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｣
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[
讐
蝶
記
｣
六
番
は
山
東
裏

作
の
読
本
･
文
空

年
(
ll
(Tl)
二
月
記
の
自
序
が
あ
る
･
附
言
や
内
題
に
よ
れ
ば

一
名

｢窟
駐
物
軍

と
言
い
'
そ
れ
は
夕
霧
の
事
を
書
こ
う
と
し
て
書
き
え
な
か

っ
た
所
か
ら
出
た
名
と
も
伝
え
ら
れ
る
｡
本
書
の
意
義
は
'

一
､
京
伝
が
前
作

｢
本
朝
酔
菩
提
｣
八
巻
と

｢

浮
牡
丹
仝
伝
｣
四
番
の
二
部
を
文
化
六
年
に
発
刊
後
ま
る
三
年
間
読
本
に
筆
を
断

っ
て

後
の
第

一
作
で
あ
る
事
｡

二
､
こ
れ
に
対
す
る
詐
害
と
し
て
滝
沢
馬
琴
が

｢
お
か
め
八
目
｣
を
著
わ
し
た
専
O

三
'
こ
れ
が
京
伝
最
後
の
読
本
と
な

っ
た
事
｡

以
上
三
つ
の
点
か
ら
考
え
ら
れ
注
目
も
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
勿
論
主
と
し
て
文
学
史
的
な
意
義
を
持
つ
た
め
で
あ
っ
て
､

必
ず
し
も
作
品
の
文
学
的
価
値
の
高
さ
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
.

｢
讐
蛙
記
｣
は
京
伝
作
と
し
て
も
最
上
の
読
本
と
は
言
え
す
､
ま

た

｢
昔
悪

妻
表
紋
｣
(
読

)
の
よ
う
覧

き
な
文
学
的
影
響
晶

に
及
ぼ
し
た
も
の
で
も
な
い
O
畢
黄
こ
の
作
は
正
統
的
な
謂
わ
ゆ
る

半
紙
本
形
読
本
の
宗
家
た
る
馬
琴
の
批
評
に
閑
聯
さ
せ
て
始
め
て
相
応
の
意
義
を
生
じ
て
来
る
に
留
ま
る
の
で
あ
る
が
'
こ
れ
に
纏
わ
る



考
察
を
京
伝
の
読
本

一
般
ま
た
馬
琴
の
読
本
親
と
い
う
方
面
に
結
び
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
'
相
当
富
重
な
結
論
が
導
き
出
さ
れ

る

か

と
思

う
｡
こ
の
取
扱

い
方
に
よ
る
と
'
問
題
は
無
限
に
拡
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
'
今
は
焦
点
を
題
目
と
し
て
掲
げ
た
二
書
に
絞
-
'
叙
述
の

順
序
は
逆
の
よ
う
で
は
あ
る
が
､
理
解
を
助
け
記
述
を
簡
略
に
す
る
た
め
に
'
馬
琴
の
批
評
書
の
検
討
を
先
に
L
t
後
に
京
伝
作
を
考
え

つ
つ
'
そ
の
間
に
両
名
の
者
を
中
心
と
し
て
読
本
の
性
格
を
不
十
分
な
が
ら
顧
み
よ
う
と
思
う
｡

二
､
｢お
か
め
八
日
｣
の
眼
目

‖

本
書
題
名
の
由
来

題
名
は
額
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
O
馬
琴
が
こ
の

｢
お
か
め
八
日
｣
と
い
う
題
名
を
こ
の
詐
害
に
附
し
た
の
は
偶
然
の
革
で
は
な
い
と

考
え
ら
れ
る
.
そ
こ
で
推
測
の
域
を
出
な
い
け
れ
ど
も
'
評
者
の
内
容
を
暗
示
す
る
か
と
見
え
る
題
名
の
由
来
に
つ
い
て
'
ま
す
考
え
を

述
べ
て
み
た
い
｡

元
来
こ
の

｢
お
か
め
八
目
｣
は
文
化
十
年
九
月
十
三
日
と
奥
に
日
附
あ
る

｢
惜
字
難
葺
｣
真
之
巷
の
中
に

｢騎
鞭
｣

｢
を
こ
の
す
さ
み

｣
の
二
編
と
と
も
に
収
め
ら
れ
て
伝
わ

っ
た
の
で
あ
る
が
､
何
れ
も
小
説
批
評
で
あ
る
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
馬
琴
に
は
同
じ
評
書
で

も

｢
本
朝
水
活
伝
を
読
む
井
批
評
｣
と
い
う
よ
う
に
単
純
な
題
名
を
選
び
附
し
た
も
の
も
あ
る
が
'
右
の

｢.璃
鞭
｣
に
し
て
も

｢
を
こ
の

す
さ
み
｣
に
し
て
も
何
れ
も
式
亭
三
馬
や
柳
亭
種
彦
を
対
者
と
し
て
意
識
す
る
点
が
顕
著
な
題
名
で
あ
-
'

｢
お
か
め
八
目
｣
も
同
額
で

あ
ろ
う
と
見
ら
れ
る
が
'
し
か
し
単
な
る

｢
を
こ
の
す
さ
み
｣
と
同
様
の
謙
譲
の
名
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
か
｡
謙
譲
の
辞
'
時
に
辛
林

の
言
た
る
場
合
も
あ
る
｡
ど
の
書
も
相
応
の
自
負
を
以
て
書
か
れ
た
事
は
そ
の
評
の
影
響
に
よ
っ
て
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
｡

こ
こ
に
想
い
起
さ
れ
る
の
は
,
四
方
山
人
(
鮎

S
)

の
三
十

1
年
前
(
議

詣

)

に
出
し
た
同
名
の
書

｢
岡
目
八
目
｣
の
事
で
あ
る
o
そ

れ
は
南
畝
の
前
年
発
案
し
た

｢
菊
寿
革
｣
に
次
ぐ
黄
表
紙
評
判
記
の
第
二
作
で
'
当
時
馬
琴
は
未
だ
世
に
出
す
'
京
伝
は
初
め
て
自
ら
京

27



伝
と
署
名
し
同
天
明
二
年
莞

し
た

｢
軒
甜
御
存
要

物
｣
が
四
方
山
人
に
認
め
ら
れ
て
本
書
で
惣
蓋

の
位
に
推
さ
れ
'
以
後
京
伝
の

一

名
声
を
高
か
ら
し
め
た
と
い
う
'
京
伝
に
と

っ
て
実
に
記
念
す
べ
き
許
書
で
あ

っ
た
.
言
う
ま
で
も
な
く
同
書
は

｢
菊
寿
革
｣
と
同
じ
く

28

作
品
の
見
立
て
を
歌
舞
伎
の
立
役
以
下
の
役
柄
名
に
放
り
'
宝
暦
年
代
に
著
し
-
な

っ
た
諸
事
評
判
に
歌
舞
伎
評
判
記
の
手
法
を
応
用
す

る
手
法
を
黄
表
紙
評
判
に
適
用
し
た
点
も
注
目
さ
れ
る
が
'
と
も
か
-
今
問
題
と
す
べ
き
は
そ
の
歌
舞
伎
劇
的
な
批
評
組
枚
で
あ
る
｡
そ

の
特
殊
な
組
紋
が
馬
琴
に
よ

っ
て
想
起
注
目
さ
れ

｢讐
蝶
記
｣
の
持

つ
諸

々
の
歌
舞
伎
劇
的
傾
向
と
結
付
け
ら
れ
た
結
果
'
ま
た
二
つ
に

は
前
年

の

｢
菊
寿
革
｣
に
は
春
町
や
菩
三
二
な
ど
の
み
淑
上
げ
ら
れ
無
税
さ
れ
て
い
た
京
伝
が
本
書
に
至

っ
て
急
に
特
筆
さ
れ
る
と
い
う

前
記
の
よ
う
な
特
殊
関
係
が
京
伝
と

｢
岡
目
八
目
｣
の
間
に
見
出
さ
れ
る
事
'
以
JJ
二
つ
の
理
由
か
ら
三
十

l
年
前
の
昔
の
書
名
が
今
文

化
十
年
に
襲
用
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
.
1

-
こ
う
し
た
目
で
見
る
と
'
僻
見蝶
記
序
文
に
つ
い
て
の
馬
琴
の
批
評
の
中
に

｢
安
永
天

明
の
頃
傾
廓
の
趣
を
つ
く
せ
る
小
冊
の
み
を
さ
-
1

行
は
れ
L
に
そ
は
風
俗
に
事
あ
り
と
て
官
禁
あ
り
｣
と
あ
る
の
も
'
当
面
す
る
読
本

で
な
-
酒
落
本
黄
表
紙
に
関
す
る
言
葉
な
が
ら
'
な
お
問
題
の
天
明
初
年
前
後
を
想
起
し
て
い
る
点
に
お
い
て
'

1
願
の
余
地
あ
る
事
で

あ
ろ
う
｡

肖

馬
琴
の
批
評
の
眼
目

右
の
通
り
と
す
れ
ば
'
馬
琴
の
批
評
の
概
括
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
'
明
言
し
た
所
か
ら
し
て
も

｢
作
者
の
大
意
は
今
流
布
の
史
談
に

な
ら
は
す
難
劇
の
趣
を
旨
と
し
て

一
倍
を
な
す
も
の
歎
｣
と
あ

っ
て
t
と
の
結
論
は

｢
僻
見蛙
記
｣
以
前
に
見
ら
れ
る
多
く
の
浄
瑠
璃
歌
舞

伎
即
ち
近
世
演
劇
の
趣
向
を
こ
の
作
品
の
随
所
に
見
出
し
た
間
に
'
自
ず
と
導
き
出
さ
れ
た
も
の
に
相
違
な
い
O

馬
琴
の
批
評
は
､
構
想
や
趣
向
上
の
問
題
の
ほ
か
'
得
意
と
す
る
故
事
や
語
句
の
誤
用
の
指
摘
論
難
を
例
の
通
-
繰
返
し
て
い
る
が
'

今
は
主
と
し
て
前
者
に
つ
い
て
諭
す
れ
ば
足
り
る
と
思
う
｡
彼
は
批
評
法
と
し
て
序
文
以
下
当
該
本
文
を
抄
出
し
て
次
に
私
見
を
掲
げ
て

い
る
が
,
本
文
は
省
略
し
て
誓

の
み
摘
要
抄
出
し
て
霊

を
加
え
れ
ば
,
次
の
通
-
で
あ
る
二

讃

〓
藍

配鞘

鵜
墾

盛

謂

詣

)



イ

｢
讐
蝶
記
｣

の
殆
ど
各
巻
に
亘
っ
て
歌
舞
伎
劇
的
趣
向
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
O
例
え
ば
'

0

二

,)
の
作
意
只
今
の
歌
舞
伎
狂
言
を
旨
と
し
て
｣
矧

(

巻
之

一
)

t
J

J･
1'
こ
れ
ら
は
重
く
芝
居
狂
言
の
趣
向
に
あ
る
こ
と
に
て
･･････か
へ
す
-で

も
こ
れ
ら
は
歌
舞
伎
狂
言
見
る
や
う
に
て
｣
･門.
-

(

巻
之
三

4

三
'
あ
ま
り
に
歌
舞
伎
狂
言
め
き
て
｣
p.
S

(

巻
之
Tll)4

四
'
こ
の
段
は
わ
き
て
歌
舞
伎
の
狂
言
め
き
て
｣
p.
G

(

巻
之
四
)

lヽノ

五
~
か
や
う
の
す
ぢ
歌
舞
伎
狂
言
に
は
常
に
あ
る
こ
と
な
が
ら
｣
p.G(巻
之
四
)

と
あ
っ
て

｢肇
蛙
記
｣
の
性
質
は
殆
ど
こ
こ
に
決
定
す
る
O
巻
之
五
は

｢
さ
し
て
評
す
べ
き
事
な
け
れ
ば
い
は
す
｣
と
無
許
'
巻
之
六
は

辞
は
あ
る
が
歌
舞
伎
的
な
-
と
の
評
言
は
な
い
O
更
に
我
々
は
馬
琴
が
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
い
か
に
判
断
し
た
か
を
見
る
必
要
が
あ
る
｡

巷
之

1
に
お
い
て
歌
舞
伎
劇
的
と
さ
れ
た
の
は
t
A/
生
れ
た
許
り
の
赤
子
を
甲
胃
婆
で
身
に
付
け
て
血
戦
L
t
し
か
も
赤
子
が
無
事
で

あ
る
趣
向

,,
で
馬
琴
は
こ
れ
を
作
者
が
後
の
趣
向
に
連
続
さ
せ
る
意
向
を
も

っ
て
い
た
も
の
と
推
測
し
っ
つ
も
'
な
お
余
-
に
非
事
実
的

な
趣
向
で
あ
る
と
非
難
し
た
｡
こ
れ
ら
が
歌
舞
伎
狂
言
的
で
あ
る
と
さ
れ
た
理
由
は
'
そ
れ
ら
が
見
物
の
目
先
を
専

一
に
す
る
点
に
あ
っ

た
｡
馬
琴
に
よ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
趣
向
は
dJ
物
語
ぶ
み

k,
即
ち
小
説

1
般
に
は
興
ざ
め
る
も
の
と
な
る
歩
合
が
多

い
の
で
'
当
然
他
に
趣

向
を
変
す
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
｡

こ
の
巻
之

一
の
批
評
か
ら
も
知
ら
れ
る
通
-
'
馬
琴
の
批
評
内
容
は
次
の
三
要
素
か
ら
成
る
｡
即
ち
'

1
'
京
伝
が
い
か
な
る
意
図
の
も
と
に
歌
舞
伎
狂
言
的
趣
向
を
用
意
し
た
か
と
い
う
点
の
推
定
｡

二
'
歌
舞
伎
狂
言
的
趣
向
の
性
質
に
つ
い
て
の
解
釈
｡

二,;'
そ
れ
が
小
説
に
お
け
る
要
素
と
し
て
の
相
対
的
価
値
乃
至
性
質
の
解
釈
O
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従

っ
て
､
批
評
の
解
釈
も
こ
れ
ら
≡
方
面
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
行
き
た
い
｡

ロ

今
馬
琴
を
離
れ
て
京
伝
の
意
向
を
推
測
す
れ
ば
'
前
記
の
五
条
は
そ
れ
ぞ
れ
'

一'
(
巻
之

一
)
並
び
に
二
'

(
巻
之
二
)
の
南
条
は
後

へ
の
接
続
上
｡

三､
(
巻
之
≡

は
新
案
の
趣
向
(
妙

齢

削

靴

の

一

1 0-

四
'

(巻
之
四
)
琵

上
(㌍

析

五

'
(巻
之
四
)
は
奇
略
の
趣
向

千
金
の
盗
人
を
知
る
た

め
妹
が
兄
を
し
う
る

の
意
図
を
も

っ
て
考
案
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
中
で
も
四
は
作
者
と
し
て
は
新
案
の
心
な
が
ら
実
は
旧
い
歌
舞
伎
狂
言
模
倣
の
趣
向
に
す
ぎ

ず
､
三
と
五
は
､
特
に
三
は
巧
み
な
新
案
な
が
ら
'
何
れ
も
筋
の
趣
向
で
は
な
く
事
物
の
趣
向
に
す
ぎ
な
い
の
で
'
筋
を
殊
更
に
重
税
す

