
「年
を
か
さ
ね
し
狐
狸
の
業
ぞ
か
し
」
考

―
―
西
鶴
と
出
版
統
制
令
に
関
す
る

一
考
察
―
―

森

『好
色
五
人
女
』
巻
二
は
大
坂
を
舞
台
に
展
開
さ
れ
る
樽
屋
お
せ
ん
の
物
語
で
あ
る
。
巻
二
の
二

「踊
は
く
づ
れ
桶
夜
更
て
化
物
」
で

は
、
そ
の
冒
頭
で
大
坂
天
満
の
七
つ
の
化
け
物
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

天
満
に
七
つ
の
化
物
有
。
大
鏡
寺
の
前
の
傘
火
、
神
明
の
手
な
し
児
、
曽
根
崎
の
逆
女
、
十

一
丁
目
の
く
び
し
め
縄
、
川
崎
の
泣
き
坊
主
、
池
田

町
の
わ
ら
ひ
猫
、
う
ぐ
ひ
す
塚
の
燃
か
ら
う
す
、
是
皆
、
年
を
重
ね
し
狐
狸
の
業
ぞ
か
し
。
世
に
お
そ
ろ
し
き
は
人
間
、
ば
け
て
命
を
と
れ
り
。

（波
線
は
森
田
）

一
つ
め
の
大
鏡
寺
の
前
の
傘
火
は
、
燃
え
て
い
る
傘
が
浮
遊
で
も
し
て
い
る
か
、
傘
と
人
魂
の
怪
か
わ
か
ら
な
い
が
、
見
え
て
不
思
議

で
は
な
い
怪
異
で
あ
る
。
大
鏡
寺
は
、
国
日根
崎
心
中
』
に
も
出
て
く
る
大
坂
三
十
三
所
の
第
六
番
の
札
所
で
、
当
時
の
大
坂
を
知
る
人

に
と

つ
て
は
、
大
坂
の
名
所
の

一
つ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
見
た
人
が
実
際
に
あ

っ
た
り
、
す
で
に
巷
説
に
あ
が
り
、
評
判
に
な

っ
て
い

た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

「年
を
か
さ
ね
し
狐
狸
の
業
ぞ
か
し
」
考

四

一

は

じ

め

に き

つ
ね
た
ぬ
き
　
わ
ざ

田
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狐
狸
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四
二

続

い
て
、
二
つ
め
に
神
明
の
宮
の
手
な
し
ち
ご
、
三
つ
め
に
曽
根
崎
の
逆
さ
ま
女
、
四
つ
め
の
十

一
丁
目

（西
天
満
の
町
名
）
に
首
し

め
縄
、
五
つ
め
に
川
崎

（北
区
川
崎
町
）
の
泣
き
坊
主
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
も
当
時
の
大
坂
に
実
在
す
る
場
所
で
、
ど
の
怪
異
も

非
現
実
的
と
言

い
切
れ
な
い
怪
異
で
あ
る
。

た
だ
、
逆
さ
ま
女
は
想
像
し
が
た
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
も
、
す
で
に
信
多
純

一
氏
が
ご
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
『因
果
物
語
』

や
古
浄
瑠
璃

『他
力
本
願
記
』
な
ど
の

「
さ
か
さ
幽
霊
」
が
井
戸
や
川
な
ど
に
逆
さ
ま
に
落
と
さ
れ
非
業
の
死
を
と
げ
た
亡
者
の
姿
で
あ

る
こ
と
を
当
時
の
人
々
は
了
解
し
て
お
り
、
殊
更
特
異
な
怪
異
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

六
つ
め
の
池
田
町

（北
区
）
の
笑

い
猫
、
七
つ
め
の
鶯
塚

（北
区
長
柄
東
）
の
燃
え
唐
自
も
容
易
に
想
像
が
つ
く
怪
異
で
右
の
怪
異
と
同

じ
く
、
出
会
う
可
能
性
の
あ
り
そ
う
な
化
け
物
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
ら
七
つ
の
化
け
物
を
羅
列
し
た
後
、
そ
れ
ら
の
恐
怖
を
語
る
こ
と
も
せ
ず
、
西
鶴
は

「是
皆
、
年
を
重
ね
し
狐
狸
の
業
ぞ
か
し
」

と
し
て
簡
単
に
ま
と
め
て
い
る
。

こ
の
ま
と
め
方
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

従
来
、
こ
の
部
分
は
さ
ほ
ど
重
視
さ
れ
ず
、
続
く

「世
に
お
そ
ろ
し
き
は
人
間
、
ば
け
て
命
を
と
れ
り
」
を
高
く
評
価
し
、
『西
鶴
諸

国
は
な
し
』
序
文
の

「人
は
ば
け
も
の
、
世
に
な
い
物
は
な
し
」
や

『好
色
盛
衰
記
』
巻

一
の
三

「世
に
人
程
化
物
は
な
し
」
と
と
も

に
、
西
鶴
の
人
間
観
察
の
深
さ
を
知
る
と
こ
ろ
と
し
て
注
目
し
て
き
た
。
巻
二
の
二
の
話
の
展
開
上
も
そ
ち
ら
の
方
が
要
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
こ
で
は

「是
皆
、
年
を
重
ね
し
狐
狸
の
業
ぞ
か
し
」
の
方
に
注
目
し
て
み
た
い
。

そ
こ
で
こ
こ
に

一
つ
、
理
由
と
し
て
仮
定
を
あ
げ
る
な
ら
、
「是
皆
、
年
を
重
ね
じ
狐
狸
の
業
ぞ
か
し
」
は
怪
異
を
語
る
と
き
の
常
套

句
的
に
使
わ
れ
て
お
り
、
怪
異
の
要
因
と

い
う
よ
り
は
、
怪
異
現
象
に
遭
遇
し
た
者
が
実
際
あ

っ
た
り
、
こ
れ
か
ら
あ

っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
昔
よ
り
語
ら
れ
る

「狐
狸
」
の
類
の
仕
業
で
あ
る
、
恨
み
を
持

っ
た
幽
霊
や
化
け
物
な
ど
は
こ
の
大
坂
に
は
い
な
い
。
皆
安
堵
す



る
よ
う

に
と

い
う
効
果
が
あ

っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。

大
都
市

に
お
け
る
怪
異

の
無
用
な
煽
動
は
人
心
を
惑
わ
し
、
攪
乱
す
る
。
そ
れ
を
鎮
め
る
た
め
の

「是
皆
、
年
を
重
ね
し
狐
狸
の
業
ぞ

か
し
」
と

い
う

一
文
で
は
な
か

っ
た
か
と
仮
定
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
必
要
性
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
と
な
る
と
作
家
西
鶴
と
出
版
統
制
令
と

