る
。
世
之
介

七
才
か
ら
女
護
島
へ
舟
出
す
る
六
十
才
ま
で
の
享
楽
の
遍
歴
行
動
を
一
貫
し
て
い
た
の
は
、

こ
の
美
学
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
女
護
島
舟
出
を
志
す
五
十
三
年
間
の
色
道
狂
い
の
絶
つ
こ

と
の
な
か
っ
た
在
り
方
を
回
想
し
「
今
ま
で
願
へ
る
種
も
な
く
、
死
ん
だ
ら
鬼
が
喰
ふ
ま
で

と
、
俄
に
ひ
る
が
へ
し
て
も
有
難
き
道
に
は
入
難
し
。
あ
さ
ま
し
き
身
の
行
末
、
是
か
ら
何

に
な
り
と
も
成
く
し
。
」
と
す
る
決
意
に
呈
露
さ
れ
た
も
の
は
、
後
世
安
楽
を
願
う
と
い
う

仏
教
的
在
り
方
を
無
視
し
た
、
そ
れ
ゆ
え
、
地
獄
に
堕
し
て
た
と
え
鬼
の
餌
食
に
な
る
と
も

そ
の
享
楽
的
生
を
貫
く
こ
と
へ
の
強
烈
な
志
向
で
あ
っ
た
。
仏
教
的
在
り
方
か
ら
は
「
あ
さ

ま
し
き
身
の
行
末
」
に
違
い
な
い
が
、
し
か
し
享
楽
を
生
き
て
ゆ
け
る
な
ら
ば
「
是
か
ら
は

何
に
な
り
と
も
成
く
し
」
と
す
る
決
意
的
な
自
己
の
在
り
方
の
認
識
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

志
向
と
認
識
は
、
た
と
え
ば
、
色
道
修
業
の
部
分
と
称
さ
れ
る
前
半
に
お
い
て
も
「
世
は
五

つ
の
借
物
、
と
り
に
き
た
時
間
魔
大
王
へ
近
さ
ふ
ま
で
。
合
て
三
十
年
の
夢
、
是
か
ら
は
何

に
成
と
も
な
れ
」
（
巻
四
の
三
）
の
如
く
、
世
は
借
物
、
そ
の
借
物
の
中
で
の
夢
の
如
き
存

在
で
あ
る
と
す
る
現
実
認
識
と
自
己
存
在
の
仕
方
の
規
定
が
世
之
介
の
根
本
的
在
り
方
で
あ

っ
た
。
こ
れ
が
彼
の
生
涯
を
貫
く
美
学
を
成
り
立
た
せ
、
支
え
続
け
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
西
鶴
が
、
色
道
遍
歴
識
の
主
人
公
を
「
好
色
一
代
男
」
ｌ
色
道
に
生
涯
を
賭
し
て
悔

『
好
色
一
代
男
』
・
『
諸
艶
大
鑑
』
に
あ
ら
わ
れ
た

西
鶴
の
時
間
意
識
に
つ
い
て
の
試
論
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い
な
い
男
と
し
て
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
結
実
さ
せ
、
世
之
介
の
名
に
更
に
「
浮
世
」
の
イ
メ
ー

ジ
を
重
ね
合
せ
浮
世
之
介
と
し
た
の
も
、
そ
の
美
学
の
成
り
立
つ
為
の
根
源
的
イ
メ
ー
ジ
が

そ
れ
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
世
之
介
に
は
「
浮
世
」
と
は
、
借
物
・
夢
で
あ
り
、
仏
教
的

世
界
観
を
切
り
捨
て
た
享
楽
的
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
、
「
浮
世
」
と
い

う
現
実
認
識
は
西
鶴
の
独
創
に
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ヨ
代
男
』
に
遡
行
す
る
こ
と

約
二
十
数
年
、
寛
文
初
年
に
出
版
さ
れ
た
浅
井
了
意
の
『
浮
世
物
語
』
に
こ
の
認
識
の
原
型

を
得
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
了
意
は
そ
の
巻
頭
の
「
浮
世
と
い
ふ
事
」
の
一
章
で
、

現
実
を
「
沈
気
な
も
の
に
て
、
我
な
が
ら
身
も
心
も
我
が
侭
に
な
ら
」
ぬ
「
憂
世
」
の
認
識

か
ら
「
当
座
ノ
、
に
や
ら
し
て
、
月
・
雪
・
花
・
紅
葉
に
う
ち
向
ひ
、
歌
を
歌
ひ
、
酒
飲

み
、
浮
に
浮
い
て
慰
承
、
手
前
の
獺
切
も
苦
に
な
ら
ず
。
沈
匁
入
ら
ぬ
心
立
の
水
に
流
る
Ｌ

瓢
箪
の
如
く
」
浮
か
れ
戯
れ
る
べ
き
享
楽
的
在
り
方
の
世
で
あ
る
「
浮
世
」
の
認
識
に
逆
転

し
た
。
だ
が
了
意
に
と
っ
て
、
こ
の
認
識
は
「
憂
世
」
の
観
念
を
対
比
し
て
始
め
て
そ
の
価

値
を
主
張
し
得
た
し
、
ま
た
「
浮
世
と
い
ふ
事
」
の
一
章
を
設
け
「
浮
世
」
の
概
念
規
定
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
所
に
そ
の
認
識
の
新
し
さ
と
生
硬
さ
が
あ
り
、
新
し
さ
の
ゆ
え

に
『
浮
世
物
語
』
は
批
判
性
・
反
逆
性
を
勝
ち
得
た
し
、
生
硬
さ
ゆ
え
に
享
楽
性
・
遊
蕩
性

リ
ア
リ
テ
イ
ー

を
貫
き
得
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
「
浮
世
」
の
二
字
は
、
現
実
認
識
と
し
て
一
端
の
現
実
性

を
も
ち
な
が
ら
、
ま
だ
現
実
裁
断
の
為
の
仮
設
的
概
念
の
臭
み
が
残
っ
て
い
る
。
『
浮
世
物

語
』
の
主
人
公
浮
世
房
の
「
天
仙
・
飛
仙
の
類
は
誠
に
今
の
世
の
人
及
ぶ
べ
か
ら
ず
我
は
蜆

○
○

仙
と
な
る
べ
し
」
と
の
決
心
は
、
浮
世
房
と
し
て
在
り
な
が
ら
そ
の
在
り
方
へ
の
自
噸
で
あ

り
、
「
脱
仙
」
と
な
っ
て
「
行
方
な
く
失
せ
」
た
浮
世
房
の
未
来
的
在
り
方
は
、
「
浮
世
」

の
概
念
を
現
実
の
定
着
的
世
界
認
識
と
し
て
の
十
全
性
を
認
め
る
こ
と
へ
の
拒
否
的
姿
勢
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
に
「
明
暮
た
は
け
を
尽
し
…
．
広
き
世
界
の
遊
女
町
残
ら
ず
詠
め
ぐ
り
一
女
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護
島
へ
舟
出
し
「
行
方
し
れ
ず
」
に
な
る
世
之
介
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
「
浮
世
」
は
世
之

介
に
と
っ
て
、
現
実
世
界
の
認
識
と
し
て
十
全
に
リ
ァ
リ
テ
イ
ー
が
あ
り
、
己
の
身
に
十
分

に
即
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
浮
世
」
之
介
と
し
て
既
に
了
意
の
「
浮
世
」
概
念
の
全

き
体
現
者
に
他
な
ら
な
い
。
『
浮
世
物
語
』
に
お
い
て
「
浮
世
」
の
概
念
が
、
現
実
へ
の
批

判
・
反
逆
の
性
格
を
も
つ
こ
と
で
仮
設
的
に
な
る
こ
と
は
、
こ
の
概
念
が
了
意
に
と
っ
て
現

実
批
判
現
実
反
逆
の
鞘
晦
の
方
法
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
だ
が
、
西
鶴
に
は
、
了
意
的
「
浮

世
」
概
念
は
唯
一
の
現
実
認
識
の
仕
方
と
し
て
既
に
彼
の
体
液
で
あ
っ
た
と
す
ら
い
え
る
。

と
い
う
の
も
、
彼
が
『
一
代
男
』
の
作
家
で
あ
る
前
に
「
す
い
た
こ
と
し
て
あ
そ
ぶ
に
し
か

じ
。
夢
幻
の
戯
言
也
」
と
俳
諮
道
を
主
唱
し
た
宗
因
を
師
と
仰
ぐ
談
林
の
俳
諸
師
で
あ
り
、

そ
の
俳
風
ゆ
え
に
「
お
ら
ん
だ
西
鶴
」
と
異
称
さ
れ
た
談
林
の
急
先
鋒
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
「
沈
承
入
ら
ぬ
心
立
の
水
に
流
る
Ｌ
瓢
箪
の
如
く
な
る
」
了
意
的
「
浮
世
」
概
念
は
、

彼
の
「
軽
口
」
俳
諸
の
本
質
を
な
す
概
念
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
世
之
介
の
人
間

的
享
楽
の
美
学
を
成
立
さ
せ
た
「
浮
世
」
認
識
は
、
彼
の
俳
謂
の
本
質
で
あ
り
、
「
お
ら
ん

だ
流
」
的
俳
譜
的
現
実
認
識
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
無
常
の
世
を
厭
い
、
無
常
な
ら
ぬ
後
世

