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『
男
色
大
鑑
』
　
の
表
現
と
方
法

1
－
1
巻
一
の
五
　
「
墨
絵
に
つ
ら
き
剣
菱
の
紋
」
を
中
心
に

長
野
県
の
戸
隠
神
社
奥
社
入
り
口
そ
ば
に
戸
隠
忍
者
資
料
館
が
あ
る
。
寿

永
三
年
二
一
八
四
）
　
に
北
安
曇
出
身
の
仁
科
大
助
が
興
し
て
以
来
、
現
在

（1）

に
至
る
ま
で
八
〇
〇
年
の
時
を
超
え
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
戸
隠
流
忍
法
転

使
わ
れ
る
道
具
の
様
々
が
展
示
さ
れ
て
お
り
興
味
深
い
。
始
め
て
そ
こ
を
訪

れ
た
と
き
、
河
や
湖
沼
を
わ
た
る
た
め
の
浮
き
具
「
水
ぐ
も
」
と
な
ら
ん
で

展
示
さ
れ
て
い
た
「
た
た
み
舟
」
　
に
強
く
心
引
か
れ
た
。
「
た
た
み
舟
」
は

携
帯
用
の
舟
で
、
桐
や
樺
等
の
軽
い
材
質
の
木
で
作
る
折
り
畳
み
式
の
箱
形

の
舟
で
あ
る
。
人
の
両
足
が
か
ろ
う
じ
て
は
い
る
ほ
ど
の
大
き
さ
で
、
お
よ

そ
舟
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
は
ど
遠
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
乗
っ
て
水
の
上

を
進
む
た
め
に
は
ど
れ
ほ
ど
の
修
行
と
技
術
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

『
男
色
大
鑑
』
巻
一
の
五
「
墨
絵
に
つ
ら
き
剣
菱
の
紋
」
　
に
登
場
す
る
嶋

村
大
右
衛
門
は
、
仕
官
に
際
し
て
「
た
ゝ
み
船
」
を
提
示
し
、
薩
摩
藩
で
二

百
石
の
知
行
を
得
る
。

挟
箱
に
た
ゝ
み
船
を
仕
込
。
取
組
は
三
人
棄
て
。
大
河
を
越
に
た
め
し

あ
り
。
自
然
の
時
は
用
に
も
立
ぬ
べ
し
。
其
外
浮
沓
棒
火
矢
を
申
立
に
。

（2）

御
合
力
分
弐
百
石
く
だ
し
お
か
る
。

こ
こ
で
の
「
た
ゝ
み
船
」
は
、
「
三
人
乗
」
　
で
、
「
大
河
を
越
に
た
め
し
あ

り
。
自
然
の
時
は
用
に
も
立
」
と
い
う
規
模
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
戸
隠
流

の
忍
者
た
ち
が
使
用
し
た
そ
れ
よ
り
も
大
き
な
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

平

　

林

　

香

　

織

ま
た
、
戸
隠
の
忍
者
資
料
館
に
は
、
矢
の
先
に
火
薬
を
詰
め
る
た
め
の
小

さ
な
衝
を
取
り
付
け
た
簡
単
な
構
造
の
「
火
矢
」
も
何
本
か
展
示
さ
れ
て
い

る
が
、
大
右
衛
門
が
所
持
し
て
い
た
「
捧
火
矢
」
は
、
や
は
り
も
っ
と
大
が

か
り
な
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
『
和
漢
三
才
図
絵
』
巻
二
十
l

（3）

「
兵
器
二
征
伐
具
」
に
は
「
火
箭
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

按
ず
る
に
、
火
節
に
数
晶
有
り
、
相
伝
へ
て
云
ふ
、
寛
永
年
中
防
州
赤

石
内
蔵
助
始
め
て
樹
州
矧
を
作
る
、
而
し
て
後
（
播
州
三
木
茂
太
夫
、

紀
州
寺
島
甚
助
、
氏
田
右
衛
門
、
其
外
諸
家
、
名
を
待
し
者
多
く
有

り
）
　
工
夫
を
以
っ
て
改
作
す
。
故
に
異
同
有
り
。
以
っ
て
家
伝
と
為
す
。

凡
そ
百
日
玉
を
大
銃
に
容
る
可
く
、
火
筋
を
侯
め
て
打
出
せ
ば
、
則
ち

廿
三
四
町
に
致
す
可
し
。
中
る
所
焼
け
ざ
る
こ
と
無
く
、
消
す
こ
と
能

は
ざ
る
の
攻
城
の
重
器
な
り
。
但
し
玉
の
代
り
に
送
り
の
木
を
入
れ
、

薬
を
込
め
て
打
つ
こ
と
常
の
如
し
。
（
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
じ
J