の
関
係
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

こ
こ
で
今
田
洋
三
氏
ｏ
が
日
本

の
最
初
の
出
版
統
制
令
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
、
明
暦
三
年
七
月
に
京
都
で
出
さ
れ
た
触
を
あ
げ
る
。

條
々

一
、
和
本
之
軍
書
之
類
、
若
板
行
仕
事
有
之
レ者

、
出
所
以
下
書
付
、
奉
行
所
へ
指
上
可
塁
Ｆ
知
一事
。

新
義
之
秘
事
、
門
徒
又
者
山
伏

・
行
人
等
に
不
レ
限
、
仏
神
に
事
を
寄
、
人
民
を
妖
惑
す
る
も
の
の

一
、
飛
神

・
魔
法

・
奇
異

ｏ
妖
怪
等
之
邪
説
、サ

カ
同
心

催
瘍

郷
ち

代
々
御
制
禁
之
条
新
義
之
沙
汰
二
あ
ら
ざ
る
段
可
レ存
レ弁
一一其
旨
一学
。

類
、
又
ハ
諸
宗
共
に
法
難
二
可
二成
申
一分
、
ヒ

（以
下

一
条
略
―
―
礫
打
ち
あ
い
禁
止
―
―
）

右
条
々
違
犯
之
族
於
レ有
レ之
者
可
レ為
二曲
事
一者
也
。

佐
渡
印

明
暦
三
年
丁
酉
二
月
十
九
日

下
京

町
中

こ
の
条
に
よ
れ
ば
、
「人
民
を
妖
惑
す
る
も
の
の
類
」
は
、
取
り
締
ま
ら
れ
る
と
な

っ
て
い
る
。
読
者
が
つ
け
ば

つ
く
ほ
ど
、
作
品
の

影
響
は

一
人
歩
き
し
て
い
く
。
そ
の
効
果
は
大
き
い
と
考
え
て
よ
い
。

も
ち
ろ
ん
、
当
時
、
西
鶴
に
先
行
し
て
、
い
わ
ゆ
る
百
物
語
の
よ
う
な
口
承
系
の
怪
奇
小
説
や

『伽
婢
子
』
の
よ
う
な
中
国
怪
奇
小
説

の
翻
案
物
な
ど
優
秀
な
怪
異
物
が
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

そ
れ
ら
が
明
暦
に
続
く
、
天
和
の
統
制
令
や
貞
享
の
統
制
令
で
も
姿
を
消
さ
な
か

っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
鶴
が
彼
ら

と
軌
を

一
に
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
疑
間
で
あ
る
。

四
三

「年
を
か
さ
ね
し
狐
狸
の
業
ぞ
か
し
」
考
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四
四

近
年
の
西
鶴
研
究
に
お
い
て
、
西
鶴
と
出
版
統
制
令
と
の
関
係
は
、
西
鶴
の
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ

ュ
と
か
自
主
規
制
と
し
て
作
家
西
鶴
の
側

に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な

っ
て
い
る
。

西
鶴
が
出
版
統
制
令
に
対
し
て
、
何
ら
か
の
統

一
し
た
意
識
が
あ

っ
て
、
「是
皆
、
年
を
重
ね
じ
狐
狸
の
業
ぞ
か
し
」
と
ま
と
め
た
と

仮
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
、
右
の
仮
定
を
都
市
と
狐
狸
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
検
証
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

二
、
『
男
色
大
鑑
』
巻
二
の
二

「傘
持
て
も
ぬ
る
る
身
」
考

『男
色
大
鑑
』
巻
二
の
二

「傘
持
て
も
ぬ
る
る
身
」
は
、
明
石
藩
を
舞
台
と
し
て
い
る
。
怪
異
の
場
面
は
以
下
の
よ
う
に
展
開
し
て
い

Ｚ
り
。

あ

る
夕
暮
れ
、
風
待

つ
亭

に
、
前
髪
あ
ま
た
め
し
よ
せ
ら
れ
、
名
所
酒
数
か
さ
な
り
、
御
遊
興

の
折
か
ら
、
に
わ
か
に
星

の
林
も
影
く
ら
く
、
人

丸

の
社

の
松
さ
は
ぎ

て
、
風
な
ま
ぐ
さ
く
雲
引
は
ゆ
る
中

に
、　
一
眼

の
入
道
、
軒
端
ま
ぢ
か
く
飛
来
た
り
。
左

の
手
を

二
丈
あ
ま
り
も

さ
し

の
ベ

て
、　
一
座

の
鼻
を

つ
ま
む
事
興
覚

て
、
先
殿

の
前
後
を
し
ゆ
ご
し
、
常

の
御
居
間

に
、
取

い
そ
ぎ

て
入
ら
せ
た
ま
ふ
。
跡
地
ひ
び
き

し
て
、
山
も
崩

る
る
ご
と
し
。

夜
半
過
て
、
御
築
山
の
西
な
る
桜
茶
屋
の
椙
戸
を
破
り
て
、
幾
年
か
ふ
り
し
、
狸
の
首
切
は
な
さ
れ
て
、
今
に
牙
を
な
ら
し
、
す
さ
ま
じ
き
有
様

を
言
上
申
せ
ば
、
「扱
は
今
宵
の
し
ん
ど
う
、
其
わ
ざ
な
る
べ
し
。
誰
か
し
と
め
け
る
ぞ
」
と
、
御
家
中
会
議
あ
れ
ど
も
、
此
手
柄
申
出
る
人
も
な

く
、
あ
た
ら
名
を
埋
み
ぬ
。
（波
線
は
森
田
）

こ
れ
を
要
約
す
れ
ば
以
下
で
あ
る
。
殿
様
と
小
姓
が
夕
涼
み
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
大
き
な