を
専
一
希
求
す
る
中
世
的
。
仏
教
的
「
憂
世
」
観
念
の
対
比
と
そ
の
否
定
と
い
う
契
機
の
必

要
な
し
に
、
「
浮
世
」
の
享
楽
性
・
遊
蕩
性
は
、
西
鶴
の
内
部
で
そ
の
実
質
を
獲
得
し
て
い

た
。
ヨ
代
男
』
執
筆
時
点
に
お
い
て
「
憂
世
」
は
「
浮
世
」
の
対
概
念
と
し
て
も
は
や
意

識
に
措
定
さ
れ
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
「
憂
世
」
で
あ
っ
た
こ

と
を
そ
の
一
隅
へ
も
も
は
や
措
定
す
る
必
要
の
な
い
「
浮
世
」
は
、
時
間
認
識
と
し
て
そ
れ

を
捉
え
た
場
合
、
「
現
在
」
の
時
間
の
承
が
存
在
す
る
と
い
う
認
識
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と

こ
ろ
で
、
了
意
が
「
浮
世
」
概
念
の
確
立
に
「
憂
世
」
を
対
比
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
は
、
「
憂
世
」
の
観
念
を
拒
否
す
べ
き
「
過
去
」
的
観
念
と
し
て
「
現
在
」
か
ら
放

郷
す
る
と
い
う
企
図
を
荷
い
、
「
現
在
」
が
「
過
去
」
と
断
絶
し
た
時
間
と
し
て
認
識
し
よ

う
と
し
て
い
た
意
識
の
現
出
で
あ
る
と
い
え
る
の
だ
が
、
一
方
、
そ
れ
を
放
郷
の
企
図
で
あ

れ
、
断
絶
の
意
識
で
あ
れ
、
対
概
念
と
し
て
意
識
措
定
し
た
と
い
う
の
は
、
「
過
去
」
と
い

う
時
間
意
識
が
了
意
の
内
部
に
残
存
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
残
存
が
了
意
の
心

底
の
ど
こ
か
に
「
過
去
」
は
「
現
在
」
に
連
続
し
「
現
在
」
に
流
れ
込
ん
で
「
現
在
」
を
形

成
す
る
因
子
で
あ
る
と
す
る
意
識
を
呼
び
起
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
た
と
え
ば
、
浮
世
房

に
自
ら
の
過
去
世
を
悟
ら
せ
、
蛙
で
あ
っ
た
と
了
意
は
語
ら
せ
る
。
そ
れ
は
浮
世
房
の
現
在

の
在
り
方
が
「
瓢
金
の
飛
上
り
」
で
あ
る
が
「
飛
ん
で
も
ｊ
、
湾
ふ
て
ば
か
り
居
る
」
か
ら

で
あ
り
、
そ
の
論
拠
を
了
意
は
「
因
果
経
に
、
そ
の
現
在
の
果
を
見
て
、
過
去
の
因
を
知
る

と
説
か
れ
た
」
の
に
求
め
る
。
自
己
の
在
り
方
を
「
浮
世
房
に
て
瓢
金
の
飛
上
り
」
で
あ
る

が
、
い
つ
も
「
湾
ふ
て
ば
か
り
居
る
」
と
認
識
す
る
仕
方
は
戯
画
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ま

た
そ
の
結
果
蛙
と
し
て
自
己
の
過
去
世
を
悟
る
の
は
、
自
潮
的
な
痛
ま
し
い
認
識
の
仕
方
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
、
浮
世
房
の
こ
の
悟
り
は
、
「
現
在
」
の
自
己
の
在
り
方
を

「
過
去
」
に
投
影
し
心
象
化
し
た
蛙
と
し
て
の
存
在
様
態
で
あ
り
、
そ
の
蛙
の
イ
メ
ー
ジ
を

自
己
の
過
去
的
存
在
様
態
と
し
て
認
識
し
た
形
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
戯
画
的
に
「
現
在
」

を
自
己
認
識
す
る
仕
方
が
「
因
」
と
な
り
、
「
果
」
と
し
て
の
自
己
を
「
過
去
」
に
蛙
と
し

て
位
置
付
け
ざ
る
を
え
な
い
認
識
の
仕
方
で
は
な
い
の
か
。
蛙
で
あ
っ
た
浮
世
房
の
「
過

去
」
は
「
憂
世
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
、
「
浮
世
」
の
現
在
が
生
永
出
し
た
蛙
と
い
う
「
過

去
」
で
あ
る
。
浮
世
房
自
身
が
、
「
現
在
」
の
自
己
に
似
つ
か
は
し
い
「
過
去
」
を
仮
構
し

た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
「
憂
世
」
を
「
過
去
」
と
し
て
放
鐵
し
た
「
現
在
」
Ｉ

「
浮
世
」
は
、
そ
う
し
た
自
己
に
ふ
さ
わ
し
い
「
過
去
」
を
持
た
な
け
れ
ば
「
現
在
」
と
い

う
時
間
性
を
喪
失
す
る
憂
目
に
あ
う
か
ら
で
あ
る
。
「
浮
世
」
Ｉ
「
現
在
」
の
時
間
認
識
の

概
念
を
「
過
去
」
の
時
間
へ
延
長
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
れ
ば
前
述
の
如
く
に
な
る
。
だ
が

了
意
は
そ
こ
へ
「
現
在
の
果
を
見
て
過
去
の
因
を
知
る
」
仏
教
的
因
果
観
を
持
ち
込
み
、

「
過
去
」
Ⅱ
「
因
」
か
ら
「
現
在
」
Ⅱ
「
果
」
へ
の
時
間
的
連
続
性
を
浮
世
房
の
過
去
世
の

悟
り
の
論
拠
に
し
よ
う
と
す
る
。
こ
坐
に
「
浮
世
」
Ｉ
「
現
在
」
と
す
る
了
意
の
時
間
認
識

の
不
徹
底
が
あ
る
、
と
い
う
よ
り
徹
底
し
切
れ
な
い
不
透
明
な
心
情
が
あ
る
。
「
現
在
」
Ｉ

「
浮
世
」
概
念
の
自
立
性
を
求
め
「
過
去
」
Ｉ
「
憂
世
」
観
念
と
非
連
続
な
る
も
の
と
見
倣

そ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
前
者
と
対
比
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
の
歴
史
的
重
さ
を
ま
だ
持
っ
て

い
た
、
「
浮
世
」
の
底
に
「
憂
世
」
が
ま
だ
澱
ん
で
い
た
。
そ
れ
が
「
過
去
」
と
「
現
在
」

と
の
連
続
を
求
め
よ
う
と
す
る
志
向
意
識
の
存
在
し
た
由
緑
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
上
に
も

「
浮
世
」
概
念
の
仮
設
性
が
露
れ
て
い
る
。
逆
に
こ
の
ゆ
え
に
脱
仙
と
い
う
浮
世
房
の
未
来

的
在
り
方
も
成
り
立
ち
え
た
と
い
え
よ
う
。
と
も
あ
れ
、
浮
世
房
に
は
「
過
去
」
Ｉ
蛙
↓

「
現
在
」
Ｉ
浮
世
房
↓
「
未
来
」
ｌ
脱
仙
の
時
間
が
存
在
す
る
。
「
現
在
」
を
軸
に
変
身
す

る
在
り
方
を
通
し
て
浮
世
房
は
三
つ
の
時
間
性
を
得
た
。
こ
れ
が
世
之
介
の
原
像
浮
世
房
の

時
間
的
存
在
様
態
で
あ
っ
た
。

好
色
者
世
之
介
は
二
代
目
で
あ
る
。
彼
は
「
浮
世
の
事
を
外
に
な
し
て
、
色
道
ふ
た
つ
に

寝
も
覚
て
も
夢
介
と
替
名
よ
ば
れ
…
・
其
比
名
高
き
中
に
も
か
づ
ら
き
・
か
ほ
る
・
三
夕
思

ひ
ｊ
、
に
身
請
し
て
…
・
契
り
か
さ
な
り
て
、
此
う
ち
の
腹
よ
り
む
ま
れ
」
（
巻
一
の
一
）

た
男
で
あ
る
。
世
之
介
に
は
「
色
道
ふ
た
つ
に
寝
も
覚
て
も
」
身
を
な
し
た
父
夢
介
の
血
が

濃
く
流
れ
て
い
る
。
彼
に
は
、
浮
世
房
の
如
く
自
己
の
「
現
在
」
を
凝
視
し
、
そ
の
時
点
か

ら
己
れ
の
背
後
に
そ
の
視
線
を
返
し
て
過
去
世
を
求
め
て
凝
視
す
る
姿
勢
は
な
い
。
た
と
え

視
線
を
背
後
に
向
け
投
げ
か
け
た
と
し
て
も
、
夢
の
如
く
浮
世
を
戯
れ
狂
っ
た
父
の
姿
に
当

る
だ
け
で
あ
り
、
母
は
彼
七
才
の
時
の
好
色
的
覚
醒
を
「
よ
ろ
こ
び
の
は
じ
め
」
（
巻
一
の

認

､
、

、

ぐ

か



一
）
と
祝
っ
た
の
で
あ
る
。
浮
世
房
が
「
行
々
は
渡
り
奉
公
歩
若
党
に
も
な
さ
ば
や
と
思

ひ
、
居
合
・
柔
。
兵
法
な
ん
ど
幼
き
よ
り
手
馴
れ
さ
せ
、
少
し
は
字
頭
を
も
読
承
分
く
る
や

ぅ
に
も
あ
れ
か
し
」
（
巻
一
の
二
）
と
の
父
の
願
望
に
叛
し
「
浮
れ
者
」
と
な
る
在
り
方
に

比
較
す
れ
ば
、
父
夢
介
と
子
世
之
介
は
一
平
面
上
に
位
置
す
る
同
質
者
で
あ
る
と
い
え
る
。

「
過
去
」
で
あ
る
父
の
在
り
方
は
、
子
の
「
現
在
」
の
在
り
方
に
他
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、