こ
の
記
述
を
参
考
に
す
る
限
り
、
「
棒
火
矢
」
は
、
「
家
伝
」
に
す
る
よ
う

な
貴
重
な
武
券
で
も
あ
り
、
し
か
も
「
中
る
所
焼
け
ざ
る
こ
と
無
く
、
消
す

こ
と
能
は
ざ
る
の
攻
城
の
重
器
」
で
あ
り
、
攻
撃
力
破
壊
力
に
勝
れ
た
武
幕

（4）

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
近
世
の
水
軍
の
案
出
に
よ
る
」
と
い
う
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「
た
ゝ
み
船
」
　
の
ほ
か
に
「
浮
沓
」
と
「
棒
火
矢
」
を
所
持
し
て
い
た
こ
と

を
考
え
る
と
、
大
右
衛
門
は
、
特
殊
な
武
器
を
所
持
し
、
し
か
も
そ
れ
を
使

い
こ
な
し
う
る
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

『
男
色
大
鑑
』
を
読
み
進
め
る
に
際
し
て
、
男
色
そ
の
も
の
が
西
鶴
の
色

道
観
の
な
か
に
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
も
重

（5）

要
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
作
品
に
何
が
ど
う
書
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

（6）

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
　
『
男
色
大
鑑
』
一
話
〓
話
の
再
検
証
な
し
に
は
考

え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
は
そ
の
試
み
の
一
つ
と
し
て
、
巻
一
の
五

「
墨
絵
に
つ
ら
き
剣
菱
の
紋
」
に
つ
い
て
そ
の
表
現
磯
横
を
検
討
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
西
鶴
の
表
現
方
法
の
二
端
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。以

