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西
鶴
の『
好
色
五
人
女
』刊
行
と
、本
稿（
上
）で
扱
っ
た
海
音
の『
八
百

屋
お
七
』
の
初
演
に
は
、
約
三
十
年
の
隔
た
り
が
あ
る
。
そ
の
間
に
は
、

詳
細
は
不
明
な
が
ら
、
八
百
屋
お
七
物
の
さ
ま
ざ
ま
な
芸
能
が
成
立
し
て

い
る
。
西
鶴
の
「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
の
何
が
後
続
作
品
に
継

承
さ
れ
、
何
が
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
を
考
え
る
場
合
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
そ
れ
ら
の
検
討
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
（
下
）
で

は
、
近
松
の
『
心
中
万
年
草
』
を
中
心
に
論
ず
る
が
、
八
百
屋
お
七
に
関

連
し
た
歌
舞
伎
・
浄
瑠
璃
・
謡
曲
・
歌
祭
文
に
つ
い
て
も
言
及
し
、
そ
の

上
で
西
鶴
の
特
異
性
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

五
、
お
七
演
劇
化
の 

嚆
矢

八
百
屋
お
七
の
戯
曲
化
の
嚆
矢
は
、
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
正
月
に

大
坂
嵐
三
右
衛
門
座
で
上
演
さ
れ
た
吾
妻
三
八
作『
お
七
歌
祭
文
』で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
立
川
焉
馬
の
『
歌
舞
伎
年
代
記
』
巻

一
（
注
1
）
の
次
の
よ
う
な
記
述
に
よ
っ
て
わ
ず
か
に
知
る
こ
と
が
で
き

「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
試
論
（
下
）

―
『
心
中
万
年
草
』
と
の
関
連
を
中
心
に
―

有

働

　

裕

る
の
み
で
あ
る
。

今こ
の
と
し年

正
し
や
う
ぐ
わ
つ

月
。
大お

ほ
さ
か
あ
ら
し

阪
嵐
三
右ゑ

衛
門も

ん

座ざ

に
て
、
女を

ん
な
が
た
あ
ら
し
き
よ

形
嵐
喜
代
三
。
八や

ほ
や

百
屋

お
七
を
勤つ

と
むる

。
こ
れ
お
七
狂き

や
う
げ
ん言

の
始は

じ
めな

り
。

ま
た
、『
歌
舞
伎
年
表
』
に
も
、
宝
永
三
年
に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が

あ
る
（
注
2
）。

〇
正
月
、
大
阪
、
嵐
三
右
衛
門
座
、
初
狂
言
「
女
大
臣
職
人
鏡
」。

江
口
（
喜
世
三
郎
）
…
…
（
杉
山
平
八
）。
瀧
岡
彦
右
衛
門
の
実
事
。

切
、「
お
七
歌
祭
文
」。
吾
妻
三
八
作
。
八
百
屋
お
七
（
喜
世
三
郎
）

小
姓
高
安
吉
三
郎
（
平
八
）
旦
那
寺
の
住
持
（
春
山
源
七
）
伯
父
高

安
惣
左
衛
門
（
小
佐
川
重
右
衛
門
）
異
見
し
て
お
七
吉
三
郎
と
縁
を

切
る
。〔
京
阪
・
そ
の
他
の
部
〕

〇
正
月
、
大
坂
、
嵐
三
右
衛
門
座
に
て
嵐
喜
代
三
、「
八
百
屋
お
七
」

の
狂
言
大
当
た
り
。
江
戸
ま
で
も
評
判
。〔
江
戸
・
東
京
の
部
〕
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こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
嵐
喜
世
三
郎
の
お
七
役
が
大
当
た
り
で
あ
っ
た
ほ

か
、
吉
三
郎
の
伯
父
高
安
惣
左
衛
門
が
意
見
し
て
お
七
と
吉
三
郎
の
縁
を

切
ら
せ
よ
う
と
す
る
と
い
う
場
面
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
役
回
り
か

ら
い
っ
て
こ
の
惣
兵
衛
は
、
後
述
す
る
近
松
の
『
心
中
万
年
草
』
の
千
右

衛
門
、海
音
の
『
八
百
屋
お
七
』
の
十
内
の
前
身
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
他
に
、
当
時
の
歌
舞
伎
評
判
記
に
も
こ
の
上
演
に
関
し
て
の
記
述

が
あ
り
（
注
3
）、
た
と
え
ば
、『
役
者
友
吟
味
（
大
坂
之
巻
）』（
宝
永
四

年
三
月
）
に
は
、
吉
三
郎
の
「
墓
の
ま
へ
に
て
お
七
に
あ
ふ
て
の
つ
め
ひ

ら
き
」
と
い
う
場
面
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
役
者

將
棊
大
全
綱
目
（
大
坂
）』（
宝
永
五
年
正
月
）
の
記
述
か
ら
は
、
春
山
源

七
の
演
じ
る
「
旦
那
寺
の
住
持
」
が
お
七
と
吉
三
郎
に
対
し
て
情
け
深
く

庇
う
場
面
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
以
上
の
こ
と

は
、
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
は
推
定
し
得
な
い
。

こ
の
喜
世
三
郎
に
よ
る
八
百
屋
お
七
は
大
評
判
と
な
り
、『
歌
舞
伎
年

表
』
に
よ
れ
ば
、
宝
永
五
年
正
月
に
江
戸
中
村
座
の
『
傾
城
嵐
曽
我
』
の

中
で
再
演
さ
れ
、
さ
ら
に
宝
永
六
年
の
三
月
と
秋
に
も
中
村
座
で
、
同
年

十
月
に
は
大
坂
嵐
座
で
興
行
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

喜
世
三
郎
は
こ
の
ほ
か
に
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
三
月
、
江
戸
中
村

座
で
の
中
村
清
五
郎
作
『
中ち

う
じ
や
う
ひ
め
き
や
う
ひ
い
な

将
姫
京
雛
』
で
も
八
百
屋
お
七
の
役
で

評
判
を
と
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
『
中
将
姫
京
雛
』
の
初
演
に
つ
い

て
『
歌
舞
伎
年
表
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

中
村
座
、「
中
将
姫
京
雛
」
一
名
「
追
善
彼
岸
桜
」。
作
者
、
中
村
清

五
郎
。
梅
枝
ノ
内
侍
（
藤
村
半
太
夫
）
秋
山
角
右
衛
門
（
小
四
郎
）

粂
ノ
八
郎
（
伝
五
郎
）
中
将
姫
（
喜
代
三
郎
）
大
膳
太
郎
（
半
三
郎
）

唐
橋
大
臣
（
山
中
平
九
郎
）
赤
松
蔵
之
介
（
又
太
郎
）
下
人
太
郎
吉

（
兵
助
）。

中
将
姫
の
世
界
へ
八
百
屋
お
七
を
仕
組
み
、
且
つ
五
番
目
は
七
三

郎
の
追
善
也
。「
彼
岸
桜
」
と
い
ふ
小
名
題
な
り
。
七
三
郎
臨
終

の
さ
ま
。

こ
の
歌
舞
伎
の
脚
本
は
、『
元
禄
歌
舞
伎
傑
作
集
（
上
）』（
早
稲
田
大

学
出
版
会
・
大
正
十
四
年
）
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
詳
細
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
内
容
は
一
言
で
会
え
ば
、
中
将
姫
の
世
界
に
八
百
屋
お
七

を
組
み
入
れ
た
、
極
め
て
散
漫
で
強
引
な
時
代
・
世
話
混
淆
の
作
品
と
い

え
よ
う
。

第
一
番
目
は
聖
武
天
皇
の
御
代
と
い
う
設
定
で
、
悪
臣
の
鏡
の
大
臣
が

唐
橋
の
宰
相
と
梅
が
枝
の
内
侍
の
仲
を
裂
こ
う
と
し
、
さ
ら
に
は
三
種
の

神
器
を
盗
ん
で
朝
敵
に
な
ら
ん
と
す
る
が
、
露
顕
し
て
追
い
払
わ
れ
る
と

い
う
も
の
。
第
二
番
目
で
は
、
唐
橋
の
宰
相
と
梅
が
枝
の
内
侍
の
婚
礼
の

日
に
中
将
姫
が
現
れ
て
騒
動
と
な
る
。
中
将
姫
は
梅
が
枝
の
内
侍
の
異
母

姉
で
あ
り
唐
橋
の
宰
相
と
は
許
嫁
で
あ
っ
て
子
ま
で
な
し
て
い
た
が
、
継

母
の
悪
計
に
よ
り
雲
雀
山
で
殺
害
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
家
臣
藤
原
春
時
ら
に

よ
っ
て
助
け
ら
れ
て
い
た
。
混
乱
の
中
で
継
母
と
そ
の
弟
の
大
膳
が
唐
橋

家
の
実
権
を
握
る
こ
と
と
な
り
、
唐
橋
宰
相
・
梅
が
枝
・
中
将
姫
ら
は
散

り
散
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。
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八
百
屋
お
七
が
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
第
三
番
目
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
後
の
騒
動
の
中
で
梅
が
枝
は
亡
く
な
り
（
実
は
薬
師
の
化
身
で
あ
っ

た
と
い
う
演
出
）、
唐
橋
宰
相
は
武
家
の
奉
公
人
と
な
っ
た
藤
原
春
時
の

弟
と
し
て
、
本
郷
妙
円
寺
の
小
姓
と
な
り
吉
三
郎
を
名
の
っ
て
い
た
。
一

方
中
将
姫
は
、
人
買
い
に
捕
ら
え
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
、
妙
円
寺
を
檀

