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は
じ
め
に

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
中
村
幸
彦
に
よ
る
「
世
話
読
本
」
な
る
問
題
提
起
を
受

け
、
十
九
世
紀
の
後
期
読
本
を
軸
に
、
そ
れ
以
前
の
寛
政
期
の
初
期
江
戸
読
本

や
、
中
本
型
読
本
か
ら
人
情
本
へ
の
展
開
な
ど
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
に
多
く

の
示
唆
を
受
け
な
が
ら
そ
の
あ
り
方
を
考
え
て
き
た
⑴
。
そ
の
過
程
で
、
十
八

世
紀
後
半
の
い
わ
ゆ
る
前
期
読
本
に
つ
い
て
は
、
後
期
読
本
の
前
史
と
し
て
の

連
続
性
や
、
馬
琴
の
『
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類
』
が
提
示
す
る
読
本
史
の

相
対
化
を
急
ぐ
あ
ま
り
、
長
編
も
の
し
か
視
野
に
入
っ
て
お
ら
ず
、
こ
の
点
や

や
拙
速
で
あ
っ
た
点
は
否
め
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
寛
延
か
ら
寛
政
期
に

か
け
て
上
方
で
板
行
さ
れ
た
、
短
編
を
中
心
と
す
る
い
わ
ゆ
る
前
期
読
本
作
品

に
、
ど
の
程
度
世
話
性
が
認
め
ら
れ
る
の
か
を
検
証
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

な
お
本
稿
で
は
「
世
話
」
と
い
う
語
を
、
巷
談
街
説
を
中
心
に
、
そ
の
主
題

と
し
て
多
く
と
り
あ
げ
ら
れ
る
情
話
を
も
含
む
も
の
と
し
て
使
用
す
る
。
そ
の

際
、
読
本
の
場
合
は
時
代
設
定
を
過
去
に
置
く
こ
と
が
多
い
の
で
、
作
品
世
界

の
同
時
代
性
と
い
う
要
素
を
「
世
話
」
の
判
断
材
料
と
し
て
は
重
要
視
し
な
い

こ
と
と
す
る
。

一
　
前
期
読
本
と
「
世
話
」

　

ま
ず
、
都
賀
庭
鐘
の
読
本
を
め
ぐ
る
麻
生
磯
次
の
次
の
よ
う
な
指
摘
を
出
発

点
と
し
て
み
た
い
。

浮
世
草
紙
系
統
の
作
品
に
比
べ
る
と
彼
の
作
は
著
し
く
理
智
的
に
な
っ
て
居

り
、
人
情
を
背
景
に
し
た
世
話
物
風
の
作
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
寧
ろ
歴

史
的
な
人
物
事
件
を
題
材
に
し
て
之
を
解
剖
し
、
批
判
す
る
傾
向
を
多
分
に

有
っ
て
ゐ
る
⑵
。

　

こ
れ
は
庭
鐘
読
本
の
「
衒
学
的
な
傾
向
」
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
だ
が
、
お

そ
ら
く
右
に
言
わ
れ
る
後
半
部
分
が
、
た
と
え
ば
読
本
の
祖
と
し
て
そ
の
革
新

性
が
評
価
さ
れ
る
『
英
草
紙
』
の
特
色
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

た
だ
、
本
稿
で
は
む
し
ろ
「
人
情
を
背
景
に
し
た
世
話
物
風
の
作
」
の
方
に
注

目
し
、
そ
れ
が
具
体
的
に
い
か
な
る
も
の
か
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

試
み
に
『
英
草
紙
』（
寛
延
二
年
〈
一
七
四
八
〉
板
）
に
「
世
話
物
風
の
作
」

を
探
す
と
す
れ
ば
、
第
六
篇
「
三
人
の
妓
女
趣
を
異
に
し
て
各
名
を
成
す
話こ
と

」

が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
尾
道
の
遊
女
三
姉
妹
で
あ
る
都み
や

産づ
と

・
檜
垣
・
鄙
路
を

描
い
た
本
篇
は
、『
英
草
紙
』
全
九
篇
の
中
で
も
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

前
期
読
本
に
お
け
る
「
世
話
」

木
　
越
　
俊
　
介
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内
容
に
つ
い
て
改
め
て
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
か
つ
て
中
村
幸
彦

は
三
部
構
成
か
ら
な
る
本
篇
の
う
ち
、
典
拠
が
未
詳
で
あ
っ
た
第
二
話
、
三
話

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

第
二
話
は
時
に
白
話
と
混
じ
て
、
中
国
の
白
話
小
説
に
出
典
が
あ
り
そ
う
だ

が
、
第
三
話
は
そ
れ
さ
え
も
な
い
。
そ
し
て
事
が
花
街
の
こ
と
だ
け
に
、
文
章

は
浮
世
草
子
ふ
う
で
さ
え
あ
る
。
浮
世
草
子
の
中
に
も
、
二
話
の
ご
と
く
、
て0

れ
ん
0

0

物
と
も
称
す
べ
き
も
の
、
三
話
の
ご
と
く
実
録
小
説
ふ
う
の
も
の
も
あ

る
。
よ
し
中
国
に
出
拠
が
あ
る
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
日
本
の
巷
談
街
説
や
浮

世
草
子
に
あ
る
な
ら
ば
、
な
お
さ
ら
に
、
庭
鐘
は
素
直
な
翻
案
や
、
第
一
話
の

ご
と
く
か
な
り
自
由
な
翻
案
の
ほ
か
に
、
こ
の
話
の
ご
と
き
一
風
を
も
試
み
た

の
で
あ
っ
た
⑶
。

結
果
と
し
て
近
年
、
こ
の
二
話
分
に
つ
い
て
の
典
拠
の
一
部
が
、『
緑
窗
女
史
』

巻
十
二
所
収
の
「
馬
湘
蘭
伝
」
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
劉
菲
菲
⑷
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
さ
れ
た
が
、
一
方
で
典
拠
の
問
題
と
は
別
に
、
作
品
そ
の
も
の
に
「
日

本
の
巷
談
街
説
や
浮
世
草
子
」
に
か
よ
う
部
分
が
あ
る
以
上
、
本
篇
に
「
世
話

物
風
」
を
見
出
す
こ
と
も
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
『
繁
野
話
』（
明
和
三
年
〈
一
七
六
六
〉
板
）
に
つ
い
て
見
る
と
、
同
じ

く
遊
女
を
描
い
た
第
八
篇
「
江
口
の
遊
女
薄
情
を
憤
り
て
珠
玉
を
沈
る
話
」
が

目
に
留
ま
る
。
本
篇
が
「
杜
十
娘
怒
沈
百
宝
箱
」（『
今
古
奇
観
』、
も
と
『
警
世

通
言
』
巻
三
二
）
の
か
な
り
忠
実
な
翻
案
で
あ
る
こ
と
は
早
く
か
ら
知
ら
れ
て

い
る
が
、
庭
鐘
は
単
に
右
か
ら
左
に
移
し
替
え
た
わ
け
で
は
な
く
、
徳
田
武
が

「
粉
本
の
主
題
と
す
る
妓
女
の
一
途
な
愛
情
と
ひ
た
す
ら
な
る
献
身
と
を
、
翻

案
で
も
同
様
に
寓
意
と
し
た
が
、
そ
の
ほ
か
に
青
年
の
精
神
的
成
長
と
い
う
も

の
を
も
寓
意
と
し
て
加
え
た
」⑸
と
す
る
よ
う
に
、
主
題
の
深
化
が
見
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
庭
鐘
一
流
の
改
変
を
除
け
ば
、
花
街
を
主
た
る
舞

台
と
し
て
遊
女
・
白
妙
と
小
太
郎
の
応
酬
を
描
く
、「
江
口
の
遊
女
…
」
全
体

に
漂
う
雰
囲
気
は
、
や
は
り
「
世
話
物
風
」
と
呼
ん
で
差
し
支
え
の
な
い
も
の

で
あ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
こ
う
感
じ
さ
せ
る
の
は
極
め
て
当
然
で
、
こ
の
世
話
性
は
、
そ

も
そ
も
こ
こ
で
典
拠
と
さ
れ
て
い
る
『
警
世
通
言
』
の
原
話
に
既
に
し
て
存
す

る
の
で
あ
り
、
か
つ
て
石
崎
又
造
が
三
言
二
拍
な
ら
び
に
『
今
古
奇
観
』
に
つ

い
て
、「
説
話
の
内
容
は
市
井
の
雑
事
即
ち
当
世
の
人
情
を
描
写
し
た
も
の
、

或
は
史
上
の
故
事
を
敷
演
し
た
も
の
、
或
は
神
仏
等
の
奇
瑞
怪
異
に
関
す
る
も

の
等
で
あ
る
が
、
世
態
人
情
を
描
写
し
た
も
の
即
ち
世
話
物
と
も
い
ふ
べ
き
も

の
が
比
較
的
多
い
こ
と
を
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」⑹
と
述
べ
た
こ
と
は
、
改
め

て
検
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
徳
田
武
も
注
⑸
前
掲
論
文
に

お
い
て
、「
市
民
性
」
と
い
う
語
を
用
い
な
が
ら
、「
宋
代
の
市
民
社
会
に
行
な

わ
れ
た
俗
講
を
発
生
の
基
盤
と
す
る
三
言
二
拍
の
作
品
群
は
、
お
の
ず
か
ら
一

般
庶
民
の
物
の
考
え
方
を
濃
厚
に
反
映
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
加
え
て
、

「
世
話
」
の
原
義
が
民
衆
の
間
の
言
葉
だ
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
中
国
の
白
話
は

世
話
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
先
に
見
た
『
英
草
紙
』「
三
人
の
妓
女
…
」
第
二
、
三
話
に
お
け
る

世
話
性
の
問
題
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
の
場
合
は
文
言
小
説
が
典
拠
の
一
つ
で

あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、「
馬
湘
蘭
伝
」
は
明
の
名
妓
を
描
く
わ
け
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
翻
案
に
世
話
性
が
含
ま
れ
て
い
て
も
何
ら
不
可
解
で
は
な
い
。
も
ち

ろ
ん
、
庭
鐘
が
翻
案
に
限
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
巷
談
街
説
に
類
す
る
も
の
を
用
い

な
が
ら
、
そ
れ
を
小
説
と
し
て
の
高
み
に
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
に
自
覚
的
で

あ
っ
た
こ
と
は
、「
彼
是
九
種
、
併と
も

に
長
談
な
り
と
い
へ
ど
も
、
卑
説
臆
談
、

名
区
山
川
、
古
老
の
伝い
い
つ
た
へ聞、
土
人
の
口く
ち

碑ぶ
み

、
此
に
述
ず
ん
ば
世
に
聞
ゆ
ま
じ
き

を
、
是
が
演
義
し
て
、
長
き
日
の
興
に
も
備
ふ
べ
し
」
と
『
繁
野
話
』
の
序
文
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に
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
江
戸
中
期
の
白
話
小
説
の
翻
案
に
限
っ

て
み
て
も
、
庭
鐘
が
い
き
な
り
高
い
水
準
を
示
し
そ
こ
に
秋
成
が
続
い
た
か
ら

こ
そ
、
高
踏
的
な
新
し
い
小
説
と
し
て
の
（
前
期
）
読
本
が
発
生
、
定
着
を
み

た
わ
け
で
あ
る
が
、
一
方
で
彼
ら
以
外
の
翻
案
系
の
作
品
に
目
を
向
け
る
と
、

案
外
、
白
話
小
説
の
世
話
性
、「
市
民
性
」
を
素
直
に
受
容
し
て
い
る
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
市
井
の
雑
事
」
と
い
っ
て
も
日
中
そ
れ

ぞ
れ
細
部
に
お
い
て
異
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
日
本
で
翻
案
さ
れ
る
際
に
多
く
は

時
代
背
景
が
戦
国
以
前
に
改
め
ら
れ
、
文
体
は
日
本
の
口
語
体
に
置
き
換
え
ら

れ
た
わ
け
で
も
な
い
か
ら
、
そ
こ
に
は
表
面
上
、
い
く
ぶ
ん
屈
折
し
た
「
世
話
」

の
姿
が
現
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
以
下
、
近
藤
瑞
木
「
怪
談
物
読
本
の
展
開
」⑺
に
、「
白
話
系
怪
談
」

も
し
く
は
「（
白
話
系
）
怪
談
物
読
本
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
諸
作
を
対
象
に
、

前
期
読
本
が
白
話
小
説
の
世
話
性
を
い
か
よ
う
に
受
け
継
い
で
い
る
か
探
っ
て

い
く
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
以
下
、
行
論
の
性
格
上
梗
概
が
多
く
な
る
こ
と
、

逆
に
著
名
な
『
英
草
紙
』『
繁
野
話
』
に
つ
い
て
は
梗
概
を
略
す
こ
と
を
あ
ら

か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。

　

ま
ず
、
ご
く
早
い
段
階
で
『
英
草
紙
』『
繁
野
話
』
両
作
の
方
向
性
を
継
承

し
た
、
草
官
散
人
『
垣
根
草
』（
明
和
七
年
〈
一
七
七
〇
〉
板
）
に
お
け
る
世
話

物
風
の
話
、
第
六
篇
「
靭
晴
宗
夫
婦
再
生
の
縁
を
結
ぶ
事
」
の
梗
概
を
掲
げ
る
。

平
安
時
代
、
豊
後
の
国
の
郡
司
・
靭
冬
宗
の
次
男
・
晴
宗
は
都
に
て
宮
仕
え
し

て
い
た
折
、
初
瀬
と
い
う
女
性
を
妻
に
迎
え
る
。
や
が
て
妻
と
と
も
に
船
で
故

郷
へ
向
か
う
が
、
そ
の
途
上
海
賊
に
襲
わ
れ
、
晴
宗
は
海
に
投
げ
ら
れ
、
初
瀬

は
海
賊
に
さ
ら
わ
れ
る
。
夫
の
仇
を
討
つ
こ
と
を
密
か
に
誓
っ
て
い
た
初
瀬

は
、
隙
を
窺
い
逃
亡
、
助
け
を
求
め
る
も
そ
れ
は
人
買
い
の
船
で
あ
り
、
厳
島

の
廓
に
売
ら
れ
る
。
身
を
は
か
な
む
初
瀬
で
あ
っ
た
が
、
他
の
遊
女
た
ち
に
慰

め
ら
れ
、
操
は
守
り
な
が
ら
白
拍
子
と
し
て
歌
舞
音
曲
に
そ
の
才
を
発
揮
す

る
。
そ
の
頃
、
国
司
に
任
じ
ら
れ
、
海
賊
退
治
の
命
を
も
受
け
て
い
た
藤
原
道

信
は
、
祝
い
の
席
で
初
瀬
に
琴
を
奏
で
る
よ
う
所
望
す
る
。
琴
を
見
て
涙
ぐ
む

初
瀬
の
奏
で
る
、
愁
い
を
帯
び
た
音
を
聴
く
に
つ
け
、
道
信
は
そ
の
理
由
を
尋

ね
る
。
初
瀬
は
自
ら
の
境
遇
を
語
り
、
こ
の
琵
琶
は
夫
が
秘
蔵
し
て
い
た
「
裂さ
き

帛ぎ
ぬ

」
で
あ
り
、
な
ぜ
道
信
の
も
と
に
あ
る
の
か
尋
ね
る
。
初
瀬
の
こ
れ
ま
で
の

い
き
さ
つ
を
知
り
同
情
し
た
道
信
は
、
琵
琶
の
入
手
先
を
手
掛
か
り
に
、
つ
い

に
か
つ
て
の
賊
を
突
き
と
め
処
刑
す
る
。
初
瀬
は
賊
の
首
を
夫
の
霊
位
に
供

え
、
出
家
を
望
む
が
、
し
ば
ら
く
道
信
の
妻
の
出
産
の
た
め
仕
え
る
こ
と
と
な

る
。こ
の
頃
、肥
後
か
ら
来
た
絵
師
・
菅
野
主
馬
が
晴
宗
の
な
れ
の
果
て
と
悟
っ

た
道
信
は
、
二
人
に
は
そ
れ
と
知
ら
せ
ず
再
会
さ
せ
、
改
め
て
娶
す
。
さ
ら
に

晴
宗
を
自
身
の
下
司
と
し
、
二
人
に
援
助
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。

　

こ
の
話
は
基
本
的
に
、『
今
古
奇
観
』（
も
と
『
初
刻
拍
案
驚
奇
』
巻
二
七
）「
崔

俊
臣
巧
会
芙
蓉
屏
」
の
忠
実
な
翻
案
で
あ
る
こ
と
は
早
く
に
指
摘
が
あ
る
⑻
。

た
だ
、
夫
婦
の
再
会
を
導
く
も
の
が
原
話
で
は
「
芙
蓉
の
屏
風
」
で
あ
る
の
を
、

「
裂さ
き

帛ぎ
ぬ

の
琵
琶
」
と
し
て
お
り
、
こ
の
点
を
麻
生
磯
次
は
「
原
話
に
比
べ
て
著

し
く
優
美
哀
憐
の
感
を
深
め
て
い
る
」⑼
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
呼
応
し
て
、

人
物
設
定
に
お
い
て
も
男
主
人
公
・
晴
宗
は
「
生
れ
清
げ
に
心
ざ
ま
優
に
や
さ

し
く
幼
よ
り
詩
歌
管
弦
の
外
書
画
の
工
な
る
鄙
に
は
類
ひ
ま
れ
な
る
才ざ
え

な
り
」

と
、
原
話
以
上
に
風
流
を
解
す
る
才
子
ぶ
り
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。『
垣
根
草
』

は
原
話
の
魅
力
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く
和
文
調
で
ま
と
め
て
い

る
点
に
魅
力
が
あ
る
と
言
え
る
。

　

こ
れ
に
続
く
の
が
、
伊
丹
椿
園
『
唐
錦
』（
安
永
九
年
〈
一
七
八
〇
〉
板
）
第

六
篇
「
萩
本
夫
婦
奇
縁
を
結
ぶ
話
」
で
あ
り
、
梗
概
は
以
下
の
通
り
。

文
禄
の
頃
、
浪
人
・
萩
本
式
部
は
風
流
を
解
す
者
で
あ
っ
た
が
、
明
石
の
浦
に
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て
歌
を
付
け
合
っ
た
こ
と
か
ら
農
家
の
娘
・
藤
浪
と
知
り
合
い
、
文
を
交
わ
す

仲
と
な
る
。
し
か
し
こ
れ
を
知
っ
た
藤
浪
の
父
は
怒
り
認
め
な
い
の
で
、
藤
浪

は
明
石
の
浦
に
身
を
投
げ
る
。
両
親
は
娘
を
探
索
す
る
も
行
方
が
分
か
ら
ず
、

式
部
は
無
常
観
に
う
ち
ひ
し
が
れ
出
家
し
よ
う
と
書
写
山
に
登
り
、
あ
る
僧
院

で
読
経
し
て
い
る
と
、
仏
画
を
掛
け
た
密
室
を
発
見
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
仏
画