一
つ
日
入
道
が
あ
ら
わ
れ
て
、
鼻
を

つ
ま

ん
だ
。
殿
が
居
間
に
入
ら
れ
た
後
、
大
き
な
音
が
し
て
、
お
築
山
の
西
に
あ
る
桜
茶
屋
の
杉
戸
を
破

っ
て
古
狸
が
入

っ
て
き
た
の
で
首
を

切

っ
た
。
そ
の
こ
と
を
殿
に
申
し
上
げ
る
と
、
「
さ
て
は
今
夜

の
震
動
は
そ

の
狸

の
仕
業
で
あ

っ
た
か
、
誰
が
仕
留
め
た
か
」
と
、
御
家



そ
こ
で
、
こ
の
話
が
寛
永
八

（
Ｉ
釜
三
）
年
以
前
の
明
石
城
と
す
れ
ば
、
本
丸
に

「常
の
御
居
間
」
が
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。
本
丸

「年
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狐
狸
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し
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考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五

中
を
お

」ゝ
の

し
、
狸

し
か

ＺＯ
。
　
士よ

明
石

西
鶴
の

ク
く
ン
ョ

ま
ず

す
る
の

し
か

る
堀
と

が
、
そ

が
あ

つ

「築
山
」

符
合
す

ＺＯ
。



「年
を
か
さ
ね
し
狐
狸
の
業
ぞ
か
し
」
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

は
現
在
の
明
石
城
、
つ
ま
り
角
櫓
に
囲
ま
れ
て
い
た
が
、
高
台
で
あ
る
。
夏
向
き
に

「風
待
つ
一口圧

が
あ

っ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ

る
。
東
に
目
を
転
ず
れ
ば

「人
丸
の
社
」
が
見
え
る
。
そ
の
方
角
か
ら

一
陣
の
風
と
と
も
に

「
一
眼
の
入
道
」
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ

ＺＯ
。明

石
城
本
丸
と

「人
丸
の
社
」
を
結
ぶ
線
上
、
二
点
の
ほ
ぼ
中
間
に
現
在
、
神
戸
大
学
付
属
中
学
校
が
建

つ
小
高
い
丘
が
あ
る
。
昨
年

九
十
二
歳
で
亡
く
な
ら
れ
た
小
山
鈴
子
氏
②
は
、
こ
の
近
所
に
住
み
、
大
正
時
代
、
現
在
の
神
戸
大
学
付
属
中
学
校
に
隣
接
す
る
神
戸
大

学
付
属
小
学
校
に
通

っ
て
お
ら
れ
た
。
お
話
で
は
、
子
供
の
頃
の
こ
の
小
高
い
丘
は
う

っ
そ
う
と
し
て
お
り
、
誰
言
う
と
な
く
見
越
し
入

道
を
封
じ
た
と

い
う
古

い
祠
が
あ

っ
た
と
教
え
て
い
た
だ
い
た
。

見
越
し
入
道
と

「
一
眼
の
入
道
」
は
違
う
も
の
の
、
こ
れ
が

一
致
す
れ
ば
存
外
、
『男
色
大
鑑
』
の
こ
の
話
は

一
六
〇
〇
年
前
半
に
実

際
に
起
き
た
事
件
と
し
て
巷
説
で
は
有
名
で
は
な
か

っ
た
か
と
考
え
る
。

た
だ
、
そ
こ
に
は
明
石
藩
主
な
ら
び
に
明
石
と
い
う
都
市
に
住
ま
う
人
々
へ
の
配
慮
が
働
き
、
西
鶴
と
し
て
は
、
非
常
に
リ
ア
ル
な
形

で

「幾
年
か
ふ
り
し
、
狸
」
を
出
し
、
ヨ

眼
の
入
道
」
の
怪
異
す
ら
も
古
狸
の
仕
業
と
取
れ
る
よ
う
に
読
者
を
誘
導
し
、
狸
話
と
し
て

ま
と
め
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

あ
る
い
は
藩
主
自
身
が

「扱
は
今
宵
の
し
ん
ど
う
、
其
わ
ざ
な
る
べ
し
」
と
官
一言
し
て
、
コ

眼
の
入
道
」
の
怪
異
ま
で
も
古
狸
の
悪

戯
と
し
、
人
心
を
落
ち
着
か
せ
た
藩
主
の
行
動
ま
で
が
巷
説
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

江
戸
時
代
の
明
石
藩
自
体
は
、
十
万
石
前
後
の
譜
代
、
親
藩
で
あ

っ
た
が
、
海
路
で
は
明
石
海
峡
を
擁
し
て
瀬
戸
内
の
海
上
交
通
路
の

要
で
あ

っ
た
し
、
陸
路
で
も
機
内
の
最
西
端
と
し
て
旅
人
の
往
来
も
多
か

っ
た
。
西
鶴
に
と
っ
て
も
芭
蕉
も
訪
れ
る
な
ど
俳
諧
も
盛
ん
で

情
報
源
に
事
欠
か
な
い
だ
け
で
な
く
、
何
よ
り
も
大
坂
に
近
い
。
巷
説
と
も
な
れ
ば
、
明
石

一
国
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
噂
は

一
両
日
で

畿
内
、
西
国
の
も
の
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
明
石
は
当
時
の
上
方
の
衛
星
都
市
と
い
え
よ
う
。



こ
の
明
石
と
い
う
都
市
で
身
近
に
起
き
た
怪
異
諄
を
、
庶
民
が
納
得
す
る
よ
う
に

「是
皆
、
年
を
重
ね
し
狐
狸
の
業
ぞ
か
し
」
と
同
様

の
古
狸
の
話
に
仕
立
て
こ
と
は
、
や
は
り
明
石
藩
に
対
す
る
配
慮
と
と
も
に
、
幕
府
の
出
版
統
制
令
に
も
配
慮
し
た
西
鶴
の
カ
ム
フ
ラ
ー