那
寺
と
す
る
本
郷
の
八
百
屋
弥
右
衛
門
に
見
出
さ
れ
て
養
女
お
七
と
な
っ

て
い
た
。
お
七
は
、
密
か
に
吉
三
郎
と
文
の
や
り
取
り
を
し
て
い
た
が
、

弥
右
衛
門
に
露
見
し
て
し
ま
う
。
弥
右
衛
門
は
実
は
お
七
に
下
心
が
あ
っ

て
養
女
に
し
た
の
で
あ
り
「
一
夜
な
び
け
」
と
迫
る
。「
今
一
度
吉
三
郎

殿
に
逢
ひ
た
い
。
其
上
に
て
」
と
答
え
た
お
七
に
「
目
の
黒
き
内
は
な
ら

ず
。
も
し
死
し（

マ
マ
）に

ら
ば
、親
な
れ
ば
弔
ひ
あ
ら
ん
。
そ
の
時
は
寺
へ
行
け
。

命
の
内
は
な
ら
ぬ
」
と
弥
右
衛
門
が
答
え
た
の
で
お
七
は
す
ぐ
に
養
父
を

刺
殺
し
た
。
そ
こ
へ
唐
橋
宰
相
（
吉
三
郎
）
の
旧
臣
ら
が
現
れ
て
善
悪
入

り
乱
れ
て
の
騒
擾
と
な
る
が
、
悪
人
ら
は
す
べ
て
討
た
れ
る
。
唐
橋
家
と

中
将
姫
の
横よ

こ
は
ぎ佩

家
と
は
目
出
度
く
治
ま
り
、
中
将
姫
は
幼
い
時
か
ら
の
志

を
果
た
し
て
出
家
を
す
る
。

続
く
四
番
目
か
ら
は
、
中
村
七
三
郎
の
臨
終
の
様
子
を
脚
色
し
た
追
善

の
た
め
の
一
場
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
脚
本
に
お
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
寺
小
姓
の
吉
三
郎

と
本
郷
の
八
百
屋
の
娘
お
七
と
い
う
設
定
を
用
い
な
が
ら
も
、
お
七
の
罪

は
火
付
で
は
な
く
養
父
殺
し
で
あ
り
、
お
七
の
処
刑
の
場
面
も
な
く
、「
恋

草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
の
展
開
と
は
か
な
り
の
距
離
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、吾
妻
三
八
作
『
お
七
歌
祭
文
』
で
評
判
で
あ
っ

た
、
伯
父
高
安
惣
兵
衛
が
吉
三
郎
を
責
め
る
よ
う
な
場
面
も
な
い
。
嵐
喜

世
三
郎
が
こ
の
芝
居
で
も
お
七
を
演
じ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
筋
や
趣

向
は
『
お
七
歌
祭
文
』
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
八
百
屋
お
七
物
の
戯
曲
化
の
嚆
矢
と
思
わ
れ
る
『
お

七
歌
祭
文
』
や
そ
れ
に
続
い
た
『
中
将
姫
京
雛
』
に
お
い
て
は
、
お
七
と
吉

三
郎
と
が
登
場
す
る
こ
と
が
確
認
し
う
る
の
み
で
、
お
七
の
火
付
、
引
き
回

し
と
火
刑
、
そ
の
後
の
吉
三
郎
な
ど
、
竹
野
氏
の
言
う
「
西
鶴
―
海
音
の

遺
産
」
と
呼
ぶ
べ
き
要
素
は
何
も
確
認
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

六
、
歌
祭
文
に
お
け
る
八
百
屋
お
七

八
百
屋
お
七
の
戯
曲
化
の
嚆
矢
が
『
お
七
歌
祭
文
』
と
題
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
な 

が
ら
先
行
す
る
歌
祭
文
が
存
在
し
て
い
た
こ
と

を
示
唆
す
る
。
史
実
や
後
続
作
品
と
の
関
連
か
ら
「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百

屋
物
語
」
の
再
検
討
を
試
み
る
以
上
、
八
百
屋
お
七
に
関
す
る
歌
祭
文
を

無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

八
百
屋
お
七
の
歌
祭
文
と
し
て
今
日
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
多
数
あ

る
が
、
と
り
あ
え
ず
『
日
本
歌
謡
集
成　

第
八
巻
』（
注
4
）
に
収
め
ら

れ
た
、「
八
百
屋
お
七
歌
祭
文　

上
」「
お
七
恋
の
燃
え
く
ひ　

下
」「
京

風　

江
戸
八
百
屋
お
七
祭
文
」
の
三
つ
を
対
象
と
し
て
述
べ
る
。
い
ず
れ

も
成
立
年
は
未
詳
で
あ
り
、『
好
色
五
人
女
』
に
先
行
す
る
か
否
か
に
つ

い
て
は
本
稿
の
（
上
）
で
も
述
べ
た
通
り
未
確
定
で
は
あ
る
が
、
詞
章
か

ら
考
え
て
、
西
鶴
の
影
響
下
に
成
立
し
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
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「
八
百
屋
お
七
歌
祭
文　

上
」
は
、「
う
や
ま
つ
て
申
し
奉
る
、
笛
に
寄

る
ね
の
秋
の
鹿
、
妻
故
身
を
ば
こ
が
す
な
る
、
五
人
女
の
三
の
筆
」
と
語

り
始
め
ら
れ
る
。『
好
色
五
人
女
』
巻
四
の
こ
の
物
語
を
「
五
人
女
の
三0

の
筆
」
と
す
る
齟
齬
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
西
鶴
と
の
直
接
的
な
影
響
関

係
は
明
確
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
も
っ
て
こ
の
物
語
を
三
番
目
に
据
え
た
五

人
の
女 

性
を
扱
う
寄
せ
本
が
あ
っ
た
と
す
る
野
間
光
辰
氏
の
説
も
あ
る
が

（
注
5
）、『
好
色
五
人
女
』
が
意
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
の
誤
記
と
捉

え
る
諏
訪
春
雄
氏
の
説
の
方
が
や
は
り
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
注
6
）。

こ
れ
に
続
く
、「
恋
路
の
闇
の
暗
が
り
に
。
由
な
き
事
を
し
い
だ
し
て
」

と
い
う
記
述
も
、「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
の
「
よ
し
な
き
出
来

心
に
し
て
」
と
い
う
記
述
と
の
距
離
の
近
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
一
方
、
そ

れ
に
続
く
代
官
と
の
や
り
と
り
に
は
、
西
鶴
の
「
是
を
尋
ね
し
に
、
つ
ゝ

ま
ず
あ
り
し
通
り
を
語
り
け
る
に
、
世
の
哀
れ
と
ぞ
な
り
に
け
る
」
と
い

う
簡
略
な
記
述
か
ら
は
飛
躍
し
た
、
お
七
へ
の
同
情
を
込
め
た
具
象
化
が

窺
え
る
（
句
読
点
・
鉤
括
弧
は
有
働
が
適
宜
に
付
し
た
）。

代
官
所
へ
申
し
上
げ
直す

ぐ

に
御
前
へ
引
き
出
す
。時
に
代
官
仰
せ
に
は
、

「
年
は
も
行
か
ぬ
女
に
て
、
か
ゝ
る
大
事
を
し
け
る
ぞ
や
。
咎
の
次

第
を
有
や
う
に
申
し
上
げ
よ
」
と
仰
せ
け
る
。
お
七
泣
く
〳
〵
申
す

様
「
い
つ
ぞ
や
類
火
に
あ
ひ
し
と
き
。
親
子
諸
共
立
ち
退
き
て
。
普

請
成
就
い
た
す
迄
。
檀
那
寺
に
て
仮
住
居
。
縁
は
い
な
も
の
こ
の
寺

の
。
小（

マ
マ
）性

吉
三
と
自
ら
が
。
親
に
か
く
し
て
二
世
迄
と
、
小
指
を
切

つ
て
血
を
絞
り
。
起
請
を
書
い
て
取
り
交
し
。
枕
定
め
ぬ
そ
の
中
に
。

屋
造
り
成
就
仕
り
。
名
残
惜
し
く
も
そ
れ
よ
り
も
。
も
と
の
本ほ

ん
ご郷

に

帰
れ
ど
も
。
二
世
と
か
ね
た
る
吉
三
に
は
生
き
て
別
る
ゝ
悲
し
さ
は

文
の
便
り
も
な
ら
ざ
れ
ば
。
寝
て
ゐ
て
思
案
い
た
す
る
に
。
又
も
や

家
を
焼
く
な
ら
ば
、
夫つ

ま

の
吉
三
に
ゆ
る
〳
〵
と
、
逢
う
て
語
ら
ん
う

れ
し
や
と
思
ひ
定
め
て
夕
暮
に
、
一
束ぱ

の
藁
に
火
を
包
み
、
放
り
上

げ
た
る
ば
か
り
に
て
、
燃
ゆ
る
仔
細
は
候
は
ず
。
も
は
や
重
ね
て
致

す
ま
じ
。
只
御
慈
悲
に
此
の
度
は
、
何
卒
助
け
給
は
れ
」
と
、
あ
ど

な
き
言
葉
さ
り
と
て
は
、
哀
れ
至
極
の
言
い
訳
と
、
側そ

ば

に
在
り
あ
ふ

心
な
き
奴
の
角
内
、
角
介
も
髭
は
涙
で
流
し
け
り
。

こ
の
よ
う
に
お
七
の
口
か
ら
二
人
の
馴
れ
初
め
か
ら
放
火
ま
で
の
い
き

さ
つ
が
語
ら
れ
る
。
小
指
を
切
っ
て
起
請
文
を
書
く
と
い
っ
た
類
型
的
な

展
開
は
、
何
ら
か
の
演
劇
か
ら
の
摂
取
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
ま
ず
、
吉

祥
寺
か
ら
戻
っ
て
以
来
、
逢
瀬
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
文
の
や
り
取
り
さ

え
で
き
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
、
西
鶴
と
の
相
違
点
と
し
て

目
を
引
く
。
言
い
換
え
れ
ば
、
西
鶴
の
も
の
か
ら
は
、
お
七
が
火
付
け
と

い
う
行
動
を
選
択
す
る
だ
け
の
切
迫
性
が
読
み
取
り
に
く
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
最
大
の
特
色
は
、
お
七
の
発
想
の
幼
さ
に
あ
る
。
再
会
の
た
め

に
火
付
を
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
あ
り
の
ま
ま
に
代
官
に
告
白
し
て
温

情
を
乞
う
と
い
う
、
あ
ま
り
に
無
垢
な
幼
さ
が
周
囲
の
者
た
ち
の
涙
を

誘
っ
て
い
る
。

「
お
七
恋
の
燃
え
く
ひ　

下
」
は
、「
八
百
屋
お
七
歌
祭
文　

上
」
に
続
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く
顛
末
を
語
る
も
の
で
、
お
七
が
処
刑
さ
れ
る
鈴
の
森
に
駆
け
つ
け
て
き