の
裏
に
穴
が
あ
り
、
そ
こ
に
落
ち
た
式
部
は
、
さ
ら
な
る
隠
し
部
屋
の
柱
に
縛

ら
れ
た
藤
浪
を
見
つ
け
る
。
驚
き
な
が
ら
再
会
を
喜
ん
だ
式
部
は
、
藤
浪
か
ら
、

入
水
後
、
海
賊
に
引
き
上
げ
ら
れ
書
写
山
の
僧
に
売
ら
れ
た
こ
と
、
し
か
し
な

び
か
な
い
こ
と
に
怒
っ
た
僧
に
脅
さ
れ
る
毎
日
で
あ
っ
た
が
、
拒
否
し
続
け
て

き
た
こ
と
な
ど
を
聞
き
、
二
人
で
脱
出
、
し
ば
ら
く
式
部
の
故
郷
に
身
を
隠
し
、

そ
こ
で
夫
婦
と
な
る
。
や
が
て
藤
浪
の
両
親
と
再
会
、
公
に
二
人
の
婚
姻
が
認

め
ら
れ
る
。
後
に
式
部
は
義
政
公
に
仕
え
そ
の
寵
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。

　

本
篇
の
典
拠
は
い
ま
だ
明
か
で
は
な
い
が
、「
幼
年
の
頃
よ
り
父
が
教
え
を

う
け
て
、
心
を
月
花
に
よ
せ
け
れ
ば
、
鄙
に
は
ま
れ
な
る
艶
男
な
り
け
る
」
と
、

や
は
り
男
主
人
公
が
風
雅
な
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
の
み
な
ら

ず
、
男
女
の
離
別
と
再
会
を
軸
に
す
る
点
を
は
じ
め
、
海
や
海
賊
、
貞
を
貫
く

女
性
像
な
ど
、
本
篇
を
構
成
す
る
プ
ロ
ッ
ト
や
人
物
造
型
に
は
、
先
の
『
垣
根

草
』「
靭
晴
宗
夫
婦
…
」
と
の
間
に
類
似
点
が
認
め
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ

れ
を
も
っ
て
筆
者
は
右
の
出
拠
が
『
垣
根
草
』
に
あ
る
と
言
い
た
い
の
で
は
な

い
。
そ
も
そ
も
三
言
二
拍
な
ど
の
白
話
小
説
に
は
、
こ
う
し
た
タ
イ
プ
の
話
が

多
い
の
で
あ
り
、
黄
暐
は
「『
三
言
二
拍
』
中
の
「
離
合
集
散
」
物
語
に
つ
い

て
」⑽
に
お
い
て
、
三
言
二
拍
中
の
作
品
群
に
は
、「
ス
ト
ー
リ
ー
の
細
部
や
人

物
設
定
に
お
い
て
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
構
造
上
あ
る
共
通
の
特
徴
を
持
つ
作

品
が
多
く
あ
る
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

そ
の
特
徴
と
は
、
恩
愛
で
結
ば
れ
た
夫
婦
、
或
は
相
愛
す
る
男
女
が
、
突
然
外

来
の
悪
い
力
に
よ
っ
て
、
一
時
離
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
が
、

後
に
あ
る
人
物
が
登
場
し
て
魔
法
の
よ
う
な
力
を
提
供
し
、
主
人
公
は
そ
の
助

力
を
受
け
入
れ
て
、
再
び
二
人
は
一
緒
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
大
団
円
の
際

に
は
、
必
ず
本
稿
で
「
小
道
具
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
「
証

拠
品
」
の
よ
う
な
物
を
、
そ
れ
ぞ
れ
が
出
し
て
照
合
す
る
、
或
は
、
一
方
が
提

示
し
て
、
相
手
方
が
こ
れ
を
承
認
す
る
。

こ
う
し
た
タ
イ
プ
の
物
語
を
、
黄
暐
は
〈「
離
合
集
散
」
物
語
〉
と
呼
ん
で
い

る
の
だ
が
、
先
に
見
た
「
崔
俊
臣
巧
会
芙
蓉
屏
」
の
場
合
、「
小
道
具
」
が
「
芙

蓉
の
屏
風
」
に
あ
た
る
わ
け
で
、
こ
れ
を
忠
実
に
翻
案
し
た
「
靭
晴
宗
夫
婦
…
」

も
含
め
、
ま
さ
し
く
こ
の
タ
イ
プ
に
該
当
す
る
。
こ
れ
に
対
し
『
唐
錦
』「
萩

本
夫
婦
…
」
の
方
は
、
夫
婦
を
助
け
る
人
物
及
び
「
小
道
具
」
が
不
在
な
の
で
、

先
に
確
認
し
た
類
似
点
は
表
層
的
な
も
の
と
言
え
な
く
も
な
い
。
た
だ
し
、
本

稿
で
は
黄
暐
の
定
義
す
る
〈「
離
合
集
散
」
物
語
〉
に
当
て
は
ま
る
か
否
か
の

二
者
択
一
で
は
な
く
、
右
の
定
義
に
示
唆
を
受
け
た
上
で
、
こ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
を
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
こ
の
時
期
の
白
話
系
読
本
に
見
ら
れ
る
傾

向
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、〈「
離
合
集
散
」
物
語
〉
の
具
体
例
と
し
て
黄
暐
が
三
言
二
拍
か

ら
任
意
に
九
話
あ
げ
る
な
か
に
、『
繁
野
話
』「
江
口
の
遊
女
…
」
の
典
拠
「
杜

十
娘
怒
沈
百
宝
箱
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
話
は
杜

十
娘
が
入
水
し
、
相
手
の
男
・
李
甲
も
狂
っ
て
し
ま
う
と
い
う
悲
劇
的
な
結
末

を
迎
え
る
の
だ
が
、
前
半
の
二
人
が
結
ば
れ
る
ま
で
の
プ
ロ
ッ
ト
は
た
し
か
に

〈「
離
合
集
散
」
物
語
〉
の
一
種
と
言
え
よ
う
。
庭
鐘
は
末
尾
を
重
点
的
に
改
変

し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、『
垣
根
草
』「
靭
晴
宗
夫
婦
…
」
と
は
印
象
が
か
な

り
異
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
両
者
の
原
話
の
骨
格
に
は
も
と
よ
り
共
通
点
が
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認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
夫
婦
の
再
会
・
再
縁
と
い
う
点
を
重
視
す
る
な
ら
、『
英
草
紙
』
第

二
篇
「
馬
場
求
馬
妻
を
沈
め
て
樋
口
が
婿
と
成
る
話
」
と
そ
の
原
拠
「
金
玉
奴

棒
打
薄
情
郎
」（『
今
古
奇
観
』、
も
と
『
古
今
小
説
』
巻
二
七
）
は
、
夫
婦
の
離

別
が
第
三
者
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
夫
自
身
で
あ
る
点
や
「
小
道
具
」
が
登
場

し
な
い
な
ど
、
十
全
た
る
〈「
離
合
集
散
」
物
語
〉
で
は
な
い
も
の
の
、
船
で

事
件
が
起
こ
る
点
や
助
力
者
に
よ
り
再
び
夫
婦
と
な
る
点
な
ど
に
「
崔
俊
臣
巧

会
芙
蓉
屏
」
と
の
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

は
た
し
て
、
こ
う
し
た
一
連
の
前
期
読
本
の
所
収
話
に
お
け
る
プ
ロ
ッ
ト
な

ら
び
に
細
部
に
お
け
る
類
似
は
、
そ
も
そ
も
原
拠
た
る
白
話
小
説
に
多
く
見
ら

れ
る
こ
と
に
起
因
す
る
、
単
な
る
偶
然
の
産
物
と
片
付
け
て
し
ま
っ
て
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
一
方
で
、
周
知
の
通
り
『
垣
根
草
』
は
白
話
小
説

の
翻
案
と
い
う
点
は
も
ち
ろ
ん
、
様
式
上
共
通
す
る
諸
要
素
か
ら
し
て
『
英
草

紙
』『
繁
野
話
』
を
下
敷
き
に
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、『
唐
錦
』
も
そ
の

見
返
し
に
『
英
草
紙
』『
繁
野
話
』、
さ
ら
に
は
『
垣
根
草
』
他
の
書
名
を
掲
げ

る
通
り
、
い
ず
れ
も
同
一
の
系
譜
に
位
置
す
る
作
品
で
あ
る
。
こ
の
点
を
考
慮

す
る
な
ら
、『
垣
根
草
』
な
ら
び
に
『
唐
錦
』
が
と
も
に
夫
婦
（
男
女
）
再
縁

の
話
を
収
め
て
い
る
こ
と
は
、『
英
草
紙
』『
繁
野
話
』
を
意
識
し
て
の
こ
と
で

あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
さ
ら
に
、
こ
の
後
に
連
な
る
「
白
話
系
怪
談
」
群
を
追
っ
て
い
く
と
、

〈「
離
合
集
散
」
物
語
〉
を
含
む
夫
婦
（
男
女
）
再
縁
話
が
繰
り
返
し
所
収
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
改
め
て
気
付
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
　
夫
婦
（
男
女
）
再
縁
話
の
系
譜

　

天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
板
、
一
夕
散
人
『
臥
遊
奇
談
』
の
第
六
篇
「
蜃
気

楼
上
得
再
生
」
は
以
下
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。

越
後
国
の
医
師
・
嶋
草
玄
に
は
、
不
行
跡
な
が
ら
都
で
出
世
し
て
い
る
従
弟
・

林
貢
が
い
た
。
貢
は
故
郷
に
立
ち
寄
っ
た
際
、
病
に
伏
し
療
養
す
る
こ
と
に
な

る
が
、
家
は
既
に
断
絶
し
身
寄
り
が
な
い
。
再
会
し
た
草
玄
は
貢
が
ま
だ
全
快

し
て
い
な
い
と
し
て
隣
に
住
ま
わ
せ
る
。
や
が
て
草
玄
と
そ
の
妻
・
環
の
助
力

に
よ
り
回
復
し
た
貢
は
環
に
横
恋
慕
し
、
草
玄
を
亡
き
者
に
し
よ
う
と
、
下
男

と
船
頭
を
抱
き
込
み
、
所
用
で
船
路
に
つ
く
草
玄
の
殺
害
を
実
行
す
る
。
計
略

に
よ
り
草
玄
を
死
ん
だ
も
の
と
思
い
込
ま
さ
れ
た
環
に
、
貢
と
の
再
婚
話
が
持

ち
上
が
る
が
固
く
拒
絶
、
貢
は
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
環
の
殺
害
を
企
て
る
。

