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一
、
は
じ
め
に

西
鶴
の
『
万
の
文
反
古
』﹇
元
禄
九
（
一
六
九
六
）
年
刊
﹈
を
語
る
と
き
、
遺
稿
集
と
い
う
性
格
上
か
ら
、
そ
の
成
立
の
問
題
に
終
始

せ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
谷
脇
理
史
氏
�
の
Ａ
系
列
と
Ｂ
系
列
の
問
題
は
、
そ
の
形
式
的
な
問
題
か
ら
内
容
面
ま

で
展
開
し
、
Ａ
系
列
の
八
章
と
Ｂ
系
列
の
九
章
に
徴
表
の
差
異
が
存
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
後
も
内
容
面
に
お
い

て
、
着
想
、
方
法
の
問
題
が
あ
る
こ
と
は
谷
脇
氏
を
含
め
た
諸
氏
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
以
前
の
問
題
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
の
問
題
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
元
禄
九
年
版
と
正
徳
二
年
版
の
存
在
�
や
四
巻
本
成

立
説
�
な
ど
で
あ
る
。
先
人
の
ご
研
究
が
多
く
の
成
果
を
出
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
に
そ
の
一
々
を
掲
げ
る
こ

と
は
控
え
る
が
、『
万
の
文
反
古
』
は
あ
る
意
味
で
、
数
多
い
西
鶴
研
究
の
中
で
最
も
内
容
の
検
証
が
行
わ
れ
た
作
品
と
言
え
る
か
も
知

れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
は
書
簡
体
短
編
小
説
と
し
て
の
個
々
の
話
の
集
合
体
の
分
析
で
あ
っ
て
、
西
鶴
文
芸
の
展
開
に
お
け
る
『
万
の
文
反

古
』
の
位
置
づ
け
と
し
て
は
、
ま
だ
ま
だ
取
り
組
む
べ
き
課
題
を
有
し
て
い
る
と
考
え
る
。
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そ
こ
で
着
目
す
べ
き
は
、『
万
の
文
反
古
』
が
、
書
簡
体
短
編
小
説
と
い
う
特
徴
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
着

目
」
と
す
る
と
、
何
を
今
さ
ら
さ
ん
ざ
ん
言
い
古
さ
れ
た
発
想
を
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
原
点
に
戻
り
、
再
考

す
べ
き
価
値
は
あ
ろ
う
。

か
つ
て
、
戦
前
の
文
学
界
に
お
い
て
、
圧
倒
的
な
量
と
質
を
も
っ
た
西
欧
小
説
が
席
巻
す
る
中
、
彼
我
の
優
劣
論
が
お
こ
っ
た
と
き
、

注
目
さ
れ
た
の
は
『
万
の
文
反
古
』
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
当
時
西
欧
小
説
の
嚆
矢
と
目
さ
れ
て
い
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｓ
・
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
作
『
パ
ミ
ラ
』（
一
七
四
〇
）
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
よ
り
早
い
時
期
に
西
鶴
の
『
万
の
文
反
古
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

い
ろ
い
ろ
な
形
で
戦
前
の
研
究
者
、
文
豪
が
西
鶴
を
賞
す
る
が
、
こ
と
『
万
の
文
反
古
』
と
な
れ
ば
、
そ
こ
に
は
世
界
文
学
に
お
け
る

書
簡
体
小
説
の
系
譜
の
嚆
矢
（
│
│
今
と
な
っ
て
は
あ
ま
り
に
杜
撰
な
位
置
づ
け
で
あ
る
が
│
│
）
と
し
て
筆
圧
が
加
わ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
我
々
が
思
い
つ
く
ま
ま
で
も
、
ド
イ
ツ
の
ゲ
ー
テ
の
『
若
き
ウ
ェ
ル
タ
ー
の
悩
み
』（
一
七
七
四
）、
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
ク
ロ
の
『
危
険

な
関
係
』（
一
七
八
二
）、
ロ
シ
ア
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
『
貧
し
き
人
々
』（
一
八
四
六
）
等
々
が
あ
げ
ら
れ
る
し
、
日
本
古
典
文
学
に

お
け
る
書
簡
体
小
説
と
な
れ
ば
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
い
わ
ば
綺
羅
星
の
ご
と
き
系
譜
な
の
で
あ
る
。

こ
の
書
簡
体
と
い
う
方
法
の
特
徴
は
、
一
人
称
で
相
手
に
語
り
か
け
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
面
白
さ
に
着
目
し
た
の
が
右
の

大
文
豪
た
ち
な
の
で
あ
る
。

西
鶴
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
鶴
の
『
万
の
文
反
古
』
で
の
特
性
は
、
書
簡
体
と
い
う
方
法
の
場
合
に
放
棄

さ
れ
る
第
三
者
と
し
て
の
見
解
を
独
自
の
方
法
で
補
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
は
、
先
述
し
た
Ａ
系
列
と
Ｂ
系
列
に
分
け
る
際
の
一
つ
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
た
、
章
末
の
一
文
の
存
在
で
あ
る
。
お
の
お
の
、

か
ん
が

Ａ
系
列
が
「
此
文
を
考
見
る
に
」、
Ｂ
系
列
は
「
此
文
の
子
細
を
考
見
る
に
」
と
い
う
評
文
を
用
い
て
い
る
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
西
鶴
は
第
一
人
称
で
作
品
を
形
象
し
な
が
ら
、
同
時
に
第
三
者
の
視
点
を
忘
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。『
万
の
文
反
古
』
は
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そ
の
意
味
で
特
殊
な
書
簡
体
小
説
で
あ
る
と
い
え
よ
う
し
、
す
ぐ
れ
た
手
法
を
有
し
た
作
品
と
も
い
え
よ
う
。