た
、
母
親
の
次
の
嘆
き
が
ま
ず
語
ら
れ
る
。

母
は
涙
の
ひ
ま
よ
り
も
、「
差
程
吉
三
に
添
い
た
く
ば
、
我
に
密
か

に
知
ら
せ
な
ば
、
是
非
と
も
和
尚
に
申
し
請
け
、
行
末
長
く
添
わ
は

せ
う
に
、
か
ゝ
る
大
事
を
し
出
し
て
、
親
の
憂
き
目
を
見
す
る
こ
と
、

子
に
て
は
あ
ら
で
敵
か
や
。
花
の
娘
を
先
に
立
て
、
後
に
残
り
て
何

か
せ
ん
共
に
消
え
ん
」
と
嘆
か
る
ゝ
。

お
七
の
放
火
が
紛
れ
も
な
く
親
不
孝
な
行
為
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ

る
と
同
時
に
、
な
ぜ
そ
の
思
い
を
知
ら
せ
て
く
れ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う

悔
恨
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
両
親
は
お
七
と
吉
三
郎
の
仲
に
気
付

い
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
前
提
で
あ
り
、
吉
三
郎
と
同
衾
し
た
お
七
を
母

親
が
翌
朝
に
連
れ
去
る
西
鶴
の
設
定
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
お
七

に
対
す
る
親
の
悔
恨
の
情
に
は
、近
松
の『
心
中
万
年
草
』や
海
音
の『
八
百

屋
お
七
』
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
嘆
く
母
親
に
対
し
、
お
七
は
「
嘆
き
給
ふ
も
道
理
な
り
」

と
述
べ
つ
つ
も
、「
定
ま
る
事
と
お
ぼ
し
め
し
、思
ひ
あ
き
ら
め
給
ふ
べ
し
」

と
、
こ
れ
が
宿
縁
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
そ
こ
に
吉
三
郎
が
駆
け
つ
け
て

く
る
。
お
七
は
人
目
も
恥
じ
ず
に
縋
り
つ
く
吉
三
郎
の
手
を
取
っ
て
、「
此

の
美
し
き
お
姿
に
何
の
命
を
惜
し
む
べ
き
。わ
れ
を
不
便
と
お
ぼ
す
な
ら
、

出
家
に
な
つ
て
無
き
後
を
弔
う
て
給
は
れ
吉
三
殿
。
こ
の
世
の
縁
は
薄
く

と
も
、
長
き
来
世
で
添
ひ
ま
し
よ
」
と
告
げ
る
。
吉
三
郎
の
出
家
が
お
七

へ
の
報
い
と
な
る
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
二
人
は
来
世
で
結
ば
れ

る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
や
り
と
り
は
西

鶴
の
「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
の
展
開
に
比
し
て
単
純
か
つ
通
俗

的
で
あ
る
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
こ
の
歌
祭
文
の
結
び
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

哀
れ
な
る
か
な
お
七
こ
そ
、
十
六
歳
を
一
期ご

と
し
、
遂
に
煙
と
な
り

果
つ
る
。
清
の
誠
こ
れ
ぞ
こ
の
、
煩
悩
す
な
は
ち
即
菩
提
、
悟
れ
ば

近
し
そ
の
ま
ゝ
に
、
迷
ひ
も
は
れ
て
吉
三
郎
、
す
ぐ
に
出
家
の
身
と

な
り
て
、
お
七
の
菩
提
を
弔
は
れ
け
る
。
問
ふ
も
語
る
も
一
昔
、
只

世
の
哀
は
こ
れ
な
り
と
、
う
や
ま
つ
て
ま
う
す
。

歌
祭
文
が
本
来
持
つ
死
者
の
追
悼
と
い
う
様
式
に
即
し
て
、
お
七
吉
三

郎
の
煩
悩
も
、
そ
の
一
途
さ
ゆ
え
に
「
即
菩
提
」
と
し
て
語
り
終
え
ら
れ

る
。
極
め
て
通
俗
的
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い

結
末
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

現
存
す
る
も
う
一
つ
の
八
百
屋
お
七
を
扱
っ
た
歌
祭
文
「
京
風　

江
戸

八
百
屋
お
七
祭
文
」
は
、先
の
二
つ
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
た
も
の
で
あ
り
、

若
干
の
記
述
の
違
い
は
見
ら
れ
る
が
、
お
お
む
ね
同
内
容
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
歌
祭
文
は
、
元
禄
時
代
に
は
す
で
に
各
地
の
盛
り
場
で
流
行

し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
諏
訪
春
雄
氏
は
、
宇
治
加
賀
之
掾
作
の
「
四
条

河
原
涼
八
景
」
の
中
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
証
明
し
て

い
る
（
注
7
）。
宝
永
三
年
の
狂
言
の
外
題
が
『
お
七
歌
祭
文
』
で
あ
っ
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た
の
も
そ
れ
故
で
あ
ろ
う
。

こ
の
歌
祭
文
と
西
鶴
の
「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
と
の
関
連
に

つ
い
て
、
諏
訪
春
雄
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
注
8
）。

さ
て
「
八
百
屋
お
七
歌
祭
文
」
の
成
立
を
西
鶴
作
以
降
と
考
え
て
も
、

お
七
が
奉
行
の
前
に
引
き
出
さ
れ
て
取
り
調
べ
を
受
け
た
こ
と
、
お

七
と
小
姓
吉
三
郎
と
が
血
の
起
請
文
を
取
り
交
わ
し
た
こ
と
、
二
人

が
ま
だ
枕
を
交
わ
さ
ぬ
う
ち
に
お
七
の
家
の
普
請
が
成
就
し
て
、
飽

か
ぬ
別
れ
を
し
た
こ
と
、
お
七
が
放
火
の
際
に
一
束
の
わ
ら
に
火
を

包
ん
で
放
り
あ
げ
た
こ
と
等
、
歌
祭
文
に
記
す
内
容
は
い
ず
れ
も
、

西
鶴
作
に
は
触
れ
て
い
な
か
っ
た
り
、一
致
し
な
い
事
柄
で
あ
っ
て
、

全
体
と
し
て
お
七
の
あ
ど
け
な
さ
を
強
調
し
た
作
風
と
併
せ
て
、
こ

の
歌
祭
文
の
作
者
が
、
西
鶴
作
の
存
在
は
知
っ
て
い
て
も
直
接
の
参

考
に
は
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
西
鶴
か
ら
の
直
接
的
な
影
響
に
つ
い
て
諏
方
氏 
は
否
定

的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
諏
訪
氏
の
考
察
は
、
お
七
に
関
す
る
「
史

実
」
が
存
在
し
、『
天
和
笑
委
集
』
等
が
そ
れ
を
伝
え
て
い
る
と
い
う
前

提
に
立
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
拙
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
『
天
和
笑
委
集
』

の
記
述
が
宝
永
以
降
の
も
の
と
す
る
と
、
む
し
ろ
そ
ち
ら
が
歌
祭
文
の
影

響
を
受
け
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
西
鶴
の
展
開
と

歌
祭
文
と
の
ず
れ
は
、
そ
の
不
自
然
な
ま
で
に
特
異
な
展
開
を
、
通
俗
的

な
も
の
に
置
き
換
え
た
も
の
と
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
歌
祭
文
は
、
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
の
お
七
物
に
比
し

て
、
西
鶴
の
「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
と
の
密
着
度
が
高
い
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
西
鶴
が
創
作
し
た
特
異
な
展
開
が
、

単
純
か
つ
合
理
的
な
も
の
に
改
編
さ
れ
て
い
く
過
渡
的
形
態
と
と
ら
え 

る

の
が
妥
当
で
は
な
い
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
は
元
禄
期
の
成
立
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

七
、
謡
曲
『
恋
の
火
』
と
『
夏
虫
』

成
立
時
期
に
つ
い
て
は
や
は
り
検
討
を
要
す
る
も
の
の
、
こ
の
前
後
に

成
立
し
た
可
能
性
を
有
す
る
、
お
七
を
題
材
と
し
た
謡
曲
が
二
作
品
存
在

す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
考
え

て
お
く
必
要
が
あ 

ろ
う
。

ま
ず
、
竹
野
氏
が
元
禄
十
六
年
以
前
に
成
立
し
た
可
能
性
も
あ
る
と
し

た
の
が
謡
曲
『
恋
の
火
』（
注
9
）
で
あ
る
。
房
州
誕
生
寺
の
僧
が
池
上

本
門
寺
に
籠
っ
た
後
に
品
川
鈴
の
森
を
訪
れ
る
。
そ
こ
で
出
会
っ
た
浮
か

れ
女
が
、「
童
は
是
よ
り
北
に
当
り
。
本
郷
辺
に
住
し
者
。
ま
ゝ
し
き
母

の
讒
に
よ
り
。
此
辺
り
に
捨
ら
れ
て
」
と
語
っ
た
の
で
、
過
ぎ
に
し
江
戸

大
火
の
折
に
寺
の「
う
つ
く
し
き
少
人
」と
恋
仲
に
な
っ
た
娘
が
お
り
、「
よ

し
な
き
罪
に
お
か
さ
れ
て
。
爰
に
て
命
を
と
ゞ
め
」
た
こ
と
に
僧
は
思
い

当
る
。
そ
し
て
そ
の
娘
の
幽
霊
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
て
成
仏
を
祈
る
。

ま
た
、
新
春
を
迎
え
て
親
と
と
も
に
本
郷
に
帰
宅
し
た
後
、
恋
人
に
逢

い
た
い
一
心
か
ら
火
付
け
を
行
い
、
火
刑
と
な
っ
た
こ
と
が
、
以
下
の
よ
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う
な
記
述
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