毒
を
盛
ら
れ
た
環
は
海
中
に
沈
め
ら
れ
、
自
害
し
た
こ
と
と
し
て
処
理
さ
れ

る
。
し
か
し
環
は
海
底
に
て
蘇
生
、
島
に
た
ど
り
着
く
と
多
数
の
蛤
か
ら
蜃
気

楼
が
現
れ
、
そ
こ
で
草
玄
と
の
再
会
を
果
た
す
。
草
玄
は
先
に
海
に
落
と
さ
れ

た
後
、
泳
い
で
こ
の
島
に
着
き
、
あ
る
老
人
に
、
や
が
て
蜃
気
楼
を
結
ぶ
時
に

故
郷
へ
帰
す
と
言
わ
れ
た
と
語
る
。
さ
ら
に
草
玄
は
、
環
の
蘇
生
は
副
櫛
と
し

て
い
た
一う
ん
こ
ふ
る角が
毒
気
を
消
し
た
こ
と
に
よ
る
と
知
り
、
ま
た
「
二
木
撃
山
鳥
」

と
あ
る
大
書
を
見
、〈
林
が
嶋
を
撃
つ
〉
と
判
じ
た
草
玄
は
、
全
て
貢
の
奸
計

で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
や
が
て
無
事
故
郷
に
戻
る
こ
と
が
で
き
た
草
玄
夫
婦
は

一
連
の
件
を
訴
え
、
貢
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者
は
死
罪
、
二
人
は
と
も
に
暮

ら
し
医
業
栄
え
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
典
拠
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
蜃
気
楼
の
趣
向
な
ど
に
翻
案
作
品
で
あ

る
可
能
性
を
窺
わ
せ
る
。
右
は
狭
義
の
〈「
離
合
集
散
」
物
語
〉
に
は
あ
た
ら

な
い
が
、
迫
害
者
に
よ
る
夫
婦
離
別
、
船
上
の
悲
劇
、
救
済
者
の
存
在
、
夫
婦

の
再
会
・
再
縁
と
い
う
基
本
線
は
、
先
に
見
た
先
行
す
る
読
本
作
品
の
所
収
話

と
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
板
、
三
宅
嘯
山
『
宿
直
文
』
冒
頭
に
収
め
ら
れ
る
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「
叙の
ぶ

兼か
ね

別
し
妻
に
再
ふ
た
ゝ
び

会あ
ふ

の
談
」
も
夫
婦
の
再
縁
を
描
い
て
い
る
。

乱
世
の
渦
中
に
あ
っ
た
文
明
年
間
の
こ
と
、
周
防
住
の
藤
田
叙
兼
は
京
の
者
で

あ
っ
た
が
乱
を
避
け
妻
子
と
暮
ら
し
て
い
た
。
や
が
て
こ
の
地
に
も
賊
を
懸
念

す
る
声
が
出
は
じ
め
、
叙
兼
は
、
賊
に
捕
ま
る
こ
と
が
あ
れ
ば
妻
・
豊
井
は
貞

節
を
守
り
賊
に
従
わ
な
い
だ
ろ
う
、
さ
す
れ
ば
子
は
殺
さ
れ
て
し
ま
う
、
そ
れ

で
は
家
が
断
絶
し
先
祖
へ
の
不
孝
と
な
る
、
と
葛
藤
す
る
。
そ
の
後
賊
が
迫
る

に
つ
け
、
操
か
子
か
の
ど
ち
ら
を
優
先
す
る
か
を
籤
で
占
っ
た
結
果
、
子
と
出

る
。
果
た
し
て
大
勢
の
賊
が
襲
い
、
夫
に
離
れ
豊
井
は
子
も
ろ
と
も
捕
ら
わ
れ

る
が
必
至
で
子
を
守
る
。
一
方
、
叙
兼
は
賊
が
去
っ
た
後
妻
子
を
探
す
も
、
強

盗
に
襲
わ
れ
、
さ
ら
に
下
関
に
て
船
の
雑
役
と
し
て
酷
使
さ
れ
る
。
夜
ご
と
泣

き
叫
ぶ
叙
兼
は
、
そ
の
後
船
の
大
将
と
対
面
、
こ
の
男
は
島
津
家
の
老
中
・
伊

集
院
右
馬
介
と
い
い
義
あ
る
者
、
か
つ
て
二
百
両
で
購
っ
た
女
性
が
豊
井
で
あ

り
、
彼
女
の
身
の
上
を
聞
き
、
夫
に
子
を
戻
さ
せ
よ
う
と
豊
井
母
子
を
丁
重
に

扱
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
右
馬
介
は
叙
兼
に
子
を
返
し
た
上
で
、
豊
井
に
今

後
叙
兼
か
自
分
の
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
一
任
す
る
。
豊
井
は
、
叙
兼
と
は
別
れ
た

身
で
あ
り
合
わ
せ
る
顔
が
な
い
と
告
げ
る
。
こ
れ
に
よ
り
二
人
は
再
会
を
果
た

さ
ぬ
ま
ま
、
再
び
別
れ
た
。
や
が
て
自
害
を
は
か
ろ
う
と
す
る
豊
井
の
か
ね
て

か
ら
の
覚
悟
に
感
じ
た
右
馬
介
は
、
豊
井
と
叙
兼
を
改
め
て
娶
せ
二
人
を
祝
し

故
郷
へ
と
送
っ
た
。

本
篇
が
『
十
二
楼
』「
奉
先
楼
」
の
翻
案
で
あ
り
、
ほ
ぼ
同
じ
筋
で
あ
る
こ
と

は
向
井
信
夫
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
⑾
。
原
話
に
描
か
れ
る
女
性
と
し
て

の
葛
藤
や
苦
悩
、
さ
ら
に
は
彼
女
の
強
い
意
志
が
や
が
て
夫
婦
を
再
び
結
び
つ

け
る
点
な
ど
は
、
や
は
り
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
モ
チ
ー
フ
と
同
一
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
も
う
一
作
、
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
板
、
一
颩
道
人
『
渚
之
藻
屑
』

の
第
四
篇
「
額ぬ
か

女
破は

笠り
つ

を
認み
し
つ
て
重
遇
を
全
す
」
は
、「
宋
金
郎
（
小
官
）
団
円

破
氈
笠
」（『
今
古
奇
観
』、
も
と
『
警
世
通
言
』
巻
二
二
）
を
原
話
と
す
る
こ
と

が
佐
藤
深
雪
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
が
⑿
、
こ
れ
は
ま
さ
に
黄
暐
が
〈「
離
合

集
散
」
物
語
〉
と
し
て
あ
げ
て
い
る
一
篇
で
あ
る
。

堺
の
船
長
・
五
大
夫
の
娘
・
額
女
は
才
色
兼
備
で
あ
っ
た
。
や
が
て
額
女
の
結

婚
相
手
と
し
て
新
田
の
浪
人
で
あ
る
脇
屋
小
次
郎
が
紹
介
さ
れ
る
が
、
小
次
郎

父
は
受
け
入
れ
な
い
。
そ
の
後
五
大
夫
た
ち
は
明
国
へ
の
交
易
か
ら
帰
国
し
た

折
、
室
津
に
て
零
落
し
た
小
次
郎
を
見
か
け
る
が
、
父
の
死
後
、
叔
父
に
冷
遇

さ
れ
る
な
ど
そ
の
不
遇
な
る
こ
と
を
聞
く
に
つ
け
彼
を
引
き
取
り
、
自
家
に
雇

う
。
額
女
と
小
次
郎
は
互
い
に
惚
れ
合
う
。
や
が
て
額
女
は
破
れ
た
笠
を
繕
い

歌
を
添
え
小
次
郎
に
贈
る
と
、
小
次
郎
も
ま
た
歌
を
書
き
付
け
返
す
の
で
、
額

女
は
そ
の
笠
を
大
切
に
し
て
い
た
。
や
が
て
二
人
は
結
婚
す
る
が
、
三
年
後
小

次
郎
が
病
に
伏
し
、
こ
れ
を
足
手
ま
と
い
と
感
じ
た
五
大
夫
は
、
熊
野
へ
行
く

船
路
の
途
中
で
小
次
郎
を
置
い
て
け
ぼ
り
に
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
を
知
っ
た
額

女
は
父
を
責
め
、
笠
を
形
見
と
し
て
嘆
い
て
い
た
。
一
年
後
、
鎌
倉
の
分
限
者
・

京
屋
六
助
な
る
者
が
五
大
夫
に
船
を
頼
む
が
、
六
助
こ
そ
小
次
郎
で
は
な
い
か

と
思
っ
た
額
女
は
、
再
び
笠
に
歌
を
付
け
合
う
や
り
と
り
を
し
、
再
会
を
喜
ぶ
。

小
次
郎
は
五
大
夫
に
取
り
残
さ
れ
た
後
、
常
日
頃
の
清
水
観
音
信
仰
に
よ
り
観

音
の
使
者
に
会
い
将
来
富
貴
と
な
る
と
の
予
言
を
受
け
、
果
た
し
て
才
知
と
幸

運
に
よ
り
そ
の
通
り
と
な
っ
た
こ
と
を
明
か
す
。
小
次
郎
は
額
女
と
再
び
縁
を

結
び
、
か
つ
て
自
分
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
叔
父
に
も
手
厚
く
金
を
贈
り
、
鎌