「
現
在
」
Ⅱ
当
過
去
」
で
あ
り
、
世
之
介
に
と
っ
て
浮
世
房
的
変
身
的
「
過
去
」
は
存
在
し
え

ず
、
時
間
的
に
均
質
な
認
識
の
仕
方
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
好
色
者
世
之
介
の
時
間

で
あ
る
。
こ
の
時
間
的
地
平
を
背
景
に
世
之
介
は
好
色
に
明
暮
れ
る
六
十
年
の
生
涯
を
過
す

の
で
あ
り
、
そ
の
極
点
に
、
女
護
島
舟
出
が
位
置
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
女
護
島
舟
出

の
決
意
の
前
提
に
は
、
先
述
の
「
是
か
ら
何
に
な
り
と
も
成
く
し
」
の
一
代
の
好
色
を
貫
く

こ
と
へ
の
ひ
た
す
ら
な
傾
斜
の
意
識
が
あ
る
。
浮
世
房
が
未
来
的
在
り
方
と
し
て
蜆
仙
へ
の

変
身
を
決
心
す
る
前
提
に
は
、
「
天
仙
。
飛
仙
の
類
は
誠
に
今
の
世
の
人
及
ぶ
べ
か
ら
ず
」
の

「
現
在
」
の
在
り
方
へ
の
認
識
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
浮
世
」
者
の
「
現
在
」
的
在
り
方

が
「
天
仙
・
飛
仙
」
の
理
想
的
未
来
的
在
り
方
へ
超
脱
す
る
こ
と
の
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、

そ
れ
ゆ
え
理
想
的
未
来
的
在
り
方
と
の
断
絶
で
あ
る
こ
と
の
認
識
で
あ
る
。
世
之
介
の
舟
出

も
「
広
き
世
界
の
遊
女
町
残
ら
ず
詠
め
ぐ
り
て
：
：
ふ
っ
と
浮
世
に
今
と
い
ふ
今
こ
ょ
ろ
の

こ
ら
ず
」
（
巻
八
の
五
）
と
い
う
一
見
「
現
在
」
Ｉ
「
浮
世
」
へ
の
無
執
着
か
ら
生
れ
た
女

護
島
と
い
う
未
来
的
地
点
へ
の
志
向
の
あ
る
が
如
く
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
続
く
「
是
か
ら
何

に
な
り
と
も
成
く
し
」
の
断
言
は
、
激
し
い
「
現
在
」
的
在
り
方
を
貫
く
こ
と
の
肯
定
に
他

な
ら
な
い
。
好
色
丸
に
太
夫
吉
野
の
緋
縮
緬
の
脚
布
を
吹
貫
に
、
遊
女
達
記
念
の
着
物
を
鰻

幕
に
、
そ
の
他
数
多
の
「
床
の
責
道
具
」
を
万
載
し
「
善
ぱ
腎
虚
し
て
そ
こ
の
土
と
な
る
べ

き
事
、
た
ま
た
ま
一
代
男
に
生
れ
て
の
、
そ
れ
こ
そ
願
ひ
の
道
な
れ
」
（
巻
八
の
五
）
と
の

歓
喜
は
、
「
現
在
」
Ⅱ
「
浮
世
」
Ｉ
「
好
色
」
の
在
り
方
を
女
護
島
へ
性
的
に
徹
底
し
て
傾

斜
し
持
ち
込
む
姿
で
あ
り
、
女
護
島
は
「
現
在
」
Ｉ
「
浮
世
」
Ⅱ
当
女
色
」
に
内
包
さ
れ
て
い

た
性
的
在
り
方
を
顕
在
化
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
て
、
「
現
在
」
の
女
護
島
へ
の
伸
張
に
他

な
ら
な
い
。
世
之
介
の
「
過
去
」
的
在
り
方
が
「
現
在
」
と
均
質
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
彼

の
一
見
末
来
的
で
あ
る
在
り
方
も
「
現
在
」
と
均
質
な
の
で
あ
る
。
世
之
介
に
は
「
現
在
」

だ
け
が
存
在
す
る
。
彼
は
「
現
在
」
Ｉ
「
浮
世
」
の
具
現
的
存
在
者
で
あ
る
。
浮
世
房
的
変

身
を
要
し
な
い
彼
に
は
、
浮
世
房
の
如
く
自
己
の
「
現
在
」
を
凝
視
す
る
必
然
性
は
な
い
。

浮
世
房
の
変
身
は
そ
の
精
神
的
展
開
の
徴
表
で
あ
っ
た
が
、
変
身
の
な
い
世
之
介
に
は
精
神

的
展
開
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、
定
説
的
に
は
「
一
人
の
人
間
が
野
暮
か
ら
粋
に
成
長
す

註
い

る
色
道
修
行
の
過
程
を
示
さ
う
と
意
図
し
た
」
の
が
ヨ
代
男
』
で
あ
る
と
説
か
れ
、
さ
ら

に
、
そ
の
見
解
を
裏
付
け
る
に
、
藤
本
箕
山
の
『
色
道
大
鏡
』
巻
五
「
廿
八
品
」
に
求
め
、

３

そ
の
野
暮
か
ら
粋
へ
の
一
千
八
段
階
の
過
程
を
『
一
代
男
』
の
「
主
人
公
の
具
体
的
生
活
に

註
②

還
元
し
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
箕
山
が
『
色
道
大
鏡
』
の
「
廿
八

品
」
で
説
い
た
の
は
、
『
法
華
経
』
廿
八
品
に
擬
し
、
野
暮
か
ら
粋
へ
の
段
階
的
色
道
悟
入

の
精
神
的
展
開
の
諸
相
で
あ
る
Ｑ
「
人
成
長
し
て
好
色
の
き
ざ
す
処
・
…
心
は
き
ざ
す
と
い

へ
ど
も
、
何
の
差
別
も
な
く
、
女
を
見
て
は
し
り
め
に
か
り
、
心
に
は
あ
り
な
が
ら
、
い
ひ

出
る
こ
と
の
は
な
く
て
、
い
そ
い
そ
と
し
た
る
ま
上
の
位
」
を
「
無
性
品
」
と
呼
称
し
規
定

し
た
第
一
段
階
を
起
点
に
、
色
道
悟
入
の
階
梯
を
展
開
し
、
究
極
段
階
を
「
大
極
品
」
と
規

定
し
て
、
円
を
以
っ
て
そ
の
境
地
を
示
し
、
「
空
色
」
・
「
無
心
」
の
二
相
を
標
傍
し
「
春
か

ぜ
の
ふ
き
お
さ
ま
り
て
お
ぼ
ろ
夜
の
ふ
け
て
を
と
な
ぎ
波
の
う
な
ば
ら
」
・
「
し
る
ら
め
や
す

む
と
し
月
の
老
を
経
て
む
か
し
に
帰
る
身
の
を
ろ
か
さ
を
」
の
二
首
を
二
相
の
境
地
と
し
て

い
る
。
と
こ
ろ
で
、
円
を
以
っ
て
、
人
間
の
本
来
性
（
仏
性
）
の
究
極
的
悟
入
段
階
を
図
示

す
る
形
式
は
、
中
国
宋
代
に
制
作
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
「
普
明
十
牛
図
」
や
「
廓
庵
十
牛
図
」

に
ゑ
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
二
つ
の
「
十
牛
図
」
は
中
国
禅
の
段
階
的
悟
入
の
過
程
を
十
匹

の
牛
図
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
悟
入
の
究
極
的
段
階
で
あ
る
円
相
は
、
人
間
の
本
来
性
で

あ
る
仏
性
の
非
常
な
自
由
さ
の
顕
れ
で
あ
り
、
「
汚
れ
や
決
っ
た
形
と
い
う
も
の
を
持
た
な

註
③

い
：
：
し
か
も
直
接
に
そ
う
い
う
も
の
に
立
ち
還
る
と
い
う
」
禅
的
悟
入
の
境
地
を
象
徴
し

た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
繁
山
が
円
を
以
っ
て
「
大
極
品
」

註
側

を
示
唆
し
た
の
は
「
十
牛
図
」
的
様
式
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
箕
山
に
、
た
と
え
、

「
大
極
品
」
を
禅
的
に
意
義
付
け
よ
う
と
の
意
図
が
希
薄
で
あ
っ
た
と
ゑ
て
も
、
そ
れ
を

「
空
色
相
」
・
「
無
心
相
」
と
位
置
付
け
て
い
る
の
は
、
粋
が
理
想
的
究
極
相
に
お
い
て
、

粋
へ
の
志
向
を
放
棄
す
る
こ
と
で
あ
り
、
粋
と
し
て
の
一
定
の
在
り
方
を
も
た
な
い
こ
と
で

あ
っ
て
、
心
境
的
に
住
一
首
の
歌
に
示
さ
れ
た
平
穏
さ
の
獲
得
と
人
間
本
来
の
風
土
に
還
る

こ
と
の
獲
得
を
意
味
し
よ
う
。
箕
山
は
「
大
極
品
」
の
前
段
階
を
「
明
了
品
」
と
名
付
け
、

こ
の
段
階
に
達
し
た
人
は
運
命
を
知
り
、
再
度
遊
廓
に
入
ら
ず
「
二
仏
の
中
間
に
い
た
り
、

あ
ら
た
に
光
明
赫
契
と
し
て
、
い
と
た
う
と
く
お
が
ま
れ
」
、
心
は
「
虚
空
の
ご
と
く
形
な

き
」
を
悟
る
人
は
「
即
心
即
仏
也
」
と
既
に
意
味
付
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
承
れ
ば
、
「
大