別
れ
を
と
む
る
柵

し
が
ら
みも

、
な 

き
世
の
中
は
あ
だ
夢
の
。
化あ

だ

に
、
契
り
し

俤
の
。
忘
れ
ん
と
思
ふ
心
社こ

そ

。
忘
れ
ぬ
よ
り
は
思
ひ
な
り
。
天
の
原
、

踏
轟
か
し
鳴
神
も
。
思
ふ
中
を
ば
よ
も
さ
け
じ
。
只
此
宿
を
失
な

は
ゞ
。
恋
し
き
人
の
栖す

み
かに

も
、
二ふ

た

度
帰
り
。
見
も
し
見
え
な
ん
と
。

ま
た
し
ど
け
な
き
恋
ご
ゝ
ろ
。
な
が
き
、
別
の
も
と
ひ
と
は
、
今
こ

そ
思
ひ
し
ら
れ
た
れ
。（
中
略
）
去
程
に
。
〳
〵
、
壁
に
耳
、
岩
の

物
い
ふ
、
憂
世
の
さ
が
な
き
。
悪
事
千
里
を
、
走
る
な
ら
ひ
の
。
程

な
く
憂
身
を
。
る
ゐ
せ
つ
の
責
に
。
獄
屋
に
こ
め
ら
れ
。
口
々
に
晒

し
、
二
度
跡
に
、
帰
ら
ぬ
道
芝
の
。
露
も
俤
も
、
は
ら
〳
〵
ほ

ろ
〳
〵
と
。
か
ゝ
る
因
果
の
、
報
ひ
を
思
へ
ば
。
身
よ
り
出
せ
る
邪

淫
の
罪
に
。
花
の
姿
も
、
け
ふ
迄
の
。
限
り
は
品
川
の
、
海か

い
へ
ん辺

に
立

る
、
火
の
柱
に
。
う
き
身
を
焼
ば
。
其
儘
奈
落
に
、
を
ち
こ
ち
の
。

焦
熱
の
焔
。
ご
く
そ
つ
の
呵
責
。
是
々
見
給
へ
、
浅
ま
し
や

「
踏
轟
か
し
鳴
神
も
。
思
ふ
中
を
ば
よ
も
さ
け
じ
。」
な
ど
の
記
述
か
ら

は
、
西
鶴
の
「
虫
出
し
の
神
鳴
も
ふ
ん
ど
し
か
き
た
る
君
様
」
か
ら
の
影

響
が
感
じ
ら
れ
る
。
一
方
、
継
母
に
関
す
る
唐
突
な
記
述
は
、『
中
将
姫

京
雛
』
と
関
り
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
も
勘
案
し
て
、
や
は
り
元

禄
か
ら
宝
永
に
か
け
て
の
成
立
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
同
じ
く
八
百
屋
お
七
の
こ
と
を
題
材
に
し
た
と
思
わ
れ
る
、
成

立
年
代
未
詳
の
謡
曲
に
『
夏
虫
』（
注
10
）
が
あ
る
。

都
か
ら
東
国
に
下
っ
た
僧
が
、そ
の
途
中
で
鈴
の
森
を
訪
れ
た
と
こ
ろ
、

牛
を
引
い
て
い
る
女
に
出
会
う
。
不
審
に
思
っ
て
僧
が
尋
ね
る
と
、
次
の

よ
う
に
答
え
る
。

此
上
は
何
を
か
つ
ゝ
み
参
ら
せ
ん
。我
は
本
郷
追
分
の
何
が
し
が
娘
。

し
ち
と
申
す
女
な
る
が
。
恋
慕
に
こ
が
る
ゝ
心
と
て
。
い
と
ゞ
く
る

し
き
せ
う
ね
つ
や
。
大
せ
う
ね
つ
の
焔
の
中
に
。
し
づ
み
果
て
に
し

此
身
の
す
へ
。
責
て
う
か
ふ
や
涙
の
露
。
消
し
浮
身
の
理
り
を
。
あ

は
れ
み
給
へ
御
僧
。（
中
略
）
千
里
を
か
く
る
悪
事
ゆ
へ
。
お
も
き

と
が
め
を
身
の
上
に
。
引
回
さ
れ
て
行
雲
の
。
立 

迷
ひ
つ
ゝ
出
汐
や
。

さ
す
が
に
今
は
罪
科
の
。
は
た
じ
る
し
指
か
ざ
し
、
隙
行
駒
の
足
は

や
み
。
小
路
〳
〵
も
打
過
ぬ
し
て
。
見
物
く
ん
じ
ゆ
の
そ
の
思
ひ
、

お
も
き
が
上
の
さ
よ
衣
、
我
つ
ま
ゆ
へ
に
あ
ま
雲
の
、
か
ゝ
る
う
き

身
と
な
ら
芝
の
、ゆ
ふ
付
の
鳥
の
声
。
お
な
じ
浮
身
と
な
げ
き
わ
び
。

扨
も
命
は
な
が
ゝ
れ
と
何
い
の
り
け
ん
世
の
中
の
。
神
や
仏
も
我
ら

を
ば
。
捨
さ
せ
給
ふ
ぞ
恨
め
し
き

過
去
の
罪
業
を
語
り
終
え
る
と
、
女
は
突
然
現
れ
た
火
の
車
に
打
ち
乗
っ

て
姿
を
消
し
て
い
く
。『
恋
の
火
』
で
は
女
の
名
は
不
明
だ
が
、
こ
ち
ら

で
は
「
し
ち
」
と
名
の
っ
て
い
る
。
ま
た
、
処
刑
前
の
引
き
回
し
の
様
子

（
見
物
く
ん
じ
ゆ
の
そ
の
思
ひ
）
が
記
さ
れ
て
い
る
点
も
、
よ
り
具
体
的

で
あ
る
と
い
え
る
。

田
中
充
氏
は
こ
の
謡
曲
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
注
11
）。



― 18 ―

元
禄
正
徳
の
交

（
マ
マ
）か

ら
流
行
し
た
ら
し
い「
飛
ん
で
火
に
い
る
夏
の
虫
」

と
い
う
諺
を
ふ
ま
え
て
、
夏
の
虫
と
題
し
た
ら
し
く
、
本
文
に
は
夏

の
虫
と
題
す
る
に
足
る
言
葉
は
見
当
た
ら
な
い
。
文
辞
脚
色
と
も
に

上
出
来
と
は
言
え
ず
、
キ
リ
は
女
郎
花
を
真
似
て
い
る
。
や
は
り
戯

作
の
類
と
す
べ
き
で
あ
る
。

『
恋
の
火
』『
夏
虫
』
と
も
に
、
事
件
の
過
程
に
つ
い
て
は
あ
い
ま
い
で

は
あ
る
が
、
火
刑
の
苦
し
み
に
つ
い
て
は
印
象
的
に
語
ら
れ
る
。
煩
悩
抑

え
が
た
き
が
ゆ
え
に
罪
を
犯
し
、
鈴
ヶ
森
で
焦
熱
の
苦
し
み
を
負
う
女
が

成
仏
で
き
な
い
で
い
る
と
い
う
、
謡
曲
の
定
型
に
単
純
化
さ
れ
た
稚
拙
な

作
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
ら
の
謡
曲
が
、
西
鶴
の
「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
の
影
響

下
に
成
立
し
た
も
の
か
、
歌
祭
文
な
ど
の
伝
承
に
取
材
し
た
も
の
か
、
断

定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
す
な
わ
ち
、
所
謂
「
西
鶴
―
海
音
の
遺
産
」
の

形
成
と
の
か
か
わ
り
は
不
明
と
い
う
外
は
な
い
。
た
だ
、
恋
ゆ
え
に
火
付

の
罪 

を
犯
し
た
娘 

が
品
川
で
火
刑
と
な
る
、
と
い
う
題
材
の
刺
激
性
が
新

作
の
謡
曲
ま
で
生
み
だ
し
た
こ
と
に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

八
、
近
松
の
『
心
中
万
年
草
』（
一
）
―
上
の
巻

西
鶴
の
八
百
屋
お
七
が
受
容
さ
れ
て
い
く
経
緯
を
的
確
に
指
摘
し
て
い

た
竹
野
氏
の
論
文
に
お
い
て
、一
つ
だ
け
言
及
し
残
し
た
作
品
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
宝
永
七
年
大
坂
竹
本
座
初
演
と
推
定
さ
れ
て
い
る
近
松
門
左
衛

門
作
『
心
中
万
年
草
』
で
あ
る
。
こ
の
作
品
と
八
百
屋
お
七
と
の
関
連
性
、

そ
し
て
海
音
の
『
八
百
屋
お
七
』
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
浄
瑠
璃
研
究

に
お
い
て
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
（
注
12
）。

『
心
中
万
年
草
』
は
、
高
野
山
南
谷
の
吉
祥

0

0

院
の
寺
小
姓

0

0

0

成
田
久
米
之

介
（
十
九
歳
）
と
神
谷
宿
の
雑
賀
屋
与
次
右
衛
門
の
娘
お
梅
（
十
七
歳
）

と
の
心
中
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
久
米
之
介
は
播
州
の
大
名
に
仕
え
て
い

た
成
田
武
右
衛
門
の
息
子
で
あ
る
が
、
十
二
歳
の
時
に
誤
っ
て
父
の
同
僚

伊
吹
千
右
衛
門
の
弟
を
殺
し
て
し
ま
う
。
本
来
切
腹
の
と
こ
ろ
を
、
千
右

衛
門
の
親
の
と
り
な
し
に
よ
っ
て
高
野
山
で
の
出
家
で
許
さ
れ
た
と
い
う

身
の
上
で
あ
る
。
一
方
お
梅
は
、
京
都
の
美
濃
屋
作
右
衛
門
と
の
祝
言
が

ま
と
ま
っ
て
い
た
。
作
右
衛
門
は
、
お
梅
目
当
て
で
借
金
百
六
十
両
を
帳

消
に
し
た
上
に
二
百
五
十
両
を
預
け
た
の
で
、
お
梅
の
親
は
こ
の
縁
談
を

拒
め
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。

諏
訪
春
雄
氏
は
、
実
際
に
高
野
山
で
起
き
た
心
中
事
件
が
あ
り
、
そ
こ

に
『
好
色
五
人
女
』
や
歌
舞
伎
等
の
要
素
を
取
り
入
れ
た
も
の
と
推
定
し

て
い
る
。
以
下
、
近
松
の
『
心
中
万
年
草
』
を
通
し
て
、
海
音
の
『
八
百

屋
お
七
』へ
と
至
る
お
七
伝
承
の
変
容
の
過
程
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

・
上
の
巻
「
高
野
山
南
谷
吉
祥
院
の
場
」

上
の
巻
「
高
野
山
南
谷
吉
祥
院
の
場
」
は
、
播
磨
の
大
名
の
使
者
を
迎

え
る
準
備
に
忙
し
い
中
で
の
、小
姓
衆
や
下
男
た
ち
の
会
話
か
ら
始
ま
る
。

そ
の
中
で
、
小
姓
の
久
米
之
介
は
雑
賀
屋
の
娘
お
梅
と
の
仲
を
朋
輩
た
ち

か
ら
か
ら
か
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
へ
雑
賀
屋
の
駕
籠
舁
き
九
兵
衛
が
お
梅
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か
ら
の
文
を
届
け
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
中
身
は
吉
祥
院
法
印
に
当
て