下
に
示
す
の
は
、
『
男
色
大
鑑
』
巻
一
の
五
「
墨
絵
に
つ
ら
き
剣
菱
の

紋
」
　
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
。

挟
箱
に
た
1
み
船
を
仕
込
。
取
組
ば
三
人
棄
て
。
大
河
を
越
に
た
め
し

あ
り
。
自
然
の
時
は
用
に
も
立
ぬ
べ
し
。
其
外
浮
沓
棒
火
矢
を
申
立
に
。

御
合
力
分
弐
百
石
く
だ
し
お
か
る
。
長
の
浪
人
な
れ
ば
先
相
勤
め
。
兼
l

可
動
堵
嘲
矧
矧
と
待
年
も
ほ
や
。
二
十
七
歳
に
な
り
ぬ
。
さ
し
つ
ぎ
の

妹
は
丹
波
の
笹
山
に
あ
り
し
が
。
夫
に
離
れ
て
後
世
を
捨
て
。
河
内
の

国
道
明
寺
に
。
十
九
の
夏
衣
を
墨
に
染
し
以
来
。
身
の
取
置
の
優
も
な

か
り
し
に
。
過
つ
る
五
月
比
音
信
の
文
書
て
名
物
の
花
粉
な
ど
を
送
る
。

心
ざ
し
ほ
万
里
に
屈
き
て
。
今
児
島
の
水
に
浮
て
。
折
ふ
し
の
暑
さ
を

し
の
ぎ
。
汗
は
渦
に
替
り
。
む
か
し
を
お
も
ふ
振
袖
の
面
影
。
地
紅
の

椎
子
を
好
て
着
た
物
を
と
な
げ
き
ぬ
。
其
次
の
妹
は
十
四
歳
に
な
り
て
。

い
ま
だ
定
ま
る
縁
も
な
く
老
母
と
l
所
に
引
越
て
。
し
ら
ぬ
国
里
の
住

ゐ
も
。
武
士
の
身
ほ
ど
定
め
が
た
き
は
な
し
。
若
年
に
て
父
に
お
く
れ

し
に
。
嶋
村
大
右
衛
門
と
い
は
る
ゝ
も
。
是
皆
母
人
の
ほ
た
ら
き
あ
だ

に
も
存
ぜ
ず
。
朝
の
嵐
を
い
た
は
り
。
夕
の
御
寝
間
も
す
ゑ
の
女
の
手

に
は
懸
ず
。
妹
と
も
是
を
見
習
ひ
。
真
綿
引
さ
し
て
御
枕
な
ど
ま
い
ら

せ
。
丸
粋
の
帯
数
珠
袋
を
も
。
置
所
あ
ら
た
め
孝
を
つ
く
せ
り
。
人
の

親
は
か
く
有
べ
き
事
な
り
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
「
た
ゝ
み
船
」
や
「
浮
沓
・
棒
火
矢
」
を
所
持
し
、

使
用
で
き
る
こ
と
な
ど
、
忍
術
め
い
た
武
芸
を
身
に
備
え
て
い
る
人
物
が
、

兵
器
を
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ソ
下
に
で
き
た
の
は
、
士
族
の
人
口
が
圧
倒
的
に
多

（7）

く
「
死
ヲ
以
テ
表
ト
シ
唯
男
子
ハ
死
ス
ル
ヲ
道
ト
ス
」
と
い
う
よ
う
な
風
潮

（8）

が
広
が
っ
て
い
た
鹿
児
島
が
、
「
い
わ
ゆ
る
武
張
っ
た
土
地
柄
」
　
で
あ
っ
た

こ
と
と
関
連
す
る
だ
ろ
う
。
彼
は
、
長
年
の
浪
人
暮
ら
し
に
ひ
と
ま
ず
決
着

を
つ
け
る
。
彼
に
は
「
兼
て
の
望
」
が
あ
っ
た
が
、
二
十
七
歳
に
も
な
っ
た

こ
と
で
あ
り
、
仕
官
に
際
し
そ
れ
を
か
な
え
る
の
は
別
途
時
節
を
待
っ
て
と

い
う
こ
と
に
す
る
。
い
か
に
も
い
わ
く
の
あ
り
そ
う
な
影
を
持
つ
男
と
し
て

措
か
れ
て
い
る
。

上
の
妹
は
、
丹
波
笹
山
に
嫁
い
だ
も
の
の
、
何
ら
か
の
事
情
で
夫
と
離
縁

し
出
家
。
ど
う
い
う
事
情
か
ら
か
、
l
家
と
は
長
い
間
音
信
不
通
の
ま
ま
だ

っ
た
が
、
「
過
つ
る
五
月
比
」
河
内
の
道
明
寺
か
ら
便
り
が
あ
っ
て
一
家
の

心
配
事
が
一
つ
は
解
消
さ
れ
る
。
彼
女
も
兄
同
様
、
人
生
の
複
雑
系
の
中
に

取
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
母
と
暮
ら
す
の
は
大
右
衛
門
と
下

の
妹
で
あ
る
。
十
四
歳
に
な
っ
て
「
い
ま
だ
定
ま
る
縁
」
も
な
い
下
の
妹
と
、

兄
大
石
衛
門
と
は
、
幼
少
時
に
父
に
死
に
別
れ
て
以
来
、
「
定
め
が
た
き
」

「
武
士
の
身
」
を
保
ち
一
家
を
支
え
た
母
に
対
し
て
、
模
範
的
な
孝
を
尽
く

し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
冒
頭
部
分
で
は
、
謎
を
共
有
す
る
家
族
同
士
が
、
静
か
に

し
か
し
意
志
的
に
、
肩
を
寄
せ
合
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
が
措
出
さ
れ
る
。

こ
こ
を
読
む
限
り
、
作
品
は
、
嶋
村
大
右
衛
門
が
「
兼
て
の
望
」
を
か
な
え
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る
経
緯
を
物
語
る
も
の
と
し
て
展
開
し
て
い
く
よ
う
に
も
患
わ
れ
る
。
と
こ

ろ
が
、
結
局
、
大
右
衛
門
の
「
兼
て
の
望
」
が
な
ん
で
あ
っ
た
の
か
は
作
品

の
最
後
ま
で
書
か
れ
な
い
。

幼
少
時
に
父
親
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
記
述
や
、
出
家
し
て
音
信
不
通
に