そ
の
す
ぐ
れ
た
『
万
の
文
反
古
』
の
書
簡
体
と
い
う
方
法
に
つ
い
て
、
初
期
の
目
的
に
立
ち
戻
れ
ば
、
そ
れ
は
、
書
簡
の
送
り
手
か

ら
、
書
簡
を
宛
て
た
人
へ
の
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
の
で
あ
る
。

『
万
の
文
反
古
』
の
一
章
の
分
量
は
、
他
の
西
鶴
作
品
の
一
章
に
比
し
て
、
長
い
と
言
え
よ
う
。
そ
の
た
め
か
、
章
の
数
は
十
七
話
し

か
な
い
。

し
か
し
、
各
章
に
は
敵
討
ち
、
男
色
、
太
夫
か
ら
の
艶
書
、
致
富
成
功
譚
、
金
の
無
心
、
奇
談
、
幽
霊
話
等
幅
広
い
テ
ー
マ
を
持
っ
た

書
簡
が
登
場
し
、
い
わ
ゆ
る
、
好
色
物
、
武
家
物
、
町
人
物
、
雑
話
物
の
ジ
ャ
ン
ル
に
こ
だ
わ
ら
な
い
、
あ
る
意
味
、
西
鶴
の
集
大
成
的

な
独
自
の
世
界
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
『
万
の
文
反
古
』
の
す
ぐ
れ
て
い
る
要
因
の
一
つ
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

西
鶴
の
遺
稿
集
に
西
鶴
ら
し
さ
に
欠
け
る
文
章
や
編
集
の
杜
撰
さ
が
指
摘
さ
れ
る
中
で
、
統
一
さ
れ
た
形
成
方
法
で
創
作
さ
れ
た
『
万

の
文
反
古
』
は
西
鶴
の
創
作
視
点
を
探
究
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
作
品
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
本
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
の
創
作
視
点
探
究
の
端
緒
を
、
商
人
の
「
相
続
」
に
求
め
、
そ
れ
を
視
座
と
し
て
、『
万
の
文
反

古
』
に
お
け
る
商
人
の
世
界
を
分
析
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

あ
け

二
、
巻
三
の
二
「
明
て
驚
く
書
置
箱
」
に
お
け
る
相
続
制
度
の
意
味

『
万
の
文
反
古
』
巻
三
の
二
「
明
て
驚
く
書
置
箱
」
に
は
、
商
家
の
遺
言
書
に
よ
る
内
輪
揉
め
が
描
か
れ
て
い
る
。
手
紙
の
差
出
人
は

甚
太
兵
衛
、
宛
て
た
の
は
、
兄
甚
六
郎
の
親
類
甚
太
夫
へ
で
あ
っ
た
。
内
容
は
、
兄
甚
六
郎
の
訃
報
と
彼
の
遺
言
書
に
よ
る
事
件
の
�
末

で
あ
る
。「
書
置
」
と
は
、
遺
書
で
あ
り
、
当
時
の
商
家
に
お
け
る
遺
書
と
遺
書
に
基
づ
く
相
続
に
つ
い
て
は
、
西
鶴
の
『
本
朝
桜
陰
比

事
』
を
例
と
し
て
、
す
で
に
別
稿
で
考
察
し
た
�
が
、「
書
置
」
が
商
家
の
相
続
に
果
た
す
役
割
は
厳
格
で
あ
る
。
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甚
太
兵
衛
に
よ
れ
ば
、
兄
甚
六
郎
は
臨
終
ま
で
気
持
ち
は
確
か
で
自
筆
で
遺
言
状
を
書
い
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
正
式
な
手
続
き
を
経

て
、
遺
言
状
に
基
づ
き
、
ま
こ
と
に
行
き
届
い
た
遺
産
分
配
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
中
に
後
家
へ
の
遺
産
分
配
の
こ
と
が
書
い
て
な
か
っ

た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
別
紙
に
は
、
遺
産
分
け
を
せ
ず
、
早
く
実
家
に
返
し
、
再
嫁
さ
せ
よ
と
あ
っ
た
。
い
く
ら
父
の
遺
言
書
に
あ
る
か
ら

と
言
っ
て
も
、
惣
領
の
甚
太
郎
は
こ
れ
だ
け
は
聞
く
こ
と
が
出
来
な
い
と
申
し
立
て
た
が
、
後
家
も
家
を
出
た
い
と
言
う
の
で
、
親
類
た

ち
も
手
元
に
あ
っ
た
銀
五
貫
目
だ
け
を
持
た
せ
て
、
諸
道
具
と
と
も
に
親
里
に
帰
ら
せ
た
。
そ
の
後
で
、
銀
箱
の
あ
り
か
を
探
し
た
が
わ

か
ら
ず
、
古
風
な
長
櫃
の
中
か
ら
手
形
箱
が
出
て
き
た
。
あ
け
て
見
る
と
、
遺
産
分
け
し
た
人
た
ち
の
名
札
が
そ
れ
ぞ
れ
つ
け
て
あ
っ

た
。
多
額
な
額
で
あ
る
が
、
遺
産
は
金
で
は
な
く
、
大
名
貸
し
し
た
大
金
の
証
文
と
し
て
譲
り
渡
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
証
文
で
は
す

ぐ
に
金
に
も
な
ら
な
い
し
、
回
収
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
一
同
驚
く
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
こ
の
家
の
内
証
は
、
現
金
と
し
て
は
後
家
に
与
え
た
銀
五
貫
目
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
惣
領
は
小
遣
い
も
な