る
読
本
に
と

っ
て
十
分
な
趣
向
の
新
案
と
は
為
し
が
た
い
も
の
で
あ

っ
た
O

′ヽ

翻

っ
て
馬
琴
の
五
条
に
関
す
る
評
語
の
意
味
を
要
約
す
れ
ば
'

一
'
余
り
物
々
し
す
ぎ
'
趣
向
無
理
'
目
先
本
位
｡

二
'
事
実
に
あ
り
え
す
'
人
情
に
こ
た
え
ず
｡

三
'
新
案
す
ぎ
'
奇
を
見
せ
す
ぎ
る
｡

四
'
人
情
に
こ
た
え
ず
｡

五
'
義
理
に
は
す
れ
'
人
情
に
あ
ら
ず
｡

と
の
意
で
あ
り
'
結
局
京
伝
作

｢
讐
蛙
記
｣
の
歌
舞
伎
狂
言
的
な
性
質
と
し
て
馬
琴
の
見
た
所
は
'
第

一
に
目
先
第

一
'
第
二
に
人
情
に



こ
た
え
ず
'
帝
三
に
義
理
に
は
す
れ
る
t
の
三
点
に
集
約
で
き
る
の
で
あ
る
O

こ
こ
に
目
先
第

1
と
義
理
に
は
す
れ
る
と
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
た
の
は
'
本
書
成
立
の
年
代
に
お
け
る
歌
舞
伎
劇
そ
の
も
の
の
当
然
甘

受
す
べ
き
評
言
で
も
あ

っ
た
.
多
少
の
問
題
は
残
る
と
し
て
も

1
応
認
め
る
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
.
し
か
し
な
が
ら
人
情
に
こ
た
え
ず

と
は
無
条
件
に
は
受
取
り
え
な
い
評
言
で
あ
る
｡
端
的
に
言
え
ば
､
京
伝
馬
琴
の
世
界
た
る
化
政
期
の
江
戸
に
お
け
る
歌
舞
伎
劇
が

1
種

奇
矯
な
写
実
に
陥

っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
が
'

1
面
世
相
の
慣
熟
と
宝
暦
期
以
来
著
し
い
上
方
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
劇
の
輸
入
摂
取
と
に

′ゝへ

る
世
話
場
の
発
達
も
著
し
い
も
の
が
あ
-
'
そ
こ
を
中
心
と
し
て
人
情
味
の
最
も
濃
厚
か
つ
細
微
な
展
開
の
あ
っ
た
事
も
香
定
で
き
な
い

事
実
で
あ
る
｡
馬
琴
の
人
情
の
論
は
こ
こ
に
不
当
の
論
と
な
-
下
る
で
あ
ろ
う
か
｡
し
か
し
な
が
ら
'
馬
琴
は
そ
れ
ほ
ど
単

純

で

は
な

い
o
馬
琴
は
単
に
人
情
の
み
を
以
て
人
情
を
論
じ
た
者
で
は
な
か

っ
た
.
彼
が
人
情
に
こ

た
え
ず
と
言

っ
た
場
合
'
他
に
附
随
す
る
要
素

と
し
て
常
に
不
合
理
的
要
素
の
存
在
し
た
事
実
t
か
つ
ま
た
彼
が
小
説
に
お
け
る
正
道
と
こ
れ
ら
問
題
の
要
素
と
の
閑
聯
に
関
す
る
論
説

と
を

一
党
す
る
時
'
誰
し
も
そ
の
意
味
が
'
作
の
不
合
理
性
が
理
知
的
な
地
政
期
の
人
々
の
人
情
味
の
感
得
を
ま
す
遮
る
由
を
指
摘
し
た

も
の
で
あ
る
事
に
気
付
く
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
｡

二

次
に
小
説
嶺
に
園
聯
す
る
馬
琴
の
評
言
を
抄
出
す
れ
ば
'

1
'
却
て
物
語
ぶ
み
に
は
輿
さ
む
る
こ
と
お
は
か
り
.

二
'
草
枕
物
語
に
は
こ
と
わ
り
に
か
な
は
す
｡

三
'
昨
今
の
流
行
に
は
か
な
は
す
と
や
い
ふ
べ
か
ら
ん
｡

四
t
か
1

る
趣
を
の
が
れ
て
菅
が
昨
今
の
流
行
な
る
べ
し
.

五
'
物
語
ぶ
み
に
は
今

一
ト
き
か
こ
と
わ
-
あ
-
げ
に
か
1
ま
ほ
し
き
こ
と
1
お
ぼ
し
｡
す
べ
て
<
情
に
あ
ら
ず
.
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即
ち
前
記
歌
舞
伎
狂
言
的
な
る
も
の
の
嘉
を
以
て
小
説
の
正
道
と
す
る
主
張
に
立
ち
.
馬
琴
の
小
説
親
の
厳
粛
さ
を
示
す
と
#
'
に
へ
ま

た
前
と
異
-
単
な
る
素
材
嶺
以
上
に
出
る
点
が
あ

っ
て
尊
い
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
意
味
に
お
い
て
最
も
注
目
す
.へ
き
人
情
論
に
つ
い

て
二
三
注
意
す
べ
き
点
を
挙
げ
る
と
'
二
の
歩
合
明
ら
か
に
前
述
の
通
り
の
不
合
理
性
が
障
擬
と
し
て
指
摘
d
lれ
て
お
-
'
四
で
は
歌
軍

使
狂
言
的
趣
向
と
し
て
本
来
は
と
も
か
-
し
ば
し
ば
小
説
に
用
い
ら
れ
た
た
め
新
味
に
乏
し
い
点
が
障
礎
と
さ
れ
て
い
る
｡
か
よ
う
な
不

合
理
性
の
香
定
は
'
特
に
附
説
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
だ
け
に
小
説
の
歌
舞
伎
狂
言
に
対
す
る
恒
常
的
な
特
性
と
見
ら
れ
'
こ
れ
に
対
し

て
四
の
集
合
は
'
あ
る
時
代
に
お
い
て
は
存
在
価
値
を
十
分
に
持
ち
な
が
ら
も
今
は
顧
み
ら
れ
た
-
な

っ
た
脚
骨
法
を
指
す
も
の
で
.
そ

の
点
前
後
両
者
決
し
て
同

1
税
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
｡
し
か
も
'
な
お
人
情
に
こ
た
え
ぬ
原
因
と
し
て
両
者
並
立
す
る
と
い
う
の
で
あ

る
｡
畢
克
こ
の
歩
合
の
人
情
と
d
主
知
的
な
人
情
で
あ
-
､
撃
貫
す
れ
ば
理
知
の
語
に
置
き
換
え
う
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
馬

琴
と
い
う
人
物
の
読
本
と
い
う
小
説
に
対
す
る
要
求
と
し
て
通
わ
し
い
も
の
に
相
違
な
い
｡

五
も
ま
た
小
説
の
合
理
性
を
説
-
点
右
と
同
じ
で
あ
る
が
'
た
だ
こ
れ
で
は

｢
人
情
に
あ
ら
ず
｣
と
言

っ
て

｢人
情
に
こ
た

へ
ず
｣
と

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

の
評
言
を
加
え
な
か

っ
た
点
を
'
各
々
の
関
す
る
文
の
内
容
と
閑
聯
さ
せ
て
考
え
る
時
'
五
の
人
情
こ
そ
謂
わ
ゆ
る
人
間
愛
あ
る
心
を
指

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

す
も
の
と
諒
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
-

な
お

二
言
す
れ
ば
'
こ
の
際
に
さ
え
も
な
お
兄
妹
の
義
理
が
要
素
と
し
て
混
在
す
る
'
即
ち
幾

分
理
知
的
な
人
情
'
あ
る
い
は
道
義
的
人
情
と
言
う
べ
き
も
の
に
な

っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
純
粋
に
人
情
描
写
に
直
入
す
る
態
度
と
異
り
筋

の
実
録
物
め
く
展
開
に
重
点
を
置
-
読
本
の
本
質
上
止
む
を
え
な
い
規
秦
で
あ
ろ
う
が
'
し
か
し
そ
の
領
域
に
も
純
粋
人
情

は
存

在

す

る
｡
馬
琴
を
宗
家
と
す
る
正
統
的
読
本
の
人
情
磯
は
こ
の
点
に
お
い
て
純
粋
人
情
と
道
義
的
人
情
と
の
二
つ
に
分
裂
す
る
嶺
が
あ
る
が
'

な
お
馬
琴
と
し
て
は
殊
更
後
者
を
主
と
す
る
者
で
あ

っ
た
｡
こ
の
事
は
巻
之
毛
の
総
評
に
よ
っ
て
も
窺
わ
れ
る
｡
馬
琴

は

ま
す

｢
此
鳶

(
哨
乾
五
一

殊
に
芝
居
の
誓

に
似
た
ヱ

と
概
評
し
た
が
,
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
に
は
異
同
が
あ

っ
た
｡
聖

,

1
両
で
は
雷
獣
の
新
趣
向

を
葺
し
な
が
ら
'
郭
氏
の
故
事
に
基
-
か
と
見
ら
れ
る
話

｢飴
吾
郎
子
を
殺
さ
ん
と
せ
し
事
人
情
に
は
あ
ら
ず
｣
と
親
子
の
情
よ
り
人
情

3ヱ



を
説
き
'
他
面
で
は
本
来
の
面
目
た
る
理
知
的
道
義
嶺
を
加
え
て

｢
佐
五
七
が
薫
が
客
鬼
勉
太
と
な
-
書
三
乗
に
う
た
れ
ん
と
て
妓
院
に

入
り
込
し
｣
脚
色
を

｢
こ
･̂
ろ
得
が
た
き
と
と
な
り
｣
と
L
t
ま
た

｢
育
三
が
内
心
田
子
稔
に
家
を
つ
が
せ
ん
と
し
て
あ
や
め
を
妹
い
身

を
放
蕩
に
｣
し
た
事
に
対
し
て
は

｢
芝
居
狂
言
の
す
ぢ
に
似
て
感
情
な
し
｣
と
非
難
し
た
が
t
と
の

｢
感
情
な
し
｣
も
ま
た
理
知
的
道
義

的
な

｢
人
情
に
こ
た

へ
ず
｣
と
同
義
で
あ
ろ
う
｡

こ
う
し
た
例
は
馬
琴
の
他
の
許
書
に
も
見
出
さ
れ
る
｡
例
え
ば
積
彦
作

｢鋲
手
摺
音
大
偶
｣
評

｢
を
と
の
す
さ
み
｣
の
巻
五
稔
許
に

｢

腹
を
切
も
の
1
側
に
て
舞
を
ま
ふ
と
と
も
芝
居
の
狂
言
め
き
て
そ
ら
′
ぐ
1
し
｣
と
見
え
る
の
も
'
半
ば
は
目
先
本
位
を
指
す
の
で
あ
る

が
'
ま
た
こ
の
種
の
人
情
に
反
す
る
点
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
O
今

1
例
'
綾
足
許

｢
本
朝
水
砕
伝
皇
視
む
非
批
評
｣
に
よ
れ
ば
'
巻

之
十
第
十
九
条
の

｢
弓
呂
俊
雄
が
富
祐
の
事
'
並
に
人
置
其
鮪
韓
白
犬
神
等
俊
姓
を
咲
誘
し
て
妾
宅
を
す
1
め
､
縞
に
利
を
謀
る
段
｣
は

｢
義
太
夫
本
に
あ
る
チ
ャ
り
堤
な
-
｣
と
許
し
'
そ
の
他
に
も
'

｢
理
義
に
か
な
は
ぬ
作
意
｣
あ
り
と
の
評
言
が
幾
箇
所
か
に
見
え
る
.

こ
れ
ら
の
道
義
は
ま
た
し
ば
し
ば
勧
善
懲
悪
の
懲
悪
に
結
付
け
て
論
ぜ
ら
れ
た
が
､
そ
れ
は
後
に
触
れ
る
事
と
し
て
'
右
の
綾
足
許
の
例

の
ど
と
き
は
'
特
に
人
情
に
理
知
を
加
え
て
道
義
と
な
る
歩
合
の
'
理
知
の
要
素
の
濃
厚
な
例
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡

ホ

そ
の
他
の
具
体
例
を
取
上
げ
る
事
は
省
略
し
て
'
馬
琴
の

｢優
蛙
記
｣
評
の
主
た
る
所
を
内
容
に
よ
っ
て
整
理
す
れ
ば
､
大
略
次
の
表

と
な
る
｡

批

評

対

豪

二
十
四
項
目

善 一悪

苧 憎
1- 1

悼

- !- .P盲 …:t7ロr

旬
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馬
琴
は
後
年
の

｢
伊
波
伝
毛
乃
記
｣
な
ど
で
は
京
伝
に
対
し
て
や
や
酷
な
許
を
下
し
た
事
は
世
評
の
通
-
で
あ
る
が
'
そ
れ
は
馬
琴
の

文
壇
に
お
け
る
地
位
と
老
来
愈

々
持
前
の
自
負
心
を
昂
め
た
事
と
に
ょ
る
も
の
で
'
慕

っ
て
来
訪
す
る
者
を
避
け
る
た
め
蓑
笠
漁
隠
と
号

し
て
閉
園
し
た
ほ
ど
の
名
声
を
得
'
既
に

｢南
棟
里
見
八
犬
伝
｣

初
韓
に
翌
春
早
々
筆
を
染
め
よ
う
と
し
て
準
備
を
殆
ん
ど
完
了
し
て
い

た
は
す
の
当
年
文
化
十
年
秋
の
事
と
は
言
え
'
な
を
年
齢
も
四
十
七
歳
で
曾
て
師
で
あ
り
当
年
五
十
三
歳
の
京
伝
と
文
壇
的
社
会
的
な
地

位
に
表
面
上
さ
し
た
る
隔
-
の
な
か

っ
た
頃
で
あ
る
か
ら
'
見
解
の
相
違
に
井
-
所
は
そ
れ
と
し
て
'
批
評
態
度
全
般
に
公
平
を
欠
-
と

見
る
べ
き
節
は
見
当
ら
な
い
O
二
十
四
項
目
を
対
豪
と
し
て
'
そ
の
中
の
四
分
三
近
-
が
悪
評
で
あ
る
と
し
て
も
'

1
般
に
批
評
を
厳
密

に
行
う
時
は
往

言

う
し
た
傾
向
畏

つ
も
の
で
あ
｡
,
の
み
な
ら
ず

品

を
附
し
た
項
目
(納
品

弼
故
一

芸

え
方
に
よ
っ
て
は
更
に

塞
-
の
評
言
を
与
え
ら
れ
た
事
を
思
え
ば
'
善
悪
の
評
言
は
や
は
-
公
平
に
投
ぜ
ら
れ
た
と
言
う
ほ
か
は
な
い
.
(
*
印
の
内
容
省
略
)

勧
懲
に
特
別
の
関
心
を
示
し
た
は
す
の
馬
琴
に
勧
懲
に
叶
う
叶
わ
ず
の
評
言
の
な
か
っ
た
の
は
意
外
な
が
ら
'

一
応
彼
が

｢撃
蛙
記
｣

の
勧
慾
に
満
足
し
た
と
見
る
事
も
で
き
'
ま
た
他
の
項
目
の
評
に
自
ず
か
ら
含
ま
れ
る
事
も
な
い
で
は
な
い
.
勧
懲
に
つ
い
て
は
後
に
ま

た
考
え
た
い
o
次
に
'
故
事
故
実
と
語
句
に
関
す
る
論
評
が
甚
だ
多
-
ま
た
悪
評
に
偏
す
る
の
は
'
馬
琴
の
京
伝
に
最
も
優
越
す
る
所
ゆ

え
止
む
を
え
な
い
と
言
え
よ
う
.