な
っ
て
い
っ
た
妹
か
ら
の
便
り
を
喜
ぶ
く
だ
り
な
ど
か
ら
、
わ
け
有
り
の
t

家
が
畿
内
か
ら
鹿
児
島
へ
流
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
大
右
衛
門
の

「
望
」
と
は
、
父
の
死
に
関
連
す
る
こ
と
が
ら
で
は
な
い
か
、
さ
ら
に
い
え

ば
仇
討
ち
を
果
た
す
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
予
想
も
成
り
立
つ
。

ち
な
み
に
、
本
話
に
続
く
巻
二
の
一
「
形
身
は
弐
尺
三
寸
」
は
仇
討
ち
話

に
衆
道
の
美
学
が
重
ね
ら
れ
た
話
で
あ
る
が
、
主
人
公
勝
弥
が
十
八
歳
に
な

っ
て
反
古
の
中
か
ら
発
見
し
た
六
年
前
の
母
の
遺
言
に
は
、
「
女
の
身
な
が

ら
。
利
親
を
と
げ
ぬ
べ
し
と
。
患
ひ
極
め
し
甲
斐
も
な
く
。
相
異
る
時
の
無

念
さ
。
友
成
人
の
後
。
此
所
存
は
や
く
や
め
さ
せ
。
草
葉
の
陰
の
父
母
に
よ

ろ
こ
ぼ
さ
れ
よ
」
と
綴
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
い
う
「
本
望
」
と
は
も
ち
ろ

ん
夫
の
散
を
討
つ
こ
と
で
あ
る
。

仇
討
ち
話
を
多
く
扱
う
『
武
道
伝
来
記
』
　
『
武
家
義
理
物
語
』
　
に
は
「
京

や
年
来
の
う
き
難
義
母
迄
に
後
な
が
ら
刹
矧
は
遂
た
れ
共
購
し
き
者
の
手
に

か
ゝ
り
て
果
し
を
か
た
り
つ
た
へ
て
あ
は
れ
な
り
」
（
『
武
道
伝
来
記
』
巻
四

の
三
「
無
分
別
は
見
越
の
木
登
」
）
、
「
小
吟
身
に
叫
苛
み
l
あ
る
ゆ
へ
に
人
の

気
を
と
り
勤
め
け
れ
ば
」
（
同
巻
六
の
l
　
「
女
の
作
れ
る
男
文
字
」
）
、
「
父
を

う
つ
た
る
者
。
相
し
る
ゝ
節
。
此
刻
園
を
た
つ
す
べ
し
」
（
『
武
家
義
理
物

語
』
巻
六
の
三
「
後
に
そ
し
る
1
恋
の
闇
打
」
）
な
ど
い
く
つ
か
の
「
本
望
」

「
望
み
」
　
の
例
が
あ
り
、
す
べ
て
敵
を
討
つ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
武
士

の
仇
討
ち
を
テ
ー
マ
と
し
た
作
品
の
場
合
、
「
望
み
」
が
肉
親
の
敵
を
討
つ

こ
と
を
意
味
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
「
墨
絵
に
つ
ら
き
剣
菱

の
紋
」
　
の
場
合
に
は
、
前
後
の
文
脈
に
は
具
体
的
な
経
緯
が
ま
っ
た
く
書
か

れ
て
い
な
い
の
で
、
「
兼
て
の
望
」
が
父
親
の
敵
を
討
つ
こ
と
だ
と
は
断
定

で
き
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
な
ん
ら
か
の
過
去
が
あ
る
人
物
と
い
う
点
で

読
者
の
注
意
を
喚
起
す
る
叙
述
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
。

一
般
的
に
は
、
こ
の
よ
う
に
冒
頭
部
分
に
謎
あ
る
い
は
解
決
す
べ
き
問
題

が
用
意
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
謎
を
解
き
明
か
し
た
り
、
問
題
を
解
決
す

る
方
向
で
話
が
展
開
し
て
い
く
。

た
と
え
ば
、
仇
討
ち
話
巻
二
の
一
「
形
身
は
弐
尺
三
寸
」
の
場
合
が
そ
う

で
あ
る
。

右
に
見
た
よ
う
に
、
母
の
遺
言
に
は
、
十
三
歳
に
な
っ
た
ら
父
の
散
竹
下

新
五
右
衛
門
を
討
つ
よ
う
に
と
書
か
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
既
に
十
八
歳
に