た
も
の
で
、
久
米
之
介
の
父
武
右
衛
門
が
隠
居
す
る
た
め
息
子
を
国
元
に

戻
し
た
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
実
は
、
こ
れ
は
お
梅
が
久
米
之
介
と

添
い
た
い
一
心
か
ら
巧
ん
で
作
成
し
た
偽
物
の
文
で
あ
っ
て
、
本
来
は
法

印
に
宛
て
た
は
ず
の
も
の
が
、
久
米
之
介
へ
の
恋
文
と
取
り
違
え
ら
れ
て

届
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
お
梅
の
恋
文
は
法
印
に
届
い
て
い
る

の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
二
人
を
逃
げ
場
の
な
い
と
こ
ろ
へ
と
追
い
込
ん

で
い
く
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
に
播
州
か
ら
の
使
者
伊
吹
千
右
衛
門
が
到
着
し
、
そ
の
口
か
ら
久

米
之
介
が
高
野
山
で
出
家
す
る
身
に
な
っ
た
い
き
さ
つ
が
語
ら
れ
る
。
そ

こ
へ
お
梅
の
手
紙
を
見
て
激
怒
し
た
法
印
が
駆
け
込
ん
で
き
て
、
久
米
之

介
の
罪
を
厳
し
く
攻
め
立
て
て
破
門
す
る
。
破
戒
を
咎
め
る
高
野
山
の
天

狗
の
怒
り
に
よ
る
も
の
か
、
に
わ
か
の
暴
風
落
雷
の
荒
れ
狂
う
中
、
久
米

之
介
は
山
を
追
放
さ
れ
る
。
以
上
が
上
の
巻
の
梗
概
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
吉
三
郎
の
役
に
当
た
る
久
米
之
介
が
、
そ
も
そ
も
出
家
を

避
け
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
り
、「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
よ
り
も

は
る
か
に
切
迫
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
伊
吹
千
右
衛
門
の
設
定
は
歌

舞
伎
『
お
七
歌
祭
文
』
で
評
判
と
な
っ
た
高
安
惣
左
衛
門
（
吉
三
郎
の
伯

父
）
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
吉
三
郎
を
窮
地
へ
と
追

い
込
ん
で
い
く
状
況
設
定
は
、
海
音
の
『
八
百
屋
お
七
』
へ
と
受
け
継
が

れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
と
は
逆
に
、
他
の
お
七
物
で
は
消
え
て
し
ま
う
男
色
の
要
素
が
、

こ
の
『
心
中
万
年
草
』
に
は
存
在
し
て
い
る
。

久
米
之
介
と
お
梅
の
関
係
が
暴
露
さ
れ
た
時
、
久
米
之
介
の
念
者
坊
で

あ
る
祐
弁
律
師
が
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
て
お
り
、
以
下
の
よ
う
に
激
怒
す

る
。（
坂
口
弘
之
校
注『
新
編
古
典
文
学
全
集　

近
松
門
左
衛
門
集
②
』〔
小

学
館
〕
を
底
本
と
し
、
句
読
点
・
鉤
括
弧
は
適
宜
有
働
が
補
っ
た
。）

祐
弁
律
師
走
り
出
で
、
久
米
之
介
が
袴は

か
ま
ご
し腰

、
割
る
ゝ
ば
か
り
に
、
踏

み
付
け
〳
〵
、
引
き
起
し
、
歯
が
み
を
な
し
て
、
涙
を
流
し
、「
エ
ゝ

見
損
な
う
た
、
悴せ

が
れめ

。
そ
の
根
性
と
は
夢
に
も
知
ら
ず
、
兄は

ら
か
ら弟

の
契

約
の
ね
ん
ご
ろ
し
た
は
何
事
ぞ
。
雑
賀
屋
に
は
お
梅
と
い
ふ
、
若
い

娘
も
あ
る
ほ
ど
に
、
出
入
り
す
る
に
は
行
儀
が
大
事
、
浮
名
ば
し
立

て
ら
れ
な
、
若
衆
の
た
し
な
み
こ
れ
第
一
、
兄
分
に
恥
か
ゝ
す
な
と
、

立
居
に
言
う
を
忘
れ
た
か
。
こ
れ
千
右
衛
門
殿
、
今
ま
で
愚
僧
が
存

ぜ
し
は
、
彼
め
は
敵か

た
き持

つ
た
る
身
。
も
し
も
狙ね

ら

ふ
人
あ
ら
ば
、
抜
き

身
の
下
へ
こ
の
法
師
が
、
駆
け
入
つ
て
討
た
れ
ん
と
、
一
命
や
つ
た

る
仲
な
れ
ど
も
、
只
今
ね
ん
ご
ろ
切
る
上
は
、
金こ

ん

、
胎た

い

両り
や
う
ぶ部

の
大だ

い
に
ち日

も
、
御ご

せ
う
ら
ん

照
覧
ま
し
ま
せ
。
不ふ

便び
ん

と
も
存
ぜ
ず
、
御
舎
弟
の
敵
、
サ
ア

お
手
に
か
け
ら
れ
よ
」
と
、
座
敷
の
下
へ
取
つ
て
投
げ
、「
俗
の
女

を
慕
ふ
よ
り
、
法
師
の
身
に
て
少
人
を
、
思
ふ
は
幾
千
ま
さ
る
ぞ
や
。

そ
の
兄
分
を
袖
に
な
し
、
志
を
無
下
に
し
た
。
憎
や
、
無
念
や
、
あ

さ
ま
し
や
」
と
、
氷
の
や
う
な
る
眼ま

な
こよ

り
、
涙
を
は
ら
〳
〵
と
ぞ
流

し
け
る
。

こ
の
『
心
中
万
年
草
』
に
お
い
て
祐
弁
律
師
が
登
場
す
る
の
は
こ
の
場
面
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だ
け
で
あ
り
、
お
梅
と
久
米
之
介
の
心
中
譚
に
は
不
必
要
と
も
思
わ
れ
る

展
開
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
西
鶴
の
「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」

に
お
け
る
吉
三
郎
の
兄
分
の
痕
跡
と
み
な
す
こ
と
が
出
来
よ
う
。

西
鶴
は
こ
の
兄
分
に
つ
い
て
は
、
松
前
に
赴
い
て
い
る
間
こ
の
寺
に
吉

三
郎
を
預
け
た
と
い
う
こ
と
以
外
、
具
体
的
に
は
何
も
記
し
て
い
な
い
。

そ
し
て
吉
三
郎
の
出
家
後
も
「
古
里
松
前
に
か
へ
り
、
墨
染
の
袖
と
は
な

り
け
る
と
や
」
と
記
す
の
み
で
あ
る
。
だ
が
吉
三
郎
が
兄
分
の
怒
り
を
恐

れ
て
極
度
に
煩
悶
す
る
の
は
、
僧
と
武
家
と
の
違
い
は
あ
る
と
は
い
え
、

念
者
に
対
す
る
裏
切
り
が
『
心
中
万
年
草
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
修
羅
場

へ
と
必
然
的
に
つ
な
が
る
こ
と
が
背
景
に
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い

わ
ば
西
鶴
が
敢
え
て
描
か
ず
に
「
ぬ
け
」
の
手
法
で
示
し
た
も
の
を
、
具

体
的
に
描
き
出
し
た
の
が
近
松
の
こ
の
場
面
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
よ
う
に
と
ら
え
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
後
に
続
く
久
米
之
介
と
祐

弁
律
師
の
や
り
と
り
は
、「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
の
最
終
章
に

お
け
る
吉
三
郎
の
な
ん
と
も
優
柔
不
断
な
態
度
を
解
く
鍵
と
な
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
千
右
衛
門
が
、
本
来
な
ら
ば
弟
の
敵
と
し
て
討
た
ね
ば
な
ら

な
い
と
こ
ろ
を
、
峰
打
ち
と
い
う
形
で
許
す
と
、
次
の
よ
う
な
久
米
之
介

と
祐
弁
律
師
と
の
や
り
と
り
が
続
く
。

久
米
之
介
わ
つ
と
声
を
上
げ「
只
今
の
む
ね
打
ち
も
、討
て
う
た
る
ゝ

身
の
報
い
、
恥
辱
と
も
思
は
ね
ど
も
、
山
の
な
ご
り
に
、
法
印
様
の

御
機
嫌
損
な
ふ
悲
し
さ
と
、
二
世
と
頼
み
し
兄
分
を
、
袖
に
し
た
と

の
恨
み
の
言
葉
、
悲
し
う
て
〳
〵
死
ん
で
も
迷
ひ
と
な
り
ま
す
る
。

疾と

く
に
髪
を
髪
を
剃そ

つ
た
ら
ば
、
こ
の
悔
み
も
あ
る
ま
い
も
の
、
坊

主
頭
の
す
げ
な
い
顔
兄
分
に
見
せ
る
悲
し
さ
に
、
せ
め
て
二は

た
ち

十
歳
を

こ
す
ま
で
と
、
鬢び

ん

を
な
で
、
顔
つ
く
り
、
身
だ
し
な
み
が
身
の
敵か

た
き、

お
梅
に
思
ひ
初そ

め
ら
れ
た
。
こ
れ
も
先さ

き

世せ

の
因
果
か
や
。
お
梅
に
逢

う
て
理

こ
と
わ
りた

て
、
縁
を
切
つ
て
き
ま
し
た
ら
、
元
の
や
う
に
ね
ん
ご
ろ

に
、
か
は
い
が
つ
て
く
だ
さ
る
か
。」「
お
ん
で
も
な
い
こ
と
。
女
と

縁
さ
へ
切
つ
た
ら
ば
、
身
に
代
へ
て
も
法
印
様
へ
詫わ

び
こ
と言

申
し
て
、
ね

ん
ご
ろ
せ
う
が
、
ま
こ
と
に
縁
を
切
ら
ず
ば
、
大
師
の
罰ば

ち

を
受
け
う
」

と
い
ふ
。「
誓せ

い
も
ん文

を
立
て
う
か
。」「
い
か
に
も
誓
文
立
て
ま
せ
う
。」「
サ

ア
立
て
。
サ
ア
何
と
。」「
エ
ゝ
こ
ち
ら
は
切
ら
う
と
思
へ
ど
も
、
お

梅
が
合
点
せ
ぬ
時
は
、
何
と
し
ま
せ
う
。
悲
し
や
」
と
、
か
つ
ぱ
と

伏
し
て
泣
き
け
れ
ば
、「
そ
れ
、
そ
の
心
の
つ
く
こ
そ
は
、
罰
の
当

つ
た
る
し
る
し
ぞ
や
。
は
や
出
て
失
せ
う
」
と
、
ど
う
ど
伏
し
、
共

泣
き
す
る
こ
そ
道
理
な
れ
。

こ
の
場
面
に
お
い
て
、
久
米
之
介
は
お
梅
よ
り
も
祐
弁
律
師
と
の
関
係
を

優
先
さ
せ
、
お
梅
の
こ
と
は
き
っ
ぱ
り
と
思
い
切
る
の
で
「
元
の
や
う
に

ね
ん
ご
ろ
に
、
か
は
い
が
つ
て
く
だ
さ
る
か
」
と
許
し
を
乞
う
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
直
後
に
、「
お
梅
が
合
点
せ
ぬ
時
は
」
と
い
う
迷
い
も
見
せ