1
面
'
趣
向
に
関
し
て
は
寧
ろ
書
評
が
多
-
'
そ
れ
ら
が
実
は
半
ば
故
事
故
実
に
も
閑
聯
し
て
説
か
れ

て
お
-
'
前
述
の
人
情
に
叶
う
叶
わ
ず
の
論
は
善
悪
に
拘
わ
ら
ず
こ
れ
に
附
随
し
て
論
ぜ
ら
れ
東
.
従

っ
て
'
表
中
の
人
情
の
項
目
に
あ

る
以
外
の
人
情
の
論
中
に
は
前
述
の
通
-
悪
評
を
多
く
含
ん
だ
が
'
こ
れ
は
趣
向
と
人
情
と
を
理
知
的
に
解
釈
し
ょ
う
と
し
た
馬
琴
の
態

度
か
ら
す
れ
ば
'
必
ず
し
も
矛
盾
す
る
論
綾
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
｡
要
す
る
に
'
前
記
の
表
は
厳
密
に
言
え
ば
勧
慾
や
人
情
に
関
す

る
重
要
な
意
見
を
反
映
し
て
い
な
い
点
に
お
い
て
不
十
分
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
'
そ
れ
ら
を
別
に
論
す
る
と
す
れ
ば
'

一
応

｢

お
か
め
八
目
｣
の
批
評
態
度
と
批
評
の
結
果
と
を
示
す
も
の
と
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
.

へ
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馬
琴
は
稔
評
に
概
括
し
て
言
う
｡

1
埋
作
者
の
趣
向
只
滑
稽
を
つ
く
し
歌
舞
伎
狂
言
に
も
と
づ
き
虚
妄
の
光
景
を
も
っ
ぱ
ら
に
せ
し
も
の
な
り
｡

と
｡
そ
し
て
之
を
京
伝
の
独
自
性
優
越
性
と
認
め
'
後
に
寒

々
に
あ
る
新
し
み
を
列
挙
し
て
も
い
る

(但
し
そ
の
中
の
二
は
雑
劇
也
と
'

雑
劇
と
は
近
世
演
劇
を
指
す
)
が
'
し
か
し
仝
債
と
し
て
珍
奇
な
趣
向
の
連
続
の
み
で
望
訳
本
の
読
者
を
完
全
に
魅
了
し
え
な
い
情
勢
と

な

っ
て
来
た
と
も
述
･へ
て
い
る
｡
こ
の
指
摘
は
さ
す
が
で
あ
る
.
こ
れ
に
よ
っ
て
も
'
馬
琴
は
歌
舞
伎
狂
言
的
趣
向
そ
の
も
の
を
絶
対
に

排
除
す
る
者
で
な
く
'
ま
た
京
伝
を

1
敵
国
視
し
た
と
は
言
え
敵
視
し
て
そ
の
全
て
を
香
定
し
去
ろ
う
と
し
た
者
で
も
な
か
っ
た
事
は
'

少
く
と
も

｢
讐
蛙
記
｣
と

｢
お
か
め
八
目
｣
の
両
署
に
関
す
る
限
り
明
ら
か
で
あ
っ
た
｡

し
か
し
な
が
ら
京
伝
の

｢
僻
見蝶
記
｣
が
結
局
の
と
こ
ろ
馬
琴
の
書
評
を
鼠
得
な
か
っ
た
最
大
の
輝
線
は
'
京
伝
が
読
本
の
世
界
に
お
い

て
数
年
の
立
遅
れ
を
意
識
し
な
か
っ
た
点
に
懸

っ
て
い
る
｡
そ
の
点
を
馬
琴
は
直
哉
に
看
破
し
て
次
の
評
言
を
与
え
た
｡

四
五
ケ
年
前
は
か
1

る
こ
と
を
見
る
も
の
の
を
か
し
と
い
ひ
し
が
'
昨
今
に
室
て
は
す
べ
て
人
情
を
つ
-
さ
ざ
れ
ば
を
か
し
か
ら
す

と
す
｡

と
文
此
五
山ハ
年
来
の
読
者

1
般
の
読
本
碗
ま
た
広
-
文
学
観
の
変
転
を
注
目
し
'
更
に
京
伝
に
つ
い
て
は
'

此
作
者
さ
ば
か
り
の
才
子
な
れ
ど
も
'
四
五
年
か
･I
る
物
語
を
暮
ら
ざ
-
し
か
ば
流
行
に
お
く
れ
た
る
に
や
.

と
作
者
の
不
用
意
を
指
摘
し
た
｡
馬
琴
の
文
化
十
年
に
お
け
る
読
本
親
乃
至
小
説
嶺
は
'
彼
本
来
の
不
易
に
加
え
る
に
当
時
の
流
行
を
以

て
形
成
さ
れ
て
い
た
.

趣
向
あ
ま
り
に
歌
舞
伎
め
け
ば
人
情
に
こ
た

へ
ぬ
也
｡
か
1
る
趣
を
の
が
れ
て
書
が
昨
今
の
流
行
な
-
0

こ
の
評
言
も
普
通
の
意
味
に
解
す
べ
き
で
な
い
事
'二
剛
述
の
意
味
に
解
す
べ
き
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
'
特
に
流
行
の
重
税
の
論
は

究
魅
に
お
い
て
翌
春
に
書
初
め
た

｢
八
犬
伝
｣
の
大
作
を
二
十
八
年
の
永
き
に
亘
っ
て
書
き
継
が
し
め
読
ま
し
め
た
横
線
の
半

ば

で
あ
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-
'
1.
方
京
伝
を
失
墜
せ
し
め
た
も
の
は
流
行
の
軽
硯
に
外
な
ら
な
か

っ
た
意
味
に
お
い
て
'
看
過
し
え
な
い
も
の
が
あ
る
｡
明
暗
二
筋

に
分
れ
た
契
機
の
他
の

l
半
が
'
京
伝
の
肌
あ
い
に
合
致
し
た
酒
落
木
黄
衣
紋
の
衰
滅
転
化
に
歴
胎
す
る
事
は
勿
論
な
が
ら
'
実
は
死
期

も
三
年
後
(筑

肘
撃

に
迫

っ
た
彼
に
と

っ
て
竿

べ
て
が
も
の
憂

左

宿
で
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
,
票

を
追
う
慧

も
果
し
て
ど
れ

ほ
ど

あ

っ
た
事
か
｡
特
に
読
本
に
不
得
手
で
も
な
か

っ
た
彼
で
あ
る
け
れ
ど
も
'
時
代
の
変
転
は
急
激
で
あ

っ
て
'
気
力
の
充
実
の
み
が

そ
れ
を
追
払
え
た
の
で
あ
る
｡
馬
琴
が
読
者
の
好
何
の
転
化
皇

一日
う
頃
'
即
ち
文
埜

ハ
年
に
は
前
述
の
通
り
京
伝
は
前
作
と
し
て

｢
本
朝

酔
菩
提
｣
と

｢
浮
牡
丹
全
伝
｣
の
二
部
を
辛
う
じ
て
著
わ
し
た
が
'
前
者
は
曾
て
好
評
を
得
た
自
作

｢
稲
妻
表
統
｣
の
名
声
に
す
が

っ
て

そ
の
後
編
と
称
し
て
作
り
つ
つ
も
趣
向
や
絵
に
凝
り
す
ぎ
て
失
敗
に
近
-
'
後
者
は

7
層
の
努
力
を
払

っ
た
で
あ
ろ
う
が
趣
向
も
浅
-
逮

に
前

代
四
巻
を
刊
行
し
た
の
み
で
売
行
不
振
の
た
め
投
資
家
た
る
貸
本
屋
政
五
郎
は
破
産
の
憂
目
を
見
'
後
幌
は
予
骨
の
み
に
終
る
有
様

で
あ

っ
た
｡
両
署
の
事
違

年
馬
琴
が
そ
の
昔

｢
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
撃

(蒜

jwTF
TE[軒
八
一
豊

自
留
め
て
い
る
｡
後
年
の
物
ゆ
え

幾
分
の
誇
張
は
想
像
さ
れ
る
と
し
て
も
'
既
に
京
伝
の
読
本
の
世
界
に
お
け
る
敗
退
は

｢
撃
蛙
記
｣
を
ま
た
す
し
て
現
わ
れ
初
め
た
と
言

う
べ
き
で
あ

っ
た
｡
も

っ
と
も
馬
琴
が
特
に
一
書
を
著
わ
し
て
評
言
を
呈
し
た
だ
け
あ

っ
て
'

｢
嬰
蝶
記
｣
は
前
作

｢
浮
牡
丹
仝
伝
｣
な

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ど
の
比
肩
し
う
る
作
で
は
な
か

っ
た
.
し
か
も
な
お

｢
お
か
め
八
目
｣
に
よ

っ
て
最
期
の
止
め
を
刺
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
'
京
伝
は

｢僻
見

蛙
記
｣
を
以
て
読
本
著
述
の
筆
を
止
め
た
｡

≡
'
｢隻
喋
記
｣
の
構
成
と
P
金

目

構
想
の
典
拠

｢讐
蛙
記
｣
は
謂
わ
ゆ
る
戯
曲
的
手
法
を
応
用
し
た
と
い
う
よ
り
演
劇
的
乃
至
劇
的
手
法
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
｡
単
な
る
読
み
も

の
に
も
使
え
ば
使
う
事
の
で
き
る
戯
曲
I

-

事
実
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な

い
が
対
比
的
表
現
を
と
れ
ば
I
I
l
に
よ
る
の
で
は
な
く
'
演
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出
を
含
め
て
の
戯
曲
即
ち
輯
劇
乃
至
劇
の
手
法
を
随
所
に
応
用
し
利
用
し
た
と
言
う
方
が
適
切
な
表
現
と
な
ろ
う
｡
も

っ
と
も
こ
の
事
は

京
伝
の
読
本
の
す
べ
て
黄
表
柾
や
合
巻
の
多
-
に
つ
い
て
も
言
い
う
る
事
で
あ
-
'
ま
た
馬
琴
な
ど
に
も
そ
う
し
た
傾
向
は
見
受
け
ら
れ

ち
.
謂
わ
ば
積
善
の
歌
舞
伎
狂
言
本
や
脚
本
を
転
化
し
た
正
本
製
の
類
に
発
展
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
'
正
本
製
が
革
讐
統
で
あ
る
の
に

対
し
て
こ
れ
は
絵
に
槻
る
事
の
少
い
読
物
本
位
の
読
本
で
あ
る
所
に
'
特
異
性
が
あ
り
ま
た
困
難
と
失
敗
と
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

当
面
の
化
政
期
に
あ
っ
て
浄
瑠
璃
劇
や
歌
舞
伎
劇
の
影
響
下
に
な
い
小
説
難
は
絶
無
で
あ

っ
た
か
ら
'
要
す
る
に
個
々
の
小
説
の
形
態
や

作
家
や
作
品
に
お
け
る
戯
曲
を
含
め
て
の
演
劇
手
法
の
利
用
韓
の
差
が
考
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
｡
演
劇
趣
味
は
世
人
の

晴
好
で
あ
-
'
-

･前
期
来
支
部
劇
の
覇
訳
や
そ
れ
に
ょ
る
役
者
評
判
記
の
役
柄
解
説
ま
で
生
れ
た
ほ
ど
-
･-

漢
-
.へ
か
ら
ざ
る
流
行
で

あ
る
か
ら
'
そ
れ
を
離
れ
た
も
の
は
当
代
に
生
存
し
え
な
い
｡
し
か
も
そ
れ
に
溺
れ
拘
泥
し
す
ぎ
た
者
は
'
構
想
の
統

l
を
白
ら
破

っ
て

敗
退
し
た
｡
京
伝
作

｢
讐
蛙
記
｣
も
ま
た
そ
の

一
例
に
す
ぎ
な
い
｡

｢
饗
蛙
記
｣
の
演
劇
的
傾
向
は
'
構
想
の
相
幹
か
ら
そ
れ
を
彩
る
部
分
的
趣
向
の
末
栴
に
ま
で
及
ぶ
.
京
伝
自
序
の
附
言
に
､

○
書
名
を
撃
蛙
記
と
競
ゆ
ゑ
は
｡
二
ツ
蝶
々
と
い
ふ
塊
協
の
戯
曲
に
も
と
づ
き
て
つ
く
れ
ば
な
-
D

と
構
想
の
根
幹
を
明
か
す
所
か
ら
始
ま
-
'
ま
た

○
た
ま
-
1
耳
な
れ
た
る
雅
言
を
も
ち
う
る
は
｡
戯
曲
の
文
を
ま
ぬ
か
れ
ん
為
な
り
｡

と
彼
自
身
と
の
傾
向
を
警
戒
し
て
'
読
本
め
か
す
手
段
と
し
て
俗
に
近
い
琴
吉
を
用
い
た
由
を
断

っ
て
は
い
る
が
'
そ
こ
に
ま
た

1
桟
の

破
綻
の
生
じ
た
事
は
後
述
す
る
通
り
で
あ
る
｡

元
来
'
構
想
を
演
劇
方
面
に
求
め
る
由
来
を
遡
れ
ば
'
そ
の
源
は
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
脚
本
の
小
説

へ
の
翻
案
に
あ
る
｡
浮
世
草
子
に
享

保
元
年
刊

｢
囲
性
爺
御
前
軍
談
｣
'
次
い
で
黄
表
紙
に
は
安
永
五
年
刊

｢菅
原
伝
授
手
習
鑑
｣
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
の
形
態
で
古
い
方
で
'

中
本
形
の
読
本
を
始
め
'
文
些

二
四
年
以
来
の
合
巻
に
も
直
ち
に
利
用
さ
れ
た
が
'
そ
れ
ら
は
浄
瑠
璃
に
基
-
も
の
が
大
部
分
で
'
歌
舞
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伎
脚
本
と
し
て
作
ら
れ
た
作
の
翻
案
と
し
て
は
､黄
表
紙
に
寛
政
十

1
年
刊

｢
三
十
石
虎
始
｣
が
初
期
の
も
の
､
正
本
製
は
勿
論
後
年
の
事

で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
浄
瑠
璃
を
先
と
し
た
の
は
'
そ
れ
が
歌
舞
伎
脚
本
よ
-

一
層
文
学
性
が
豊
か
で
あ
り
'
ト
音
を
含
め
て
考
え
て
も

彼
よ
-
は
小
説
形
態
に
転
位
し
や
す
い
叙
述
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
が
'
ま
た
浮
世
草
子
に
お
い
て
浄
瑠
璃
作
者
が
小
説
作
者
を
兼
ね
た