な
っ
て
い
た
勝
弥
は
大
殿
の
寵
愛
を
受
け
る
身
と
な
っ
て
お
り
、
大
殿
は
勝

弥
に
「
御
家
の
大
事
。
苦
殿
様
に
も
仰
せ
わ
た
さ
れ
ぬ
御
事
共
迄
。
仰
せ
き

け
ら
れ
」
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
で
は
、
敵
討
ち
を
申
し
出
て
も
許
可
さ

れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
た
ま
た
ま
、
殿
が
千
川
森
之
丞
に
心
変
わ
り

し
た
た
め
に
敵
討
ち
の
申
し
出
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
を
勝
弥
ほ
喜
ぶ
。
母

の
遺
言
発
見
前
に
殿
の
心
変
わ
り
を
知
っ
て
自
害
を
し
よ
う
と
し
た
勝
弥
で

あ
る
が
、
母
親
の
遺
言
を
見
た
以
上
、
敵
討
ち
に
出
な
い
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
諸
国
を
経
巡
り
な
が
ら
西
国
に
下
る
途
中
で
再
会
し
た
か
つ
て
の
朋
友

片
岡
源
介
の
力
を
得
て
、
漸
く
敵
討
ち
に
成
功
、
源
介
勝
弥
は
「
ま
こ
と
の

兄
弟
分
」
と
な
る
。

巻
二
の
一
が
問
題
解
決
型
の
話
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
巻
l
の
五
は
問
題

を
留
保
し
た
ま
ま
新
た
な
局
面
が
展
開
す
る
話
と
な
っ
て
い
る
。
「
兼
て
の

望
ほ
時
節
と
待
年
も
ほ
や
。
二
十
七
歳
に
な
り
ぬ
」
と
い
う
言
い
方
は
、
二

十
七
歳
に
な
る
ま
で
の
時
間
の
流
れ
を
含
み
込
ん
で
大
右
衛
門
の
こ
れ
ま
で

の
人
生
と
現
在
の
状
況
の
因
果
関
係
を
暗
示
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
、
そ
の
内
実
は
読
者
に
対
し
て
知
ら
せ
な
い
と
い
う
い
わ
ば

因
果
を
含
ん
だ
表
現
を
経
て
、
丹
之
介
毒
殺
未
遂
事
件
へ
と
記
述
が
移
り
、

さ
ら
に
そ
の
後
大
石
衛
門
誤
射
事
件
が
発
生
す
る
。
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以
下
そ
の
叙
述
に
つ
い
て
本
文
に
即
し
て
見
て
い
こ
う
。