極
品
」
は
人
間
の
好
色
的
心
性
の
超
脱
で
あ
り
、
粋
が
粋
の
ま
入
に
そ
の
形
を
放
棄
す
る
こ

と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
「
大
極
ロ
聖
の
在
り
方
を
、
女
護
島
舟
出
の
世
之
介
の
姿
に

比
較
す
る
な
ら
ば
、
「
大
極
品
」
的
精
神
的
姿
勢
を
世
之
介
に
体
現
し
、
そ
の
具
体
的
在
り

方
と
し
て
表
現
し
た
と
は
云
い
難
い
の
で
あ
る
。
確
か
に
世
之
介
は
ヨ
代
男
』
後
半
で
訳

知
り
・
粋
人
と
し
て
登
場
は
す
る
が
、
し
か
し
理
想
的
粋
は
彼
を
め
ぐ
る
遊
女
達
の
側
に
あ

っ
て
、
彼
は
彼
女
達
か
ら
理
想
的
粋
の
様
態
を
誘
発
さ
せ
る
役
割
で
し
か
な
い
。
「
は
た
し

て
『
一
代
男
』
が
、
野
暮
か
ら
粋
へ
の
成
長
を
め
ざ
し
て
書
か
れ
た
も
の
か
ど
う
か
、
疑
問

&
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註
⑤

に
思
う
」
と
云
う
松
田
修
氏
の
疑
意
に
私
も
同
感
す
る
。

世
之
介
は
「
大
極
品
」
的
粋
者
で
あ
る
よ
り
は
、
好
色
と
い
う
心
性
的
側
面
の
徹
底
化
の

線
上
に
位
置
し
、
「
現
在
」
Ⅱ
「
浮
世
」
の
現
実
認
識
へ
の
無
条
件
の
信
仰
が
、
そ
の
徹
底

化
の
志
向
を
保
証
し
て
い
る
。
彼
は
終
始
「
現
在
」
者
で
あ
る
。
浮
世
房
的
に
精
神
的
変
身

を
と
げ
る
存
在
者
で
も
な
け
れ
ば
、
擁
山
的
に
段
階
的
連
続
的
に
精
神
的
展
開
を
す
る
存
在

者
で
も
な
い
、
好
色
と
い
う
性
的
心
性
の
強
烈
な
持
続
者
で
あ
り
、
フ
オ
ー
ス
タ
ー
の
謂
ぅ

フ
ラ
ッ
ト

遍
平
な
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
彼
は
「
多
く
浮
世
男
・
好
色
男
・
当
世
の
複
合
的
存

註
伺
在
」
に
溶
解
・
均
質
化
す
る
現
象
を
呈
し
、
そ
の
結
果
「
世
之
介
の
名
に
よ
っ
て
象
徴
せ
ら

註
⑦

れ
た
浮
世
で
あ
る
、
好
色
で
あ
る
、
当
世
で
あ
る
」
と
の
「
現
在
」
Ｉ
「
浮
世
」
の
認
識
と

同
化
す
る
作
用
を
生
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
過
去
」
と
「
未
来
」
の
時
間
的
存
在
様

態
の
な
い
人
物
形
象
化
に
起
因
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
二
つ
の
時
間
が
存
在
し
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
「
現
在
」
に
と
っ
て
、
「
今
」
と
い
う
瞬
間
的
意
識
の
措
定
が
な
い
限
り
、
そ

れ
は
「
現
在
」
性
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
「
今
」
を
志
向
す
る
意
識
の
措
定
が
あ
る

た
め
に
は
、
「
そ
れ
以
前
」
。
「
そ
れ
以
後
」
の
志
向
的
意
識
が
存
在
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
こ
の
二
意
識
は
、
当
然
、
「
過
去
」
．
「
未
来
」
の
時
間
性
を
眺
め
わ
た
す
意
識
を

肝
胎
し
、
こ
の
時
間
性
を
想
起
・
想
像
す
る
契
機
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
是
か
ら

は
何
に
な
り
と
も
成
く
し
」
と
云
う
言
辞
に
は
、
「
今
」
と
い
う
瞬
間
の
ゑ
が
自
己
の
存
在

の
価
値
的
時
間
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
し
、
そ
の
限
り
で
は
「
現
在
」
性
を
も

つ
の
だ
が
、
「
以
前
」
・
「
以
後
」
で
の
存
在
が
積
極
的
に
問
わ
れ
て
い
る
と
は
云
い
難
い

註
⑧

で
あ
ろ
う
か
ら
、
「
現
在
」
性
は
時
間
性
と
し
て
積
極
的
意
味
を
荷
う
よ
り
は
、
逆
に
、
空

間
的
性
質
を
帯
び
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
場
合
、
私
は
世
之
介
の
好
色
的
行
動
の
と
ら

れ
る
各
説
話
の
「
場
所
’
一
を
思
い
浮
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
『
一
代
男
』
に
お
け
る
「
場

所
」
の
扱
い
方
ほ
ど
、
仮
名
草
子
か
ら
浮
世
草
子
へ
の
流
れ
と
し
て
近
世
文
芸
を
展
望
す
る

場
合
、
そ
の
小
説
的
構
造
と
し
て
の
意
義
を
荷
っ
て
い
る
も
の
は
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ

る
。
ヨ
代
男
』
前
半
ま
で
の
勘
当
に
よ
る
所
謂
色
道
修
行
遍
歴
に
お
い
て
、
世
之
介
が
、

出
家
・
謡
う
た
い
・
魚
売
り
・
鹿
島
の
事
触
・
町
奴
等
様
々
に
身
を
や
つ
し
遍
歴
す
る
と
い

う
説
話
構
成
形
態
は
、
明
瞭
に
仮
名
草
子
の
諸
国
遍
歴
型
を
受
け
継
い
で
い
る
。
世
之
介
の

原
像
浮
世
房
も
道
心
者
に
様
を
替
え
「
京
の
住
居
も
な
し
難
し
、
諸
国
修
行
と
心
ざ
し
」
出

立
す
る
に
際
し
、
「
万
の
事
の
間
を
合
せ
、
さ
な
が
ら
其
根
に
入
た
る
事
は
一
つ
も
無
け
れ

ど
も
、
又
知
ら
ぬ
事
も
な
し
。
あ
れ
是
に
成
替
成
替
嘘
を
吐
き
て
世
を
渡
る
」
鳩
の
戒
を
志

し
、
「
衣
を
脱
ぎ
」
医
師
と
な
り
、
大
工
の
弟
子
と
な
り
、
ま
た
道
心
者
に
様
を
も
ど
し
、

各
地
の
「
此
処
彼
処
浮
れ
歩
」
く
の
で
あ
る
。
ま
た
「
そ
の
身
は
貧
苦
に
し
て
何
事
も
心
に

任
せ
ざ
れ
ば
自
ら
心
も
ま
め
な
ら
」
ぬ
「
薮
薬
師
の
竹
斎
と
て
狂
が
る
痩
法
師
」
は
、
「
そ

の
身
貧
に
し
て
病
者
さ
ら
に
近
づ
か
ず
。
所
詮
諸
国
を
廻
り
、
い
づ
く
に
も
心
の
留
ま
ら
ん

所
に
住
ま
ぱ
や
」
と
京
か
ら
江
戸
ま
で
当
意
即
妙
の
治
療
と
狂
歌
と
で
遍
歴
を
続
け
る
の
で

あ
り
、
『
元
の
木
阿
弥
』
の
「
も
く
あ
承
と
い
ひ
し
す
り
き
り
」
・
『
ね
ご
と
ぐ
さ
』
の

「
そ
の
余
助
と
て
数
な
ら
ぬ
や
せ
お
と
こ
」
等
も
同
型
で
あ
る
。
仮
名
草
子
の
主
人
公
遍
歴

型
は
、
同
類
の
名
所
記
類
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
。
『
犬
枕
』
の
「
し
た
ひ
物
」
の
項
に
、

遊
山
見
物
の
語
が
座
を
占
め
て
い
る
こ
と
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
戦
乱
の
世
か
ら
平
穏
の

世
へ
の
移
行
に
と
も
な
い
、
幕
府
の
道
路
整
備
・
開
通
、
宿
駅
の
保
護
育
成
、
参
勤
交
替
、

経
済
発
展
に
と
も
な
う
地
方
と
都
市
、
特
に
上
方
と
江
戸
の
交
通
の
活
発
化
に
つ
れ
庶
民
の

社
寺
参
詣
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
て
、
名
所
旧
跡
見
物
と
い
う
旅
へ
の
関
心
の
高
ま
り
と
気

運
に
応
じ
て
、
名
所
記
・
道
中
記
類
が
数
多
く
出
版
さ
れ
、
そ
の
実
用
性
と
共
に
啓
蒙
娯
楽

註
⑨

的
臥
旅
の
翫
書
の
性
格
を
も
も
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
未
知
の
場
所
に
対
す
る
庶
民
的
願

望
が
充
満
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
庶
民
を
読
者
層
に
も
つ
物
語
的
仮
名
草
子
類
に
も
そ

れ
は
反
映
し
、
主
人
公
諸
国
遍
歴
型
が
生
承
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
浮
世
房
・
竹
斉