ジ
ュ
で
は
な
か

っ
た
か
と
考
え
る
０
。

三
、

『
本
朝

二
十

不
孝

』
巻

四

の
四

「
本

に
其
人

の
面
影
」
考

『好
色
五
人
女
』
及
び

『男
色
大
鑑
』
で
分
析
し
た
古
狸
話
の
方
法
は
、
『本
朝
二
十
不
孝
』
巻
四
の
四

「本
に
其
人
の
面
影
」
で
も
確

認
で
き
る
。

要
約
す
れ
ば
以
下
で
あ
る
。
松
前
の
武
士
の
家
に
作
弥

・
八
弥
と
い
う
美
し
い
若
衆
の
兄
弟
が
い
た
。
父
を
亡
く
し
、
つ
い
で
母
も
亡

く
し
た
が
、
こ
の
家
に
そ
の
母
が
夜
な
夜
な
幽
霊
と
し
て
出
て
く
る
と
い
う
噂
が
立

っ
た
。
兄
弟
も
つ
い
に
こ
の
母
の
幽
霊
を
見
、
兄
の

作
弥
が
成
仏
を
願
う
の
に
対
し
、
弟
の
八
弥
は
半
弓
で
こ
れ
を
射
た
。
射
た
と
こ
ろ
の
正
体
を
見
る
と
年
を
経
た
狸
で
あ

っ
た
。
こ
の
こ

と
が
国
守
の
お
耳
に
聞
こ
え
、
文
武
の
達
人
が
集
ま

っ
て
評
議
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
は
兄
の
作
弥
が
再
び
現
れ
た
母
を
悲
し
ん
だ
の
は
武

士
の
誠
の
心
底
で
、
弟
の
八
弥
は
た
と
え
変
化
で
も
親
の
形
に
弓
を
引
く
と
は
不
孝
と
、
兄
に
は
と
り
あ
え
ず
二
十
人
扶
持
を
与
え
、
弟

は
取
り
立
て
も
な
く
、
こ
の
国
を
立
ち
退
く
こ
と
に
な

っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

本
来
の
親
不
孝
話
を
逸
脱
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
典
拠
が
、
『宇
治
拾
遺
物
語
』ｏ
や
古
狸
話
Ｑ
に
よ
る
と
す
れ
ば
そ
の
よ
う

に
も
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
話
で
は
そ
の
よ
う
な
典
拠
に
よ
る
組
み
立
て
と
い
う
よ
り
、
母
の
幽
霊
話
が
意
図
的
に
形
成
さ
れ
て

い
る
と
い
え
る
。
実
際
に
本
文
か
ら
は
母
の
怪
の
描
写
が
大
変
執
拗
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
母
の
生
前
の
姿
は

此
形
、
二
人
の
若
衆
と
は
各
別
違
ひ
、
勢
た
か
く
、
痩
か
れ
て
、
色
あ
を
ざ
め
て
、
顔
な
が
く
、
常
さ
へ
醜
か
り
し
に
、
此
た
び
愁
に
沈
み
、
髪

か
し
ら
を
其
の
ま
ま
に
、
身
を
捨
け
れ
ば
、
す
さ
ま
じ
げ
に
な
り
て
、
他
人
は
見
る
さ
へ
嫌
ひ
ぬ
。

「年
を
か
さ
ね
し
狐
狸
の
業
ぞ
か
し
」
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



「年
を
か
さ
ね
し
狐
狸
の
業
ぞ
か
し
」
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
人

と
描
写
さ
れ

て
い
る
。
夫

に
先
立
た
れ
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
愁

い
に
沈
み
、
風
体
か
ま
わ
ぬ
上
に
、
日
頃
の
薄
気
味
悪

い
容
姿
が
重
な

り
、
す
で
に
恐
ろ
し

い
幽
霊

の
形
相
が
で
き
あ
が

つ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
母
の
死
後
、
近
所

の
者
が
こ
の
母
の
幽
霊
に
遭
遇
す
る
場
面
も
、

其
夜
は
、
雨
ふ
り
て
、
物
淋
し
く
、
近
所
に
人
の
歎
き
を
か
ま
は
ず
、
月
待
し
て
、
音
曲
の
か
ず
か
ず
過
て
帰
る
に
、
臆
病
者
共
、
何
が
目
に
見

え
け
る
、
「作
弥

・
八
弥
が
母
人
の
幽
霊
来
る
」
と
、
仮
初
に
云
出
し
、
其
後
は
、
「我
も
見
し
」
「人
も
あ
ひ
つ
る
」
と
、
よ
し
な
き
取
ざ
た
を
し

て
、
夜
に
入
れ
ば
往
来
と
ま
り
て
、
所
の
喚
ぎ
と
な
れ
ば
、
…
…

と
、
怪
異

に
出
く
わ
す
夜
の
雰
囲
気
、
近
所
で
幽
霊
話
が
広
ま
る
様
子
が
丹
念
に
描
か
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
に
比
し
て
八
弥
が
母
の
幽
霊
を
射
殺
す
場
面
で
は
、

か
ひ
が
ひ
敷
枕
に
有
し
半
弓
つ
が
ひ
、
放
ち
け
れ
ば
、
形
ち
は
消
て
、
ば
つ
と
光
あ
り
。
立
よ
り
て
み
る
に
、
年
ふ
り
し
狸
の
鼻
筋
よ
り
射
通

し
、
…
…

（波
線
は
森
田
）

と
あ
り
、
狸
話
に
し
て
は
、
狸

の
恐
ろ
し
き
物

の
怪

の
様

に
欠
け
て
い
る
。

こ
れ
は
、
「年

ふ
り
し
狸
」

の
悪
戯
で
あ
り
、
こ
こ
ま

で
確
認
し
て
き
た

「
是
皆
、
年
を
重
ね
し
狐
狸
の
業
ぞ
か
し
」

の
パ
タ
ー
ン
に

あ

て
は
ま
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
「
松
前

の
あ
る
武
士

の
家
に
美
し

い
若
衆
兄
弟
が
い
て
、
そ
の
母
が
亡
く
な
る
と
、
夜
な
夜
な
幽
霊
と
し
て
現
れ
た
。
」
と

い

う
噂
が
実
際
に
あ

つ
て
、
そ
れ
を
作
品
化
す
る
に
あ
た
り
、
西
鶴
が
松
前
藩
に
配
慮
し
て
、
幽
霊
話
を
古
狸
の
仕
業
と
し
た
の
で
は
あ
る