倉
で
商
売
繁
盛
し
て
栄
え
た
。

ス
ト
ー
リ
ー
の
細
か
な
順
序
な
ど
は
原
話
と
異
な
り
、
冒
頭
の
明
渡
航
は
『
繁

野
話
』
第
六
篇
「
素
卿
官
人
二
子
を
唐
土
に
携
る
話
」
に
も
と
り
あ
げ
ら
れ
る

寧
波
の
乱
に
基
づ
い
て
描
か
れ
る
が
（
た
だ
し
、
人
名
な
ど
細
部
が
『
繁
野
話
』

と
は
異
な
っ
て
い
る
）、
そ
の
後
の
物
語
と
の
関
連
性
は
薄
く
や
や
冗
長
で
あ
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る
。
し
か
し
な
が
ら
、
女
性
主
人
公
の
貞
節
ぶ
り
を
は
じ
め
、
笠
が
再
縁
を
導

く
点
な
ど
、
基
本
的
に
は
原
話
を
忠
実
に
翻
案
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
ま
で

見
て
き
た
要
素
が
全
て
含
ま
れ
て
い
る
。

　

以
上
、
約
五
十
年
に
わ
た
る
前
期
読
本
の
「
白
話
系
怪
談
」
に
含
ま
れ
る
世

話
物
風
の
話
を
た
ど
っ
て
み
た
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
「
夫
婦
（
男
女
）
再
縁

譚
」
と
で
も
言
う
べ
き
、
同
じ
骨
格
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た

か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
い
ま
い
ち
ど
表
に
し
て
整
理
し
て
み
る
（
左
記
参

照
）。

　

こ
う
し
た
類
話
が
繰
り
返
し
白
話
系
短
編
小
説
に
描
か
れ
る
の
は
、
前
期
読

本
史
の
問
題
と
し
て
、
や
は
り
『
英
草
紙
』『
繁
野
話
』
が
強
い
規
範
と
な
っ

て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
ま
た
、
こ
こ
ま
で
有
意
の
反
復
が
確
認
で
き
る
と

い
う
こ
と
は
、
同
時
に
、
夫
婦
（
男
女
）
再
縁
譚
が
当
時
の
日
本
の
知
識
人
・

文
人
に
好
ま
れ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
以
下
は
あ
く
ま
で
推

測
で
し
か
な
い
の
だ
が
、
こ
と
は
白
話
小
説
受
容
の
問
題
に
ま
で
及
ん
で
く
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
愛
し
合
う
者
同
士
が
迫
害
を
受
け
、
そ
う
し
た
障
害
を
乗

り
越
え
再
び
め
ぐ
り
逢
う
。
そ
の
過
程
で
、
登
場
人
物
た
ち
は
基
本
的
に
は
無

力
な
の
だ
が
、
強
い
意
志
を
一
貫
し
て
持
ち
続
け
る
こ
と
に
よ
り
、
何
か
に
導

か
れ
る
よ
う
な
形
で
再
び
秩
序
が
回
復
す
る
―
―
今
日
か
ら
見
れ
ば
と
り
た
て

て
珍
し
い
話
型
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
風
雅
な
も
し
く
は
才
あ
る
男
性

と
貞
節
を
守
る
女
性
と
い
う
、
や
や
理
想
化
さ
れ
た
気
味
が
あ
る
と
は
い
え
実

在
感
の
あ
る
人
物
た
ち
が
、
単
純
明
快
な
物
語
構
造
に
配
さ
れ
る
点
が
、
こ
の

時
期
の
日
本
の
文
人
た
ち
の
目
に
は
新
鮮
に
映
り
、
そ
こ
に
新
し
い
「
世
話
」

の
世
界
を
発
見
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
事
件
が
決
ま
っ
た
よ
う
に
海
な
ら
び
に

船
を
舞
台
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
点
も
、
白
話
小

説
の
舞
台
に
江
南
が
多
い
こ
と
を
反
映
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
が
、
翻
案
の
際
に
こ
れ
を
あ
え
て

そ
の
ま
ま
残
す
点
に
、
江
南
の
イ
メ
ー
ジ
を
盛

り
込
も
う
と
す
る
中
国
趣
味
の
一
端
が
窺
わ
れ

る
。
お
そ
ら
く
、
い
ま
だ
典
拠
が
明
ら
か
で
な

い
も
の
も
、
原
拠
に
も
と
も
と
右
の
よ
う
な
要

素
が
あ
る
か
、
も
し
く
は
先
行
す
る
翻
案
作
品

に
な
ら
っ
た
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
連
の
作
品
に
は
、
当
時
の
日
本
の
知
識
人
達

の
お
眼
鏡
に
か
な
う
、
あ
る
偏
向
を
有
し
た

「
世
話
」
の
姿
が
垣
間
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ

刊
年

書
名

篇
数
・
篇
名

迫
害
者

船

賊（
海
賊
は
◎
）

救
済
者

再
縁
の
品

寛
延
二

一
七
四
九

英
草
紙

２
・
馬
場
求
馬
妻
を
沈
め

て
樋
口
が
婿
と
成
る
話

夫

○

×

樋
口
三
郎
左
衛
門

×

明
和
三

一
七
六
六

繁
野
話

８
・
江
口
の
遊
女
薄
情
を

憤
り
て
珠
玉
を
沈
る
話

別
の
男

○

◎

（
岸
成
双
）

×

明
和
七

一
七
七
〇

垣
根
草

６
・
靭
晴
宗
夫
婦
再
生
の

縁
を
結
ぶ
事

海
賊

○

◎

藤
原
道
信

琵
琶

安
永
九

一
七
八
〇

唐
錦

６
・
萩
本
夫
婦
奇
縁
を
結

ぶ
話

女
の
父

○

◎

×

×

天
明
二

一
七
八
二

臥
遊
奇
談

６
・
蜃
気
楼
上
得
再
生

別
の
男

○

×

（
嶋
の
老
人
）

（
一
角
の
副
櫛
）

天
明
七

一
七
八
七

宿
直
文

１
・
叙
兼
別
し
妻
に
再
会

の
談

賊

○

○

伊
集
院
右
馬
介

×

寛
政
七

一
七
九
五

渚
之
藻
屑

４
・
額
女
破
笠
を
認
て
重

遇
を
全
ふ
す

女
の
父

○

×

（
観
音
）

笠
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れ
る
⒀
。

　

さ
ら
に
、
原
話
と
な
っ
た
作
品
ご
と
に
濃
淡
は
あ
る
も
の
の
、
こ
う
し
た
話

型
を
通
し
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
最
終
的
に
救
わ
れ
る
の
が
徳
を
備
え
た
人

物
で
あ
り
、
そ
う
し
た
人
物
こ
そ
世
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
極

め
て
常
識
的
な
倫
理
観
に
基
づ
く
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
り
、
先
に
「
屈
折
し
た

「
世
話
」」
と
記
し
た
が
、
原
話
の
世
話
性
の
本
質
的
な
部
分
は
確
実
に
移
植
さ

れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
こ
の
点
を
強
調
し
て
翻
案
し
た
典
型
例
が

『
垣
根
草
』「
靭
晴
宗
夫
婦
…
」
で
あ
り
、
主
人
公
は
冒
頭
で
、「
継
母
の
は
か

ら
ひ
と
し
て
三
男
三
郎
直
宗
な
る
も
の
家
業
を
襲
ふ
。
さ
れ
ど
も
小
次
郎
は
国

司
の
覚
他
に
こ
え
た
れ
ば
、
争
ふ
事
な
く
そ
れ
が
心
に
ま
か
せ
た
り
」（
小
次

郎
は
次
男
、
嫡
男
は
既
に
早
世
し
て
い
る
）
と
、
後
継
問
題
で
継
母
に
阻
害
さ
れ

て
も
意
に
介
さ
な
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
話
の
半
ば
で
も
こ
の
継
母

に
よ
っ
て
晴
宗
は
苦
難
に
陥
り
一
族
に
も
見
放
さ
れ
な
ど
す
る
が
、
最
後
に
は

継
母
の
さ
か
し
ら
に
よ
る
も
の
と
誤
解
が
解
け
名
誉
が
回
復
す
る
。
こ
う
し
た

箇
所
は
原
話
に
は
全
く
な
い
設
定
で
あ
る
が
、
世
話
物
は
登
場
人
物
達
の
行
動

に
お
け
る
細
部
の
描
き
込
み
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
往
々
に
し
て
こ
う
し
た
部

分
に
こ
そ
話
の
肝
と
な
る
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。

三
　
前
期
読
本
に
み
る
遊
女

　

こ
こ
で
は
前
節
と
は
異
な
り
、『
英
草
紙
』『
繁
野
話
』
に
お
け
る
遊
女
の
侠

気
と
い
う
主
題
を
深
め
て
い
っ
た
作
品
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
時
期
的

に
は
『
雨
月
物
語
』
板
の
前
年
、
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
に
板
行
さ
れ
た
梅

朧
館
主
人
『
新
斎
夜
語
』
の
う
ち
、
第
七
篇
「
室
の
妓
女
松
風
が
任
侠
幸
を
迎

ふ
」
は
二
部
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
全
九
篇
中
最
も
長
い
話
で
あ
る
が
、
松
風

な
る
遊
女
の
意
気
地
が
ま
っ
す
ぐ
に
描
か
れ
て
い
る
。

寛
永
の
頃
、
京
の
老
臣
・
乙
部
刑
部
左
衛
門
の
息
・
隼
人
は
島
原
の
遊
女
・
松

風
に
入
れ
あ
げ
勘
当
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
隼
人
に
は
誰
も
取
り
合
わ
ず
、
頼

り
に
し
て
い
た
松
風
か
ら
は
室
の
津
へ
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
書
状
で
告