に
承
る
如
く
、
「
京
の
住
居
も
な
し
難
し
」
・
「
そ
の
身
貧
に
し
て
病
者
さ
ら
に
近
ず
…
．

か
か
る
憂
き
住
居
を
し
給
は
ん
よ
り
は
」
を
理
由
に
、
京
を
旅
立
つ
想
発
は
『
伊
勢
物
語
』

東
下
り
に
そ
の
原
型
を
求
め
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
仮
名
草
子
の
遍
歴
型
は
貴
種
流
離
潭

と
い
う
伝
統
的
文
芸
的
世
界
と
の
つ
な
が
り
を
獲
得
し
、
そ
の
文
芸
性
を
保
証
さ
れ
る
と
い

う
側
面
を
持
ち
え
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
『
伊
勢
物
語
』
の
東
下
り
す
る
昔
男
の
心
に

註
⑩

は
、
唐
木
順
三
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
旅
を
重
ね
、
京
を
歩
一
歩
遠
ざ
か
る
に
つ
れ
、
鮮

明
度
を
増
す
京
へ
の
思
慕
と
と
も
に
ゑ
や
び
へ
の
表
出
意
欲
が
強
烈
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の

根
底
に
は
「
京
を
わ
ぶ
」
、
即
ち
唐
木
氏
の
云
ふ
「
憂
世
を
わ
ぶ
」
の
意
識
が
あ
る
。
だ

が
、
京
を
離
れ
る
浮
世
房
に
し
ろ
、
竹
斎
に
し
ろ
「
浮
世
」
を
浮
か
れ
る
者
で
あ
り
、
「
心

も
ま
め
な
ら
」
ぬ
「
狂
が
る
」
者
で
あ
る
の
は
、
昔
男
の
。
〈
ロ
デ
イ
の
意
味
を
帯
び
、
そ
の

．
〈
ロ
デ
イ
性
ゆ
え
に
伝
統
的
文
芸
性
と
つ
な
が
り
、
文
芸
性
を
保
証
さ
れ
る
と
と
も
に
、
未

知
の
場
所
へ
の
願
望
を
も
遍
歴
の
形
で
具
現
し
う
る
の
で
あ
る
。
『
一
代
男
』
で
の
遍
歴
構

成
は
、
こ
の
二
性
格
を
仮
名
草
子
か
ら
相
続
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
『
一
代
男
』
に
は
、
二

註
⑪

っ
の
遍
歴
ｌ
先
述
の
も
の
と
後
半
部
の
西
国
遊
里
遍
歴
が
あ
る
。
前
者
は
、
江
戸
絹
綿
店

の
「
万
勘
定
聞
く
し
」
（
巻
二
の
六
）
と
の
父
の
命
令
に
反
し
た
江
戸
で
の
乱
行
が
原
因
な

の
だ
が
、
そ
の
勘
当
の
条
り
が
「
此
事
京
に
隠
れ
も
な
く
」
（
巻
二
の
七
）
と
記
さ
れ
る
の

は
、
世
之
介
と
京
と
の
緊
密
な
結
び
付
き
と
、
そ
こ
か
ら
の
流
離
と
い
う
形
で
伝
統
的
な
遍

歴
の
文
芸
的
型
の
相
続
を
示
唆
し
て
い
る
し
、
遍
歴
を
重
ね
る
ほ
ど
に
、
「
万
の
自
由
ゑ
や

こ
な
れ
や
都
」
（
巻
三
の
一
）
、
「
お
も
し
ろ
の
花
の
都
近
く
や
」
（
巻
三
の
四
）
等
と
京
へ
の

志
向
が
暗
示
さ
れ
る
の
も
、
昔
男
の
承
や
び
へ
の
強
烈
な
志
向
に
対
す
る
。
〈
ロ
デ
ィ
で
あ

函
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る
。
ま
た
、
後
者
が
、
「
遠
国
の
傾
城
の
曽
而
お
か
し
か
ら
ぬ
に
こ
り
は
て
」
（
巻
三
の
七
）

る
反
動
と
し
て
、
三
都
の
傾
城
が
好
色
の
理
想
態
と
し
て
想
念
さ
れ
る
の
も
前
者
の
場
合
と

同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
昔
男
が
象
や
ぴ
へ
の
志
向
と
い
う
一
方
向
に
働
く
の
に
対
し
て
、

世
之
介
の
遍
歴
は
、
未
知
の
好
色
的
場
と
対
象
へ
の
好
奇
心
ｌ
た
と
え
ば
前
者
で
は
「
さ

て
も
世
は
広
ひ
事
を
今
お
も
ひ
合
」
・
後
者
で
は
三
都
以
外
の
遊
里
に
「
も
し
も
替
つ
た
事

の
あ
れ
ば
な
り
」
に
示
さ
れ
て
い
る
ｌ
と
好
色
的
場
と
し
て
の
理
想
で
あ
る
三
都
へ
の
志

向
と
、
二
方
向
に
働
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
昔
男
の
志
向
が
京
へ
収
敏
し
て
行
く
の
に
対
し

て
、
世
之
介
の
場
合
、
二
方
向
の
う
ち
前
者
の
志
向
が
強
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
日
本
各
地

へ
と
平
面
的
に
拡
大
し
て
行
く
傾
向
が
強
い
の
で
あ
る
。
こ
し
た
空
間
認
識
の
根
底
に
は
、

名
所
記
類
に
露
わ
れ
た
庶
民
の
未
知
の
場
所
へ
の
願
望
と
名
所
記
類
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

た
地
理
的
な
視
野
の
拡
大
と
い
う
面
の
あ
る
の
を
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
西
鶴
に
お
い

て
は
、
そ
う
し
た
志
向
の
端
的
な
現
れ
と
し
て
俳
諮
の
歌
枕
的
要
素
を
も
加
味
し
た
ヨ
目

玉
鉾
』
の
執
筆
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
さ
て
、
西
鶴
の
場
所
へ
の
志
向
が
地
理
的
な

平
面
的
拡
大
の
方
向
性
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
世
界
の
遊
女
町
を
め
ぐ
り
眺
め
た
ば
て
の
女
護

島
は
、
そ
の
極
限
的
イ
メ
ー
ジ
と
解
し
え
よ
う
。

『
一
代
男
』
に
お
け
る
㈹
「
現
在
」
の
み
が
存
在
す
る
時
間
性
と
何
平
面
的
に
拡
大
す
る

空
間
性
と
の
二
志
向
を
、
時
間
認
識
の
視
点
か
ら
そ
の
関
与
の
仕
方
を
如
上
の
考
察
に
も
と

づ
き
要
約
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
ろ
う
。

融
⑫

『
一
代
男
』
が
長
遍
小
説
的
構
想
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
の
意
図
は
阿
部
次
郎
の
指
摘
の
如

く
「
そ
れ
は
主
人
公
の
性
格
か
ら
来
る
一
貫
を
欠
き
、
主
人
公
の
生
活
の
発
展
か
ら
来
る
統

一
を
欠
き
、
一
つ
の
世
界
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
意
志
の
欠
乏
か
ら
来
る
破
綻
を
含
ん

で
」
お
り
、
「
其
処
に
は
、
一
つ
の
イ
デ
ー
が
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
は
世
之
介
と
い
ふ
、
一

人
の
主
人
公
の
生
涯
と
し
て
も
、
叉
、
幾
人
か
の
人
の
相
互
関
係
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
、

一
つ
の
世
界
の
発
展
と
し
て
も
、
実
現
さ
れ
て
い
な
い
」
。
す
な
わ
ち
、
世
之
介
に
時
間
的

発
展
は
意
図
さ
れ
な
が
ら
（
そ
れ
は
、
年
令
表
記
と
い
う
源
氏
年
立
に
倣
っ
た
と
ゑ
れ
る
構

成
が
如
実
に
示
し
て
い
る
）
実
現
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
逆
に
、
世
之
介
は
、
各
巻
各

説
話
に
お
い
て
、
常
に
不
変
で
あ
り
同
質
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
世
之
介
に
現
わ
れ
た
時
間
性

が
、
「
現
在
」
を
「
過
去
」
・
「
未
来
」
の
時
間
へ
均
質
に
延
長
さ
れ
た
こ
と
と
、
「
今
」

へ
の
凝
視
意
識
の
乏
し
さ
と
が
合
ま
っ
て
、
「
現
在
」
の
時
間
性
が
希
薄
に
な
り
、
空
間
的

な
現
在
的
「
場
」
性
だ
け
が
露
呈
し
た
結
果
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
地
理
的
な
平
面
的
拡
大
の

志
向
性
を
も
つ
空
間
意
識
が
滑
り
込
ん
で
き
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
長
編
小
説
の
も
つ
構
造

と
比
較
し
た
場
合
、
露
呈
す
る
『
一
代
男
』
の
三
つ
の
欠
如
、
す
な
わ
ち
、
世
之
介
の
性
格

か
ら
く
る
一
貫
性
の
欠
如
、
生
活
の
発
展
か
ら
く
る
統
一
性
の
欠
如
、
一
つ
の
世
界
を
形
成

し
よ
う
と
す
る
意
志
の
欠
如
は
、
西
鶴
の
世
之
介
に
与
え
た
時
間
意
識
と
彼
の
空
間
意
識
と

に
よ
っ
て
必
然
的
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

一
一

貞
享
元
年
四
月
、
『
好
色
二
代
男
』
と
傍
害
し
、
『
一
代
男
』
続
篇
の
意
を
寓
し
て
、
西
鶴

は
『
諸
艶
大
鑑
』
を
上
梓
し
た
。
そ
れ
は
、
・
世
之
介
の
遺
子
世
伝
が
、
遣
手
の
開
山
く
に
に

諸
国
の
諸
分
を
聞
書
し
、
世
伝
は
じ
め
近
年
の
色
人
が
こ
れ
に
加
筆
し
て
え
た
遊
里
生
活
の

諸
相
を
描
い
た
説
話
群
で
あ
り
、
し
か
も
「
心
の
奇
麗
な
る
事
ば
か
り
あ
ら
は
し
、
よ
し
な

き
こ
と
は
は
き
捨
る
物
」
で
あ
る
と
讃
美
し
た
作
品
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
『
諸
艶
大
鑑
』