二

有
時
大
右
衛
門
深
沢
と
い
ふ
所
に
碁
を
い
そ
ぎ
て
。
蛍
見
に
行
に
町
は

づ
れ
な
る
野
辺
に
。
l
村
の
薄
花
菖
蒲
の
茂
り
。
道
ば
た
よ
り
は
見
渡

し
近
く
。
小
細
水
の
滴
出
る
埋
れ
井
有
。
其
脇
に
大
師
の
作
と
い
ひ
伝

へ
た
る
。
石
地
蔵
ま
し
ま
し
て
。
人
心
ざ
し
の
日
は
此
所
に
参
詣
で
水

を
手
向
ぬ
。
裏
通
り
合
す
折
ふ
し
。
侍
の
小
者
ら
し
き
男
。
新
ら
し
き

文
筈
ひ
と
つ
懐
よ
り
取
出
し
。
彼
石
仏
の
前
に
置
。
跡
先
を
見
合
。
覚

へ
て
忘
れ
ゆ
く
風
情
。
い
か
さ
ま
様
子
も
あ
る
べ
し
と
。
其
男
を
追
懸
。

あ
の
箱
は
何
と
て
態
は
捨
置
ぞ
と
尋
ね
け
れ
ば
。
恐
れ
て
返
事
も
せ
ず

に
げ
て
師
座
博
博
と
と
ら
へ
て
。
豊
等
野
寺
に
引
込
。
色
′
＼

責
て
も
子
細
を
い
は
ず
。
重
て
の
あ
や
ま
り
は
か
へ
り
見
ず
。
早
縄
を

懸
て
師
悸
慄
寺
蒜
け
て
。
右
の
文
箱
を
取
に
帰
る
に
。
は
や

里
人
不
思
儀
の
余
儀
を
し
て
。
其
ま
1
奉
行
所
に
あ
が
り
ぬ
。

冒
顕
部
分
で
紹
介
さ
れ
た
い
か
に
も
謎
め
い
た
印
象
の
大
右
衛
門
が
、
新

た
な
謎
に
関
わ
っ
て
い
く
。
傍
線
①
②
③
は
謎
に
対
す
る
登
場
人
物
の
思
い

や
行
動
を
示
し
た
表
現
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
不
明
は
具
体
的
な
事
件
の
展
開

に
即
し
た
も
の
で
あ
り
、
胃
頭
部
分
の
「
兼
て
の
望
」
が
そ
の
内
容
を
不
明

と
す
る
の
と
は
異
な
り
、
や
が
て
不
明
の
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
は
ず
の

も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
謎
解
き
は
容
易
に
は
行
わ
れ
な
い
。

文
箱
の
中
に
は
「
御
内
談
申
せ
し
毒
薬
進
上
申
侯
。
早
≧
彼
者
ど
も
に
御

あ
た
へ
有
べ
し
。
此
状
御
内
見
あ
そ
ば
し
て
後
。
火
中
」
と
い
う
文
面
並
び

に
「
丸
の
中
に
剣
菱
の
紋
所
」
を
記
し
た
手
紙
と
毒
薬
と
が
入
っ
て
い
た
。

そ
の
紋
が
、
春
田
丹
之
介
の
常
紋
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
丹
之
介
は
お
上
に
呼

び
出
さ
れ
詮
議
を
受
け
る
。
以
下
謎
の
内
容
を
詮
索
す
る
表
現
に
傍
線
を
、

謎
の
内
容
を
明
か
す
表
現
に
波
線
を
付
す
。

衛
門
屋
敷
を
立
の
き
行
方
し
ら
ず
。
其
後
丹
之
介
を
め
し
て
。
思
ひ
当

り
た
る
事
も
有
か
と
。
御
尋
ね
あ
そ
ば
し
け
る
に
。
何
の
事
も
存
じ
寄

掛
割
引
封
U
を
申
あ
ぐ
る
。
此
分
に
し
て
は
不
時
に
お
は
し
め
せ
ど
も
。

b

な
く
岸
岡
龍
右
衛
門
下
人
也
。

㍉
∵
∴
∵
∴

紗

．

－

．

卜

病
に
呼
よ
せ
様
子
を
聞
ど
も
。
柳
身
に
覚
の
な
き
大
事
を
引
請
。
朱
門

を
開
け
る
。
大
右
闇
憎
憎
悸
順
ほ
ほ
門
外
の
警
せ

に
掃
付
。
此
度
の
文
箱
の
子
細
は
。
此
者
存
供
と
張
紙
し
て
か
へ
る
。

既
に
夜
明
て
見
る
に
。
此
男
苦
境
切
む
な
し
う
な
れ
ど
も
。
其
形
は
隠

龍
右
衛
門
国
遠
身
に
謬
り

重
ね
て
見
合
次
第
に
申
付

ベ
し
。
丹
之
介
は
別
義
な
く
。
御
奉
公
を
相
勤
め
け
る
。
共
時
過
て
須

ら
な
く
語
る
友
の
尋
ね
け
る
に
。
隠
さ
ず
中
は
兼
て
龍
右
衛
門
。
我
に

執
心
の
書
通
千
度
な
れ
ど
も
。
か
ゝ
る
あ
さ
ま
し
き
心
底
見
極
め
。
取

あ
げ
ざ
る
恨
み
に
。
よ
し
な
き
事
を
た
く
み
ぬ
。
さ
れ
ど
も
恋
よ
り
の

ノ

　