げ
ら
れ
る
。
隼
人
は
室
近
郷
に
住
む
か
つ
て
の
下
僕
を
頼
り
、
野
菜
の
荷
売
り

を
し
な
が
ら
室
の
津
で
松
風
を
探
し
当
て
た
と
思
い
き
や
、
同
名
の
人
違
い
で

あ
っ
た
。
い
ぶ
か
し
む
廓
の
男
た
ち
は
隼
人
に
手
を
あ
げ
よ
う
と
す
る
が
、
室

の
松
風
は
隼
人
を
救
う
た
め
旧
知
で
あ
る
と
偽
り
、
密
か
に
事
情
を
聞
き
出

す
。
遊
客
に
は
稀
な
隼
人
の
一
途
な
思
い
に
ほ
だ
さ
れ
た
松
風
は
、
協
力
を
申

し
出
、金
を
与
え
再
び
来
る
よ
う
に
言
う
。後
日
、松
風
を
訪
ね
る
隼
人
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
夜
、
か
ね
て
か
ら
松
風
に
馴
染
む
雪
平
が
京
の
客
を
連
れ
て
登
楼

す
る
。
し
か
し
あ
く
ま
で
隼
人
を
優
先
す
る
松
風
に
雪
平
は
怒
る
が
、
隼
人
が

得
意
の
箏こ
と

を
奏
す
る
と
、
そ
の
音
に
皆
が
集
ま
り
、
雪
平
ら
も
隼
人
の
も
と
へ

来
る
。
そ
こ
で
対
面
し
た
京
の
客
と
隼
人
は
互
い
に
驚
く
が
、
こ
の
客
は
刑
部

左
衛
門
の
主
の
臣
、
隼
人
の
勘
当
を
知
り
憐
れ
ん
だ
主
の
命
で
隼
人
探
索
に

出
、
ま
ず
島
原
の
松
風
を
訪
ね
る
も
、
隼
人
な
ど
と
は
ち
な
み
が
な
い
と
の
つ

れ
な
い
返
事
、
そ
こ
で
西
国
へ
向
い
、
よ
う
や
く
室
に
て
探
し
当
て
た
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
隼
人
帰
還
が
叶
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
室
の
松

風
を
身
請
け
し
て
妻
に
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

前
半
は
、
こ
ん
に
ち
知
ら
れ
る
落
語
「
唐
茄
子
屋
政
談
」
前
半
に
類
似
す
る
が
、

右
の
話
の
場
合
、
後
半
で
同
名
異
人
で
あ
る
こ
と
が
縁
と
な
り
、
室
の
松
風
が

本
来
何
の
義
理
も
な
い
隼
人
を
救
い
、
ま
た
隼
人
の
方
も
そ
の
実
直
さ
に
加

え
、「
容
貌
衆
に
超
へ
。
年
も
二
十
を
多
く
過
ざ
り
し
が
。
心
ば
せ
静
な
る
生

質
に
て
、
常
は
几
上
に
書
を
翫
び
。
旁
に
一
箇
の
箏こ
と

を
置
て
。
折
々
は
鬱
を
慰

み
け
る
」
と
、
箏
の
腕
前
が
一
同
の
心
を
動
か
し
て
い
く
重
要
な
契
機
と
な
る
。

さ
ら
に
二
人
の
松
風
が
対
照
的
に
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
室
の
松
風
の
誠
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実
さ
が
浮
か
び
上
が
る
構
図
と
な
っ
て
い
る
。

　
『
新
斎
夜
語
』
に
は
こ
れ
と
並
ん
で
も
う
一
つ
、
第
三
篇
「
小
西
氏
の
処
女

天
遇
の
嫁
を
な
す
」
と
い
う
、
ま
さ
に
男
女
再
縁
譚
が
収
ま
る
（
梗
概
は
略
す
）。

『
新
斎
夜
語
』
は
全
体
と
し
て
談
義
本
的
な
要
素
が
強
く
⒁
、
近
年
飯
倉
洋
一

が
「
学
説
寓
言
」⒂
と
い
う
観
点
か
ら
注
目
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
な
か
で

も
右
二
篇
は
や
や
例
外
的
と
い
え
、「
中
国
白
話
小
説
風
の
奇
譚
」（
徳
田
武

注
⒁
前
掲
論
文
）
と
さ
れ
る
。
い
ま
だ
原
拠
が
何
か
、
は
た
ま
た
白
話
小
説
に

求
め
ら
れ
る
の
か
す
ら
明
ら
か
で
な
い
も
の
の
、
い
ず
れ
に
せ
よ
本
稿
で
見
て

き
た
世
話
物
風
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

　

そ
し
て
同
作
者
の
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
板
『
続
新
斎
夜
語
』
に
は
、
遊

女
の
侠
気
を
描
く
極
北
と
で
も
言
う
べ
き
第
六
篇
「
伏
水
の
妓
女
呉
竹
遊
女
の

趣
を
知
る
」
が
含
ま
れ
る
。

伏
見
の
遊
女
・
呉
竹
は
情
け
深
く
、
客
に
対
す
る
さ
り
げ
な
い
配
慮
も
見
事
な

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
呉
竹
に
深
く
馴
染
み
将
来
を
誓
い
合
っ
た
客
が
い
た

が
、
あ
る
時
仕
官
の
た
め
東
国
へ
去
る
こ
と
と
な
り
、
呉
竹
と
の
約
を
違
え
る

こ
と
を
た
い
そ
う
は
か
な
ん
だ
。
し
か
し
呉
竹
は
客
の
出
世
を
喜
び
気
丈
に
振

る
舞
う
。
そ
の
翌
朝
に
な
り
客
は
帰
宅
後
自
害
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
、
一
方

呉
竹
も
あ
く
ま
で
客
の
前
途
を
祈
り
つ
つ
自
ら
の
命
を
絶
っ
て
い
た
の
で
あ
っ

た
。

本
篇
に
は
、
真
夫
に
出
会
う
前
の
呉
竹
が
自
ら
の
身
の
行
く
末
に
つ
い
て
煩
悶

す
る
場
面
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
遊
女
と
し
て
の
矜
持
と
苦
悩
が
、
特
に
身
請
け

を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
『
英
草
紙
』
に
お
け
る
「
三
人

の
妓
女
」
そ
れ
ぞ
れ
が
抱
く
心
情
を
受
け
て
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
注
目
す

べ
き
は
、「
附
」
と
し
て
「
両
翁
男
女
対
斃
の
可
否
を
論
ず
」
と
い
う
小
篇
が

加
わ
る
点
で
、
こ
こ
で
は
細
川
幽
斎
と
松
永
貞
徳
の
「
両
翁
」
が
右
の
呉
竹
を

評
し
て
お
り
、「
凡
真
実
の
情
は
死
を
も
て
験し
る
しと
す
る
よ
り
切
な
る
は
な
し
」、

「
凡
対
死
の
者
の
志
殉
死
の
者
に
似
た
り
」
と
、
話
題
は
こ
の
後
、
天
下
の
大

道
に
ま
で
至
る
の
だ
が
、
こ
の
相
対
死
と
殉
死
に
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
見
る
と
い
う

態
度
は
、
江
戸
で
安
永
四
年
に
板
行
さ
れ
た
飛
花
窗
文
母
『
玉
婦
伝
』
二
「
従

泉
下
養
母
」
に
も
見
ら
れ
る
。

　

さ
て
こ
こ
ま
で
、『
英
草
紙
』『
繁
野
話
』
か
ら
始
ま
る
男
女
再
縁
譚
と
遊
女

の
侠
気
の
二
つ
の
系
譜
を
た
ど
っ
て
き
た
が
、
既
に
後
期
読
本
が
発
生
し
て
い

た
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
板
行
さ
れ
た
生
々
瑞
馬
『
一
閑
人
』
に
は
、
こ

の
両
系
統
が
混
在
し
た
話
が
掲
載
さ
れ
る
（
第
六
篇
・
妓
綾
機
貞
節
を
守
る
）。

大
坂
新
町
の
遊
女
・
綾
機
に
馴
染
む
塩
飽
屋
の
息
・
荘
太
郎
は
父
の
怒
り
を
買

い
、
廓
の
出
入
り
を
禁
じ
ら
れ
る
。
一
心
に
文
を
送
る
綾
機
で
あ
っ
た
が
、
林

波
と
い
う
豊
前
国
の
大
尽
に
身
請
け
さ
れ
る
。
そ
の
際
綾
機
は
一
計
を
案
じ
、

荘
太
郎
を
弟
と
偽
り
豊
前
へ
と
も
に
乗
船
す
る
が
、
林
波
は
こ
れ
を
見
破
り
荘

太
郎
は
海
へ
投
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
を
嘆
き
自
害
を
は
か
る
綾
機
に
愛
想
を
尽
か

し
た
林
波
は
、
下
関
の
廓
へ
売
る
。
一
方
、
荘
太
郎
は
通
り
か
か
っ
た
船
に
救

わ
れ
た
後
、
陸
路
豊
前
へ
と
向
か
う
途
中
、
旅
客
が
夜
盗
に
襲
わ
れ
相
討
ち
に

な
る
場
に
遭
遇
。
各
人
が
所
持
す
る
大
金
を
手
に
入
れ
た
荘
太
郎
は
、
下
関
で

偶
然
綾
機
に
再
会
、
そ
の
金
で
請
け
出
し
大
坂
に
帰
る
。
そ
の
間
に
荘
太
郎
は

父
の
死
去
に
よ
り
塩
飽
屋
を
継
ぐ
こ
と
に
な
り
、
綾
機
は
そ
の
貞
な
る
を
も
っ

て
賞
さ
れ
夫
婦
と
な
り
、
子
を
も
う
け
栄
え
た
。
か
の
林
波
は
、
後
に
賊
の
首

魁
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

　

こ
こ
に
は
、
た
し
か
に
男
女
再
縁
譚
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
綾
機