先
例
も
無
税
で
き
な
い
｡
と
も
か
-
も
こ
の
よ
う
な
浄
瑠
璃
優
先
の
傾
向
が

｢讐
蝶
記
｣
に
も
反
映
し
た
の
で
あ
る
が
'
勿
論
典
拠
と
な

っ
た

｢
双
喋

々
｣
が
寛
延
二
年
七
月
下
旬
大
阪
竹
本
座
に
梯
け
ら
れ
る
と
'
翌
月
早
三
見
芝
居
に
'
大
阪
で
は
宝
暦
三
年
五
月
芝
居
に
入

-
'
江
戸
で
は
更
に
連
れ
て
多
分
安
永
三
年
九
月
歌
舞
伎
劇
と
し
て
上
演
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
'
浄
瑠
璃
劇
に
好
評
を
得
る
と
慣
ち
に

歌
舞
伎
劇
に
謂
わ
ゆ
る
義
太
夫
物
と
し
て
上
演
さ
れ
'
時
に
再
び
浄
瑠
璃
劇
に
逆
輸
入
さ
れ
る
と
い
う
古
来
の
例
に
洩
れ
な
か
っ
た
.
従

っ
て
'
こ
の
集
合
も
実
質
上
何
れ
を
典
拠
と
し
た
か
問
題
と
な
る
所
で
あ
る
が
'
脚
本
と
し
て
は
浄
瑠
璃
を
基
本
と
す
る
点
に
変
-
は
な

い
の
で
'
京
伝
自
序
の
附
言
の
通
り
に
見
て
差
支
え
は
な
い
｡
た
だ
'
右
の
両
劇
の
交
流
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
よ
り
は
'

｢
僻
見螺
記
｣

に
お
い
て
浄
瑠
璃
を
構
想
の
典
拠
と
し
つ
つ
'
個
々
の
趣
向
に
お
い
て
本
来
の
操
劇
に
よ
る
事
な
-
主
と
し
て
二
次
的
な
歌
舞
伎
劇
の
手

法
に
債
存
し
た
点
に
重
要
な
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
も

っ
と
も
'
こ
の
場
合
は
構
想
の
典
拠
と
し
た
と
些
言
え

一
部
に
利
桶
し
た
に

す
ぎ
な
か

っ
た
た
め
却

っ
て
雲

の
分
裂
芙

た
し
た
｡

｢山
霊

伝
の
研
究
｣
の
構
針
の
図
表
(
醐
誓

貢.
㌃

典
拠
の

1
JJ
し
て
副
え

ら
れ
た
浄
瑠
璃

｢
播
州
皿
屋
敷
｣

｢山
崎
輿
次
兵
衛
寿
門
松
｣
は
'
実
は

｢
双
蝶
々
｣
で
さ
え
そ
う
で
あ
る
か
ら
'

一
層
構
想
に
関
係
薄

-
'
寧
ろ
部
分
的
な
趣
向
の
源
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
う
し
た
傾
向
は
'
前
述
の
よ
う
な
戯
曲
的
手
法
に
よ
ら
ず
演
劇
的
手
法

に
よ
っ
た
事
と
や
は
り
閑
聯
が
あ

っ
た
｡

肖

構
想
の
妙
I

更
級
の
物
語
-

折
角
浄
瑠
璃
の
秀
作
を
典
拠
に
選
び
な
が
ら
'
部
分
的
な
利
用
に
経

っ
た
た
め
に
'
構
想
上
さ
し
た
る
効
果
を
挙
げ
え
な
か

っ
た
京
伝

も
'
全
巻
を
貫
く
も
の
を
案
じ
出
し
て
相
当
の
成
果
を
収
め
た
の
は
さ
す
が
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
は
老
女
更
級
の
括
犀
と
変
身
で
あ
る
｡
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更
級
は
巷
之
六
の
十
六
で
自
ら
命
を
絶
つ
前
に
自
ら
の
経
歴
を
語

っ
て
い
る
が
'
そ
れ
に
よ
る
と
'
因
果
婆
'
青
葉
の
笛
を
奪
う
婆
'

み
ぬ

ru

油
売
盤
に
雇
わ
れ
た
婆
'
太

麻

硯
の
女
､
蛭
牙
山
の
婆
'
人
身
御
供
の
怪
神
と
六
度
変
装
し
変
化
し
て
来
た
事
が
知
ら
れ
る
O
そ
の
活
躍

が
全
巻
に
亘
る
所
を
見
る
と
こ
の
人
物
の
筋
の
発
展
上
に
占
め
る
地
位
の
高
さ
も
想
像
に
余
る
も
の
が
あ
る
が
'
事
実
更
級
は
筋
の
展
開

の
要
点
に
位
置
す
る
場
合
が
多
-
'
殊
に
右
の
変
装
に
も
見
ら
れ
る
通
り
'
探
偵
小
説
的
な
展
開
を
司
-
'
作
全
体
を
伏
線
で
収
め
て
'

1
種
異
様
な
探
偵
小
説
的
気
分
を
濃
厚
な
ら
し
め
て
い
る
｡
小
池
氏
が
之
を
本
来
お
家
物
な
が
ら
特
に
陰
謀
物
の
1
類
を
立
て
1
そ
れ
に

入
れ
ら
れ
た
の
は
'
小
池
氏
自
身
も
些
か
弁
解
さ
れ
た
通
-
分
類
上
両
者
重
複
の
嫌
い
が
あ
る
に
せ
よ
自
然
の
事
で
あ

っ
た
｡
も

っ
と
も
.

陰
謀
物
の
一
類
を
立
て
た
棋
拠
と
し
て
更
科
の
事
を
前
面
に
押
出
す
態
度
は
叔
ら
れ
な
か

っ
た
が
'
本
作
に
陰
謀
物
的
券
囲
気
の
濃

い
の

は
'
正
に
こ
の
妖
し
い
老
婆
の
活
躍
に
か
か
る
の
で
あ
る
｡

別
に
･
大
仏
九
郎
貞
直
と
い
う
陰
謀
(謂

眺
崇

鮎

謂

盲

犬
立
物
が
あ
る
が
,
こ
れ
浩

す
か
に
巻
之

一
に
現
わ
れ
て
禁

に
飛

込
み
死
ん
だ
と
見
せ
て
(
謂

㌶

誰

机

S
)そ
の
後
消
息
な
く

四
巻
を
飛
ん
で
最
後
の
巻

(梢
之
一
に
至

っ
て
始
め
て
素

性

完

か

ヽ
ヽ

ヽヽ

す
｡
即
ち
そ
の
間
事
件
と
文
章
と
の
表
面
に
は
全
然
姿
を
現
わ
さ
な
い
'
つ
ま
り
筋
の
展
開
に
は
文
章
上
無
関
係
の
存
在
な
の
で
あ
る
｡

巽
に
奇
怪
な
人
物
設
定
で
あ
る
が
'
そ
こ
が
京
伝
の
趣
向
で
あ

っ
た
ろ
う
｡

こ
の
大
仏
九
郎
頁
直
の
代
-
と
し
て
設
定
さ
れ
た
の
が
前
記
の
更
級
と
い
う
老
女
で
あ
る
｡
更
級
は
貞
厄
の
妻
と
し
て
夫
の
身
替
-
を

勤
め
た
車
に
な
る
｡
更
級
は
貞
南
の
健
在
で
あ

っ
た
巻
之

一
に
は
葵
を
見
せ
ず
'
従

っ
て
そ
う
し
た
人
物
の
存
在
す
ら
読
者
に
は
示
さ
れ

て
い
な
い
.
現
わ
れ
た
当
初
か
ら
怪
老
女
と
し
て
措
か
れ
た
の
は
面
白
い
工
案
で
あ
っ
た
.
し
か
も
t
と
の
妖
し
い
老
婆
が
怖
奇
な
化
石

谷
の
趣
向
と
結
合
さ
れ
て
'
愈

々
こ
の
人
的
物
的
の
二
重
頚
が
会
扇
を
怪
奇
小
説
的
色
彩
に
彩

っ
た
の
で
あ
る
.
更
級
は
頁
直
の
妻
で
あ

･a
身
替
-
の
人
物
'

つ
ま
-
貞
直
に
対
し
て
副
人
物
の
位
置
に
当
初
設
定
さ
れ
た
人
物
で
あ

っ
た
は
す
で
あ
る
｡
し
か
も
そ
の
後
巻

々
の

展
開
と
と
も
に
'
副
人
物
が
主
人
物
に
取
っ
て
代

っ
た
親
が
あ
る
｡
こ
う
し
た
所
に
実
質
上
の
重
要
人
物
た
る
更
級
が
時
に
正
当
に
評
価
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さ
れ
な
か
っ
た
理
由
が
秘
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
｡

馬
琴
は
こ
の
よ
う
な
全
篇
に
亘
る
問
題
に
は
余
-
批
判
の
眼
を
向
け
な
か
っ
た
も
の
か
'
部
分
的
趣
向
の
良
否
に
開
聯
し
て
触
れ
る
事

は
あ
っ
て
も
'

1
聯
の
更
級
の
物
語
乃
至
貞
直
の
物
語
と
全
篇
の
筋
の
展
開
と
の
園
聯
な
ど
に
つ
い
て
論
す
る
事
は
し
な
か
っ
た
｡
馬
琴

I

自
身
は
勧
慾
の
諭
に
お
い
て
全
篇
の
構
想
を
論
す
る
以
外
に
は
'
断
片
的
な
個
々
の
趣
向
を
在
日
す
る
に
止
ま

っ
た
嫌
い
が
あ
る
｡
し
か

し
馬
琴
自
身
が
読
本
の
筆
を
執
る
時
は
'
ま
た

一
個
の
見
識
を
以
て
全
篇
の
構
想
に
心
を
配
っ
た
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
｡
た

だ
自
ら
述
作
の
時
と
'
他
を
批
判
す
る
時
と
'
必
ず
し
も
同
様
の
立
場
に
立
ち
え
な
か
っ
た
た
め
に
外
な
ら
す
'
馬
琴
が
自
ら
近
世
物
の

本
の
批
評
家
の
濫
鯵
で
あ
る
と
称
し
事
冥
大
き
な
業
績
を
捜
し
た
と
は
言
え
'
な
お
初
期
の
批
評
家
と
し
て
､
十
分
な
批
判
の
韓
を
弁
え

な
か
っ
た
ま
で
で
あ
る
｡

臼

趣
向
と
考
証

京
伝
文
学
第

1
の
特
色
と
し
常
に
挙
げ
ら
れ
て
来
た
の
は
'
趣
向
の
新
奇
と
い
う
事
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
馬
琴
の

｢撃
蛙
記
｣
許
も
そ

の
点
を
衝
く
も
の
が
多
い
｡
ま
た
賞
す
る
の
も
そ
れ
ら
で
あ
る
｡
要
す
る
に
馬
琴
の
大
き
な
関
心
事
で
あ
っ
た
が
'
英
は
合
巻
と
い
う
怪

奇
な
趣
向
に
満
ち
た
葺
讐
紙
の
流
行
す
る
同
じ
時
代
に
生
き
る
読
本
と
し
て
'
当
然
の
成
行
き
で
あ
っ
た
｡

ま
す
注
目
す
べ
き
新
趣
向
と
し
て
は
'
馬
琴
も
質
し
た
化
石
谷
が
あ
る
｡
老
婆
更
級
の
妖
気
を
誘
う
買
い
過
去
世
か
来
世
の
よ
う
な
怪

し
い
谷
間
で
あ
る
｡
そ
れ
は
奇
怪
な
も
の
で
は
あ
る
が
無
根
拠
の
基
想
に
ょ
る
挺
進
の
み
で
は
な
か
っ
た
｡
野
曝
石
~
石
牡
丹
､孔
雀
石
'

じ
L
e
-
せ
<
t.

方
解
石
か
ら
石
木
賊
ま
で
が
吸

針

石

や

銀
と
共
に
記
さ
れ
'
概
ね
石
器
時
代
の
遺
物
め
い
た
物
が
'
酔
々
軒
の
考
証
的
な
挿
絵
と
も
な

っ

て
い
る
｡
野
曝
石
の
説
明
の
終
り
に

｢
と
雲
横
志
に
い
へ
-
｣
と
書
き
添
え
た
の
は
'
同
書
を
根
拠
と
し
て
記
し
た
証
で
あ
る
が
'
別
に

馬
琴
の
賞
し
た
雷
獣
の
ど
と
き
も
墳
拠
あ
っ
て
の
事
で
あ
る
｡

小
説
に
趣
向
の
新
奇
を
求
め
る
た
め
だ
け
で
は
な
く

そ
れ
自
身
目
的
で
も
あ
っ
た
珍
奇
な
事
物
の
蒐
集
採
録
が
当
代
の
作
家
達
に
よ
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っ
て
行
わ
れ
た
事
は
吏
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
'
考
証
そ
の
も
の
が
持
つ
ほ
ど
の
価
値
を
考
証
の
応
絹
･･-
小
説

へ
の
利
用

I
の
面

に
見
出
し
え
な
い
の
は
'
作
家
が
作
家
的
個
性
を
や
や
も
す
れ
ば
忘
れ
て
'
個
人
的
な
好
み
に
乗

っ
た
た
め
に
外
な
ら
な
い
｡
そ
の
作
家

的
個
性
を
自
覚
し
適
度
に
利
用
し
て
不
都
合
の
生
ず
る
け
ず
は
な
か

っ
た
が
'
当
代
の
作
家
'
馬
琴
'
三
馬
'
種
彦
は
勿
論
京
伝
も
そ
の

紫
を
免
れ
な
か

っ
た
o
L
か
L
t
考
証
癖
が
革
僻
筑
紙
に
あ

っ
て
さ
え
趣
向
に
変
化
を
与
え
'
更
に
長
篇
で
あ
-
知
識
階
級
の
読
物
と
し
て

立
つ
読
本
に
あ

っ
て
は
,

一
層
芸

な
意
味
を
持

っ
て
い
る
｡
馬
琴
も

｢
犬
夷
評
判
記
｣
(
糾
臥
断
髪

日露

絹

)
で
長
編
の
署

時
宗

要
退
屈
と
見
え
る
作
者
の
批
評
の
言
を
加
え
る
事
も
却

っ
て
必
要
で
あ
る
と
説

い
た
が
t

l
方

｢鞄
鞭
｣
や

｢
輿
敏
之
書
｣
な
ど
で
も
頻

-
に
小
説
作
家
と
し
て
学
識
の
必
要
を
説

い
た
｡
趣
向
の
妙
は
長
篇
を
飽
か
せ
ず
に
読
ま
せ
る
原
動
力
で
あ
-
'
ま
た
新
知
識
は
作
者
の

み
な
ら
ず
'
同
様
に
穿
撃
好
き
で
衛
学
的
で
さ
え
あ

っ
た
読
者
を
満
足
さ
せ
'
ま
た
は
作
に
重
厚
味
を
添
え
る
に
役
立

っ
た
事
は
香
定
L

が
た
い
｡
政
治
経
済
面
に
容
易
な
ら
ぬ
困
乱
は
生
じ
つ
つ
あ
っ
た
が
'
武
家
と
町
人
と
の
自
由
な
交
友
関
係
も
都
会
で
は
何
と
な
く
認
め