く
、
家
業
の
酒
造
り
に
も
、
そ
の
資
本
も
な
い
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
甚
太
兵
衛
自
身
も
金
を
立
て
替
え
て
や
っ
て
い
る
状
態
で
、
甚

太
夫
に
も
遺
産
分
け
の
銀
五
十
貫
目
の
証
文
だ
け
を
送
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

一
方
、
後
家
の
方
は
夫
の
一
回
忌
ど
こ
ろ
か
百
か
日
も
た
た
な
い
の
に
、
近
々
再
婚
の
相
手
を
決
め
て
結
納
を
贈
る
と
い
う
話
で
あ

る
。
憎
々
し
い
や
つ
と
思
っ
て
い
る
と
、
こ
の
後
家
は
自
分
の
道
具
と
し
て
残
し
て
い
た
雑
長
持
を
取
り
に
使
い
の
者
を
よ
こ
し
て
き

た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
が
重
く
て
な
か
な
か
動
か
な
い
。
中
を
あ
ら
た
め
て
み
る
と
、
約
八
百
貫
文
ぐ
ら
い
も
の
銭
が
入
っ
て
い
た
。
こ
の

後
家
が
長
い
年
月
、
昼
夜
な
し
に
ば
ら
銭
を
こ
こ
に
溜
め
込
ん
だ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
と
い
う
文
面
で
あ
る
。

評
文
が此

文
を
考
見
る
に
、
大
名
借
の
手
形
を
処
務
分
し
た
る
を
、
同
じ
も
ら
ひ
物
な
ら
ば
当
銀
と
お
も
ふ
心
と
、
女
房
つ
ね
づ
ね
の
欲

心
あ
ら
は
る
る
事
と
見
へ
た
り
。

と
す
る
よ
う
に
、
こ
の
話
の
眼
目
は
、
遺
産
分
け
が
現
金
で
は
な
く
、
大
名
貸
し
の
証
文
で
行
わ
れ
た
愚
行
と
後
家
の
欲
心
の
二
つ
と
し
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て
読
む
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

後
家
は
、
本
文
で
は
明
確
に
は
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
家
の
内
証
が
手
詰
ま
り
な
の
を
よ
く
知
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
の

保
身
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
さ
に
「
世
の
人
心
」。
西
鶴
の
得
意
と
す
る
世
態
人
情
話
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。

大
名
貸
し
の
証
文
に
つ
い
て
は
、
大
名
貸
し
自
体
が
危
う
い
商
い
で
あ
っ
た
こ
と
は
衆
知
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
幕
末
、
特

に
後
の
倒
幕
雄
藩
に
多
く
み
ら
れ
た
、
藩
政
改
革
の
名
の
も
と
に
貸
し
金
が
「
徳
政
令
」
の
ご
と
く
踏
み
倒
さ
れ
た
り
、
無
期
に
近
い
返

済
期
間
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
事
実
が
あ
る
が
、
す
で
に
藩
政
の
行
き
詰
ま
り
は
元
禄
期
で
も
あ
っ
た
。
西
鶴
作
品
で
も
『
世
間
胸
算
用
』

巻
二
の
一
「
銀
壱
匁
の
講
中
」
の
中
で
、
大
坂
の
大
金
持
ち
た
ち
が
「
大
黒
講
」
と
い
う
研
究
会
を
作
り
、
諸
国
の
大
名
衆
へ
の
御
用
金

の
貸
し
入
れ
の
内
談
を
し
た
と
い
う
の
は
、
こ
の
背
景
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
は
、
兄
甚
六
郎
の
商
人
と
し
て
の
失
敗
は
大
名
貸
し
を
行
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
強
調
さ
れ
て
い
な
い
。

逆
に
大
名
貸
し
が
危
う
い
な
ど
と
直
接
的
に
書
け
ば
、
憚
ら
れ
る
こ
と
は
多
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
出
版
統
制
令
と
の
関
係
を
あ

げ
な
く
て
も
、
お
上
を
憚
る
当
時
の
階
級
意
識
か
ら
は
当
然
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
む
し
ろ
右
の
『
世
間
胸
算
用
』
の

記
述
の
方
が
冒
険
で
あ
り
、
大
胆
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
弟
甚
太
兵
衛
に
し
て
み
れ
ば
、
別
所
帯
と
は
い
え
、
兄
の
家
が
苦
境
に
陥
る
と
い
う
の
は
本
家
の
没
落
を
意
味
し
、
そ
れ

は
残
念
で
あ
り
、
歯
が
ゆ
く
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
経
緯
を

甚
六
郎
事
、
兼
て
御
存
知
の
通
り
、
す
こ
し
も
浮
た
る
事
は
い
た
さ
ぬ
人
に
て
御
座
候
が
、
京
の
銀
借
ど
も
大
分
限
罷
成
候
を
う

ら
や
ま
し
が
り
、
あ
た
ら
銀
を
捨
ら
れ
し
同
前
に
御
座
候
。（
波
線
部
は
森
田
）

と
し
て
、
兄
が
京
の
金
貸
し
屋
に
ね
た
ま
れ
た
た
め
に
騙
さ
れ
て
、
大
名
貸
し
に
手
を
出
し
た
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

我
々
が
親
道
齋
藤
申
置
れ
し
は
、「
町
人
家
質
の
他
、
金
銀
借
し
申
事
無
用
。
其
上
有
銀
三
ヶ
一
出
し
申
べ
し
。
皆
皆
は
慥
成
事

に
も
か
さ
ぬ
物
」
と
、
く
れ
ぐ
れ
い
ひ
わ
た
さ
れ
し
に
、
我
物
時
の
用
に
立
ざ
る
事
に
て
、
道
齋
の
御
事
お
も
ひ
出
し
候
。（
波
線
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は
共
に
森
田
）