ま

い
か
。

そ
う
考
え
れ
ば
、
城
下
町
で
起

こ

っ
た
物

の
怪
話
を
古
狸

の
話
と
し
て
処
理
し
て
い
る
と

い
う
点
で
、
『男
色
大
鑑
』
巻
二
の
二
と

『本
朝

二
十
不
孝
』
巻
四
の
四
の
構
造
は
酷
似
し
て
い
る
。



当
時
、
松
前
藩
は
江
戸
か
ら
は
遠
い
が
、
大
坂
か
ら
は
海
上
交
通
で
つ
な
が
る
な
じ
み
深
い
場
所
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
『西
鶴
諸

国
は
な
し
』
の
序
文
に

「松
前
の
百
間
つ
づ
き
の
荒
和
布
」
が
出
て
く
る
が
、
日
本
海
航
路
あ
る
い
は
北
廻
り
航
路
を
経
て
直
接
大
坂
に

入
る
昆
布
は
、
松
前
昆
布
と
し
て
、
早
く
か
ら
大
坂
名
物
で
あ
っ
た
。
船
人
か
ら
得
る
松
前
の
情
報
は
、
存
外
多
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

江
戸
時
代
の
松
前
は
、
そ
れ
以
前
よ
リ
ア
イ
ヌ
交
易
の
拠
点
で
あ
っ
た
。
松
前
独
特
の
商
場
知
行
制
の
武
士
達
は
直
接
商
人
と
向
き
合

い
、
情
報
を
得
、
与
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
十
万
石
に
遠
く
及
ば
な
い
、
辺
境
の
小
藩
は
思
い
の
外
、
上
方
の
読
者
に
と
つ
て
は
、
近
い
都
市
と
し
て
の
い

存
在
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
藩
で
の
幽
霊
の
怪
を
言
い
立
て
る
こ
と
は
、
世
情
を
騒
が
せ
る
き
ら
い
が
あ
る
。
や
は
り
、

こ
こ
で
も
西
鶴
の
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

四
、
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
三
話
考

『西
鶴
諸
国
は
な
し
』
巻

一
の
七

「狐
四
天
王
」
が
姫
路
の
於
佐
賀
部
狐
の
復
讐
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ

は

『懐
硯
』
巻
二
の
五

「椿
は
生
木
の
手
足
」
の
信
太
の

「恨
み
葛
の
葉
」
の
怪
と
と
も
に
妖
怪
の
域
に
達
し
た
古
狐
の
怪
そ
の
も
の
で

あ
る
。
こ
こ
ま
で
論
じ
た

「年
を
重
ね
し
狐
狸
」
の
仕
業
を
結
末
と
す
る
手
法
と
は
異
な
る
。

そ
の
手
法
の
典
型
は

『西
鶴
諸
国
は
な
し
』
巻
四
の
一
「形
は
昼
の
ま
ね
」
で
あ
る
。

大
坂
道
頓
堀
の
人
形
浄
瑠
璃
で
人
気
の
大
夫
、
井
上
播
磨
少
嫁
の
芝
居
小
屋
で
の
話
。
正
月
興
行
で
好
評
の
源
平
の
合
戦
、　
一
の
谷
の

逆
落
と
し
を
演
じ
た
人
形
た
ち
が
、
一
一月
の
末
の
物
寂
し
い
あ
る
深
夜
、
勝
手
に
動
き
だ
し
、
斬
り
結
び
、
各
々
面
白
い
演
技
を
す
る
、
こ

れ
を
二
人
の
楽
屋
番
が

一
晩
見
て
い
た
と
い
う
怪
奇
話
で
あ
る
。
結
末
は
調
べ
て
み
れ
ば
、
古
狸
の
仕
業
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

当
時
の
人
々
に
と

つ
て
、
人
も
い
な
い
の
に
人
形
が
昼
間
の
よ
う
に
動
い
た
怪
と
な
る
と
世
間
の
耳
目
を
ひ
く
こ
と
と
な
る
。
し
か

「年
を
か
さ
ね
し
狐
狸
の
業
ぞ
か
し
」
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



「年
を
か
さ
ね
し
狐
狸
の
業
ぞ
か
し
」
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

も
、
現
実
に
芝
居
小
屋
が
立
ち
並
ぶ
大
坂
道
頓
堀
で
あ
る
。
そ
の
ま
ま
、
怪
異
の
話
と
し
て
結
ん
で
し
ま

っ
て
は
、
い
た
ず
ら
な
攪
乱
だ

け
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
。

古
代
よ
り
人
形
供
養
が
あ
る
よ
う
に
、
人
形
に
人
魂
や
霊
力
が
あ
る
と
信
じ
る
人
々
の
心
は
現
代
ま
で
続
い
て
い
る
。
人
形
浄
瑠
璃
の

『菅
原
伝
授
手
習
鑑
』
の
道
真
の
場
合
な
ど
を
あ
げ
る
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
人
形
の
怪
異
の
噂
は
実
際
に
よ
く
流
布
し
て
い
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
さ
ら
に
当
時
の
芝
居
小
屋
の
繁
盛
か
ら
は
、
大
坂
道
頓
堀
で
囁
か
れ
て
い
た
実
例
の
あ
る
怪
異
で
は
な
か

っ
た
ろ
う

か
。そ

こ
で
西
鶴
は
こ
こ
で
も
以
下
の
よ
う
な
事
件
の
顛
末
を
与
え
て
い
る
。

あ
け
の
日
、
木
戸
番

・
札
売
ど
も
、
大
勢
掛
て
、
か
つ
て
見
る
に
、
年
へ
し
狸
ど
も
、
ゆ
か
の
下
よ
り
飛
出
て
、
今
宮
の
松
原
へ
う
せ
に
け
る
。

お
そ
ろ
し
き
と
も
中
中
。
（波
線
は
森
田
）

こ
れ
も
大
都
市
大
坂
を
舞
台
と
し
た
ゆ
え
に

「是
皆
、
年
を
重
ね
し
狐
狸
の
業
ぞ
か
し
」
の
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

『西
鶴
諸
国
は
な
し
』
巻
二
の

一

「姿
の
飛
の
り
物
」
は
、
そ
の
手
法
の
変
則
例
と
い
え
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