が
『
一
代
男
』
後
半
の
理
念
と
同
線
上
に
あ
る
》
‐
一
と
を
標
傍
し
、
ま
た
雰
頭
世
伝
が
「
目
前

の
喜
見
城
と
は
、
よ
し
原
島
原
新
町
、
此
三
ケ
の
津
に
ま
す
女
色
の
あ
る
べ
き
や
」
と
揚
言

し
、
「
競
べ
物
な
き
富
士
の
雪
も
、
是
は
と
詠
た
斗
な
り
、
吉
野
の
花
も
夜
ま
で
は
見
ら
れ

ず
、
嬢
捨
山
の
月
も
世
間
に
か
は
っ
て
毛
が
は
へ
て
も
な
し
、
是
を
お
ま
ふ
に
、
人
間
遊
山

の
う
は
も
り
は
、
色
里
に
増
事
な
し
」
（
巻
一
の
二
）
と
現
世
の
好
色
的
遊
興
を
礼
讃
し
た

の
も
、
ヨ
代
男
』
と
同
意
識
上
に
位
置
す
る
こ
と
を
物
語
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
説
話
群
は
、
理
念
的
傾
向
の
強
い
『
一
代
男
』
に
比
較
す
れ
ば
、
先
述
の
讃

美
礼
讃
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
所
謂
否
定
面
へ
の
描
写
と
言
及
の
多
さ
が
著
し
く
目
立
つ
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
描
写
・
言
及
が
、
「
昔
‐
一
・
「
今
」
の
時
間
的
比
較
に
お
い
て

な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
西
鶴
の
時
間
意
識
を
問
う
上
で
、
注
目
す
べ
き
現
象
で
あ
ろ
う
。

「
昔
」
・
「
今
１
－
の
用
語
の
文
章
を
拾
っ
て
ゑ
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

○
そ
の
か
承
、
新
屋
の
小
太
夫
：
：
前
代
未
聞
の
太
夫
な
り
。
：
：
今
の
世
の
身
請
の
な
る

程
と
ら
し
：
：
、
今
、
世
智
賢
き
女
郎
が
：
：
（
巻
一
の
二
）

○
此
君
達
の
む
か
し
を
ば
御
物
語
あ
そ
ば
せ
と
（
巻
二
の
ご

○
む
か
し
、
此
里
六
条
に
あ
り
し
時
．
：
．
そ
れ
よ
り
次
第
に
・
・
：
お
そ
ろ
し
き
世
と
は
な
り

ぬ
。
：
・
・
今
の
太
夫
様
達
の
身
持
さ
も
し
き
事
は
な
し
。
（
巻
三
の
一
）

○
今
の
不
自
由
さ
に
見
く
ら
べ
、
む
か
し
の
幅
十
が
ひ
と
つ
に
も
あ
ら
ず
：
：
さ
り
と
て

は
、
お
か
た
く
る
ひ
も
末
に
は
な
り
ぬ
。
（
巻
三
の
四
）

○
す
ぎ
に
し
藤
屋
の
吾
妻
な
ど
は
：
：
今
時
の
太
夫
…
・
次
第
に
小
女
房
に
な
り
て
（
巻
三

の
五
）

○
此
里
は
む
か
し
に
替
り
物
の
さ
び
け
る
（
巻
四
の
五
）

○
面
影
さ
へ
う
つ
く
し
け
れ
ば
、
女
良
の
勤
め
な
る
こ
と
ぞ
：
：
今
歴
々
の
太
夫
達
に
、
尻

ぱ
す
ね
も
有
（
巻
五
の
一
）

○
割
醐
碗
の
太
夫
も
そ
れ
に
心
は
か
は
ら
ね
ど
も
、
か
か
る
本
客
な
し
（
巻
六
の
一
）

○
此
里
な
ど
に
以
前
は
、
か
か
る
や
さ
し
き
事
の
な
が
い
し
に
、
次
第
に
女
郎
む
づ
か
し
き

曇
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世
と
は
な
り
ぬ
（
巻
六
の
二
）

○
割
割
剛
は
悪
所
も
や
め
て
．
…
い
つ
も
隙
也
。
昔
は
客
の
方
か
ら
あ
き
日
を
頼
承
し
に
、
今

は
正
月
の
事
を
．
．
：
は
や
せ
ん
さ
く
す
る
も
せ
は
し
（
巻
六
の
三
）

○
此
里
の
太
夫
も
す
ゑ
に
な
る
か
な
む
か
し
は
名
の
有
御
筆
の
吾
書
を
揃
え
て
持
ぬ
は
な
し

：
：
引
潮
は
（
巻
七
の
二
）

○
諒
に
削
剥
程
、
女
良
衆
の
お
中
の
お
か
し
げ
な
る
は
な
し
…
剤
則
馴
ｕ
ば
か
や
う
の
事
は

な
か
り
し
に
（
巻
七
の
三
）

○
湖
刎
叫
は
其
身
に
懸
あ
は
せ
銀
に
て
渡
す
さ
へ
稀
に
申
せ
し
に
、
近
年
千
五
百
両
に
請
出

す
女
郎
も
拾
弐
貫
目
有
な
し
（
巻
七
の
四
）

○
大
坂
も
捌
洲
山
の
名
代
も
の
は
絶
て
…
・
昔
日
は
客
か
ら
引
女
良
を
頼
ゑ
し
に
、
す
ゑ
の

世
に
な
る
事
か
な
（
巻
八
の
二
）

十
全
な
引
用
で
は
な
い
が
、
「
昔
」
・
「
今
」
の
言
葉
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
使
用
さ

れ
て
い
る
か
を
知
る
に
は
十
分
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
今
」
は
「
昔
」
に
比
較
し
、
下

降
的
で
あ
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
遊
女
・
遊
客
共
に
「
今
」
Ｉ
「
現
在
」
に
お
い
て
は
下

降
的
在
り
方
と
す
る
捉
え
方
で
あ
る
。
「
現
在
」
を
「
今
」
と
い
う
瞬
間
的
時
間
で
意
識
す

る
こ
と
の
希
薄
だ
っ
た
『
一
代
男
』
に
比
較
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
で
は
、
「
現
在
」
が
「
今
」

に
集
中
さ
れ
て
意
識
さ
れ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
「
現
在
」
に
「
今
」
と
い
う
時
間
意
識
を

持
ち
込
む
こ
と
で
、
「
現
在
」
の
ま
さ
に
現
在
性
が
獲
得
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
今
」
・
「
昔
」
の
用
語
に
関
し
て
ぶ
れ
ば
、
ヨ
代
男
』
巻
七
に
、
そ
の

用
例
を
ふ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
「
石
上
ふ
る
き
高
橋
・
…
万
に
付
て
、
今
の
女

郎
の
鏡
に
す
る
事
ぞ
か
し
」
（
同
巻
の
一
）
、
「
昔
し
の
人
の
袖
の
か
ほ
る
よ
り
判
の
太
夫
ま

さ
り
て
」
（
同
巻
の
二
）
、
「
今
の
高
は
し
が
承
だ
れ
か
承
の
事
」
（
同
巻
の
七
の
小
見
出
し
）

な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
巻
に
使
わ
れ
た
「
今
」
・
「
昔
」
の
属
す
る
時
間
は
、
人
間
が

実
在
し
た
事
実
に
も
と
づ
く
物
理
的
時
間
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
た
、
『
諸
艶
大
鑑
』
の
用

法
で
も
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
「
今
」
・
「
昔
」
に
現
れ
た
時
間
意
識
は
、
存
在
の
事
実
性
に

よ
っ
て
措
定
さ
れ
た
意
識
で
あ
っ
て
、
世
之
介
の
時
間
が
彼
の
体
液
で
あ
っ
た
の
と
は
異
資

な
時
間
で
あ
る
。
た
だ
、
『
一
代
男
』
巻
七
の
場
合
、
そ
の
物
理
的
時
間
性
は
無
視
さ
れ
、

世
之
介
の
好
色
的
在
り
方
を
呈
示
す
る
為
の
同
質
な
同
時
的
体
験
対
象
と
し
て
取
扱
わ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
遊
女
の
属
す
る
時
間
的
前
後
に
関
り
な
く
、
世
之
介
と
同
時
間
に
属
す

る
対
象
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
世
之
介
の
体
験
と
し
て
は
同
時
的
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
、
「
現
在
」
に
属
す
る
存
在
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
『
諸
艶
大
鑑
』
の
用
語
が
物
理
的
時
間
に
も
と
づ
く
の
で
あ
っ
て
承
れ
ば
、
そ
の

文
脈
で
描
か
れ
た
事
柄
は
、
事
実
性
を
持
つ
と
い
え
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
で
、