と
あ
り
、
兄
甚
六
郎
が
失
敗
し
た
の
は
、
自
分
た
ち
の
親
で
あ
る
道
齋
が
遺
言
し
た
現
金
の
三
分
の
一
を
越
え
た
貸
し
付
け
を
し
た
た
め

で
あ
る
と
し
て
、
父
道
齋
の
「
申
置
」
の
不
履
行
を
こ
こ
に
お
い
て
引
っ
張
り
出
し
て
い
る
の
に
気
づ
く
。

こ
れ
を
書
簡
と
い
う
機
能
の
中
で
考
え
た
と
き
、
書
簡
を
書
い
て
い
る
の
は
父
道
齋
の
薫
陶
を
兄
と
と
も
に
受
け
た
弟
で
あ
り
、
宛
て

た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
父
道
齋
と
二
人
の
兄
弟
の
人
間
模
様
を
知
る
親
類
の
一
人
な
の
で
あ
る
。
書
簡
を
送
っ
た
動
機
は
単
な
る
訃
報
だ

け
で
は
な
い
。

「
大
分
限
」
に
な
っ
た
の
は
兄
の
代
に
し
て
も
、
そ
の
基
盤
は
道
齋
の
代
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
財
を
相
続
し
な
が
ら
、
家
を
守

れ
な
か
っ
た
責
任
は
兄
に
あ
る
。
さ
ら
に
兄
が
不
誠
実
な
妻
を
も
ら
っ
た
た
め
に
、
そ
の
女
の
い
い
よ
う
に
さ
れ
、
相
続
し
た
惣
領
は
、

こ
の
酒
造
り
の
家
の
使
用
人
を
養
い
、
家
業
を
続
け
て
い
く
こ
と
す
ら
、
困
難
な
状
況
に
あ
る
。

こ
の
書
簡
は
、
そ
の
よ
う
な
相
続
の
重
な
る
失
敗
に
憤
っ
た
書
簡
な
の
で
あ
る
。
書
簡
の
最
後
に

年
内
に
御
上
り
待
申
候
。
万
々
語
り
申
度
候
。
此
御
報
相
待
候
。

と
く
ど
く
ど
し
く
、
会
う
機
会
を
持
と
う
と
す
る
の
も
、
単
に
嫁
の
悪
口
や
本
家
の
立
ち
ゆ
く
工
夫
を
話
し
合
う
だ
け
で
は
な
く
、
誤
っ

た
相
続
に
対
す
る
憤
り
を
訴
え
る
こ
と
が
目
的
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
商
家
に
お
い
て
、
相
続
の
選
択
を
間
違
っ
た
悲
劇
は
、
当
事
者
た

ち
に
と
っ
て
は
、
外
部
に
も
言
え
ず
、
結
局
、
内
情
を
知
る
人
へ
憤
り
を
ぶ
つ
け
る
し
か
な
い
。
そ
れ
が
書
簡
と
い
う
手
段
を
選
ぶ
と
よ

り
明
確
に
な
る
の
で
あ
る
。『
万
の
文
反
古
』
で
は
、
こ
れ
と
よ
く
似
た
書
簡
が
次
に
も
あ
る
。

三
、
巻
一
の
二
「
栄
花
の
引
込
所
」
に
お
け
る
相
続
制
度
の
意
味

『
万
の
文
反
古
』
巻
一
の
二
「
栄
花
の
引
込
所
」
に
は
、
商
家
を
相
続
し
た
若
旦
那
の
放
蕩
を
や
め
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
手
代
九
人
が
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連
判
状
を
持
っ
て
、
親
類
の
隠
居
に
お
願
い
す
る
書
簡
が
書
か
れ
て
い
る
。
手
紙
の
差
出
人
は
、
呉
服
屋
の
手
代
九
人
。
宛
て
た
の
は
、

隠
居
し
た
親
類
の
ご
出
家
で
あ
る
。
内
容
は
、
若
旦
那
の
放
蕩
三
昧
へ
の
意
見
と
一
時
的
な
営
業
権
の
譲
渡
で
あ
る
。

若
旦
那
重
九
郎
の
放
蕩
に
か
か
る
費
用
は
す
さ
ま
じ
い
も
の
で
あ
る
。

亡
く
な
っ
た
旦
那
様
の
遺
言
に
よ
り
、
一
年
中
の
小
遣
い
と
し
て
、
手
代
た
ち
か
ら
年
頭
に
三
十
両
渡
し
て
い
る
が
、
母
親
は
若
旦
那

が
望
む
小
袖
を
い
く
ら
で
も
仕
立
て
て
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
う
え
母
親
は
、
毎
月
晦
日
に
百
両
の
小
遣
い
を
与
え
て
い
る
。

い
つ
の
間
に
か
、
借
金
も
作
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
四
千
五
百
両
に
も
及
ん
で
い
る
。
借
金
が
多
く
な
っ
て
、
最
近
で
は
貸
し
て
く
れ
な

い
の
で
、
呉
服
屋
仲
間
の
競
り
売
り
の
品
を
高
く
で
買
っ
て
、
そ
の
勘
定
は
店
に
つ
け
て
お
き
、
品
物
を
売
っ
て
小
遣
い
を
稼
い
で
い

る
。
そ
の
勘
定
は
千
三
、
四
百
両
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
手
代
た
ち
が
仲
間
に
頼
ん
で
、
品
物
を
若
旦
那
に
売
ら
な
い
よ
う
に
さ
せ

る
と
、
お
得
意
先
の
掛
け
売
り
の
代
金
を
集
め
て
、
こ
れ
も
二
千
両
あ
ま
り
使
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
六
年
間
で
九
千
両
ほ
ど
の
お
金
を