摂
津
池
田
の
呉
服
神
社
の
山
に
二
十
二
、
三
の
美
女
が
乗

っ
た
女
乗
物
が
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
翌
朝
に
は
瀬
川
に

移

っ
て
お
り
、
そ
こ
に
夜
、
馬
方
の
荒
男
た
ち
が
忍
ん
で
来
る
。
し
か
し
、
乗
物
か
ら
蛇
が
出
て
食

い
つ
き
、
男
た
ち
は
そ
の
年

一
杯
苦

し
む
ほ
ど
の
難
病
に
襲
わ
れ
る
。
そ
の
後
も
乗
物
は
芥
川
、
松
尾
神
社
、
丹
波
と
場
所
を
変
え
、
美
女
も
禿
や
翁
や
目
鼻
な
し
の
老
婆
に

姿
を
変
え
る
。
こ
れ
が
久
我
畷
の
飛
び
乗
物
で
あ
る
と
す
る
が
、
最
後
に
橋
本
、
狐
川
に
火
の
玉
が
出
た
こ
と
を
伝
え
る
、
と
い
う
怪
奇

話
で
あ
る
。

か
つ
て
、
こ
の
二
次
的
な
恐
怖
の
読
み
方
が
、　
一
つ
の
事
実
に
対
し
、
人
々
の
噂
が
噂
を
呼
び
、
恐
怖
を
増
幅
し
て
い
く
と
い
う
図
式



に
あ
る
と
し
、
そ
れ
が
同
じ
く
巻
二
の
六

「男
地
蔵
」
で
京
都
の
風
体
の
わ
か
ら
ぬ
謎
の
男
の
場
合
で
も
確
認
で
き
る
と
し
、
「人
」
が

「人
」
を

「ば
け
も
の
」
に
し
て
し
ま
う
例
と
し
て
論
じ
た
が
⑥
、
恐
怖
の
本
質
は
そ
こ
に
あ
ろ
う
。
摂
津
を
中
心
と
し
た
畿
内
は
、
都

市
部
で
あ
り
、
人
が
多
い
。
人
の
多
さ
が
噂
と
な

っ
て

「ば
け
も
の
」
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
当
時
、
実
際
に
広
ま

っ
た
怪

奇
話
で
は
な
か

っ
た
か
と
考
え
る
。

し
か
し
、　
一
時
的
な
怪
異
物
と
し
て
の
読
み
方
で
は
、
そ
の
怪
異
現
象
は
上
方
に
出
現
す
る
だ
け
に
上
方
の
読
者
は
薄
気
味
悪
い
。
そ

こ
で
次
の
よ
う
な
結
末
と
な
る
の
で
あ
る
。

陸
縄
手
の
、
飛
乗
物
と
申
伝
え
し
は
、
是
な
り
。
慶
安
年
中
迄
は
、
あ
り
し
が
、
い
つ
と
な
く
絶
て
、
「橋
本

・
狐
川
の
わ
た
り
に
、
見
な
れ
ぬ

玉
火
の
出
し
」
と
、
里
人
の
語
り
し
。

こ
こ
で
あ
げ
る

「狐
川
」
は
単
に

『苑
州
府
志
』
や

『山
城
名
跡
巡
行
志
』
が
伝
え
る
よ
う
な
伝
説
的
な
川
の
名
前
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
「狐
」
と

「玉
火
」
が
付
け
合

い
と
し
て
、
狐
火
を
指
し
示
し
て
い
る
だ
け
で
も
不
足
で
あ
る
。

西
鶴
は

「狐
川
」
を
、
『好
色

一
代
男
』
巻
三
の

一

「恋
の
す
て
銀
」
の
中
で
、
世
之
介
が
橋
本
の
宿
で
泊
ま

っ
た
と
き
に
以
下
の
よ

う
に
使
用
し
て
い
る
。

か
や
う
の
類
の
宿
と
て
、
同
じ
穴
の
狐
川
、
身
は
様
々
に
化
る
ぞ
か
し
。

右
の
用
例
か
ら
、
「狐
川
」
は
地
名
と
い
う
よ
り
、
ダ
イ
レ
ク
ト
に

「狐
」
で
あ
り
、
西
鶴
が
読
者
に

「飛
の
り
物
」
は
狐
の
仕
業
で

あ
る
と
伝
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「姿
の
」
「飛
の
り
物
」
と
題
す
る
の
も
、
狐
が

「姿
」
を
か
え
、
人
々
を

「
化
る
」
の
だ
と

い

う
意
図
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

そ
う
す
れ
ば
、
こ
の
話
も

「古
狐
」
に
関
し
て
、
直
接
的
表
現
こ
そ
用
い
て
い
な
い
が
、
「是
皆
、
年
を
重
ね
じ
狐
狸
の
業
ぞ
か
し
」

の
手
法
に
あ
て
は
ま
る
と
い
え
よ
う
。

「年
を
か
さ
ね
し
狐
狸
の
業
ぞ
か
し
」
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



「年
を
か
さ
ね
し
狐
狸
の
業
ぞ
か
し
」
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

同
様
の
例
が

『西
鶴
諸
国
は
な
し
』
巻
三
の
四

「紫
女
」
で
あ
る
。

筑
前
の
国
博
多
の
袖
の
港
に
三
十
ま
で
妻
帯
せ
ず
、
庵
を
む
す
ん
で
精
進
し
て
い
る
男
が
い
た
。
あ
る
日
、
そ
の
人
里
離
れ
た
庵
に
紫

の
衣
を
身
に
ま
と

っ
た
女
が
た
ず
ね
て
来
て
、
誘
惑
さ
れ
た
。
そ
の
後
は
逢
瀬
に
夢
中
に
な
り
、
た
だ
な
ら
ず
や
つ
れ
て
い
く
の
を
友
人

の
医
者
に
と
が
め
ら
れ
、
経
緯
を
話
す
と
、
そ
れ
こ
そ
紫
女
、
殺
す
し
か
な
い
と
言
わ
れ
る
。
そ
こ
で
紫
女
を
斬
り
つ
け
る
と
、
山
の
洞

穴
に
姿
を
隠
し
た
が
、
そ
の
後
も
妖
異
の
姿
で
現
れ
る
の
で
国
中
の
僧
侶
を
集
め
供
養
し
た
と
こ
ろ
、
姿
を
消
し
男
も
命
が
助
か
っ
た
、