て
い
る
。
こ
こ
は
、久
米
之
介
が
た
と
え
お
梅
を
思
い
切
っ
た
と
し
て
も
、

お
梅
と
い
う
女
人
の
執
着
心
は
如
何
と
も
し
が
た
い
、
と
い
う
こ
と
へ
の

不
安
を
述
べ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

念
者
と
の
関
係
を
女
性
と
の
恋
よ
り
も
優
先
す
る
の
が
衆
道
と
し
て
は
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当
然
で
あ
り
、
女
性
と
の
関
係
は
可
能
で
あ
れ
ば
無
視
し
た
い
も
の
で
し

か
な
い
。
と
は
い
え
、
た
と
え
自
分
は
思
い
切
れ
た
と
し
て
も
、
相
手
の

執
着
が
そ
れ
を
妨
げ
る
こ
と
に
不
安
を
覚
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
女
色
に

走
っ
た
こ
と
に
対
す
る
深
い
悔
恨
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の

後
の
展
開
か
ら
考
え
て
、
こ
の
『
心
中
万
年
草
』
で
の
久
米
之
介
の
こ
と

ば
は
、
あ
く
ま
で
祐
弁
律
師
に
対
す
る
そ
の
場
し
の
ぎ
の
方
便
と
と
ら
え

る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
こ
こ
か
ら
遡
っ
て
、「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
の
、
お
七

処
刑
後
の
吉
三
郎
の
煩
悶
を
と
ら
え
直
す
と
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る

の
か
。

お
七
の
火
付
も
処
刑
も
知
ら
ず
に
い
た
吉
三
郎
は
、「
此
女
に
こ
ゝ
ち

な
や
み
て
、
前
後
を
弁

わ
き
ま
へず

、
憂う

き
よ世

の
限か

ぎ
りと

見
え
て
便た

よ
りす

く
な
く
、
現う

つ
ゝの

ご

と
く
な
れ
ば
」
と
病
み
つ
き
、
与
え
ら
れ
た
薬
も
拒
ん
で
「
君
よ
恋
し
、

其
人
ま
だ
か
」
と
う
わ
ご
と
を
漏
ら
し
て
い
る
有
様
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

お
七
を
恋
焦
が
れ
る
あ
ま
り
に
病
み
つ
い
た
と
し
か
理
解
で
き
ず
、
兄
分

の
存
在
は
全
く
眼
中
に
な
い
。

後
続
の
八
百
屋
お
七
物
を
視
野
に
入
れ
た
場
合
、
引
き
回
さ
れ
処
刑
さ

れ
る
お
七
の
姿
を
吉
三
郎
が
見
る
、
と
い
う
劇
的
展
開
こ
そ
期
待
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
西
鶴
は
あ
え
て
そ
の
よ
う
な
展
開
を

避
け
て
い
る
。
そ
し
て
吉
三
郎
が
知
ら
ぬ
間
に
お
七
は
処
刑
さ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
。
群
衆
の
中
で
注
目
を
浴
び
て
先
に
死
な
れ
て
し
ま
っ
た
た

め
、
久
米
之
介
の
よ
う
に
そ
の
執
着
心
を
懸
念
す
る
暇
も
な
い
う
ち
に
、

今
は
亡
き
お
七
の
思
い
か
ら
逃
れ
難
い
状
況
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら

に
お
七
の
親
の
「
流
石
人
た
る
人
な
れ
ば
、
此
事
聞
き
な
が
ら
、
よ
も
や

な
が
ら
へ
給
ふ
ま
じ
」
と
い
う
吉
三
郎
を
思
い
や
っ
た
こ
と
ば
は
、
後
追

い
心
中
の
可
能
性
を
暗
示
さ
せ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
そ
の
よ
う

に
予
測
す
る
読
者
の
期
待
を
敢
え
て
裏
切
る
よ
う
な
形
で
物
語
は
展
開

す
る
。

ま
ず
お
七
の
卒
塔
婆
を
見
た
吉
三
郎
は
そ
の
名
に
驚
い
て
、「
さ
り
と

て
は
、
し
ら
ぬ
事
な
が
ら
、
人
は
そ
れ
と
は
い
は
じ
。
お
く
れ
た
る
や
う

に
取
沙
汰
も
口
惜
」
と
自
刃
し
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る

の
は
お
七
へ
の
思
い
よ
り
も
自
身
の
体
面
で
あ
る
。
そ
れ
を
長
老
に
よ
っ

て
留
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
折
初
め
て
読
者
は
吉
三
郎
の
兄
分
の
存
在

と
こ
の
寺
に
預
け
ら
れ
た
い
き
さ
つ
を
知
る
。寺
小
姓
で
あ
る
こ
と
や「
長

老
様
が
こ
は
や
」
な
ど
の
発
言
か
ら
容
易
に
予
想
さ
れ
た
こ
と
―
『
心
中

万
年
草
』
の
よ
う
な
義
務
付
け
ら
れ
た
出
家
な
ど
―
と
は
異
な
る
唐
突
な

展
開
と
い
え
よ
う
。し
か
も
そ
の
い
き
さ
つ
も
極
め
て
茫
洋
と
し
て
お
り
、

後
の
お
七
物
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
緊
迫
し
た
事
情
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

と
は
い
え
、
寺
の
者
か
ら
も
「
情
の
深
き
御
方
」
と
評
さ
れ
て
い
た
わ
け

で
あ
る
か
ら
、
十
七
の
若
衆
盛
り
を
謳
歌
し
て
い
た
こ
と
は
既
に
伏
線
と

し
て
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
吉
三
郎
が
、
兄
分
へ
の
義
理
を
お
七

の
死
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
、
煩
悶
す
る
姿
に
西
鶴
は
筆
を
費
や
し
て
い
る

わ
け
で
あ
る
。
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九
、
近
松
の
『
心
中
万
年
草
』（
二
）
―
中
・
下
の
巻

さ
て
、
久
米
之
介
は
宿
命
づ
け
ら
れ
た
出
家
と
い
う
道
を
踏
み
外
し
て

し
ま
い
、
こ
の
後
は
お
梅 

と
の
駆
け
落
ち
、
心
中
へ
と
展
開
す
る
。
そ
の

よ
う
な
設
定
こ
そ
大
き
く
異
な
っ
て
は
い
る
が
、「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百

屋
物
語
」
と
の
関
連
が
明
確
な
要
素
も
含
ま
れ
て
い
る
。

・
中
之
巻
「
神
谷
の
宿
雑
賀
屋
の
場
」

中
之
巻
「
神
谷
の
宿
雑
賀
屋
の
場
」
は
、
今
晩
に
迫
っ
た
お
梅
の
祝
言

を
準
備
す
る
あ
わ
た
だ
し
さ
の
中
で
始
ま
る
。
婿
と
な
る
の
は
、
京
烏
丸

の
富
商
美
濃
屋
作
左
衛
門
で
あ
る
。
お
梅
が
す
っ
か
り
ふ
さ
ぎ
込
ん
で
い

る
と
こ
ろ
へ
、
打
擲
さ
れ
た
ま
ま
の
姿
の
久
米
之
介
が
頬
被
り
を
し
て
現

れ
る
。
そ
し
て
、
久
米
之
介
か
ら
お
梅
の
策
略
が
失
敗
し
た
こ
と
を
聞
い

て
落
胆
す
る
。
そ
れ
で
も
駕
籠
舁
き
の
九
兵
衛
は
お
梅
の
両
親
に
、
今
夜

の
祝
言
を
取
り
や
め
て
お
梅
を
久
米
之
介
に
添
わ
せ
て
は
ど
う
か
と
勧
め

る
。
そ
れ
に
対
し
父
親
の
与
次
衛
門
は
、
次
の
よ
う
に
作
右
衛
門
と
の
縁

談
の
い
き
さ
つ
を
語
る
。

い
や
〳
〵
馬
は
馬
連
れ
、
牛
は
牛
連
れ
、
今
日
祝
言
す
る
婿
殿
は
、

京
三
条
烏
丸
美
濃
屋
の
作
右
衛
門
。
お
梅
を
欲
し
い
ば
つ
か
り
で
、

年
々
の
残
金
九
貫
五
百
目
、
百
六
十
両
で
帳
消
し
て
、
こ
の
秋
買
入

れ
に
、
紅べ

に

の
花
の
や
う
な
小
判
二
百
五
十
両
、
先
へ
預
け
て
置
か
れ

た
。
今
宵
の
物
入
り
、
仕
こ
し
ら
へ
、
こ
ち
に
は
一
文
入
れ
さ
せ
ず
、

娘
を
裸
で
な
ら
、
鬼
に
金
棒
で
ご
ざ
り
ま
し
よ
。

こ
の
よ
う
な
、
大
金
に
縛
ら
れ
て
の
祝
言
が
直
前
に
迫
っ
て
い
る
と
い
う

設
定
は
、
先
行
す
る
八
百
屋
お
七
物
の
演
劇
類
に
倣
っ
た
可
能
性
も
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
作
右
衛
門
の
役
回
り
は
、
海
音
の
『
八
百
屋
お
七
』
の
武