放
蕩
に
捨
て
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
で
は
、
い
く
ら
店
の
者
た
ち
が
稼
い
で
も
追
い
つ
か
な
い
。

そ
こ
で
、
手
代
た
ち
は
辞
職
覚
悟
で
、
三
年
の
間
、
若
旦
那
の
一
時
的
な
隠
居
を
願
っ
て
み
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
の
返
事
を
聞
く

の
が
親
類
の
隠
居
で
あ
る
が
、
条
件
は
以
下
で
あ
る
。

場
所
は
若
旦
那
に
好
き
な
と
こ
ろ
を
選
ん
で
も
ら
う
。
そ
こ
に
広
い
座
敷
を
新
築
し
、
米
、
油
、
味
噌
、
薪
、
四
季
の
小
袖
代
も
差
し

上
げ
る
。
年
中
の
小
遣
い
は
二
百
四
十
両
を
お
渡
し
す
る
。
京
都
か
ら
給
金
百
両
の
お
妾
を
二
人
抱
え
、
お
妾
つ
き
の
若
い
腰
元
三
人
、

仲
居
、
茶
の
間
女
、
お
裁
縫
女
、
下
女
二
人
、
小
姓
二
人
、
小
坊
主
一
人
、
按
摩
師
、
歌
唄
い
、
料
理
人
、
駕
籠
か
き
二
人
、
草
履
取
り

二
人
、
手
代
を
つ
け
る
の
で
気
ま
ま
に
暮
ら
し
て
く
れ
れ
ば
よ
い
。
三
年
た
て
ば
、
も
と
ど
お
り
「
遊
女
ぐ
る
ひ
」
を
し
て
も
ら
っ
て
よ

い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
評
文
は

此
文
を
考
見
る
に
、
若
代
の
人
色
ご
の
み
過
、
身
体
の
さ
は
り
と
成
を
、
手
代
ど
も
ま
こ
と
あ
る
相
談
し
て
、
親
類
法
師
を
た
の
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み
、
異
見
す
る
と
見
え
た
り
。
世
に
は
身
を
し
ら
ぬ
奢
り
も
の
有
。
天
の
と
が
め
も
、
町
人
の
分
と
し
て
よ
い
程
あ
り
。
此
書
付
の

栄
花
に
て
は
、
夷
が
嶋
に
て
も
住
べ
し
。

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
書
簡
に
示
す
、
手
代
た
ち
が
放
蕩
息
子
を
一
時
的
に
隠
居
さ
せ
、
店
を
た
て
な
お
す
計
画
の
中
で
の
彼
の
隠
居

生
活
に
関
す
る
条
件
提
示
が
、「
町
人
の
分
」
を
超
え
た
贅
沢
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
章
の
眼
目
は
は

か
ら
ず
も
、
こ
の
評
文
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
視
し
た
い
の
は
、
手
代
と
隠
居
の
関
係
で
あ
る
。

重
九
郎
様
御
事
、
何
と
も
も
て
あ
ま
し
、
御
異
見
申
種
も
つ
き
果
て
、
手
代
中
間
九
人
、
御
居
所
の
ご
ふ
く
だ
な
あ
づ
か
り
申
候

者
ど
も
、
お
そ
れ
な
が
ら
愚
札
を
も
つ
て
所
存
の
通
り
申
上
候
。

右
の
文
面
に
あ
る
よ
う
に
、
手
代
は
、
若
旦
那
重
九
郎
の
放
蕩
を
諫
め
て
も
ら
う
べ
き
隠
居
に
「
御
居
所
の
ご
ふ
く
だ
な
あ
づ
か
り
申

候
者
」
と
わ
ざ
わ
ざ
名
乗
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

仮
に
隠
居
し
た
主
人
と
手
代
の
関
係
で
あ
れ
ば
、「
手
代
某
」
と
名
乗
る
で
あ
ろ
う
し
、
旧
知
の
仲
の
場
合
で
も
そ
う
で
あ
ろ
う
。
丁

重
と
い
う
よ
り
よ
そ
よ
そ
し
さ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
ま
り
直
接
的
な
雇
用
関
係
が
あ
っ
た
と
思
え
な
い
の
が
手
代
と
隠
居

の
関
係
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
手
代
は
若
旦
那
の
放
蕩
を
諫
め
て
欲
し
い
と
い
う
箇
所
で
は
、

…
…
こ
こ
ろ
ざ
し
の
な
を
り
申
候
や
う
に
、
御
し
め
し
く
だ
さ
れ
候
ば
、
皆
々
あ
り
難
く
そ
ん
じ
た
て
ま
つ
り
候
。
ひ
と
つ
は
御

慈
悲
に
も
成
申
候
御
事
、
ほ
か
よ
り
其
身
の
お
為
に
成
申
候
御
事
、
ほ
か
よ
り
其
身
の
お
為
に
成
事
申
せ
ば
、
は
や
其
人
は
出
入
な

く
、
い
よ
い
よ
我
ま
ま
さ
か
ん
に
罷
成
候
。

と
書
か
れ
て
い
る
。
後
半
は
、
若
旦
那
に
放
蕩
三
昧
に
つ
い
て
意
見
す
る
と
出
入
り
差
し
止
め
に
な
る
の
で
、
隠
居
以
外
は
余
人
を
も
っ

て
代
え
難
し
と
い
う
文
面
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
半
の
文
面
か
ら
す
れ
ば
、
隠
居
が
若
旦
那
に
意
見
す
る
こ
と
は
、
隠
居
に
と
っ
て
は
、
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出
家
し
た
身
の
上
で
の
善
根
と
な
り
良
い
こ
と
で
あ
る
、
他
の
者
に
と
っ
て
は
、
若
旦
那
の
わ
が
ま
ま
の
増
長
を
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き