ら
れ
て
い
た
頃
で
あ
る
.
読
本
は
本
来
そ
う
し
た
場
に
応
じ
て
成
立
し
生
長
し
た
形
態
で
あ

っ
た
.
武
家
と
町
人
の
中
間
に
あ
る
階
層
-

事
実
は
何
れ
か
に
属
す
る
の
で
あ
る
が
I

t
武
家
の
町
人
化
し
た
老
と
い
う
よ
り
町
人
の
武
家
に
近
づ
こ
う
と
す
る
者
と
呼
ぶ
の
が

一
層

適
切
で
あ
ろ
う
.
そ
う
し
た
人
々
を
中
枢
と
し
て
当
代
の
文
学
の
高
い
方
面
の
水
準
は
保
た
れ
て
い
た
が
'
前
記
の
代
表
作
家
が
何
れ
も

当
代
の
考
証
的
随
筆
を
遺
し
た
者
で
あ

っ
た
事
は
'
事
の
是
非
は
と
も
か
く
'
当
代
の
読
者
の
要
求
を
如
実
に
反
映
す
る
｡

馬
琴
は
随
筆

｢
玄
同
放
言
｣
な
ど
を
著
わ
し
'
京
伝
も
そ
の
一
人
で
あ

っ
た
｡
京
伝
は

｢本
朝
酔
菩
提
｣
の
善
悪
因
果
序

品

(後
談
)

の
後
に

｢
説
経
老
門
説
経
太
夫
等
の
考
並
に
図
予
が
骨
蕃
集
に
詳
か
な
-
発
覚
の
時
を
待
得
て
見
る
べ
L
L
と
附
言
し
て
文
中
の
説
明
と

し
て
お
-
'
事
実
そ
れ
ら
は
京
伝
が
文
化
十

l
t
二
年
に
岩
瀬
根
の
本
名
で
刊
行
し
た
上
編
四
番
の
中
に
見
出
さ
れ
る
.
流
刑
の
予
定
で

終
に
刊
行
さ
れ
な
か

っ
た
後
編
の
資
料
な
ど
も
何
か
に
利
用
さ
れ
た
事
で
あ
ろ
う
｡
古
画
古
書
に
よ
る
近
世
風
俗
の
蒐
集
垂
理
で
あ
り
､

骨
て
の
所
落
木
作
家
と
し
て
の
眼
も
働

い
て
い
る
｡
な
お
そ
の
文
化
十
年

の
年
記
あ
る
太
田
章
の
序
文
は
'
同
書
が

｢
讐
蝶
記
｣
と
同
年
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に
成
立
し
た
事
と
と
も
に
､
例
の

｢
岡
目
八
目
｣
以
来
二
十
三
年
間
今
な
お
京
伝
と
南
畝
(
即
ち
貰
)
と
の
因
縁
交
友
の
授
か
ら
ぬ
尊
を

思

わ
せ
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
｡

拘

近
世
演
劇
的
演
出
の
手
法

断
片
的
な
近
世
演
劇
の
脚
本
の
利
用
は
更
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
事
な
が
ら
､
そ
の
独
特
の
演
出
法
に
則
り
作
書
し
た
と
見
ら
れ
る
点

が
'
京
伝
の
利
点
ま
た
は
欠
点
と
な
っ
て
い
る
事
実
は
特
に
注
目
を
要
す
る
所
で
あ
る
｡

浄
瑠
璃
を
利
用
し
た
例
は
多

い
中
に
'
浄
瑠
璃
劇
の
幕
切
れ
の
演
出
効
果
ま
で
利
用
し
よ
う
と
し
た
も
の
に
､
巻
之
六

(十
六
)

の
貞

直
と
動
之
助
自
殺
の
歩
の
切
ゐ

文
が
あ
る
｡

夫
婦
親
子
三
人
が

一
度
に
息
を
引
汐
に
｡
水
の
あ
は
れ
を
残
し
け
り
｡
か
～

り
火
独
生
残
る
｡
欺
き
は
筆
に
憲
さ
れ
ず
｡
貞
倍
行
年

七
十
歳
-
-
西
方
浄
土
へ
お
く
-
火
の
｡
鵜
船
を
弘
誓
の
船
と
な
し
.
稲
葉
の
露
に
浮
雲
も
.
達
筆
の
法
の
た
す
け
船
･･‥
-

と
､
極
め
て
自
然
に
見
え
る
の
は
'
よ
く
浄
瑠
璃
の
表
現
の
特
徴
を
捉
え
内
容
に

一
分
の
隙
も
な
-
合
致
さ
せ
た
た
め
で
あ
-
､
し
か
も

と
の
文
に
よ
っ
て
我
々
は
浄
瑠
璃
劇
の
演
出

(語
-
や
人
形
)
ま
で
を
如
実
に
想
い
浮
.へ
さ
せ
ら
れ
る
｡

歌
舞
伎
劇
的
演
出
法
に
基
-
も
の
と
し
て
は
'
巷

之

K

(十
五
)
の
切
の
と
こ
ろ
天
充
実
は
南
飴
兵
衛
は
謂
わ
ゆ
る
略
し
の
物
売
-
に

型
ど

っ
た
も
の
で
あ
る
が
'

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

動
之
助
は
血
平
太
が
首
を
は
っ
し
と
打
お
と
し
.
南
飴
兵
衛
は
泥
九
郎
を
腰
車
に
斬
放
し
｡
両
人

1
度
に
刀
を
ぬ
ぐ
仏
掃
に
を
さ
め

け
る
が

‥
‥
･

と
切
り
の
型
と
キ
ツ
カ
ケ
の
利
用
を
学
ん
で
芝
居
好
み
の
読
者
に
対
し
て

一
応
の
効
果
を
挙
げ
た
が
'
遺
憾
な
が
ら
小
説
と
い
う
目
の
感

覚
に
直
接
に
訴
え
な
い
形
式
の
表
現
と
し
て
は
､
描
写
に
不
足
が
あ
る
｡
し
か
し
､
京
伝
は
こ
の
点
に
気
付
か
ず
各
所
に
と
の
手
練
を
用

い
た
｡
巻
之
六
(十
四
)
の
だ
ん
ま
り
の
堤
で
は
雲
間
を
出
る
月
に
互
を
知
る
｡
巷
之
二
(
吾

で
は
伊
勢
物
語
以
来
の
趣
向
を
使

っ
て
費
の

1 2



光
で
互
を
知
る
な
ど
､

ま
た
巷
之
二

(四
)
で
は
老
女
更
級
と
幣
又
と
が
互
に
歌
舞
伎
式
の
密
談
を
果
た
す
や
香
や

｢
其

一
巻
と
ち
へ
わ

た
せ
｣
と
泥
太
が
飛
出
る
を
'
簡
又
蹴
や
れ
ば
老
女
抜
く
手
も
見
せ
ず
仕
込
枚
で
斬
る
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

簡
又
は
自
張
の
袖
を
ひ
き
ち
ぎ
り
て
｡
刀
の
血
し
ほ
を
拭
ひ
と
る
｡
老
女
は
刀
を
鞘
に
を
さ
む
る
と
た
ん
の
拍
子
｡
背
後
な
る
茂
竹

の
う
ち
に
霜
夜
を
額
か
ね
て
羽
た
1
-
錐
.
二
孝
三
馨
鳴
き
け
れ
ば
O
老
女
い
は
-
O
や
よ
繁
文
｡
此
奴
も
鳴
て
射
ら
れ
た
錐
｡
あ

り
か
を
人
に
し
ら
す
な
.
と
肘
を
も

っ
て
下
知
す
れ
ば
･･････

と
キ
ッ
カ
ケ
を
い
か
に
も
歌
舞
伎
風
に
利
鞘
す
る
｡
そ
の
前
後
も
ま
た
こ
の
通
-
余
り
に
舞
台
の
ま
ま
で
あ
り
す
ぎ
る
.
歌
舞
伎
劇
に
お

け
る
キ
ッ
カ
ケ
の
苦

漂

,
元
碧

の
津
打
治
兵
衛
の
謂
わ
ゆ
る

｢盲
人
の
三
幕
｣
(
讐

順
調
㌫

前
脚
珊
鎧

縮
脈

門
一
の
説
に
示
さ

れ
た
辺
-
か
ら
発
達
し
て
遂
に
歌
舞
伎
的
演
出
法
の
大
き
な
特
色
を
成
す
に
至

っ
た
が
'
京
伝
の
は
余
り
に
正
面
か
ら
正
南
に
素
朴
に
之

を
学
び
す
ぎ
､
軽
い
合
巻
や
正
本
製
の
塀
の
革
壁
紙
な
ら
と
も
か
く
､
重
厚
を
尊
ぶ
読
本
と
し
て
は
'
却

っ
て
味
気
な
い
文
と
な
-
経

っ

た
｡歌

舞
伎
劇
の
展
開
上
の
一
原
則
と
し
て
､
主
要
場
面
の
前
に
仕
出
し
を
出
す
演
出
法
が
あ
る
｡
主
要
場
面
の
気
分
醸
成
と
筋
の
説
明
の

た
め
の
*
(謂

加
謂

宗

一

で
あ
る
が
,
次

へ
の
展
開
の
手
法
に
妙
味
が
あ
る
｡
巻
之
四
(十
)
の
宗

右
衛
門
霊

の
警

正
に
そ
れ
で

あ
る
.
奴
僕
二
人
が
筋
を
売
る
た
め
に
主
人
に
つ
い
て
語
-
合

っ
て
い
る
｡
と
そ
の
折
障
子
の
中
に
喫
払
い
を
し
て
主
人
の
声
で
喧
し
い

去
れ
と
言
う
｡
二
人
去
る
｡

′
け

い

か
く
て
時
刻
も
や
1
う
つ
り
｡
亥

の
刻
の
土
手

ひ
..･
け
ば
.
亭
座
敷
の
明
障
子
を
左
右
に
開
き
.
此
家
の
主
人
竹
右
衛
門
o
痩
衰
た

る
葬
に
て
｡
左
結
の
鉢
巻
も
-
-

と
､
例
の
曇

口
の
内
部
を
現
わ
す
演
出
通
り
に
内
よ
り
声
が
し
て
障
子
が
左
右
に
開
く
｡
と
の
描
写
法
は
'
全
-

言

州に
腐
る
者
を
固
定

4

さ
せ
た
書
き
ざ
ま
で
､
読
者
豊

覧

物
席
に
釘
付
け
墓

ら
さ
れ
た
蔵
客
と
化
し
て
,
演
劇
の
せ
芝

あ
る
べ
き
日
雀
な
心
理
事
件

へ
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の
立
入
-
を
制
約
さ
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
｡
京
伝
は
甲
-
二
十
二
年
前
'
書
坤
が
潤
筆
料
を
作
者
に
送

っ
た
最
初
の
作
で
ま
た
京
伝

酒
落
本
の
最
後
に
当
る
寛
政
三
年
別
の
酒
落
木

｢読

詰
物
娼
妓
軌
#
(
讐

一で
息

兵
衛
が
梅
川
に
会
い
に
来
て
地
廻
-
に
喧
嘩
産

か
け
ら
れ
る
場
の
前
に
里
町
花
暁
及
び
侍
客
と
い
う
世
話
と
時
代
の
二
組
の
客
を
仕
出
し
と
し
て
出
し
'
彼
と
し
て
珍
し
い
手
法
で
も
な

-
'
ま
た

一
般
に
よ
く
あ
る
趣
向
で
あ
っ
た
｡
読
者
の
好
み
に
応
じ
て
度

々
用
い
ら
れ
た
手
法
と
し
て

一
理
は
あ
る
が
t
L
か
し
ま
た
新

鮮
を
尊
ぶ
趣
向
と
し
て
は
何
ら
か
の
工
夫
を
要
す
る
所
で
あ
っ
た
｡

こ
う
し
た
読
者
の
視
角
の
制
約
は
'
演
劇
的
演
出
法
を
利
用
せ
ん
と
し
て
利
用
さ
れ
た
所
に
生
じ
'
払
い
て
は
小
説
の
特
権
た
る
描
写

解
説
の
自
在
を
自
ら
放
棄
す
る
結
果
と
な

っ
た
が
'
時
に
は
巧
み
に
そ
れ
を
よ
く
活
か
し
た
.
巷
之

一
(
1
)
の

貞
申

-
-
逃
る
散
を
お
仏
か
け
て
｡
は
る
か
か
な
た

へ
馳
ゆ
き
し
が
｡
を
-
L
も
川
茅
立

へ
だ
て
1
0
し
ば
ら
-
英
姿
見
え
ず
｡
や

1

あ
-
て
｡
山
風
霧
を
吹
は
ら
ひ
｡
貞
直
が
叉
こ
な
た

へ
来
る
あ
り
さ
ま
を
見
る
に
.
馬
も
乗
た
ふ
し
け
る
に
や
･･････

は
'
絵
画
に
も
あ
る
景
な
が
ら
'

一
枝
清
新
な
味
が
あ
る
｡

そ
の
他
'
時
代
物
の
中
に
よ
く
見
る
ド

ン
チ
ャ
ン
で
寄
手
の
軍
の
攻
め
来
る
景
も
~
最
後
の
巻
之
六
(十
六
)
に
応
用
さ
れ
~
ま
た
御
注

進
も
口
絵
や
巻
之

1
の
挿
絵
の
創
太
の
御
庄
進
の
フ
リ
の
姿
に
写
し
と
め
ら
れ
て
い
る
｡
下
絵
は
文
の
作
者
が
画
く
の
が
常
例
で
あ
-
'

勿
論
彼
は
絵
師
北
尾
政
演
で
も
あ
っ
た
｡
安
永
八
年
十
九
才
に
し
て
既
に
十
丁
物
の
芝
居
絵
本

｢
寄
蟻
森
菜
摘
｣
を
描
い
た
京
伝
と
し
て

は
'
寧
ろ
当
然
な
成
行
き
で
あ
ろ
う
｡

要
す
る
に
'
京
伝
の
手
法
は
'
単
に
近
世
演
劇
の
文
学
的
な
要
素
た
る
脚
本
の
特
に
文
学
的
な
面
を
文
学
で
あ
る
小
説
に
親
近
な
も
の

と
し
て
利
用
し
た
だ
け
で
な
く
'
進
ん
で
濃
厚
な
そ
の
演
出
法
を
学
ん
で
'
文
学
の
上
に
演
劇
の
舞
台
か
再
現
せ
し
め
よ
う
と
し
た
親
が

あ
る
｡
読
本
の
読
者
は
'
し
か
し
前
述
の
革
優
紙
の
ほ
か
'
早
-
か
ら
朝
案
物
や
根
本
に
よ
っ
て
同
種
の
手
法
を
目
前
に
し

て

い
た

の

で

'
1
通
り
の
利
用
で
は
満
足
で
き
ず
'
殊
に
化
政
期
に
あ
っ
て
本
格
的
な
小
説
と
し
て
唯

一
の
形
態
で
あ

っ
た
読
本
と
し
て
は
'
強
掛
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な
構
成
力
に
支
え
ら
れ
構
想
と
緊
密
に
結
合
す
る
描
写
を
要
求
し
た
は
す
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
す
る
評
言
こ
そ
少
い
が
､
そ
の
述
作
に
よ

っ
て
見
れ
ば
､
馬
琴
は
さ
す
が
に
こ
れ
を
心
得
て
い
た
O

㈲

文
辞
の
固
定

趣
向
の
妙
は
繰
返
さ
ぬ
所
に
あ
る
｡
世
子
の

｢
珍
し
き
が
花
｣
で
あ
る
.
確
か
に

｢
讐
蛙
記
｣
は

一
々
を
取
り
あ
げ
れ
ば
藩
し
い
趣
向

に
飾
ら
れ
全
篇
こ
れ
趣
向
の
山
か
と
見
え
な
が
ら
'
全
篇
を
通
蔵
す
れ
ば
趣
向
の
重
複
に
失
望
を
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
｡
理
由
は
､

一
は

趣
向
の
素
材
そ
の
も
の
に
あ
り
'
今

一
つ
は
そ
の
素
材
処
理
の
単
調
さ
'
文
辞
の
固
定
が
有
効
な
趣
向
の
多
彩
さ
ま
で
も
打
消
す
点
に
あ

る
事
を
'
特
に
注
目
し
た
い
o
趣
向
の
事
を
離
れ
て
も
'
彼
が
読
本
の
世
界
に
ふ
さ
わ
し
い
時
代
物
に
叶
う
文
辞
を
思
う
ま
ま
に
巌
使
し

え
な
か
っ
た
所
に
'
彼
が
読
本
の
世
界
を
逃
避
し
た
理
由
の
一
斑
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

｢
首
は
前
に
落
ち
脂
は
後
に
た
ふ
れ
た
り
｣
は
斬
殺
さ
れ
る
者
の
描
写
に
走

っ
て
を
-
'
高
評
を
得
た

｢
音
譜
稲
妻
表
紙
｣
で
さ
え
'

｢
壁
に
耳
あ
り
垣
に
ぬ
払
め
あ
り
｣
の
旬
が
物
珍
し
げ
に
所

々
に
重
出
す
る
有
様
で
あ
る
o

｢
稲
妻
表
紙
｣
に
重
出
す
る
梅
津
嘉
門
の
形

容
は
最
も
魅
端
な
例
と
し
て
捨
て
が
た
い
.