兵
衛
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
。

こ
の
あ
と
両
親
は
不
用
意
に
も
お
梅
と
久
米
之
介
を
新
し
く
用
意
さ
れ

た
寝
道
具
の
敷
か
れ
た
二
階
へ
上
げ
て
し
ま
う
。
そ
の
後
に
作
右
衛
門
が

小
者
を
連
れ
て
登
場
し
、
居
丈
高
に
与
次
衛
門
を
の
の
し
り
な
が
ら
打
擲

を
加
え
る
。
作
右
衛
門
の
口
か
ら
お
梅
と
久
米
之
介
と
の
仲
を
聞
か
さ
れ

た
両
親
は
、
娘
の
思
い
を
遂
げ
さ
せ
て
や
る
決
心
を
し
、
母
親
は
わ
ざ
と

二
階
へ
も
聞
こ
え
る
よ
う
な
大
声
で
、
作
右
衛
門
に
次
の
よ
う
に
話
す
。

都
衆
と
も
覚
え
ぬ
、
も
の
の
情
け
の
な
い
こ
と
や
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で

取
り
結
び
、
サ
ア
祝
言
の
場
と
な
り
て
、
打
ち
破
つ
て
、
こ
ち
夫
婦

世
間
が
立
た
う
か
、
身
が
立
た
う
か
。
男
を
持
た
ぬ
娘
子
は
、
誰
が

身
の
上
に
何
事
の
、
あ
る
ま
い
と
も
言
ひ
難
し
。
過
ぎ
つ
る
事
に
、

二
親
が
迷
惑
す
る
を
聞
く
な
ら
ば
、
気
の
細
い
娘
な
り
、
先
の
小
姓

も
堪
へ
か
ね
て
、
死
な
う
と
す
る
は
必
定
。
止
め
に
い
か
る
ゝ
時じ

ぎ宜

で
も
な
し
。
か
な
ら
ず
死
ぬ
る
な
、
死
ぬ
ま
い
ぞ
。
こ
ゝ
は
死
ぬ
る

場
で
な
い
ぞ
。
親
に
嘆
き
を
か
け
る
と
い
ひ
、
そ
の
身
も
な
い
難
受

け
る
こ
と
。
親
孝
行
と
思
は
ば
、
か
な
ら
ず
死
ん
で
く
れ
る
な
。
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お
梅
は
「
幼
き
時
よ
り
も
、
甘
や
か
さ
れ
て
二
親
に
我わ

が
ま
ま儘

」
を
言
っ
て
育

ち
、
そ
の
上
に
寺
小
姓
と
密
通
し
て
親
が
定
め
た
縁
談
を
壊
し
て
し
ま
う

の
で
あ
る
か
ら
、
親
不
孝
こ
の
上
な
い
娘
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
そ
の
両
親
は
、
そ
の
娘
の
思
い
を
認
め
、
な
お
か
つ
心
中
と
い
う

道
が
あ
る
こ
と
す
ら
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
お
梅
の
気
持
ち
を
肯
定
し
よ

う
と
す
る
親
心
は
、
海
音
の
『
八
百
屋
お
七
』
の
お
七
の
両
親
に
継
承
さ

れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

こ
の
後
、
作
右
衛
門
が
二
階
に
上
が
っ
て
い
く
と
、
お
梅
の
両
親
の
指

図
で
祝
言
の
石
打
ち
騒
ぎ
が
起
こ
り
、
そ
の
混
乱
の
中
で
、
母
親
は
久
米

之
介
の
手
を
引
き
、
お
梅
は
久
米
之
介
の
帯
を
取
っ
て
そ
の
場
を
逃
げ
出

す
の
だ
が
、
そ
の
際
に
母
親
が
久
米
之
介
の
耳
元
で
さ
さ
や
く

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
場

面
が
あ
る
。

お
梅
は
後
も
恐
ろ
し
く
、
母
に
知
ら
せ
ぬ
足
音
を
ば
、
火
を
踏
む
ご

と
く
爪つ

ま

立だ

て
て
、
震
ひ
〳
〵
沓く

つ

脱ぬ
ぎ

ま
で
忍
び
出
で
、
母
、
久
米
之
介

に
囁
き
て
、「
こ
な
た
は
命
の
な
い
人
な
れ
ど
、
お
梅
が
嘆
く
不
便

さ
に
、
こ
ち
夫
婦
が
了れ

う
け
ん簡

で
、
今
宵
の
命
を
助
け
る
。
お
梅
は
男
定

ま
れ
ば
、思
ひ
切
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
ぞ
や
。
こ
れ
は
お
梅
が
飲
ん
だ
杯
、

こ
れ
を
形
見
の
縁
切
り
」
と
、
懐
に
入
れ
け
れ
ば
、
二
人
は
死
ぬ
る

覚
悟
の
う
へ
、
心
の
中
の
暇
乞
ひ
、
顔
は
見
ら
れ
ぬ
暗
闇
に
、
ま
一

度
声
を
と
た
め
ら
へ
ば
、
遅
い
〳
〵
と
気
を
急せ

き
て
、
急
ぐ
は
我
が

子
の
死
を
急
ぐ
。

母
親
は
「
縁
を
切
れ
」
と
口
で
は
言
い
な
が
ら
、
久
米
之
介
と
お
梅
を
駆

け
落
ち
へ
と
導
く
。
こ
の
場
面
は
、「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
に

お
け
る
お
七
の
母
親
の
吉
三
郎
へ
の
さ
さ
や
き
を
趣
向
と
し
て
踏
ま
え
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
状
況
と
母
親
の
話
す
内
容
と
に
は
、
確
か
に
さ

さ
や
き
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
必
然
性
が
あ
る
。
西
鶴
の
趣
向
を
継
承
し

て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
不
明
確
な
部
分
を
、
納
得
し
う
る
よ
う
に

変
形
さ
せ
た
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

・
下
之
巻
「
久
米
之
介
お
梅
道
行
」「
高
野
山
女
人
堂
の
場
」

神
谷
の
与
次
右
衛
門
宅
を
逃
げ
出
し
た
お
梅
と
久
米
之
介
は
、
身
の
上

を
嘆
き
つ
つ
夕
暮
に
女
人
堂
に
着
く
。
そ
こ
に
は
、
久
米
之
介
を
訪
ね
て

播
磨
か
ら
や
っ
て
き
た
姉
の
さ
つ
が
泊
ま
っ
て
い
た
。
さ
つ
は
目
の
前
に

い
る
の
が
実
の
弟
と
は
気
づ
か
ず
に
、
父
親
が
亡
く
な
っ
て
今
日
が
初
七

日
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
遺
骨
を
持
参
し
て
い
る
こ
と
を
告
げ
る
。
さ
つ
と

別
れ
た
後
、
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
親
へ
の
不
孝
を
悔
み
つ
つ
も
、
潔
く
心

中
を
果
た
す
。

先
に
も
述
べ
た
通
り
、
諏
訪
春
雄
氏
は
高
野
山
で
の
心
中
が
実
際
に
あ

り
、
そ
れ
を
素
材
に
し
た
と
推
定
し
て
い
る
。
と
に
か
く
結
末
が
心
中
で

あ
る
以
上
、八
百
屋
お
七
も
の
の
歌
舞
伎
か
ら
の
摂
取
が
あ
っ
た
に
し
ろ
、

そ
こ
か
ら
大
き
く
そ
れ
て
い
く
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
破
局
へ
と
向
か
う
二
人
が
親
に
対
す

る
不
孝
を
強
く
意
識
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
、
久
米
之
介
が
父

親
の
遺
骨
と
対
峙
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
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の
二
つ
の
設
定
は
、
海
音
の
『
八
百
屋
お
七
』
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
こ

と
に
な
る
。

十
、
結
語
―
西
鶴
の
特
異
性
―

冒
頭
に
述
べ
た
通
り
、
本
論
文
の
目
的
は
、
そ
も
そ
も
八
百
屋
お
七
の

実
説
な
ど
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、「
恋
草

か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
の
解
釈
を
再
検
討
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
実
説
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
素
材
と
な
り
得
る
よ
う
な

事
件
は
い
く
つ
か
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、『
御
仕
置
裁

許
帳
』
に
記
さ
れ
て
い
る
、「
は
る
」
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。

天
和
三
年
亥
正
月
廿
二
日

壹
人
女
は
る　

是
ハ
赤
坂
田
町
三
丁
目
次
兵
衛
店
新
右
衛
門
下
女
、

此
者
去
ル
十
八
日
火
を
付
申
候
を
、
穿
鑿
候
處
、
一
昨
廿
日
右
之
段

致
白
状
候
由
、
次
兵
衛
、
新
右
衛
門
召
連
来
ル
付
、
致
僉
議
候
處
ニ
、

眞
木
之
燃
杭
を
持
、
雪
隠
え
火
を
付
申
候
、
同
類
も
無
之
、
主
え
遺

恨
有
り
之
候
て
付
け
候
に
て
も
無
之
、物
取
候
ニ
付
候
ニ
て
も
無
之
、

不
斗
火
付
申
度
存
、
付
候
由
申
ニ
付
、
籠
舎
、

右
之
者
、
亥
二
月
九
日
於
浅
草
火
罪

こ
の
前
後
、
江
戸
に
お
い
て
は
放
火
事
件
が
多
発
し
て
お
り
、
戸
田
茂
睡

は
『
御
当
代
記
』
に
そ
の
不
穏
な
雰
囲
気
に
つ
い
て
書
き
記
し
て
い
る
。

ま
た
、
そ
れ
を
事
前
に
厳
し
く
取
り
締
ま
ろ
う
と
し
た
施
策
が
、
世
相
を

一
層
殺
伐
と
し
た
も
の
に
し
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
な

か
で
、理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、少
女
が
「
不ふ

と斗
」
火
を
付
け
た
く
な
っ

て
し
ま
い
、
放
火
犯
と
し
て
処
刑
さ
れ
た
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
そ
の
背
景
に