て
良
い
こ
と
に
な
る
、
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
書
き
方
は
、
若
旦
那
に
意
見
す
べ
き
は
隠
居
し
か
な
い
こ
と
を
、
商
人
ら
し
く
、
利
を
用
い
て
お
願
い
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
が
、
手
代
の
丁
重
な
文
面
に
あ
っ
て
は
、
半
ば
強
迫
に
近
い
よ
う
な
文
面
と
し
て
伝
わ
っ
て
く
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
手
代
の
迫
力
を
込
め
た
隠
居
へ
の
若
旦
那
へ
の
意
見
の
要
請
は
ど
こ
か
ら
生
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
や
は
り
、
手
代
や
「
家
」
を
守
ろ
う
と
す
る
人
々
の
憤
り
で
あ
ろ
う
。
書
面
に

毎
年
千
両
づ
つ
は
た
し
か
に
相
の
び
申
候
身
体
を
、
わ
け
も
な
く
つ
ぶ
し
申
候
事
、
手
代
ど
も
口
惜
し
く
存
候
。

と
感
情
を
吐
露
す
る
の
も
商
人
と
し
て
、
商
売
で
成
功
し
な
が
ら
、
店
を
失
う
屈
辱
へ
の
怒
り
に
他
な
ら
な
い
と
言
え
る
。

そ
し
て
、
そ
の
憤
り
と
は
、
こ
の
若
旦
那
に
こ
の
「
家
」
を
相
続
さ
せ
た
人
々
へ
の
怒
り
か
ら
発
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
、

そ
の
人
々
と
は
、
こ
の
「
家
」
の
親
類
縁
者
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
、
そ
の
長
が
隠
居
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
論
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
相
続
の
失
敗
責
任
を
と
る
べ
き
人
物
の
一
人
が
隠
居
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
仮
説
の
上
で
は
、
前
節
で
取
り
上
げ
た
巻
三
の
二
「
明
て
驚
く
書
置
箱
」
も
同
様
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
場
合
も
誤
っ
た
相
続
が
行

わ
れ
た
こ
と
へ
の
憤
り
の
文
面
が
あ
っ
た
が
、
宛
て
ら
れ
た
兄
甚
六
郎
の
親
類
甚
太
夫
の
場
合
も
、
遺
産
が
一
部
譲
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
親
類
縁
者
の
有
力
な
人
物
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
相
続
の
失
敗
責
任
を
と
る
べ
き
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
可
能
性
は
強
い
と
い
え

る
。で

は
、
そ
の
失
敗
し
た
相
続
の
責
任
を
と
る
べ
き
人
々
と
は
、
商
家
の
グ
ル
ー
プ
シ
ス
テ
ム
の
中
で
は
、
ど
の
よ
う
な
立
場
に
あ
っ
た

の
か
、
以
下
考
察
し
た
い
。
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四
、
相
続
の
失
敗
責
任
を
取
る
人
々

商
家
の
相
続
の
例
と
し
て
、
少
し
時
代
が
下
る
が
三
井
家
の
資
料
が
あ
る
。
西
鶴
の
『
日
本
永
代
蔵
』
巻
一
の
四
「
昔
は
掛
算
今
は
当

座
銀
」
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
、
三
井
越
後
屋
の
開
祖
三
井
八
郎
右
衛
門
高
平
（
宗
竺
）
が
享
保
七
年
、
古
稀
を
迎
え
、
家
法
を
定
め
た
。

い
わ
ゆ
る
「
宗
竺
遺
書
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。
林
玲
子
氏
�
は
、
こ
の
資
料
か
ら
三
井
家
で
定
め
ら
れ
た
「
親
分
」
に
つ
い
て
、

本
家
は
、
惣
領
家
を
含
む
高
利
（
高
平
の
父
）
の
男
子
六
人
の
者
を
初
代
と
す
る
六
軒
、
連
家
は
孝
賢
・
高
古
（
と
も
に
高
平
の

伯
父
の
子
）・
孝
俊
（
高
平
の
次
男
）
を
初
代
と
す
る
三
軒
で
、
の
ち
に
連
家
は
二
軒
増
や
し
た
。
親
分
は
三
井
同
苗
全
体
の
総
親

分
で
あ
り
、
当
時
高
平
が
こ
の
地
位
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
は
高
治
・
高
伴
（
と
も
に
高
平
の
弟
）・
高
房
（
高
平
の
長
男
）
の
順

に
こ
れ
を
継
ぐ
こ
と
、
高
房
の
死
後
、
息
子
が
幼
年
で
あ
っ
た
な
ら
、
本
家
六
軒
の
う
ち
年
長
の
者
が
二
人
ず
つ
親
分
に
な
る
こ
と

と
さ
れ
、
惣
領
家
の
者
が
若
く
と
も
器
量
の
あ
る
者
で
あ
れ
ば
、
親
分
を
譲
り
、
そ
れ
ま
で
の
親
分
は
後
見
を
す
る
よ
う
に
定
め

た
。

と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
商
家
の
グ
ル
ー
プ
シ
ス
テ
ム
を
示
す
も
の
で
興
味
深
い
。

前
節
で
述
べ
た
巻
一
の
二
の
場
合
、
三
井
家
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、

さ
て
さ
て
親
旦
那
の
よ
ろ
し
く
御
し
こ
な
し
な
さ
れ
、
只
今
で
三
十
四
人
緩
々
と
暮
ら
し
、
毎
年
千
両
づ
つ
は
た
し
か
に
相
の
び