は
林
波
を
欺
き
、
荘
太
郎
は
最
終
的
に
い
わ
ば
漁
夫
の
利
で
富
を
手
に
す
る
。

こ
の
致
富
の
部
分
は
、
前
節
で
触
れ
た
『
渚
之
藻
屑
』「
額
女
…
」
も
し
く
は

そ
の
原
拠
か
ら
の
影
響
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
そ
の
過
程
は
か
な
り
異
な
る
。
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梗
概
で
は
略
し
た
も
の
の
、「
額
女
…
」
に
お
け
る
小
次
郎
は
義
父
に
捨
て
ら

れ
た
後
、
観
音
の
導
き
で
病
は
回
復
、
た
ま
た
ま
「
籏は
た

指さ
し

物も
の

」
を
見
か
け
、「
扨

は
此
所
は
兵
乱
発
り
し
か
。
吾
浪
人
の
身
の
上
何
卒
備
に
つ
き
て
一
ト
働
、
日

比
嗜
を
き
し
本て
な
み事
を
あ
ら
は
す
時
こ
そ
至
れ
。
是
究
竟
の
所
ぞ
」
と
近
づ
く
も

も
ぬ
け
の
殻
、
そ
こ
に
は
意
外
に
も
金
銀
宝
に
満
ち
た
長
櫃
が
あ
り
、
盗
人
が

掠
め
隠
し
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
小
次
郎
は
「
全
く
不
義
の
財た
か
らに
し
て
奪
ひ

取
て
も
苦
し
か
る
ま
じ
。
天
の
与
を
と
ら
ざ
れ
ば
却
て
咎
を
う
く
」
と
考
え
、

通
り
か
か
っ
た
商
船
に
対
し
、
盗
人
に
宝
を
奪
わ
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で

他
へ
運
ん
で
く
れ
と
偽
る
が
、
そ
の
報
酬
と
し
て
宝
の
四
分
の
一
を
与
え
る
。

そ
し
て
こ
の
宝
を
元
に
富
貴
と
な
り
、
し
か
も
か
つ
て
自
分
に
つ
ら
く
あ
た
っ

た
叔
父
に
も
惜
し
み
な
く
大
金
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
連
の
展
開
は

原
話
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
、
た
だ
し
、
浪
人
の
小
次
郎
が
兵
乱
に
対
し
「
日
比
嗜
を

き
し
本て
な
み事
を
あ
ら
は
す
時
こ
そ
至
れ
」
と
思
う
辺
り
は
全
く
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で

あ
り
、
武
士
と
し
て
の
本
分
を
曲
が
り
な
り
に
も
確
認
し
て
い
る
箇
所
を
挿
入

し
た
点
に
は
、
寛
政
改
革
の
余
韻
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
、
小
次
郎
の
場
合
、
観
音
の
導
き
と
才
覚
に
よ
っ
て
盗
人

の
金
を
奪
い
、
し
か
も
協
力
者
に
そ
れ
を
与
え
、
さ
ら
に
は
復
讐
し
て
も
よ
い

は
ず
の
人
物
に
も
施
す
、
と
い
う
こ
と
で
は
じ
め
て
彼
の
行
為
が
正
当
化
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、『
一
閑
人
』
に
お
け
る
二
人
の
男
女
の

行
為
は
、
林
波
が
賊
の
首
魁
で
あ
っ
た
と
い
う
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
な
設
定

が
、
彼
ら
の
一
応
の
免
罪
符
と
な
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
結
末
に
至
る
ま
で
徹

頭
徹
尾
ご
都
合
主
義
に
彩
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
話
が
本
来
備

え
る
べ
き
徳
が
全
く
描
か
れ
ず
、
単
な
る
プ
ロ
ッ
ト
の
模
倣
か
ら
な
る
形
骸
化

し
た
話
型
に
堕
し
て
お
り
、
こ
こ
に
前
期
読
本
の
末
期
の
姿
の
一
端
を
認
め
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
庭
鐘
読
本
を
出
発
点
と
し
な
が
ら
も
、
庭
鐘
か
ら
秋
成
へ
と
い

う
前
期
読
本
の
主
た
る
流
れ
に
対
し
、
い
わ
ば
傍
流
と
さ
れ
る
読
本
の
中
に

「
世
話
」
を
探
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
の
な
か
で
、
白
話
小
説
の
う
ち
、
と
り

わ
け
三
言
二
拍
が
本
来
的
に
備
え
る
世
話
性
が
、
翻
案
と
い
う
方
法
に
よ
り
文

体
や
時
代
設
定
と
い
っ
た
意
匠
は
改
め
ら
れ
た
上
で
再
生
さ
れ
、
さ
ら
に
は
そ

れ
が
、
前
期
読
本
が
有
す
る
傾
向
の
一
つ
と
し
て
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

前
期
読
本
に
つ
い
て
は
近
年
、
近
藤
瑞
木
注
⑺
前
掲
論
文
が
指
摘
す
る
諸
問

題
を
は
じ
め
、
浮
世
草
子
と
の
連
続
性
・
非
連
続
性
と
い
う
長
い
ス
パ
ン
か
ら

こ
の
時
期
の
読
本
を
照
射
し
た
、
篠
原
進
「『
英
草
紙
』
以
後
―
初
期
読
本
論

序
説
」⒃
や
、
既
に
触
れ
た
飯
倉
洋
一
が
提
唱
す
る
「
学
説
寓
言
」
の
系
譜
な
ど
、

複
数
の
史
的
展
開
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、

本
稿
は
そ
う
し
た
前
期
読
本
史
に
加
わ
る
も
う
一
つ
の
線
と
な
る
こ
と
を
期
し

て
の
試
み
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
近
藤
瑞
木
が
あ
げ
る
「
白
話
系
怪
談
」
の
う
ち
、
庭
鐘
の
『
莠
句

冊
』
や
椿
園
の
他
の
作
品
（『
翁
草
』『
深
山
草
』）
な
ど
に
は
こ
う
し
た
傾
向
は

認
め
ら
れ
な
い
し
、『
四
方
義
草
』（
寛
政
四
年
板
）
は
、
白
話
小
説
経
由
と
は

別
種
の
世
話
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
本
稿
に
お
け
る
指
摘
が
、
巨
視
的
に

は
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
、
今
後
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
今
回
、
同
時
期
の
江
戸
の
地
の
短
編
奇
談
も
の
に
お
け
る
「
世
話
」

に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
点
は
稿
を

改
め
る
こ
と
と
し
た
い
。
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本
稿
で
言
及
し
た
作
品
の
依
拠
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
通
り
。
な
お
引
用
に
際
し

て
は
、
旧
字
旧
か
な
を
適
宜
新
字
新
か
な
に
し
、
句
読
点
を
補
っ
た
。

『
英
草
紙
』
＝
日
本
古
典
文
学
全
集
48
（
小
学
館
、
一
九
七
三
）、『
繁
野
話
』

＝
新
日
本
古
典
文
学
大
系
80
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
）、『
垣
根
草
』
＝
九
州

大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
、『
唐
錦
』
＝
『
江
戸
怪
異
綺
想
文
芸
大
系　

第
二
巻　

都
賀
庭
鐘
・
伊
丹
椿
園
集
』（
国
書
刊
行
会
、二
〇
〇
一
）、『
臥
遊
奇
談
』
＝
『
大

惣
本
稀
書
集
成　

雑
話
Ⅱ
』（
臨
川
書
店
、
一
九
九
五
）、『
宿
直
文
』
＝
『
日

本
随
筆
大
成
』
第
三
期
十
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
七
）、『
渚
之
藻
屑
』
＝

国
会
図
書
館
蔵
本
、『
新
斎
夜
語
』『
続
新
斎
夜
語
』
＝
京
都
大
学
附
属
総
合
図

書
館
蔵
本
、『
一
閑
人
』
＝
早
稲
田
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
、『
今
古
奇
観
』
＝

早
稲
田
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
（
二
本
）
な
ら
び
に
千
田
九
一
・
駒
田
信
二
訳

東
洋
文
庫
版
全
五
巻
（
平
凡
社
、
一
九
七
三
～
五
）、『
十
二
楼
』
＝
『
中
国
話

本
大
系
』（
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
一
）
な
ら
び
に
辛
島
驍
訳
『
全
訳
中

国
文
学
大
系
』
第
一
集
第
二
三
巻
（
東
洋
文
化
協
会
、
一
九
五
八
）。

注
⑴　

拙
著
『
江
戸
大
坂
の
出
版
流
通
と
読
本
・
人
情
本
』（
清
文
堂
出
版
、
二
〇

一
三
）
第
三
・
四
部
を
参
照
の
こ
と
。

⑵　
『
江
戸
文
学
と
中
国
文
学
』
後
篇
・
第
三
章
（
三
省
堂
、
一
九
五
五
再
版
）。

⑶　

日
本
古
典
文
学
全
集
『
英
草
紙 

西
山
物
語 

雨
月
物
語 

春
雨
物
語
』「
作
品

解
説
」（
小
学
館
、
一
九
七
三
）。

⑷　
「『
英
草
紙
』
第
六
篇
「
三
人
の
妓
女
趣
を
異
に
し
て
各
名
を
成
す
話
」
典
拠

考
」『
近
世
文
芸
』
一
〇
〇
、
二
〇
一
四
・
七
。

⑸　
「
初
期
読
本
に
お
け
る
寓
意
性
と
文
芸
性
」『
秋
成
前
後
の
中
国
白
話
小
説
』

（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二
・
初
出
一
九
七
二
、
一
九
七
四
）。