と

い
う
怪
奇
話
で
あ
る
。

こ
の

「紫
女
」
が
狐
の
怪
で
あ
る
こ
と
は
、
『和
漢
三
才
図
会
』
巻
三
十
七

「狐
」
の
項
に

三
―
才
図
会
云
狐
（古
へ淫
―
婦
ノ所
レ化
スル其
名
ヲ日
レ紫
ト

と

「紫
」
が
狐
の
化
け
た
淫
婦
の
名
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
当
時
の
読
者
が

「紫
」
と
し
た
だ
け
で

「狐
」
を
連
想
で
き
た
か
と
言
う
と
、
そ
れ
は
極
め
て
難
し
か

っ
た
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。

大
半
の
読
者
に
と

っ
て
、
こ
の
化
け
物
話
は
、
紫
の
衣
を
ま
と

っ
た
淫
婦
の
怪
異
話
と
し
て
読
む
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
博
多
を
舞
台
と

し
て
お
り
、
正
体
は
狐
か
狸
か
格
で
あ
る
と
読
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
推
論
す
る
の
も
化
け
物
の
正
体
が
あ
ら
わ
れ
た
と
き
の

箇
所
が

ぬ
き
う
ち
に
た
た
み
か
く
れ
ば
、
其
ま
ま
に
消
か
か
る
、
面
影
を
し
た
ひ
行
に
、
橘
山
の
は
る
か
、
木
深
き
洞
穴
に
入
り
け
る
。

と
あ
る
こ
と
に
の
み
よ
る
か
ら
で
あ
る
。

当
時
、
ま
た
は
そ
れ
以
前
に
で
も

「橘
山
」
が
狐
の
名
所
で
あ
れ
ば
別
で
あ
る
が
、
「木
深
き
洞
穴
」
だ
け
で
正
体
が
狐
と
断
定
す
る

こ
と
は
難
し
い
。



西
鶴
も
承
知
の
上
で
、
「木
深
き
洞
穴
に
入
り
け
る
」
と
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
話
を
特
に
狐
の
怪
異
話
と
し
て
形
成
す
る
意
志
は
あ

っ
て
も
、
読
者
に
ま
で
狐
に
限
定
し
て
読
ん
で
欲
し
い
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
企
図
は
し
て
い
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

実
際
に
巷
間
に
出
ま
わ

っ
た
題
材
が
あ

っ
た
か
ど
う
か
も
含
め
て
、
博
多
は
西
国
の
大
都
市
で
あ
り
、
そ
の
地
に
か
よ
う
な
幽
霊
女
の

話
が
あ

っ
た
と
す
る
の
は
、
は
ば
か
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
た
め
の
結
末
が

「木
深
き
洞
穴
に
入
り
け
る
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も

「是
皆
、
年
を
重
ね
し
狐
狸
の
業
ぞ
か
し
」
の
手
法

の

一
つ
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

五
、

お

わ

り

に

「是
皆
、
年
を
重
ね
し
狐
狸
の
業
ぞ
か
し
」
以
下
分
析
し
た
よ
う
に
、
却
を
経
た
怪
異
を
狐
狸
の
仕
業
と
し
て
、
ま
と
め
る
こ
と
は
、

あ
る
種
、
常
套
の
方
法
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

た
だ
、
そ
う
結
論
す
る
に
は
、
当
時
の
人
々
に
と

つ
て
、
怪
異
現
象
の
正
体
が
却
を
経
た
狐
狸
で
あ

っ
た
と
い
う
種
明
か
し
が
、
非
日

常
的
な
怪
異
現
象
の
領
域
で
は
な
く
、
至
極
日
常
的
な
結
末
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
確
認
が
必
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
言

え
ば
、
「幽
霊
の
正
体
見
た
り
枯
れ
尾
花
」
と
同
じ
レ
ベ
ル
で

「幽
霊
」
の
正
体
が
狐
狸
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
心
理
的
安
堵
感
を
得
て

い
た
と

い
う
事
実
が
大
前
提
な
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
大
前
提
は
あ
な
が
ち
独
善
的
な
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

例
え
ば
、
『本
朝
桜
陰
比
事
』
巻
三
の
三

「井
戸
は
則
末
期
の
水
」
に
は
、
隣
家
の
井
戸
水
の
人
気
を
な
く
そ
う
と
、
我
が
家
の
清
水

で
儲
け
て
い
た
老
人
が
赤
熊
を
か
ぶ
り
、
鬼
の
面
で
隣
家
の
井
戸
に
来
た
人
々
を
驚
か
せ
、
怯
え
さ
せ
て
い
た
事
件
が
あ
る
。
そ
の
真
相

を
知
ら
ぬ
隣
家
の
主
人
は

「定
め
て
狐
狸
の
業
な
ら
ん
」
と
親
類
と
と
も
に
待
ち
伏
せ
、
鬼
の
姿
の
老
人
を
叩
き
殺
し
て
し
ま
う
の
で
あ

「年
を
か
さ
ね
し
狐
狸
の
業
ぞ
か
し
」
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



「年
を
か
さ
ね
し
狐
狸
の
業
ぞ
か
し
」
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

る
。
老
人
と
知

っ
て
後
悔
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
「定
め
て
狐
狸
の
業
な
ら
ん
」
と
思
え
ば
、
異
形
の
怪
と
で

も
格
闘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
異
形
の
怪
の
正
体
が
狐
狸
で
あ
れ
ば
、
安
堵
し
て
攻
撃
に
ま
で
ま
わ
る
心
理
的
優
位
を
得
て
い
る
事
実

は
右
の
解
答
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

迷
信
が
信
じ
ら
れ
た
時
代
で
は
、
怪
の
正
体
を
暴

い
た
り
、
作
り
上
げ
、
そ
の
妄
を
正
す
こ
と
が
必
要
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
『古
今
百

物
語
評
判
』
（貞
一量
二
年
刊
）
の
山
岡
元
隣
と
弟
子
と
の
問
答
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
『武
道
伝
来
記
』
巻
五
の
四