申
候
身
体
…
…
（
後
略
）。

と
い
う
大
店
と
し
て
い
る
。
使
用
人
「
三
十
四
人
」
に
書
簡
の
連
名
の
手
代
九
名
が
入
る
の
か
否
か
わ
か
ら
な
い
が
、
年
商
千
両
の
呉
服

屋
な
の
で
あ
る
。
年
商
ほ
ぼ
十
億
円
と
も
い
え
よ
う
か
。
ち
な
み
に
『
日
本
永
代
蔵
』
の
三
井
家
は
、
利
発
な
手
代
が
「
四
十
余
人
」
お

り
、「
毎
日
金
子
百
五
十
両
づ
つ
な
ら
し
に
商
売
し
け
る
と
な
り
」
と
い
う
繁
盛
ぶ
り
な
の
で
、
比
ぶ
る
べ
き
規
模
で
は
な
い
か
も
知
れ
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な
い
。

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な
大
き
な
商
家
で
は
一
族
運
営
が
な
さ
れ
、
本
家
を
出
て
も
グ
ル
ー
プ
の
一
つ
と
し
て
、

そ
の
結
束
に
加
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
本
家
の
相
続
と
は
別
に
、
グ
ル
ー
プ
の
「
親
分
」
と
い
う
存
在
が
あ

っ
て
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
元
締
め
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
井
家
の
ル
ー
ル
が
す
べ
て
の
商
家
に
存
在
し
た
と
は
言
い
難
い
が
、
こ
こ
で
そ
の
制
度
を
巻
一
の
二
の
商
家
に
あ
て
は
め
れ
ば
、

「
親
類
法
師
」
は
本
家
の
旦
那
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
の
グ
ル
ー
プ
の
「
親
分
」、
も
し
く
は
「
親
分
」
に
な
る
べ
き
人
物
で
は
な
か
っ
た
か

と
考
え
ら
れ
る
。

グ
ル
ー
プ
の
「
親
分
」
で
は
あ
る
も
の
の
、
本
家
を
離
れ
て
一
家
を
構
え
て
い
た
と
考
え
れ
ば
、
前
述
し
た
よ
う
な
「
あ
ま
り
直
接
的

な
雇
用
関
係
が
あ
っ
た
と
思
え
な
い
」、「
よ
そ
よ
そ
し
い
」
隠
居
と
手
代
た
ち
の
関
係
に
も
首
肯
で
き
る
。

さ
ら
に
推
論
す
れ
ば
、
隠
居
し
た
理
由
で
あ
る
。
若
旦
那
へ
の
意
見
を
依
頼
す
る
に
あ
た
っ
て
、

御
出
家
あ
そ
ば
さ
れ
、
然
も
御
当
地
の
御
見
舞
申
人
さ
へ
嫌
は
せ
ら
れ
、
鎌
倉
へ
御
引
込
な
さ
れ
、
世
の
事
に
は
御
か
ま
い
あ
そ

ば
さ
ぬ
御
事
、
い
づ
れ
も
ぞ
ん
じ
な
が
ら
、
か
や
う
の
段
々
申
上
候
は
、
よ
く
よ
く
の
事
と
お
ぼ
し
め
さ
れ
、
…
…
。

と
書
面
で
こ
と
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
家
の
人
々
が
、
隠
居
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
巻
き
込
ま
れ
る
の
が
嫌
で
出
家
し
た
こ
と
を
熟
知

し
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
隠
居
は
自
ら
グ
ル
ー
プ
の
「
親
分
」
の
地
位
を
捨
て
た
の
で
あ
ろ
う
。
逆
に
言
え
ば
、
出
家
さ
え
し
て
い
な

け
れ
ば
、
今
で
も
「
親
分
」
の
地
位
に
あ
る
人
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
で
こ
そ
、
若
旦
那
に
臆
す
る
こ
と
な
く
意
見
が
で
き
る
し
、
一
時
的
な
隠
居
も
迫
れ
る
立
場
な
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
隠
居
は

こ
の
若
旦
那
に
相
続
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
後
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
相
続
の
責
任
を
取
る
人
な
の

で
あ
る
。
手
代
た
ち
の
憤
り
の
書
簡
を
受
け
て
し
か
る
べ
き
人
物
な
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
相
続
制
度
を
中
心
に
読
み
を
す
す
め
て
い
く
と
、
相
続
に
関
係
し
な
い
手
代
が
憤
り
と
は
い
え
、
グ
ル
ー
プ
の
「
親
分
」

に
意
見
具
申
を
す
る
の
が
非
現
実
的
に
思
え
て
く
る
。

し
か
し
、
そ
れ
も
三
井
両
替
店
の
場
合
、
中
堅
手
代
が
い
ろ
い
ろ
と
経
営
に
関
し
、
上
層
部
に
意
見
具
申
し
た
資
料
が
、
五
十
川
市
兵

衛
、
加
藤
宗
次
郎
等
、
実
名
の
手
代
名
と
と
も
に
残
っ
て
い
る
�
。
む
し
ろ
、
経
営
の
最
前
線
は
手
代
で
あ
り
、
巻
一
の
二
の
よ
う
に
手

代
連
名
の
書
簡
で
正
式
に
、「
親
分
」
な
ど
の
主
人
、
旧
主
人
筋
に
意
見
具
申
す
る
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
て
い
る
。

さ
て
、
巻
三
の
二
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
宛
名
の
甚
太
夫
に
つ
い
て
、

此
甚
太
夫
爰
元
に
居
申
さ
れ
候
も
の
な
ら
ば
、
内
証
の
談
合
相
手
に
成
申
候
人
を
、
遠
国
松
前
ま
で
の
旅
商
ひ
、
一
門
皆
々
ふ
が