【巷

一
(四
)
】

萌
黄
薫
の
腹
巻
の
う
へ
に
O
金
紗
の
道
服
を
召
し
d
金
作
の
円
鞘
の
大
刀

を
は
き
｡
手
に
文
曲
武
曲
の
二
星
を
画
た
る
｡
軍
扇
を
と
り
て
床
机
に
か

ゝ
り
た
る
形
勢
｡

【
巷
五
(十
七
)
〕

萌
黄
錦
の
陣
羽
織
を
著
し
｡
胃
鈍
の
大
口
は
き
.
講
金
作
の
丸
鞘
の
大
刀

を
は
き
｡
文
曲
武
曲
の
二
星
を
画
た
る
｡
軍
扇
を
把
て
立
出
た
る
為
健
｡

(別
に

｢
白
糸
城
に
銀
の
解
繊
し
た
る
腹
巻
｣
と
あ
り
)

と
'
腹
巻
と
陣
羽
練
'
通
服
と
大
口
の
所
が
異
る
だ
け
で
'
特
に
後
者
で
は
腹
巻
以
下
総
体
に
物
々
し
い
服
装
に
変

っ
て
い
る
が
'
之
を

同

一
人
の
軍
装
ゆ
え
同

一
の
描
写
を
わ
ざ
と
取

っ
た
と
見
る
の
は
慾
目
で
あ
ろ
う
｡
殊
に
双
方
と
も
に
地
の
文
と
し
て
別
に

｢志
気
堂
々

威
風
森

々
と
し
て
'
誠
に

一
個
の
英
姓
と
見
え
た
り
｣
と
の
風
葬
の
評
言
を
共
通
に
持
つ
事
を
考
え
合
わ
す
れ
ば
､
京
伝
の
不
才
に
罪
を

椿
す
る
ほ
か
道
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
｡
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文
辞
の
固
定
は
時
に
あ
た
ら
趣
向
を
死
物
と
し
た
が
'
総
じ
て
の
作
文
も
と
の
世
界
で
は
思
う
に
任
せ
ぬ
風
が
見
え
る
｡
京
伝
は

｢
讐

蛙
記
｣
自
序
の
附
記
に
'

A
ご
.⊥-ツ

葉
書
を
な
ぐ
さ
む
る
の
み
な
れ
ば
｡
俗
耳
に
と
ほ
き
雅
言
を
好
す
｡
無
下
に
い
や
し
き
言
を
も
て
し
る
し
ツ
｡
語
勢
を
も
は
ら
と
す

れ
ば
｡
て
に
は
を
誤
ツ
と
と
お
ほ
か
り
｡
た
ま
-
ト

耳
な
れ
た
る
雅
言
を
も
ち
う
る
は
｡
戯
曲
の
文
を
ま
ぬ
か
れ
ん
為
な
り
｡

と
,
俗
言

多
-
用
い
て
俗
耳
笑

呈

す
-
し
た
が
,
俗
言
に
近
品

言
霊

に
加
え
た
の
品

曲
の
文
花
鮒
断

恥
紺
靴
か
)
に
遠
ざ
か

る
た
め
と
断

っ
て
い
る
｡
こ
れ
に
は
序
の
本
文
に
あ
る
と
同
様
の
馬
琴
の
非
難
を
警
戒
す
る
心
持
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
馬
琴
は

｢
お
か

め
八
目
｣
の
稔
評
で
'
こ
れ
を
'

村
邸
の
詞
と
地
の
文
句
と
あ
ま
り
に
晋
壌
す
る
故
そ
ら

Ar､し
-
閲
ゆ
る
所
あ
-
｡
こ
れ
ら
は
玉
に
症
と
い
は
ん
欺
｡

と
'
隠
や
か
な
口
調
で
戒
め
て
い
る
｡
村
部
の
詞
は
京
伝
の
言
う
俗
言
に
よ
る
会
話
'
地
の
文
句
は
俗
に
近
い
と
京
伝
の
述
.へ
た
雅
言
に

ょ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
'
雅
俗
の
調
和
は
思
う
ま
ま
に
な
ら
す
'
馬
琴
の
評
は
さ
す
が
に
京
伝
の
作
文
の
弱
点
を
衝
い
た
｡
例
え
ば
巻
之

1
(三
)
の
塵
兵
衛
と
警

将
某
の
票

あ
る
｡
(譜

舶
謂

)

｢
昨
日
星
の
御
堂
の
軒
下
で
さ
し
か
け
た
将
英
の
勝
負
せ
ま
い
か
｡

｢
テ
､
昨
日
の
駒
組
お
ぼ
え
て
居
る
｡
銭
が
と
れ
い
で
此
方
も

退
屈
｡

｢
チ
､
慰
に
さ
し
て
見
や
れ
｡

と
｡
懲
又
は
た
づ
さ
へ
た
る
懐
中
牌
秦
を
取
出
し
て
｡
盤
の
枕
を
芝
の
う

へ
に
･,･-
･と
ぞ

見
え
に
け
る
｡
な
ら
.へ
を
は
り
て
塵
兵
衛
い
は
-
｡

｢
ゆ
ふ
'(
か
ら
盤
止
を
と
-
と
見
さ
だ
め
｡
工
夫
し
た
相
手
と
さ
す
は
ち
と
強

も
の
｡
先
手
は
和
主
か
｡

｢
イ
ヤ
さ
し
や
れ
｡
-
-

(
以
下
応
答
あ
っ
て
'
乞
食
が
顔
を
差
出
し
て
言
ふ
詞
)

｢
あ
な
あ
や
う
や
｡

油
断
し
た
ら
北
朝
方
も
｡
都
づ
め
に
な
ら
ふ
も
し
れ
ぬ
｡

と
'
会
話
の
部
分
は
さ
す
が
酒
落
木
に
名
を
得
た
作
家
経
歴
を
反
映
し
て
'
只
者
な
ら
ぬ
乞
食
の
口
調
に
至
る
ま
で
軽
妙
な
筆
勢
も
巧
み

で
あ
る
が
'
地
の
文
辞
は
附
言
些
言
う
ほ
ど
耳
ぢ
か
な
雅
言
で
も
な
-
て
会
話
と
の
調
和
が
破
れ
た
｡
寛
政
の
改
革
以
来
本
来
の
道
か
ら

46



遠
ざ
か
ら
ざ
る
を
え
な
く
な

っ
た
京
伝
に
対
し
て
や
や
酷
な
批
判
と
な
ろ
う
が
'

1
且
読
本
の
作
者
と
な
り
読
者
に
そ
れ
を
売
る
立
場
に

立

っ
た
以
上
'
今
少
し
読
本
独
自
の
性
格
を
把
握
し
清
か
す
べ
き
で
あ

っ
た
｡
近
来
読
本
を
後
の
人
情
本

へ
連
る
中
本
と
正
統
的
な
半
紙

本
と
の
二
様
に
分
け
て
考
え
る
説
が
強
く
推
出
さ
れ
て
い
る
J
そ
れ
に
従
え
ば
前
者
は
世
話
物
に
近
-
後
者
は
時
代
物
の
性
格
に
立
ち
'

今
論
す
る
読
本
は
勿
論
こ
れ
で
あ
る
｡
後
者
も
漸
次
時
代
世
話
的
な
も
の
へ
と
転
す
る
傾
き
を
示
し
て
行
く
が
'
当
面
す
る
年
代
で
は
世

話
物
の
傾
向
は
部
分
に
お
い
て
現
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
｡
そ
う
し
た
時
に
京
伝
の
前
記
の
附
言
は
や
や
俗
に
傾
き
'
本
文
の
文
辞
は
こ
の

よ
う
に
調
和
を
保
ち
え
な
か
っ
た
O
構
想
趣
向
の
み
な
ら
ず
文
辞
に
お
い
て
も
近
世
演
劇
に
依
存
し
て
括
路
を
見
出
そ
う
と
し
'
ま
た
雅

俗
の
言
を
考
慮
し
な
が
ら
'
結
局
給
体
の
調
和
を
完
壁
に
し
え
な
か

っ
た
の
は
'
不
才
と
い
う
よ
り
生
来
の
資
質
に
時
代
物
の
せ
鼻
の
な

か

っ
た
た
め
と
言
う
外
は
な
い
｡
思
え
ば
､
盲
-
天
明
寛
政
の
頃
幕
政
を
黄
表
耗
作
者
達
が
謡
刺
し
た
時
'
審
判

･
書
三
二
ら
が
武
家
の

せ
芝

立

っ
た
時
も
,
京
伝
の
み
は

｢
孔
子
撃

時
藍
讐

(詔

)
な
ど
町
人
の
み
の
貰

豊

っ
て
措
完

の
で
あ
っ
た
｡

内

勧
懲
の
理
法
と
因
果
思
想

イ

読
本
と
言
え
ば
勧
慾
を
思
う
｡
そ
れ
は
馬
琴
の
功
で
あ
り
罪
で
あ
ろ
う
が
'
し
か
し
勧
慾
は
勿
論
馬
琴
の
み
の
理
津
で
は
な
い
｡
ま
た

読
本
の
み
の
理
法
で
も
な
い
｡
寧
ろ
前
期
を
東
け
て
化
政
期
に
最
も
著
し
い
小
説

一
般
の
理
法
と
見
る
べ
き
で
あ
る
が
'
勧
慾
の
理
法
を

信
念
と
し
て
持
続
け
作
法
の
上
に
徹
せ
し
め
た
者
は
馬
琴
で
あ
り
'
因
果
律
と
結
合
す
る
勧
慾
の
理
法
を
具
象
せ
し
め
る
場
と
し
て
長
編

の
形
式
が
有
利
で
あ
る
以
上
'
読
本
が
そ
の
理
法
具
現
の
代
表
と
さ
れ
る
の
は
'
ま
た
自
然
で
あ
る
.

京
伝
も
当
代
の
作
家
ら
し
-
勧
慾
の
理
法
に
傾
お
う
と
し
た

1
人
で
あ
る
｡

｢
讐
蝶
記
｣
自
序
の
附
言
に
も
'
末
尾
に

｢
唯
勧
慾
の
意

旨
を
う
し
な
は
ざ
る
を
微
意
と
す
る
の
み
｣
と
述
べ
'
巻
末
に
は
ま
た
'

そ
も
明
な
る
と
こ
ろ
に
は
玉
津
あ
り
｡
曙
き
所
に
は
天
罰
あ
･B
｡
障
意
と
い
ヘ
ビ
も
必
ず
報
あ
り
｡
悪
人

1
且
盛
な
る
も
飴
秋
の
風
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に
-
じ
け

｢
其
枝
葉
を
桔
し
｡
善
人

1
日

一
衰
た
る
も
飴
慶
の
春
に
あ
払
て
｡
市
花
喚
時
に
あ
へ
-
｡
皆
是
天
理
の
し
か
ら
し
む
る

所
な
り
｡
さ
れ
ば
浮
世
の
興
亡
菜
柘
｡
人
生
の
嗣
福
音
凶
｡

一
部
の
小
説
に
異
な
る
と
と
な
し
｡

と
説
き
'
続
け
て

｢
其
巻
末
を
見
ざ
れ
ば
暁
し
得
こ
と
あ
た
は
す
｡
豊
悟
ざ
ら
め
や
｣
と
.
こ
の
巻
末
の
文
は

｢
鶴
お
り
て
日
こ
そ
あ
ほ

卓
に
和
睦
の
酒
宴
｣
の
章
と
な

っ
て
い
る
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

八
年
前
の

｢
相
妻
表
紙
｣
序
の
附
言
で
は
'
勧
懲
の
理
法
が
心
の
善
悪
を
基
と
し
て
説
か
れ
る
｡

善
人
悪
漢
ノ
為

二
菅
ム
ヲ
見
テ
ハ
｡

コ
レ
ヲ
悲
ミ
｡
意
湊
善
人
ノ
為

二
亡
ル
テ
見
テ
ハ
｡
快
シ
ー
シ
｡
善
意
邪
正
ヲ

一
面
ノ
業
鏡

三

鷹
シ
看
テ
｡

1
切
世
鼻
中
絶
テ
心
ヨ
り
生
'･,L
｡
諸
ノ
善
意
ヲ
書
出

ス
ノ
理
ヲ
暁
サ
バ

(
勧
慾
の
助
け
と
な
ろ
う
と
)

同
じ
附
言
に

｢
忠
臣
ノ
薄
命
孝
子
ノ
苦
学
｡
義
夫
節
婦
ノ
｡
道
理

ニ
セ
マ
レ
ル
趣
｣
と
あ
る
の
は
'
右
に
応
ず
る
小
説
の
素
材
で
も
あ

る
｡
更
に
,
萌

星

に
当
る
年
(
需

一
の

｢俸
量

物
語
｣
に
も
学
悪
逆
の
蓋

を
軍

事
の
時
に
あ
る
事
晶

摘
し
て

｢天
蓋

因
果

軽
に
｡
善
を
行
て
桐
を
致
す
あ
-
｡
意
を
作
て
碍
利
な
る
あ
-
｣
と
説
く
｡

勧
慾
の
理
法
は
､
終
局
に
お
い
て
善
悪
順
の
果
報
が
筋
さ
れ
る
.へ
き
理
法
な
が
ら
'
目
前
の
人
生
の
現
実
は
逆
の
果
報
を
も
滑
す
時
が