「
今
」
・
「
昔
」
と
云
っ
た
時
、
具
体
的
に
は
い
つ
の
時
点
を
指
す
の
か
を
知
る
必
要
が
あ

ろ
う
。
「
判
の
金
太
夫
」
・
「
今
の
奥
州
」
・
「
今
の
蕪
、
今
の
野
風
」
の
用
例
か
ら
そ
の

具
体
的
時
点
を
知
り
う
る
。
右
の
遊
女
達
に
つ
い
て
は
…
・
金
太
夫
ｌ
延
宝
六
年
正
月
出

世
、
奥
州
ｌ
延
宝
末
出
世
、
薫
ｉ
延
宝
四
年
太
夫
と
な
る
、
野
風
Ｉ
延
宝
四
年
太
夫
と
な
る

…
・
の
如
く
判
明
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
巻
七
の
二
「
今
時
は
東
山
の
浄
溜
利
会
に
も
、
嘉

太
夫
が
弟
子
分
の
者
共
・
…
大
竹
集
に
て
か
た
る
ぞ
か
し
」
、
「
焼
付
、
燃
杭
草
に
書
き
集
め

た
る
中
に
」
、
巻
八
の
二
「
此
夜
の
都
、
朝
鮮
人
に
も
見
せ
た
し
」
、
「
衣
裳
の
御
法
度
な
く

ぱ
」
、
巻
八
の
四
「
当
代
の
う
つ
く
し
姿
と
し
る
し
て
、
江
戸
の
花
紫
、
京
の
金
太
夫
、
大

坂
の
総
角
」
の
叙
述
に
取
り
入
れ
た
、
大
竹
集
ｌ
延
宝
九
年
刊
、
焼
付
・
燃
杭
草
Ｉ
延
宝
五

年
刊
、
期
鮮
人
に
も
云
々
ｌ
天
和
二
年
朝
鮮
人
来
日
、
衣
装
法
度
ｌ
天
和
三
年
（
こ
の
作
品

に
最
も
近
い
触
れ
で
）
、
花
紫
ｌ
延
宝
九
年
春
出
世
、
の
如
く
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
世
伝

大
往
生
の
時
が
、
こ
の
作
品
の
刊
行
貞
享
元
年
と
合
致
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
以
上
の
事
柄
を

合
せ
考
え
る
と
、
『
諸
艶
大
鑑
』
で
の
「
今
」
は
、
延
宝
四
年
頃
か
ら
貞
享
元
年
ま
で
の
約

八
年
間
の
時
期
を
指
す
と
ゑ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
結
果
、
延
宝
四
年
以
前
が
「
昔
」
の

語
で
指
示
さ
れ
た
時
期
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
語
が
最
も
適
用
さ
れ
る
中
核
的
時
点

は
と
い
え
ば
、
こ
の
作
品
に
描
出
さ
れ
た
「
昔
」
に
属
す
る
遊
女
の
多
く
が
寛
文
か
ら
延
宝

初
期
ま
で
の
時
期
に
集
ま
る
と
こ
ろ
か
ら
、
寛
文
ま
で
が
遡
行
で
き
る
「
昔
」
の
限
度
で
あ

ろ
う
。
従
っ
て
、
延
宝
四
年
か
ら
貞
享
元
年
ま
で
の
「
今
」
の
遊
里
が
、
寛
文
・
延
宝
初
期

の
「
昔
」
に
比
較
し
て
、
総
じ
て
下
降
的
状
態
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
諸
艶
大
鑑
』
に
登
場
す
る
遊
女
の
幾
人
か
は
、
『
一
代
男
』
に
お
い
て
も

姿
を
見
せ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
『
一
代
男
』
で
そ
の
物
理
的
時
間
を
無
視
さ

れ
、
世
之
介
の
理
想
的
対
象
と
し
て
彼
の
体
験
的
時
間
に
位
置
付
け
ら
れ
て
理
念
化
さ
れ
た

彼
女
達
が
、
『
諸
艶
大
鑑
』
で
は
、
物
理
的
時
間
に
位
置
付
け
ら
れ
、
し
か
も
、
「
今
」
・

「
昔
」
と
区
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
『
諸
艶
大
鑑
』
が
、
「
今
」
と
い
う
時

間
意
識
の
導
入
に
よ
っ
て
描
写
の
現
在
性
を
獲
得
す
る
と
と
も
に
、
「
今
」
を
物
理
的
時
間

と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
描
写
の
事
実
性
を
も
獲
得
し
て
い
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
『
諸
艶
大
鑑
』
の
こ
の
現
在
性
・
事
実
性
へ
の
志
向
は
、
冒
頭
巻
の
「
柳
の
九
市

が
内
証
論
、
小
堀
法
師
が
ま
さ
り
草
、
よ
し
な
か
染
の
宗
吉
が
白
鳥
に
も
害
に
つ
き
せ
ず
、

其
後
一
条
の
甚
入
道
が
遊
女
割
竹
集
に
も
、
‐
す
い
り
よ
う
の
沙
汰
多
し
。
伏
見
の
浪
人
が
作

り
し
、
太
夫
前
巾
着
と
い
う
悪
書
も
、
見
分
斗
り
に
て
お
か
し
か
ら
ず
」
と
い
う
先
行
遊
女

評
判
記
へ
の
批
判
に
基
付
く
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
「
い
や
風
な
る
敵
、
又
は
年
寄
、
或

は
法
師
に
て
も
、
其
心
の
請
て
勤
め
る
は
、
傾
城
程
実
な
る
は
な
し
と
焼
付
燃
杭
草
に
書
き

窯
こ
と

集
め
た
る
中
に
、
是
斗
は
諒
を
し
る
せ
る
」
（
巻
七
の
二
）
と
い
う
批
評
に
は
、
そ
う
し
た

垂
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竃
こ
と

先
行
書
に
求
め
た
も
の
が
、
「
諒
」
Ｉ
遊
里
の
事
実
性
と
そ
れ
が
如
何
に
人
を
納
得
さ
せ
う

る
か
の
真
実
性
ｌ
へ
の
志
向
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
現
在
性
・
事
実

性
へ
の
志
向
を
誘
発
し
た
の
は
、
こ
の
「
諒
」
を
求
め
る
意
識
に
基
付
く
も
の
と
解
し
え
よ

員
ノ
。

さ
て
、
西
鶴
は
如
何
な
る
在
り
方
を
「
諒
」
と
し
て
描
出
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

唯
一
度
の
約
束
で
密
会
し
た
香
具
山
は
、
直
後
届
け
ら
れ
た
男
の
小
指
を
「
あ
さ
ま
し
き

仕
掛
」
と
「
行
水
に
か
い
や
り
捨
て
」
て
、
「
抑
、
傾
城
の
身
は
ま
づ
し
ぎ
親
の
為
に
あ
ま

ね
く
主
取
を
す
る
事
、
親
方
も
金
銀
に
替
て
、
世
を
渡
る
業
は
い
づ
れ
も
同
じ
。
そ
れ
に
疎

略
を
し
て
勤
を
か
く
事
勿
躰
な
し
ま
し
て
人
様
は
心
を
な
ぐ
さ
め
る
為
と
て
、
さ
り
が
た
き

日
を
麦
に
暮
し
給
ふ
に
、
其
気
は
背
、
男
ぶ
り
な
ど
に
て
恋
を
求
む
る
事
な
し
ｏ
」
（
巻
二
の

二
）
と
そ
の
夜
の
粋
客
に
語
り
、
「
控
ゆ
れ
ば
一
分
た
た
ず
募
れ
ば
身
も
捨
る
程
の
破
目
に

な
る
事
あ
り
、
此
よ
い
加
減
を
お
し
へ
て
給
は
れ
」
と
身
を
も
た
せ
る
、
そ
の
彼
女
の
在
り

方
に
．
座
至
極
し
て
」
讃
嘆
す
る
。
こ
こ
に
は
、
遊
女
が
、
金
と
の
径
機
の
上
に
、
対
遊

客
と
の
好
色
を
形
成
す
る
と
い
う
事
実
へ
の
凝
視
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
凝
視
は
、
香

具
山
に
も
向
け
ら
れ
、
彼
女
の
小
指
を
切
っ
た
内
情
を
「
物
毎
に
念
を
入
る
男
」
の
詮
索
の

形
で
、
「
此
男
に
の
か
れ
て
は
俄
に
淋
し
く
な
る
べ
し
」
と
の
打
算
か
ら
で
あ
る
こ
と
を
年

巧
の
鹿
恋
女
郎
に
打
明
け
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
裏
面
的
要
素
を
加
味
し
た
打
算
的
現

実
を
描
出
し
て
い
る
。
香
具
山
の
話
を
「
至
極
し
て
」
讃
嘆
し
た
時
点
で
成
立
し
た
「
諒
」

は
、
彼
女
の
指
切
り
の
打
算
的
現
実
と
対
比
さ
れ
る
時
、
虚
像
と
化
し
、
荒
廃
に
変
ず
る
の

で
あ
る
。
ま
た
、
逢
馴
れ
た
客
が
乞
食
で
あ
っ
た
事
実
を
知
っ
た
金
山
が
「
夜
中
に
着
物
こ

し
ら
へ
、
其
散
し
形
に
欠
五
器
、
竹
箸
、
め
ん
つ
う
、
其
も
の
の
持
ぬ
る
道
具
を
品
々
切
付

し
て
、
世
間
晴
て
我
恋
人
を
し
ら
す
べ
し
、
人
間
に
何
が
運
ひ
有
く
し
」
と
広
言
し
、
「
女

郎
は
か
く
あ
り
た
き
も
の
」
と
讃
美
さ
れ
る
話
（
巻
五
の
四
）
も
、
金
山
の
「
深
き
才
覚
」

に
よ
る
と
西
鶴
が
断
言
す
る
の
は
、
こ
の
金
山
の
行
為
が
、
遊
客
の
対
遊
女
へ
の
理
念
を
逆

手
に
読
承
取
っ
た
敏
感
さ
の
現
れ
と
ゑ
て
と
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
金
山
の