悲
恋
が
あ
っ
た
の
で
は
と
い
う
発
想
を
し
て
も
、
そ
れ
は
突
飛
と
い
う
ほ

ど
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
火
事
の
ど
さ
く
さ
に
紛
れ
て

の
駆
け
落
ち
と
い
う
あ
り
が
ち
な
事
件
に
比
す
れ
ば
、
避
難
所
で
の
再
会

を
願
っ
て
の
放
火
と
い
う
の
は
一
ひ
ね
り
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
発
想
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
虚
構
化
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
散
漫
と
も
い
え
る
特
異
な
展
開
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
が
後
続
の
作
者
た
ち
を
悩
ま
せ
、
物
語
の
展
開
に
必
然
性
・

合
理
性
を
持
た
せ
る
た
め
の
苦
労
を
負
わ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
い
い
か

え
れ
ば
、
そ
の
受
け
入
れ
難
さ
に
こ
そ
、
西
鶴
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
存

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
は
何
か
。
第
一
に
、
後
続
作
品
ほ
ど
に
は
家

の
重
圧
を
感
じ
さ
せ
な
い
設
定
で
あ
り
、
そ
の
中
で
お
七
の
奔
放
で
大
胆

な
性
格
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
吉
三
郎
の
兄
分
の

存
在
で
あ
り
、
お
七
の
吉
三
郎
へ
の
執
着
が
衆
道
の
義
理
と
対
峙
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

近
松
の
『
心
中
万
年
草
』
や
海
音
『
八
百
屋
お
七
』
な
ど
に
比
し
て
、「
恋

草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
の
展
開
に
は
悲
劇
と
し
て
の
必
然
性
が
乏
し

い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
吉
三
郎
が
出
家
を
迫
ら
れ
る
と
い

う
定
め
は
な
く
、
お
七
が
他
家
へ
嫁
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
設
定

も
な
い
。
近
松
や
海
音
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
悲
劇
に
巻
き
込
ま
れ
た

悲
恋
の
物
語
と
し
て
の
結
構
が
明
瞭
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
西
鶴
の
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お
七
は
「
い
た
づ
ら
な
る
娘
」
と
し
て
自
ら
の
思
い
の
ま
ま
に
行
動
す
る
。

そ
の
母
親
は
一
応
は
管
理
的
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
の
重
圧
を
感
じ

さ
せ
る
存
在
で
は
な
い
。

そ
し
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
喜
劇
的
な
筆
致
で
お
七

の
行
動
は
描
写
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
同
時
に
お
七
の
心
情
が
時
お
り
ス

ト
レ
ー
ト
に
表
出
さ
れ
て
い
る
点
も
見
逃
せ
な
い
。
吉
三
郎
の
刺
を
抜
く

よ
う
母
親
か
ら
命
じ
ら
れ
た
際
の
「
う
れ
し
」
や
、
雷
の
夜
の
「
扨
も
、

浮
世
の
人
、
何
と
て
鳴
神
を
恐
れ
け
る
ぞ
。
捨
て
ゝ
か
ら
命
、
す
こ
し
も

我
は
恐
ろ
し
か
ら
ず
」
な
ど
で
あ
る
。
当
世
の
好
色
娘
を
奇
異
の
目
で
見

つ
め
る
一
面
が
あ
り
つ
つ
も
、
単
に
突
き
放
し
て
描
写
す
る
に
と
ど
ま
ら

な
い
と
こ
ろ
に
西
鶴
独
特
の
筆
致
が
見
出
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
特
異
性
に
着
目
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
お
七
は
愛
欲
を
制

御
で
き
な
い
ま
ま
に
奔
放
に
行
動
す
る
娘
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
奇
異
な
性
格
ゆ
え
の
究
極
の
行
動
が

衝
動
的
に
放
火
を
思
い
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
自
ら
の
因

果
を
納
得
し
て
処
刑
を
受
け
入
れ
る
に
至
る
。「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋

物
語
」
は
ま
さ
に
奔
放
な
お
七
の
物
語
と
し
て
完
結
し
て
お
り
、
吉
三
郎

は
そ
れ
に
振
り
回
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

と
は
い
え
、
終
章
で
あ
る
「
様
子
あ
つ
て
の
俄
坊
主
」
と
い
う
後
日
譚

は
、
あ
ま
り
に
突
飛
で
あ
る
。
江
本
裕
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、「
構
成
そ

の
他
、
作
品
自
体
が
内
部
分
裂
し
か
ね
な
い
破
綻
を
冒
し
て
ま
で
、
作
者

は
な
ぜ
か
か
る
設
定
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
（
注

13
）
の
だ
が
、『
心
中
万
年
草
』
以
外
の
後
続
作
品
が
受
け
入
れ
る
こ
と

を
拒
否
し
た
こ
の
部
分
に
こ
そ
、
お
七
は
そ
の
存
在
感
を
発
揮
し
て
い
る

と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

後
続
作
品
が
男
色
の
要
素
を
切
り
捨
て
た
の
は
、当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

お
七
吉
三
郎
の
恋
愛
に
余
分
な
要
素
を
割
り
込
ま
せ
る
こ
と
を
避
け
る
た

め
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
唯
一
こ
の
要
素
を
残
し
た
近
松
の
『
心
中
万
年

草
』
で
、久
米
之
介
と
祐
弁
律
師
と
の
や
り
と
り
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、

衆
道
の
義
理
を
排
斥
せ
ず
に
は
お
か
な
い
女
の
執
念
、
愛
欲
の
強
さ
で

あ
っ
た
。
西
鶴
が
「
ぬ
け
」
と
し
て
描
い
た
吉
三
郎
の
煩
悶
を
、
明
確
に

示
し
た
の
が
『
心
中
万
年
草
』
の
こ
の
場
面
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

す
な
わ
ち
、
吉
三
郎
は
お
七
に
潔
く
死
な
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
ど

こ
に
も
逃
げ
道
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
世
間
で
は
お
七
の

相
手
は
ど
う
し
た
と
噂
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
生
き
長
ら
え
て
い
る
こ
と
が
問

わ
れ
て
い
る
。
一
方
で
は
、
兄
分
が
あ
り
な
が
ら
お
七
に
溺
れ
て
し
ま
っ

た
こ
と
は
言
語
道
断
で
あ
り
、
当
然
の
如
く
厳
し
く
責
め
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
ど
ち
ら
に
し
ろ
、
も
は
や
自
ら
命
を
絶
つ
し
か
道
は
な
く
な
っ
て

い
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
な
が
ら
も
死
ぬ
だ
け
の
決
意
も
勇
気

も
な
い
、
残
酷
な
言
い
方
を
す
れ
ば
極
め
て
優
柔
不
断
で
情
け
な
い
男
と

し
て
吉
三
郎
は
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

そ
ん
な
吉
三
郎
を
救
っ
た
の
が
お
七
の
母
親
の
さ
さ
や
き
で
あ
っ
た
と

す
る
な
ら
そ
れ
は
何
か
。
硬
直
化
し
た
吉
三
郎
の
心
情
を
氷
解
さ
せ
て
し

ま
う
よ
う
な
内
容
と
し
て
、「
本
当
は
死
に
た
く
な
い
の
で
し
ょ
う
。
そ

れ
に
、
自
害
し
て
し
ま
っ
た
ら
お
七
の
後
を
追
っ
た
こ
と
に
な
り
、
兄
分
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に
申
し
訳
が
立
ち
ま
せ
ん
よ
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ

な
い
だ
ろ
う
か
。
吉
三
郎
の
体
面
を
考
え
れ
ば
周
囲
に
聞
こ
え
る
よ
う
に

は
言
え
な
い
内
容
で
あ
り
、「
し
ば
し
」
の
、
ご
く
短
い
さ
さ
や
き
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
も
そ
の
よ
う
に
推
定
出
来
る
。
か
く
し
て
、
吉
三
郎
は
お
七

が
願
っ
た
通
り
の
余
生
を
過
ご
す
ほ
か
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
此
の
前
髪
の
散
る
哀
れ
」
と
「
坊
主
も
剃
刀
投
げ
捨
て
」
る
ほ
ど
の

美
少
年
吉
三
郎
は
、「
お
七
最
期
よ
り
は
、
な
ほ
哀
れ
」
な
出
家
を
遂
げ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
お
七
の
恋
情
が
衆
道
と
対
峙
す
る

物
語
で
あ
り
、
そ
れ
に
お
七
は
勝
利
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
お
七
の

奔
放
な
愛
欲
と
そ
の
執
念
の
深
さ
の
物
語
と
し
て
、「
恋
草
か
ら
げ
し

八
百
屋
物
語
」
は
完
結
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

《
注
》

（
注
1
）
文
化
八
年
刊
。
大
正
十
五
年
の
歌
舞
伎
出
版
部
刊
の
復
刻
版
で

あ
る
鳳
出
版
刊
（
一
九
七
六
年
）
の
も
の
に
よ
る
。

（
注
2
）
伊
原
敏
郎
『
歌
舞
伎
年
表
』
第
一
巻
、岩
波
書
店
・
一
九
五
六
年
。

（
注
3
）
い
ず
れ
も
歌
舞
伎
評
判
記
研
究
会
編
『
歌
舞
伎
評
判
記
集
成　

第
四
巻
』
岩
波
書
店
・
一
九
七
三
年
よ
り
。

（
注
4
）
高
野
辰
之
編
、
春
秋
社
、
一
九
二
八
年
。

（
注
5
）
野
間
光
辰『
刪
補　

西
鶴
年
譜
考
證
』中
央
公
論
社・一
九
八
三
年
。

（
注
6
）『
近
松
世
話
浄
瑠
璃
の
研
究
』
笠
間
書
院
・
一
九
七
四
年
。

（
注
7
）
注
6
と
同
。

（
注
8
）
注
6
と
同
。

（
注
9
）
田
中
充
編
『
未
刊
謡
曲
集　

十
六
』
古
典
文
庫
・
一
九
七
〇
年
。

（
注
10
）
田
中
充
編
『
未
刊
謡
曲
集　

十
二
』
古
典
文
庫
・
一
九
六
八
年
。

（
注
11
）
注
10
と
同
。

（
注
12
）
松
崎
仁
「
心
中
万
年
草
小
考
」『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
第
十
七

号
・
一
九
六
六
年
、
諏
訪
春
雄
『
近
松
世
話
浄
瑠
璃
の
研
究
』。

（
注
13
）
江
本
裕『
好
色
五
人
女　

全
訳
注
』講
談
社
学
術
文
庫
、一
九
八
四
年
。
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