稀
で
は
な
い
｡
従

っ
て
理
絵
を
徹
す
事
急
に
す
ぎ
れ
ば
人
生
の
現
巽
に
矛
盾
せ
ざ
る
を
え
な
い
.
小
説
は
そ
れ
の
直
接
模
写
で
は
な
い
と

し
て
も
結
局
の
と
こ
ろ
人
生
の
相
に
相
反
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
'
逆
の
果
報
'
矛
盾
の
相
を

一
応
そ
の
ま
ま
に
受
容
し
描
-
以
外

に
'
方
法
は
な
い
は
す
で
あ
る
｡
因
果
律
と
勧
慾
の
結
合
は
必
然
の
事
と
は
言
え
'
そ
の
蒙
に
こ
う
し
た
人
生
親
展
の
立
湯
が
反
映
し
な

い
時
は
'
理
法
は
単
な
る
理
法
の
形
骸
に
経
る
ほ
か
は
な
い
.

i

こ
う
し
て
'
読
本
に
お
け
る
勧
慾
の
理
法
の
あ
り
方
は
'
勧
慾
の
蔵
念
と
因
果
律
と
の
嶺
念
上
の
結
合
と
と
も
に
'
作
者
の
人
生
磯
原

の
態
度
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
｡
し
か
し
現
実
の
決
定
は
'
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
な
か
っ
た
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
多
く
は
兼
業
の
形
と
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は
言
え
'
既
に
著
述
を
以
て
生
計
の
賓
に
当
て
う
る
時
代
に
移
り
つ
つ
あ
る
当
代
で
は
'
ま
す
作
者
の
多
量
販
売

へ
の
希
望
と
版
元
の
そ

れ
と
の
結
合
'

1
両
で
は
寛
政
の
改
革
以
来
特
に
激
し
い
公
の
圧
力
へ
の
順
応
と
い
う
'
そ
れ
自
体
本
来
的
価
値
な
-
し
か
も
現
実
の
決

定
に
は
意
外
に
重
い
比
重
を
持
つ
条
件
は
'
無
税
で
き
な
い
も
の
に
な

っ
て
い
た
｡
従

っ
て
'
読
本
の
序
文
や
本
文
に
示
さ
れ
た
作
者
の

論
説
を
'
額
面
通
り
作
者
の
心
底
に
あ
る
人
生
蔵
や
文
学
親
と
し
て
認
容
し
え
な
い
歩
合
が
あ
る
事
を
予
想
し
つ
つ
見
て
行
-
べ
き
で
あ

る
が
､
そ
う
し
た
中
に
も
自
ず
か
ら
作
者
の
内
な
る
も
の
は
見
出
さ
れ
'
作
者
に
よ
る
勧
慾
の
理
法
へ
の
理
解
と
そ
れ
に
よ
る
素
材
の
処

理
と
に
'
幾
許
か
の
差
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
o

さ
て
'
読
本
の
構
想
に
お
い
て
は
'
展
開
部
の
殆
ん
ど
す
べ
て
が
前
述
の
逆
境
に
あ
る
善
人
の
生
活
で
あ
り
'
人
々
は
そ
の
善
人
に
同

情
の
涙
を
注
ぐ
う
ち
に
自
ず
か
ら
そ
の
魂
を
浄
化
し
て
行
-
o
そ
う
い
う
過
程
を
殊
更
に
予
定
し
た
者
が
'
京
伝
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る

ま
い
か
｡
馬
琴
は
.
仮
に
同
じ
構
想
と
し
て
も
'
そ
の
組
織
は
同
じ
に
取
り
な
が
ら
も
'
応
報
を
強
調
し
'
現
世
利
益
的
傾
向
の
う
ち
に

勧
慾
の
意
を
含
ま
せ
た
傾
き
が
あ
る
｡
因
果
律
を
共
に
考
え
る
以
上
'
共
に
三
世
に
亘
る
因
縁
を
見
な
が
ら
も
'
馬
琴
は
因
果
の
理
法
の

厳
格
さ
を
強
調
す
る
余
り
に
'
ま
た
彼
の
日
記
に
窺
は
れ
る
通
り
の
事
物
処
理
の
合
理
性
尊
重
主
義
か
ら
'
仮
に
過
去
未
来
に
問
題
を
転

化
す
る
場
合
は
あ

っ
て
も
'
常
に
根
本
の
態
度
は
現
世
の
間
に
お
い
て
因
果
の
理
法
の
具
現
を
証
そ
う
と
の
立
歩
を
持
し
た
の
に
対
し
､

京
伝
は
よ
り
自
由
な
立
蒙
を
選
ん
だ
と
言
え
よ
う
｡
通
説
と
し
て
'

馬
琴
は
儒

･
悌

･
道
の
順
に
重
ん
じ
'
京
伝
は
悌

･
儒
の
順
に
重
ん
じ
た
｡

と
言
は
れ
る
｡
秤
<
に
と
の
意
味
は
説
か
れ
て
い
る
が
'
ま
た
右
の
差
異
と
対
照
し
て
味
わ
う
べ
き
言
葉
で
あ
る
｡
こ
の
事
は
'
更
に
京

伝
の
人
情
描
写
に
つ
い
て
見
れ
ば
'

1
層
明
瞭
と
な
る
と
思
う
.

∫ヽ

善
が
'
時
代
物
の
世
界
に
お
い
て
は
息
に
現
わ
れ
'

1
椴
に
は
親
子
夫
妻
兄
弟
姉
妹
な
ど
の
間
の
愛
情
や
畜
類

へ
の
憐
み
な
ど
に
示
さ
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れ
る
事
は
'
ど
の
作
家
で
も
同
じ
で
あ
る
｡
小
池
氏
は
勧
慾
と
は
別
に
切
離
し
な
が
ら
で
あ
る
が
'
親
心
特
に
母
親
の
幼
児
に
対
す
る
愛

情
を
挙
げ
ら
れ
た
が
'
私
は
そ
れ
と
と
も
に
'
父
親
の
愛
情
の
切
な
る
も
の
を
見
'
更
に
そ
れ
ら
が
二
重
三
富
に
重
な
り
か
ら
み
合

っ
て

一
家
が
愛
情
に
満
ち
満
ち
た
理
想
的
な
平
和
な
家
庭
の
光
景
の
'
塵

竺
不
さ
れ
る
事
を
指
摘
し
た
い
｡

｢
夫
孝
は
百
行
の
先
な
-
-
-
｣
と
数
行
の
前
置
を
記
し
た
後
に
'
京
伝
は

｢撃
蝶
記
｣
の
卓
要
な
事
件
の
一
つ
で
あ
る
雷
獣
の
話
に

入
る
｡
要
約
す
れ
ば
'

〃
甫
輿
兵
衛
が
老
母
と
幼
児
と
三
人
暮
し
の
家
庭
で
'
老
母
は
自
ら
の
衰
え
死
の
う
と
す
る
の
も
忘
れ
て
孫
に
食
を
輿
え
'
南
輿
兵
衛

は
ま
た
そ
れ
を
知
JE
L
t
母
を
救
う
た
め
幼
児
を
殺
そ
う
と
す
る
｡
母
は
ま
た
自
ら
の
命
を
絶
っ
て
子
と
孫
の
生
活
を
立
て
さ
せ
よ
う

与

る
二

番
之
五
己

右
の
筋
書
で
は
表
甥
で
き
な
い
が
'
描
写
は
自
然
で
あ
り
町
噂
で
あ

っ
て
'
決
し
て
単
な
る
道
義
談
で
は
な
い
｡

｢
輿
兵
衛
は
元
来
丈

夫
に
て
｡
男
魂
共
は
ざ
る
者
な
れ
ど
も
｡
か
く
女

々
し
き
繰
言
い
ふ
は
｡
子
を
お
も
ふ
心
の
切
な
る
ゆ
ゑ
と
｡
更
に
哀
探
か
り
け
-
｣
と

わ
ざ
/
＼
京
伝
が
断
わ
る
く
ら
い
に
､
子
を
殺
そ
う
と
決
心
し
な
が
ら
な
お
迷
い
款
-
O
作
者
が
京
伝
で
は
あ
り
当
然
浄
瑠
璃
の
文
に
近

い
け
れ
ど
も
'
魅
端
す
ぎ
る
話
の
筋
を
納
得
さ
せ
る
だ
け
の
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
｡

こ
れ
は

一
つ
は
世
話
蒙
で
あ
る
か
ら
自
然
時
代
物
的
な
蒙
と
興
る
け
れ
ど
も
'
し
か
し
時
代
物
的
な
歩
で
も
同
様
で
あ
る
｡
例
え
ば
'

巻
末
の
南
北
朝
和
睦
の
堤
で
'
大
仏
九
郎
が

｢桓
武
天
皇
第
五
の
皇
子
-

-
大
併
九
郎
貞
直
を
｡
鍔
元
動
之
助
氏
邦
｡
初
陣
に
打
と

っ
た

-
O
手
柄
を
見
よ
や
讃
よ
や
｣
と
叫
ん
で
自
ら
子
の
為
に
命
を
絶
つ
'
こ
の
父
親
の
死
は
誠
に
あ
っ
ぱ
れ
で
あ
っ
た
｡
武
人
の
烈
々
た
る

気
塊
と
父
親
と
し
て
の
情
愛
の
深
さ
が
'
と
も
か
く
崇
高
な
感
銘
を
我
々
に
与
え
る
｡
貞
直
は
前
に

｢
た
と
ひ
千
騎
寓
騎
を
も

っ
て
故
と

も
｡
物
の
敦
と
は
思
は
ね
ど
も
子
と
い
う
も
の
1
大
敵
に
｡
敗
軍
し
た
る
我
な
れ
ば
｣
と
叫
ん
で
'
遂
に
本
名
を
明
か
し
た
｡
確
か
に
'

東
伝
は
あ
り
き
た
-
の
道
義
の
み
を
固
執
し
た
者
で
は
な
か
っ
た
O
た
だ
こ
れ
ら
が
我
々
に
馴
染
の
薄
い
生
活
で
あ
る
た
め
に
共
感
を
起
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そ
う
と
し
て
何
か
妨
げ
る
も
の
の
あ
る
の
を
感
じ
は
す
る
が
'

1
応
我

々
の
世
界
を
社
れ
た
心
で
考
え
た
い
｡

二

さ
て
､
こ
の
傾
向
は
､
因
果
を
説
き
世
を
無
常
と
哉
じ
'
罪
障
滑
城
の
た
め
に
俄
悔
す
る
趣
向
と
な
る
｡

1
椴
に
因
果
思
想
は
認
め
て

も
勧
懲
に
附
随
す
る
も
の
と
し
て
軽
く
扱
う
ば
か
り
で
な
く
'
俄
悔
思
想
に
つ
い
て
は
余
り
注
目
さ
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
が
､
勧
懲
と
因

果
と
俄
梅
の
思
想
が
互
に
か
ら
み
合
う
と
こ
ろ
に
京
伝
の
特
質
が
見
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
京
伝
が
馬
琴
の
儒
を
第

一
と
す
る
に

対
し
て
仏
を
第

一
と
す
る
と
称
せ
ら
れ
る
点
は
､
こ
の
点
か
ら
も
立
証
で
き
る
事
で
あ
る
｡

勧
慾
が
既
に
述
べ
た
よ
う
に
当
代
の
理
法
で
あ
る
以
上
'
因
果
思
想
が
勧
慾
と
結
付
く
と
と
な
-
単
独
に
純
粋
な
形
で
現

わ

れ

る
事

は
､
読
本

の
歩
合
形
式
上
に
は
絶
対
に
な
か

っ
た
と
言
え
よ
う
が
'
事
実
は
~
勧
慾
の
教
訓
そ
の
も
の
が
幾
分
借
物
め
く
形
で
取
扱
わ
れ

る
歩
合
が
な

い
で
は
な
い
｡
こ
れ
ま
で
に
引
用
し
た
京
伝
の
読
本
の
中
で
言
え
ば
､

｢優
曇
華
物
語
｣
の
大
部
分
や

｢
本
朝
酔
菩
提
｣
の

一
部
に
お
い
て
は
､
勧
慾
は
寧
ろ
単
な
る
附
加
物
で
､
因
果
思
想
が
純
粋
な
形
で
具
現
さ
れ
る
.
こ
の
事
は

｢
讐
蛙
記
｣
に
つ
い
て
も
言

え
る
｡

｢
僻
見蛙
記
｣
巻
之
二
(
四
)
に
塵
兵
衛
が
､

鳴
呼
桐
福
吉
凶
は
糾
る
縄
の
ど
と
し
と
い
ふ
も
う
べ
な
-
｡
-
-
今
日

l
目
に
す
る
事
な
す
こ
と
.
鵜
の
塀
ほ
ど
鮎
酷
も
｡
す
.へ
て

是
我
身
宿
業
の
つ
た
な
き
ゆ
ゑ
な
る
べ
し
｡

と
悲
嘆
に
く
れ
る
場
は
､
宿
業
を
痛
感
す
る
所
に
因
果
思
想
の
純
粋
な
表
出
が
見
ら
れ
る
｡
宿
業
磯
は
三
世
流
転
の
思
想
に
基
く
も
の
､

あ

る
意
味
で
は
現
世
的
合
理
主
義
に
は
凝
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
例
え
ば
､
巻
之
五
の
終
末
は
､

鳴
呼
此
溢
右
衛
門
｡
初
鴬
龍
の
垂
兵
衛
と
い
ひ
し
痔

は
貧
苦
に
た

へ
ず
.
後
に
藤
を
賜
-
て
や
う
や
-
心
を
安
ん
す
と
い
ヘ
ビ
も
｡

こ
と
b
ぎ

今
叉
此
災
に
か
1

-
て
非
命
に
死
す
｡
正
是
父
五
大
院
左
衛
門
宗
繋
が
最
盛
英
子
に
報
所
な
る
べ
し
.
常

言

に

一
分
の
意
を
な
せ
ば
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十
分
の
悪
報
あ
-
と
い
へ
る
も
宜
な
-
O
豊
怖
ざ
ら
ん
や
.