⑹　
『
近
世
日
本
に
於
け
る
支
那
俗
語
文
学
史
』（
清
水
弘
文
堂
書
房
、
一
九
六
七
）

第
五
章
第
一
節
。

⑺　
『
西
鶴
と
浮
世
草
子
研
究
』
２
、
二
〇
〇
七
・
一
一
。

⑻　

宇
佐
美
喜
三
八
「
垣
根
草
と
支
那
小
説
」『
国
語
と
国
文
学
』
10
・
５
、
一

九
三
三
・
五
。

⑼　

注
⑵
前
掲
書
、
前
篇
・
第
二
章
。

⑽　
『
言
語
と
文
化
論
集
』
15
、
二
〇
〇
九
・
二
。

⑾　
「
江
戸
文
芸
に
於
け
る
十
二
楼
の
翻
案
」『
江
戸
文
芸
叢
話
』（
八
木
書
店
、

一
九
九
五
・
初
出
一
九
七
〇
）。

⑿　
「『
覚
世
奇
観
渚
の
藻
屑
』
―
翻
刻
と
解
題
―
そ
の
一
」『
静
岡
女
子
大
学
国

文
研
究
』
13
、
一
九
八
〇
・
三
。
※
全
四
巻
中
、
巻
三
・
四
の
み
の
翻
刻
。

⒀　

本
稿
は
、
庭
鐘
・
秋
成
読
本
の
価
値
を
再
確
認
す
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
も

の
で
は
な
い
の
で
、
両
者
の
作
品
内
容
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
し
な
い
が
、
こ
の

傾
向
を
踏
ま
え
、
い
ま
い
ち
ど
庭
鐘
の
翻
案
態
度
を
振
り
返
る
と
、「
三
人
の

妓
女
…
」「
馬
場
求
馬
…
」（『
英
草
紙
』）、「
江
口
の
遊
女
…
」（『
繁
野
話
』）
は
、

い
ず
れ
も
原
拠
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
興
趣
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
、

遊
女
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
自
覚
と
、
そ
れ
を
現
実
の
世
界
に
お
い
て
い
か
に

体
現
す
る
か
も
し
く
は
で
き
な
い
か
と
い
う
問
題
、
身
分
社
会
に
お
け
る
各
人

の
意
識
の
様
相
、
そ
し
て
男
主
人
公
の
社
会
に
対
す
る
逸
脱
と
帰
還
、
な
ら
び

に
そ
の
折
に
払
わ
れ
る
犠
牲
の
行
方
な
ど
、
常
に
社
会
と
人
間
の
あ
り
方
に
ま

で
筆
が
及
ん
で
お
り
、
多
く
の
先
行
研
究
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
前
期

読
本
の
中
で
突
出
し
て
い
る
こ
と
は
贅
言
を
要
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま

た
、
上
田
秋
成
『
雨
月
物
語
』
の
「
浅
茅
が
宿
」
も
、
原
拠
「
愛
卿
伝
」
に
基

づ
く
夫
婦
再
会
譚
で
あ
り
世
話
物
風
と
も
言
え
な
く
も
な
い
が
、
こ
こ
ま
で
見

た
作
品
群
と
は
描
こ
う
と
し
て
い
る
主
題
が
全
く
異
な
り
、
原
拠
を
超
え
新
た

な
作
品
世
界
を
構
築
し
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
た
と
え
ば
、「
江
口
の
遊
女

…
」
の
寓
意
を
引
き
継
い
だ
一
例
と
し
て
、
徳
田
武
が
注
⑸
前
掲
論
文
に
お
い

て
秋
成
の
「
蛇
性
の
婬
」（『
雨
月
物
語
』）
を
あ
げ
、
長
島
弘
明
「『
雨
月
物
語
』

『
春
雨
物
語
』
と
『
英
草
紙
』
―
主
題
の
継
承
に
つ
い
て
―
」（『
秋
成
研
究
』

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
・
初
出
一
九
七
九
）
が
、「
三
人
の
妓
女
…
」

か
ら
「
菊
花
の
約
」「
浅
茅
が
宿
」
へ
の
影
響
に
説
き
及
ぶ
よ
う
に
、
た
し
か

に
前
期
読
本
の
良
質
な
部
分
は
庭
鐘
か
ら
秋
成
の
線
に
求
め
ら
れ
る
。

⒁　
「『
新
斎
夜
語
』
と
談
義
本
」『
日
本
近
世
小
説
と
中
国
小
説
』（
青
裳
堂
書
店
、

一
九
八
七
・
初
出
一
九
七
二
）。

⒂　
「
上
方
の
「
奇
談
」
と
寓
言
―
『
垣
根
草
』
第
四
話
に
即
し
て
―
」『
上
方
文

芸
研
究
』
１
、
二
〇
〇
四
・
五
・「
大
江
文
坡
と
源
氏
物
語
秘
伝
―
〈
学
説
寓
言
〉
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と
し
て
の
『
怪
談
と
の
ゐ
袋
』
冒
頭
話
―
」『
語
文
』
84
・
85
、
二
〇
〇
六
・

二
な
ど
。

⒃　
『
青
山
語
文
』
33
、
二
〇
〇
三
・
三
。

　

な
お
本
稿
を
な
す
に
あ
た
っ
て
、
水
谷
不
倒
『
選
択
古
書
解
題
』（『
著
作
集
』

７
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
・
原
本
一
九
二
七
）
な
ら
び
に
小
川
陽
一
『
三

言
二
拍
本
事
論
考
集
成
』（
新
典
社
、
一
九
八
一
）
か
ら
多
く
の
学
識
を
得
た
。

ま
た
、
本
稿
に
お
け
る
問
題
意
識
な
ら
び
に
『
新
斎
夜
語
』
に
つ
い
て
の
箇
所

は
、「
上
方
読
本
を
読
む
会
」（
於
大
阪
大
学
）
に
お
け
る
『
新
斎
夜
語
』
輪
読

の
折
の
議
論
を
起
点
と
し
て
い
る
。
合
わ
せ
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

�

（
き
ご
し
・
し
ゅ
ん
す
け
／
山
口
県
立
大
学
）

宮
澤
隆
義
著
『
坂
口
安
吾
の
未
来
　
危

機
の
時
代
と
文
学
』（
二
〇
一
五
年
二

月
二
〇
日　

新
曜
社
刊　

二
八
一
頁　

三
二
〇
〇
円
＋
税
）

序
章　

危
機
の
時
代
と
文
学　

一
「
堕
落
」
に
つ
い

て　

二　

逆
説
と
矛
盾　

三　

変
化
と
個
体
化　

第

一
章　

フ
ァ
ル
ス
の
詩
学
―
―
坂
口
安
吾
と
「
観

念
」
の
問
題　

一　

何
が
「
観
念
」
と
呼
ば
れ
る
の

か　

二　

意
味
と
行
為　

三
「
純
粋
な
言
葉
」
と

「
実
在
」　

四　

フ
ァ
ル
ス
と
い
う
経
験　
　

五　

変

容
へ
の
意
志　

第
二
章　

フ
ァ
ル
ス
は
証
言
す
る

―
―
「
風
博
士
」
論　

一　

事
件
の
構
造　

二　

フ
ァ
ル
ス
は
証
言
す
る　

三　
「
可
能
の
世
界
」
が

示
す
も
の　

四　
「
目
撃
者
」
の
使
命　

五　
　

接

続
さ
れ
る
言
葉　

第
三
章　

坂
口
安
吾
と
「
新
ら
し

い
人
間
」
論　

一　

一
九
三
〇
年
代
の
坂
口
安
吾　

二　

坂
口
安
吾
と
ソ
ビ
エ
ト
―
―
「
新
ら
し
き
性

格
・
感
情
」　

三　
「
環
境
」
と
い
う
問
題
圏　

四　

「
理
知
」
と
「
動
物
」
―
―
『
吹
雪
物
語
』　

五　
　

転
回
―
―
「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」　

第
四
章　
「
バ

ラ
ッ
ク
」
と
共
同
性
―
―
「
日
本
文
化
私
観
」
論　

一　
「
バ
ラ
ッ
ク
」
と
い
う
原
理　

二　
「
模
倣
」
と

「
発
見
」
と　

三　
「
独
自
性
」
と
共
同
性　

第
五
章　

情
報
戦
と
「
真
珠
」　

一　

日
付
と
情
報　

二　

長

距
離
飛
行
の
果
て
に　

三
「
本
末
顚
倒
」
な
歩
み　

四　

真
珠
の
粉　

第
六
章　

空
襲
と
民
主
主
義
―
―

「
白
痴
」
論　

一　
「
露
路
」
と
「
掟
」　

二　

空
襲

下
に
お
け
る
生　

三　
「
火
」
と
「
太
陽
の
光
」　　

四　

民
主
主
義
と
主
体
化　

第
七
章
「
思
考
の
地

盤
」
を
掘
る
こ
と
―
―
「
土
の
中
か
ら
の
話
」　

一　

坂
口
安
吾
と
「
土
地
」　

二　

中
世
と
農
地
改
革　

三　
「
土
地
」
の
不
気
味
さ　

四　
「
思
考
の
地
盤
」

と
し
て
の
「
土
地
」　

第
八
章　

暴
力
と
言
葉
―
―

「
ジ
ロ
リ
の
女
」
を
め
ぐ
っ
て　

一　
「
ジ
ロ
リ
」
の

眼
差
し　

二　
「
金
銭
」
に
つ
い
て　

三　
「
家
」
と

秘
密　

四　

暴
力
と
言
葉　

第
九
章　

法
と
構
想
力

―
―
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
論　

一　

法
の
宙
吊

り
の
な
か
で　

二　
「
市
」
と
「
魔
術
」　

三　
「
無

限
」
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク　

四　

切
断
と
「
桜
」　

五　

小
説
と
「
蛇
足
」　

第
十
章　
「
ト
リ
ッ
ク
」
の
存
在

論
―
―
「
不
連
続
殺
人
事
件
」
と
そ
の
周
辺　

一　

民
主
主
義
と
統
治　

二　
「
推
理
」
と
い
う
行
為　

三　
「
ト
リ
ッ
ク
」
の
存
在
論　

終
章　

来
た
る
べ

き
文
学　

一　

固
体
化
と
主
体
化　

二　

実
存
主
義

／
主
体
性
論
争　

三　

新
た
な
は
じ
ま
り
へ
向
け
て

紹

介

新

刊