ひ
な
き
し
か
た
と
、
く
れ
ぐ
れ
是
を
悔
み
申
さ
れ
候
。

と
記
す
よ
う
に
、
甚
太
夫
を
松
前
ま
で
旅
商
い
に
出
し
た
の
は
「
一
門
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

先
に
あ
げ
た
三
井
の
「
親
分
」
制
度
か
ら
す
れ
ば
、
父
道
齋
亡
き
後
、「
一
門
」
の
誰
か
が
「
親
分
」
に
な
り
、
兄
甚
六
郎
に
家
督
を

相
続
さ
せ
た
わ
け
で
あ
る
。

結
果
論
と
は
い
う
も
の
の
兄
甚
六
郎
は
最
高
の
相
続
者
で
は
な
か
っ
た
。
書
面
に
あ
る
、

我
物
大
分
あ
り
な
が
ら
、
皆
々
借
申
さ
れ
、
紙
に
書
た
る
も
の
、
今
と
い
ふ
役
に
立
ず
、
子
ど
も
の
難
義
仕
申
候
や
う
に
、
兄
者

人
不
覚
悟
い
た
し
置
れ
候
。

と
い
う
箇
所
は
、
立
派
な
「
家
」
を
相
続
し
て
お
き
な
が
ら
、
次
に
相
続
す
る
者
に
き
っ
ち
り
と
「
家
」
を
相
続
さ
せ
て
や
れ
な
か
っ
た

兄
の
過
ち
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
嫁
の
不
徳
ま
で
加
わ
る
と
語
気
は
き
つ
く
な
っ
て
く
る
。

か
や
う
に
甚
六
郎
大
や
う
成
ゆ
へ
に
、
万
事
勝
手
あ
し
く
罷
成
候
。

と
、
も
は
や
「
兄
者
」
で
は
な
く
、「
甚
六
郎
」
と
呼
び
捨
て
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
本
家
の
相
続
人
と
し
て
の
ふ
が
い
な
さ
へ
の
怒
り
が

に
じ
み
出
て
い
る
。
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こ
の
兄
に
相
続
さ
せ
た
「
親
分
」
は
ま
た
、
甚
太
夫
の
処
遇
も
決
め
た
の
で
あ
る
。
元
々
、
先
に
抜
き
出
し
た
よ
う
に
、
甚
太
夫
は
甚

六
郎
に
と
っ
て
、
欠
か
せ
な
い
経
営
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
親
分
」
は
、
甚
太
夫
を
松
前
ま
で
旅
商

い
に
出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。「
親
分
」
に
疎
外
さ
れ
た
甚
太
夫
。
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
兄
甚
六
郎
と
相
続
時
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
可
能
性
も
出
て
く
る
。
単
な
る
親
類
と
い
う
よ
り
、
父
道
齋
の

庶
子
あ
る
い
は
、
異
母
弟
の
よ
う
な
相
続
順
位
の
高
い
者
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
三
井
の
相
続
順
位
の
場
合
も
、
必
ず
し
も
惣
領

直
系
で
は
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
弟
で
あ
る
甚
太
兵
衛
も
含
め
、
相
続
時
の
ラ
イ
バ
ル
同
士
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
相
続
を
決
断
し
た
「
親
分
」
は
、
失
敗
責
任
を
取
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
世
に
は
い
な
い
。
そ
の
人
物
を

知
る
者
は
相
続
か
ら
外
さ
れ
た
甚
太
夫
と
甚
太
兵
衛
だ
け
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
相
続
し
た
後
は
、
兄
甚
六
郎
が
「
親
分
」
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
遺
産
譲
渡
に
親
戚
・
一
門
を
含
ん
で
い
る
の
も
そ
の
た

め
で
あ
ろ
う
。

そ
う
す
れ
ば
、「
親
分
」
で
あ
る
兄
甚
六
郎
が
、
本
家
を
惣
領
に
相
続
さ
せ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
志
決
定
に
は
従
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
し
か
し
、
本
家
が
滅
び
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
、
一
家
の
結
束
で
あ
る
。
甚
太
夫
と
甚
太
兵
衛
は
微
妙
な
立
場
に
な
っ

た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
が
前
述
し
た
二
人
の
会
合
で
の
相
談
事
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
巻
三
の
二
の
場
合
、
巻
一
の
二
の
商
家
が
「
九
千
両
」
を
放
蕩
に
費
や
し
て
も
破
産
し
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
商

家
と
し
て
は
規
模
が
小
さ
く
、
三
井
の
制
度
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
当
時
の
商
家
で
は
、
大
な
り
小
な
り
こ
の

よ
う
な
相
続
制
度
を
規
定
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
を
も
と
に
し
て
い
な
け
れ
ば
、
当
時
の
読
者
の
期
待
は
満
足
を
得
ら
れ

な
い
で
あ
ろ
う
。

西
鶴
が
こ
の
商
人
の
相
続
制
度
の
現
実
を
押
さ
え
た
上
で
、
人
物
設
定
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
な
読
み
が
得
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
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当
時
の
中
堅
商
家
の
相
続
制
度
の
解
明
、『
万
の
文
反
古
』
に
お
け
る
書
簡
の
機
能
を
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
二
章
以
外
で
も
検
証
す
る

こ
と
が
残
っ
た
こ
と
を
記
し
て
、
結
び
に
代
え
た
い
。
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な
お
、
本
稿
で
は
対
訳
西
鶴
全
集
『
西
鶴
置
土
産
・
萬
の
文
反
古
』（
明
治
書
院
）
を
底
本
に
用
い
、
旧
字
を
適
宜
改
訂
し
た
。
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