と
説
き
明
か
す
｡
尊
貴
'
因
果
応
報
の
天
理
は
執
鋤
に
人
間
に
追
い
す
が

っ
て
行
-
も
の
で
あ
る
事
を
強
調
す
る
｡
寧
ろ
残
酷
す
ぎ
る
感

が
す
る
が
'
別
の
合
巻
の
世
界
に
は
遥
か
に
懐
惨
な
券
面
が
措
か
れ
て
い
る
｡
作
者
は
勧
善
懲
悪
の
理
法
を
強
調
し
ょ
う
と
す
る
余
り
'

こ
の
よ
う
な
構
想
脚
色
を
取

っ
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
そ
の
中
に
も
前
例
ほ
ど
著
し
-
は
な
い
が
'
前
世
の
父
の
悪
業
が
次
の

世
の
子
に
報
い
る
点
で
因
果
思
想
が
強
く
現
わ
て
い
る
.
こ
れ
に
対
し
純
粋
の
勧
懲
思
想
は
'
現
在
の
善
悪
の
業
が
現
在
に
報
い
る
巣
食

に
'
最
も
明
確
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
O
そ
し
て
'
巷
之
六
(十
六
)
の
貞
直
懐
梅
の
場
に

｢
親
の
因
果
が
子
に
報
い
'
罷
職
の
茸
の
不
便

き
よ
-
-
｣
と
あ
る
所
は
'
右
両
例
の
中
間
に
あ
る
｡

ホ

も

っ
と
も
､
右
に
例
示
し
た
部
分
の
み
か
ら
'
京
伝
の
立
場
を
仏
教
的
な
三
世
思
想
に
閑
聯
す
る
因
果
を
強
調
す
る
も
の
と
断
定
す
る

事
は
で
き
な
い
｡
馬
琴
に
も
部
分
を
取
れ
ば
同
様
の
文
が
な
い
で
は
な
い
o
L
か
L
t
京
伝
は
ま
た
無
常
を
世
界
の
相
と
磯
じ
て
'
例
え

ば

｢相
章
夫
耗
｣
に

｢
蜂
醇
の
1
期
朝
露
の
命
｡
泡
沫
無
常
老
少
不
定
の
世
の
な
ら
ひ
-
-
｣
と
述
べ
'
本
書
で
は

｢
鳴
呼
生
子
あ
れ
ば

亡
者
あ
-
｡
生
死
流
転
も

1
時
に
･
修
羅
の
警

騒
が
し
き
｣
(
空

一
)

と
流
転
姦

-
O
生
々
流
転
を
悟
晶

鬼
に
感
す
れ
ば
,
悪
業

(
聖

を

滅
却
し
ょ
う
と
す
る
の
誓

日
然
の
情
で
あ
-
,
そ
の
時
京
伝
は
人
物
竺

俄
梅
に
罪
も
滅
す
と
聞
け
ば
｣
言

わ
せ
る
の
で
あ

る
｡巻

之

一
の
終
末
の
園
芸

(琴

の
よ
-
-

Q軒

趣
向
の
用
に
供
す
る
誓

-
あ
る
が
,
巻
畠

の
終
末
の
慧

盃

糊
道
)
は
､

ヽ
ヽ
ヽ

同
胞
の
妹
を
樺
慕
ひ
｡
種
々
最
悪
を
な
せ
し
辛
｡
豊
天
罰
を
ま
ぬ
か
る
べ
き
-
-
畜
生
道
に
お
ち
い
る
こ
と
は
脱
れ
た
-
｡
め
ぐ
る

ヽ
ヽ

因
果
は
小
事
の
不
孝
の
罪
の
火
の
草
｡
そ
れ
に
引
か

へ
二
人
の
妹
は
｡
孝
も
あ
-
頁
も
あ
り
｡
彼
等
に
は
ぢ
て
年
来
の
意
念
を
.
令

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

一
時
に
韓
じ
て
.
善
に
到
-
し
此
自
殺
C
み
づ
か
ら
そ
れ
と
名
骨
て
出
O
俄
憶
に
罪
を
滅
し
て
死
ね
ば
せ
め
て
未
来
は
た
す
か
-
な
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ん
と
-
-

月
形
ケ
谷
の
軍
用
金
千
両
の
盗
賊
で
あ

っ
た
彼
が
'
妹
を
開
-
そ
の
夫
露
助
'
そ
の
主
人
飴
次
兵
衛
の
貞
忠
孝
の
物
語
り
を
洩
れ
開

い

て
'
遂
に
俄
悔
し
自
殺
す
る
と
い
う
'
当
代
の
大
南
北
と
は
正
反
対
で
後
の
黙
阿
弥
に
あ
り
そ
う
な
結
末
で
あ
る
が
'
し
か
も
黙
阿
弥
に

な
い
深
遠
崇
高
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
'
強

い
仏
教
的
人
生
観
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
因
果
思
想
と
俄
憶
に
よ
る
罪
障
滑
滅
思
想
と
の

開
聯
は
こ
こ
に
明
瞭
に
示
さ
れ
る
｡
悪
人
な
が
ら
も
未
来
の
安
楽
を
願
い
善
に
翻

っ
て
憾
梅
を
な
す
者
に
対
し
て
'
誰
か
更
に
鞭
打
ち
う

る
者
が
あ
ろ
う
O
徹
底
し
た
悪
人
が
懲
悪
の
具
に
供
さ
れ
た
堤
合
も
な
い
で
は
な
い
が
'
主
要
人
物
に
お
い
て
鞭
打
つ
心
を
生
ぜ
し
め
な

い
構
想
と
脚
色
は
'
畢
寛
京
伝
が
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
懲
悪
の
具
に
供
し
た
-
な
か

っ
た
た
め
と
見
ら
れ
る
.

へ

要
す
る
に
'
京
伝
の
憾
梅
は
'
未
来
の
安
楽
を
希
う
思
想
と
結
合
す
る
所
に
特
色
が
あ
-
'
更
に
因
果
の
理
法
を
現
世
の
現
象
の
上
に

見
出
し
て
は
流
転
を
悟
り
'
勧
善
懲
悪
が
添
え
ら
れ
る
事
な
-
自
ず
と
勧
善

の
用
を
な
し
'
添
え
ら
れ
て
は
懲
悪
を
教
え
る
｡
こ
の
よ
う

に
度

々
勧
慾
は
宗
教
的
色
彩
を
帯
び
て
捷
示
さ
れ
た
｡
家
庭
の
親
愛
の
美
し
い
描
写
が
単
な
る
道
義
以
上
に
出
て
い
る
と
同
じ
-
'
こ

れ

に
ま
つ
わ
る
勧
慾
と
因
果
と
流
転
と
俄
悔
の
思
想
も
'
単
な
る
磯
念
や
形
式
以
上
の
も
の
を
感
得
さ
せ
る
｡
こ
れ
ら
は
当
代
の
心
情
に
立

返
る
事
に
よ

っ
て
'

1
層
諒
解
し
や
す
い
額
の
も
の
に
は
違
い
な
い
.
し
か
し
と
も
か
く
､
こ
れ
は
京
伝
の
著
作
の
技
巧
に
出
る
と
同
時

に
'
深
遠
で
な
い
ま
で
も
蟹
物
で
は
な
い
､
彼
の
真
情
に
ま
こ
と
に
あ

っ
た
も
の
の
湧
出
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
前
述
の
引
例
は
勿

論
'
表
現
さ
れ
た
も
の
個

々
を
分
離
的
に
見
た
と
し
て
も
'
そ
の
結
晃
は
必
ず
し
も
彼
の
真
情
の
中
核
に
的
中
す
る
も
の
で
は
な
い
事
を

考
慮
に
入
れ
つ
つ

｢
撃
蝶
記
｣
を
読
み
通
す
時
'
そ
こ
に
上
述
の
事
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

E
tt
結

語
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｢優
蝶
記
｣
と
そ
の
評
書

｢
お
か
め
八
日
｣
と
を
論
す
る
事
に
意
義
あ
り
と
す
れ
ば
'
そ
の
大
半
は
京
伝
と
馬
琴
と
い
う
二
大
作
家
の

相
交
渉
す
る

t
点
に
立
っ
て
'
両
作
家
を
対
照
し
つ
つ
観
察
す
る
所
に
あ
る
の
で
あ
る
｡
雨
音
の
相
関
聯
す
る
所
に
つ
い
て
今
少
し
述
べ

た
く
'
ま
た
多
少
他
の
著
作
に
筆
を
及
ぼ
し
た
と
は
い
え
予
定
紙
数
の
関
係
上
な
お
十
分
で
は
な
い
が
'
当
面
の
眼
目
と
見
た
所
は
取
挙

げ
た
つ
も
り
で
あ
る
｡
何
れ
機
を
見
て
前
作
と
の
閑
聯
'
殊
に
は
同
年
代
の
合
巷
の
作
に
つ
い
て
考
え
た
所
を
述
べ
る
つ
も
り
な
が
ら
'

今
二
三
の
専
を
補
い
の
意
味
も
含
め
て
記
し
て
み
た
い
｡

文
竺

年
十
月
稿
成
(
謂

正
一
と
雪

京
伝
作
合
讐

於
響

妄

之
仇
討
｣
の
白
票

,
彼
の
作
が
合
管

差

他
の
合
諾

雷

校

.へ
て
多
数
の
説
話
を
素
材
と
し
て
構
成
さ
れ
た
事
を
示
す

一
徴
証
で
あ
る
｡

此
草
子
は
｡
男
達
五
尺
染
五
郎
大
供
の
事
｡
そ
の
妹
お
金
大
力
孝
行
の
事
｡
お
杉
お
玉
大
孝
｡
父
母
の
伊
を
報
ふ
事
｡
間
の
山
の
小

唄
の
始
ま
り
｡
つ
の
も
じ
の
茶
人
の
事
｡
船
幽
霊
海
童
の
説
｡
三
石
両
の
金
｡
人
に
桐
せ
し
物
語
｡
難
政
の
産
は
伊
勢
の
顔
荻
と
い

ふ
諺
の
起
り
｡
近
江
の
園
尼
が
ね
の
由
来
等
｡
-
さ

′川＼
の
奇
談
を
梶

へ
て
作
り
設
け
た
る
物
語
な
り
.

何
れ
合
巷
ら
し
い
描
写
も
な
-
筋
の
み
の
物
語
で
あ
る
が
'
彩
し
い
趣
向
の
錯
綜
と
考
証
癖
は
読
本
に
通
す
る
も
の
あ
り
'
ま
た
構
想

は
短
篇
ゆ
え
問
題
な
い
と
し
て
,
や
は
墓

報
霊

視
報
も
措
か
れ
る
｡
文
豊

年
望

馬
作

｢
欄
蒜

虻
相

力
競
稚
散
討
｣
で
は
序
文

に

｢
関
戸
が
剛
勇
｡
牛
子
が
暴
悪
｡
国
典
駅
面
の
理
を
轟
-
し
て
｡
お
子
様
方
の
勧
慾
に
供
ふ
｣
と
因
果
勧
慾
の
理
法
を
挙
げ
る
｡
そ
し

て
当
代
の
こ
れ
ら
の
世
界
は
殆
ど
時
代
物
の
世
界
で
あ
る
か
ら
'
正
統
的
な
読
本
と
幻
怪
味
を
除
い
て
個
々
の
重
責
の
横
桁

に
差

は
な

く
'
た
だ
挿
絵
の
有
無
と
構
想
文
辞
の
精
疎
あ
る
の
み
で
あ

っ
た
が
'
そ
の
間
に
個

々
の
要
素
も
ま
た
質
に
お
い
て
異
る
も
の
と
な

っ
た

事
は
'
重
要
な
点
で
あ
る
｡

文
化
五
年
の
京
伝
は
t
か
の

｢本
朝
酔
菩
提
｣
八
巻
を
発
表
は
し
た
も
の
の
既
に
読
本
を
著
わ
す
気
塊
を
失
い
か
け
て
い
た
よ
う
で
あ

る
｡
好
評
の
読
本
を
折

々
と
発
表
す
る
馬
琴
に
対
し
て
'
太
刀
打
で
き
な
い
も
の
を
感
じ
始
め
た
彼
は
'
本
年
刑
の
合
巻

｢
八
重
扉
か
し
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く
の
仇
討
｣
の
表
枕
に
'

『
ひ
ら
が
な
讃
本
』
と
こ
れ
ま
で
に
な

い
名
を
書
き
添
え
た
｡
彼
は
正
統
的
な
読
本
の
作
者
を
止
め
て
'

｢
八

犬
伝
｣
に
対
す
る

｢
仮
名
誘
八
犬
伝
｣
の
地
位
に
退
-
事
を
声
名
し
た
の
で
あ
る
｡
馬
琴
は
京
伝
残
後
五
年
に
当
る
文
政
元
年
越
後
の
鈴

木
敏
之
宛
書
簡
の
中
で
､

｢
京
伝
子
は
世
の
ゆ
る
せ
し
才
子
也
O
戯
作
者
は
じ
ま
り
て
後
｡
彼
仁
の
上
に
出
候
も
の
無
之
様
に
党
申
候
｡

拙
者
は
戯
作
は
つ
け
た
り
に
て
及
び
不
申
侯
｣
と
述
べ
て
'
曾
て
の
師
を
酒
落
木
黄
表
紙
類
の
第

7
人
老
'
自
ら
は
読
本
を
本
意
と
す
る

由
を
申
送

っ
た
O
馬
琴
は
勿
論
戯
作
の
世
界
を
蔑
し
め
た
が
'
こ
の
言
葉
そ
の
も
の
は
必
ず
し
も
京
伝
を
艦
す
意
を
含
む
も
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
O
L
か
L
t
肌
に
合
わ
な
い
人
間
に
は
心
か
ら
付
合
え
な
い
O
革
質
枕
風
の
も
の

l
切
が
馬
琴
の
肌
に
合
わ
な
か

っ
た
事
は
確

か
で
あ
る
O
そ
の
方
に
名
を
得
た
三
馬
鳥

琴
は

｢
輿
望

書
｣
で
非
難
し
た
が
三
馬
-

作

｢
復
芸

慧

｣
(眼
靴
)
末
尾
の
南
中
に

｢
友
達
の
京
伝
に
輯
ま
れ
ま
し
て
｣
云
々
と
読
書
丸
の
広
背
丈
を
書
入
れ
る
ほ
ど
京
伝
に
親
灸
し
た
者
で
あ
り
'
ま
た
種
透
は

｢
を
こ
の

す
さ
み
｣
に
よ

っ
て
批
判
さ
れ
た
作
を
以
て
読
本
の
筆
を
断
ち
'
同
文
化
十
年
窮
し
て
工
案
し
た

『
読
本
浄
瑠
璃
』
と
命
名
の

｢勢
田
権

能
女
本
地
｣
も
未
完
に
経

っ
た
｡
こ
の
頃
読
本
界
は
全
く
馬
琴
の
ペ
ー
ス
に
持
込
ま
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
｡

既
に
見
た
通
り
'
京
伝
と
馬
琴
は
'
文
化
年
代
末
頃
ま
で
同
じ
年
代
に
生
き
岡
持
の
作
に
手
を
免
め
な
が
ら
も
､
所
詮
は
別
の
世
界
に

安
住
す
べ
き
作
家
で
あ

っ
た
｡
画
工
北
島
政
演
か
ら
出
発
し
た
作
家
山
東
京
伝
の
辿
る
べ
き
道
は
'
や
は
り
当
初
に
既
に
定
ま

っ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
｡

-

三

l
･
七

･
五

定
稿

!

〔輔
陸
〕
小
池
藤
五
郎
氏
著

『
山
東
京
伝

の研
究
-』
中
'
特
に
本
稿
に
関
係
あ
る
章
節
-

慧

篇
(
謎

輔
伝
)第
四
葦
(
鯛
謀
一
の
二

｢
聾
蝶
嘗

馬
琴
の
批
評
｣
(讐

範

の
ほ
か

｢
趣
味
と
新
味
J

(

H

)
の
節
･
莞

章
(酢
蛸
の
)
の

｢趣
向
｣
(琵

旨

と

｢
構
空

(器

地
引
一
･3
節
･
｢

撃
蝶
妃
｣

構
想
由
来
図
表

(誤

訳

)な
ど
｡
総
じ
て
卿
-

喜

め
て
の
棉
想
論
が

主
で
あ
る
O
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