「火
健
も
歩
く
四

足
の
庭
」
で
、
あ
る
武
士
が
怪
と
戦

っ
た
は
ず
が
、
そ
の
正
体
が
こ
た
つ
の
下
の
飼
い
大
で
あ

っ
た
と
笑
い
話
に
さ
れ
た
こ
と
が
事
件
の

発
端
と
な

っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
逆
の
滑
稽
さ
な
の
で
あ
る
。

怪
の
正
体
が
わ
か
ら
ず
、
庶
民
は
恐
怖
を
抱
く
の
に
、
武
士
や
剛
毅
の
者
は
怪
と
戦
う
。
『武
家
義
理
物
語
』
巻

一
の
四

「神
の
と
が

め
の
榎
木
屋
敷
」
で
剛
毅
な
武
士
が
化
け
物
屋
敷
を
拝
領
し
て
靭
の
怪
と
戦

っ
た
り
、
『武
道
伝
来
記
』
な
ど
に
多

い
、
肝
試
し
と
し
て

の
怪
と
の
遭
遇
は
非
日
常
な
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
怪
を
見
れ
ば
怪
に
怯
え
、
怪
を
聞
け
ば
怪
の
恐
怖
を
人
に
話
す
こ
と
で
怪
に
怯
え
る
共
同
体
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
、
そ
の
消

極
的
な
姿
が
日
常
で
あ
る
。
そ
れ
は
町
民
に
限
ら
ず
、
武
士
と
て
内
よ
り
表
す
か
否
か
だ
け
の
違
い
で
同
じ
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

読
者
は
怪
に
怯
え
る
の
で
あ
る
。

作
品
の
怪
異
を
楽
し
む
読
者
に
と

っ
て
も
、
怪
に
遭
遇
し
た
恐
怖
の
ま
ま
で
は
、
落
ち
着
か
な
い
。
人
心
を
日
常
に
戻
す
に
は
、
習
疋

皆
、
年
を
重
ね
し
狐
狸
の
業
ぞ
か
し
」
と
い
う
装
置
が
必
要
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
西
鶴
の
手
法
の

一
つ
と
す
れ
ば
、
作
品
全
体
が
オ
ー
プ
ン

・
エ
ン
ド
で
は
な
く
、
祝
言
形
式
で

「
四
海
波
静
か
に
」
終
わ
る
方

法
に
通
じ
る
か
も
知
れ
な
い
。

つ
ま
り
は
、
こ
の
読
者
を
怪
の
世
界
か
ら
日
常
に
戻
す
こ
と
が
、
西
鶴
の

一
つ
の
方
法
で
あ
り
、
西
鶴
の
意
識
の
中
に

「人
民
を
妖



或

し
な
い
と
い
う
自
主
規
制
が
働
い
て
い
た
あ
ら
わ
れ
な
の
で
あ
る
。

こ
の
自
主
規
制
が

一
連
の
出
版
統
制
令
に
よ
る
の
か
、
自
己
の
自
然
発
生
的
な
モ
ラ
ル
に
よ
る
の
か
は
不
明
と
言
え
ば
不
明
で
あ
る

が
、
都
市
と
い
う
幕
府
の
日
と
向
き
合
い
や
す
い
舞
台
を
選
ん
だ
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、
西
鶴
と
出
版
統
制
令

を
皆
無
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
出
版
統
制
令
と
都
部
の
問
題
、
上
方
中
心
の
読
者
論
と
い
う
問
題
が
課
題
と
し
て
残

っ
た
こ
と
を
報
告
し
、
論
を
終
え
た
い
。

注
(2)(1)

「出
版
取
り
締
ま
り
令
と
禁
書
」
『江
戸
の
禁
書
』
釜
口川
弘
文
館
　
一
九
八

一
年
刊
）

二
〇
〇
二
年
六
月
ご
逝
去
。
明
石
市
大
久
保
町
大
窪
在
住
。
実
家
の
池
内
氏

（明
石
市
上
ノ
丸
）
は
、
八
代
藩
主
松
平
若
狭
守
直
明
公
が
明
石

藩
に
転
封
の
際
、
越
前
大
野
よ
り
つ
き
従
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
池
内
家
の
屋
敷
と
そ
の
祠
と
の
距
離
は
、
直
線
で
二
〇
〇

メ
ー
ト
ル
と
離
れ
て
い
な
い
。

篠
原
進
氏
は

「
『男
色
大
鑑
』
の

〈
我
〉
と
方
法
」
（『青
山
語
文
』
第
二
十
七
号
　
一
九
九
七
年
刊
）
の
中
で
巻
二
の
二

「傘
持
て
も
ぬ
る
る

身
」
を
取
り
上
げ
ら
れ
、
「明
石
の
殿
」
左
遷
事
件
と
の
関
連
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
読
者
に
明
石
の
不
祥
事
を
暗
示
し
た
可
能
性
も

あ
る
が
、
当
時
の
八
代
藩
主
松
平
若
狭
守
直
明
は
、
歴
代
明
石
藩
主
で
最
も
名
君
の
誉
れ
高
く
、
近
隣
諸
藩
で
の
評
判
も
良
か
っ
た
と
さ
れ
て

い
る
。
む
し
ろ
、
作
品
化
す
る
こ
と
は
自
粛
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
推
論
の
域
を
出
な
い
。

島
津
忠
夫
氏
、
吉
江
久
弥
氏
な
ど
が

『宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
八
ノ
六

「猟
師
仏
ヲ
射
事
」
と
の
関
係
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

吉
江
久
弥
氏
は

『お
伽
物
語
』
巻
三
ノ
ニ

「ふ
る
た
ぬ
き
を
射
る
事
」
が
典
拠
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
写
本
朝
二
十
不
孝
」

『西
鶴
文
学
研
究
』
（笠
間
書
院
）

一
九
七
四
年
刊
〕

拙
稿

「
『西
鶴
諸
国
は
な
し
』
試
論

（上
）
―
―

「人
は
ば
け
も
の
」
論
―
―
」
『
日
本
文
芸
研
究
』
第
五
十

一
巻
第
三
号
　
一
九
九
九
年
刊

な
お
、
テ
キ
ス
ト
に
は

『対
訳
西
鶴
全
集
』
（明
治
書
院
）
を
用
い
、
旧
字
等
適
宜
改
訂
し
た
。

（も
り
た
　
ま
さ
や

ｏ
関
西
学
院
大
学
文
学
部
教
授
）

「年
を
か
さ
ね
し
狐
狸
の
業
ぞ
か
し
」
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五

(5)(4)