「
人
間
に
何
か
違
い
有
く
し
」
の
言
葉
は
、
対
世
間
向
け
の
打
算
に
基
付
い
た
自
巳
の
美
的

虚
像
化
で
あ
る
。
し
か
し
、
金
山
が
「
又
あ
る
ま
じ
ぎ
心
底
、
日
本
は
申
に
お
よ
ば
ず
、
唐

へ
も
か
た
り
く
に
な
る
べ
し
」
の
礼
讃
を
最
後
に
う
け
る
の
は
、
例
の
乞
食
の
「
そ
も
ノ
、

の
恋
よ
り
皆
金
山
が
情
に
書
つ
型
け
て
、
我
ゆ
へ
に
御
名
の
立
事
を
く
や
象
国
所
を
さ
る
」

と
の
書
置
き
に
吐
露
し
た
真
情
に
、
「
我
ま
こ
と
は
は
ま
り
し
に
、
其
難
を
す
ぐ
ひ
、
か
く

迄
思
ひ
は
こ
ぱ
る
上
は
」
と
感
応
し
「
じ
つ
の
心
に
」
成
っ
た
時
点
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

遊
客
の
心
に
「
じ
っ
の
心
」
で
感
応
す
る
ｌ
人
間
的
真
実
を
金
山
が
流
露
す
る
時
点
に
そ

の
理
想
的
実
像
が
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
理
想
像
が
遊
客
の
要
請
に
応
ず
る
も
の
で
あ
る
と

と
も
に
、
花
鳥
と
い
う
女
郎
が
「
都
の
吉
野
は
鉄
職
に
ま
見
へ
、
江
戸
の
尾
崎
は
病
難
人
に

身
を
任
す
、
大
坂
の
夕
霧
は
座
頭
も
一
度
は
、
こ
れ
ら
こ
そ
ま
こ
と
の
け
い
せ
い
ぞ
か
し
」

と
言
明
し
て
い
る
こ
と
で
、
遊
女
の
側
か
ら
の
要
請
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
反
面

遊
客
に
感
応
し
、
「
じ
つ
の
心
」
を
呈
露
す
る
形
、
た
と
え
ば
、
指
切
り
の
行
為
が
香
具
山

の
如
き
打
算
に
裏
付
け
ら
れ
、
起
請
が
「
七
十
五
枚
ま
で
は
習
ひ
あ
っ
て
書
く
事
」
（
巻
一

の
二
）
で
あ
り
、
「
身
は
売
物
に
て
人
を
た
ら
す
る
が
も
と
で
」
（
巻
四
の
三
）
と
遊
女
の

口
か
ら
語
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
死
を
賭
し
て
呈
示
さ
れ
た
疑
う
こ
と
な
き
真
情
で
あ
っ
た

と
し
て
も
半
留
（
巻
五
の
三
）
の
如
く
「
女
良
は
奥
の
し
れ
ぬ
も
の
」
と
い
う
不
信
が
胸
底

に
澱
ん
で
い
る
の
は
、
否
定
で
き
な
い
真
実
で
も
あ
る
。
『
一
代
男
』
が
、
遊
女
の
呈
露
す

る
真
情
に
直
線
的
に
応
ず
る
世
之
介
を
描
い
て
、
遊
女
を
素
朴
に
理
想
化
す
る
の
に
対
し

て
、
『
諸
艶
大
鑑
』
の
「
じ
つ
の
心
」
は
、
如
上
の
遊
客
の
澱
の
中
で
、
理
想
化
へ
の
動
き

が
、
否
定
的
暴
露
的
に
屈
折
す
る
動
き
を
示
す
。
そ
う
し
た
文
脈
の
中
で
、
理
想
化
さ
れ
る

遊
女
達
は
、
常
に
否
定
的
文
脈
の
中
で
の
例
外
者
と
し
て
描
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
新
屋
の

小
太
夫
（
巻
一
の
二
）
、
藤
屋
の
吾
妻
（
巻
三
の
五
）
等
は
、
前
の
否
定
的
文
脈
を
「
同
じ

遊
女
な
れ
ば
と
て
同
じ
事
に
は
い
わ
れ
ず
、
そ
の
か
承
新
屋
の
小
太
夫
」
、
「
叉
け
い
せ
い
な

れ
ぱ
と
て
皆
同
じ
心
入
に
も
あ
ら
ず
、
す
ぎ
に
し
藤
屋
の
吾
妻
な
ど
は
」
と
切
り
返
し
て
、

理
想
化
さ
れ
、
初
代
薄
雲
（
巻
一
の
四
）
は
「
此
里
の
事
は
皆
偽
り
か
と
お
も
へ
ぱ
折
ふ
し

は
ま
こ
と
も
降
り
け
り
」
の
否
定
的
一
般
性
を
前
提
に
、
そ
の
例
外
的
な
珍
ら
し
い
話
の
主

人
公
と
し
て
登
場
す
る
。
し
か
も
彼
女
達
は
、
「
今
の
薫
」
を
除
け
ば
、
「
昔
」
の
時
間
に

属
す
る
の
で
あ
る
。
理
想
像
ｌ
「
今
‐
｜
の
例
外
者
Ｉ
「
昔
」
の
等
式
の
成
立
は
、
こ
の
作
品

で
の
「
心
の
奇
麗
な
る
事
ば
か
り
を
あ
ら
は
す
」
と
い
う
理
念
的
基
準
が
「
昔
」
に
対
応
す

る
接
点
を
数
多
く
持
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
「
今
」
は
「
昔
」
の
欠
如
態
と
し
て
「
今
は
な

い
」
の
形
で
捉
え
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
『
諸
艶
大
鑑
』
が
、
先
行
書
批
判
を
通
じ
て

打
ち
出
し
た
「
今
」
に
お
け
る
「
諒
」
の
叙
述
企
図
を
、
そ
の
事
実
性
に
求
め
た
こ
と
に
、

物
理
的
時
間
の
採
用
が
あ
り
、
そ
の
真
実
性
が
「
今
は
な
い
」
の
形
で
意
識
さ
れ
た
時
、

「
昔
」
が
志
向
さ
れ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
「
昔
」
は
、
「
今
」
の
意
識
に
よ
っ
て
呼
び
込

ま
れ
た
意
識
で
あ
り
、
『
一
代
男
』
の
諸
国
を
「
見
る
」
と
い
う
意
識
に
基
付
く
空
間
意
識

が
、
こ
の
作
品
で
は
「
今
」
を
「
見
る
」
Ｉ
「
今
」
の
「
諒
」
を
求
め
る
と
い
う
志
向
ゆ

え
に
、
生
じ
た
時
間
意
識
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
（
四
四
・
十
・
二
十
七
）

註
仙
。
②
『
定
本
西
鶴
全
集
』
一
解
題

註
③
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
日
本
と
東
洋
文
化
』
ｌ
禅
と
浄
土
ｌ
柳
田
聖
山
氏
発
言

註
倒
「
法
華
経
」
に
擬
し
な
が
ら
、
禅
の
「
十
牛
図
」
の
適
用
を
ゑ
る
の
を
矛
盾
と
も

思
わ
れ
よ
う
が
、
箕
山
は
「
二
十
八
品
」
の
精
神
性
を
説
く
の
に
、
「
荘
子
」
・
「
論

や
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語
」
・
「
華
厳
経
」
・
「
老
子
道
徳
経
」
等
を
引
用
し
、
街
学
的
で
あ
る
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
「
十
牛
図
」
的
様
式
の
適
用
も
矛
盾
と
は
い
え
な
い
と
思
う
。

註
⑤
『
日
本
近
世
文
学
の
成
立
』
第
三
部
元
禄
の
文
学
。

註
⑥
・
例
『
定
本
西
鶴
全
集
』
一
解
題
。

註
⑧
「
以
前
」
・
「
以
後
」
へ
の
眺
め
渡
し
は
、
た
と
え
ば
、
『
一
代
男
』
年
令
表
記

に
ふ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
が
世
之
介
の
精
神
的
展
開
に
積
極
的

に
関
与
し
て
い
な
い
以
上
、
積
極
的
意
味
を
付
し
難
い
。
ま
た
各
説
話
が
ノ
ベ
ル
・
ク

ラ
ン
ッ
と
称
さ
れ
る
形
態
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
い
え
る
。

註
⑨
『
日
本
古
典
鑑
賞
講
座
』
第
十
六
巻
「
仮
名
草
子
に
お
け
る
名
所
遊
覧
記
ｌ
東
海

道
名
所
記
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
岸
得
蔵
。

註
⑩
『
無
用
者
の
系
譜
』
一
在
原
業
平
。

註
⑪
後
者
の
遍
歴
で
も
世
之
介
は
「
風
俗
も
野
躰
に
て
」
（
巻
五
の
二
）
と
か
、
「
蚊
虻

な
る
出
立
」
（
巻
五
の
六
）
の
如
く
、
身
を
や
つ
し
て
登
場
す
る
。

註
⑲
『
徳
川
時
代
の
芸
術
と
社
会
』
「
好
色
一
代
男
お
ぼ
え
が
き
」
。

曇
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