8

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

や

さ

し

き

悪
事
な
れ
ば
。
此
上
な
が
ら
御
前
世
間
を
つ
1
む
と
晒
せ
ば
。
卿
都
心

d

あ
げ
ざ
る
恨
み
に
。

入
感
じ
て
自
然
と
沙
汰
し
て
。
著
道
の
随
一
と
串
も
愚
な
り
。

丹
之
介
は
、
事
件
に
関
し
て
、
後
の
告
白
に
あ
る
よ
う
に
、
身
に
覚
え
が

あ
っ
た
（
波
線
部
C
）
が
、
若
道
に
関
わ
る
こ
と
だ
っ
た
た
め
に
主
君
へ
の

遠
慮
か
ら
世
間
を
は
ば
か
り
（
傍
線
部
⑧
）
、
二
度
に
及
ぶ
取
り
調
べ
に
対

し
て
知
ら
な
い
風
を
装
う
（
傍
線
部
①
⑦
）
。
大
右
衛
門
は
事
件
の
鍵
を
遮

る
人
物
と
し
て
下
人
を
突
き
出
し
（
傍
線
部
⑤
）
、
謎
解
き
に
一
役
買
う
。

そ
の
結
果
岸
岡
龍
右
衛
門
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
（
波
線
部
a

b
）
。
し
か
し
、
龍
右
衛
門
と
丹
之
介
の
関
係
が
具
体
的
に
ど
う
い
う
も
の

か
は
、
下
男
が
自
害
し
丹
之
介
も
ロ
を
閉
ざ
し
て
い
る
た
め
に
不
明
の
ま
ま

で
あ
る
。
そ
の
後
丹
之
介
が
友
人
に
事
実
関
係
を
打
ち
明
け
た
（
波
線
部

C
）
こ
と
か
ら
、
自
然
に
人
々
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
る
（
波
線
部
d
）
。

こ
の
よ
う
に
ひ
と
つ
ひ
と
つ
パ
ズ
ル
の
コ
マ
を
当
て
は
め
て
い
く
よ
う
に

し
て
、
段
階
的
に
事
件
の
全
容
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
丹
之



F男色大鑑』の表現と方法147

介
に
と
っ
て
は
、
龍
右
衛
門
を
捕
ら
え
突
き
出
し
て
く
れ
た
恩
人
が
誰
で
あ

る
か
が
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
謎
の
一
部
を
引
き
継
ぐ
こ
と
で
、
大
右
衛
門

と
丹
之
介
の
出
会
い
の
場
面
が
用
意
さ
れ
る
。

丹
之
介
は
、
「
我
を
か
な
し
み
。
此
者
門
前
に
つ
れ
て
書
付
お
か
れ
し
御

か
た
。
色
く
思
案
め
く
ら
す
れ
ど
も
。
し
れ
ざ
る
事
を
な
げ
き
。
諸
神
を

い
の
る
事
大
か
た
な
ら
ず
」
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
知
り
た
い
と
い
う
欲
求

に
彼
の
生
活
が
支
配
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
彼
の
前
に
謎
を
解
く
チ
ャ

ソ
ス
が
巡
っ
て
く
る
。

其
秋
冬
心
懸
り
に
暮
て
。
明
の
春
山
く
の
雪
も
松
を
見
せ
て
。
日
影

に
水
か
さ
ま
き
り
て
。
常
な
き
滝
を
谷
合
に
見
て
。
細
川
の
す
ゑ
に
茂

網
手
毎
に
。
小
鮎
汲
も
慰
み
と
て
行
に
。
片
里
近
き
野
辺
に
。
色
よ
き

∴
∴
∴
㍉
■
　
∵
　
÷
∵
∴
∴

融
引
劇
引
U
が
。
．
．
何
利
嘲
習
割
可
。
小
硯
に
雫
を
そ
ゝ
ぎ
懐
紙
に
書
く

∵
∵
∵
㍉
∵
－
∵
■
。
∴
∵
－
ハ

朝
d
南
面
山
風
姐
御
封
蝋
。
大
ゑ
も
ん
さ
ま
と
害
し
は
。
跡
よ
り
来
る

＝
二
十
千
ー
∴
㍉
㍉
　
二
十

来
っ
て
。
此
書
付
と
つ
て
行
に
言
葉
を
懸
。

丹
之
介
が
鮎
を
掬
い
に
や
っ
て
き
て
土
地
の
者
と
は
違
う
わ
け
の
有
り
そ

う
な
嶋
村
母
娘
（
傍
線
部
①
）
　
に
出
会
う
。
傍
線
部
②
③
は
母
娘
が
人
目
を

忍
ぶ
様
子
を
表
現
し
て
お
り
、
冒
頭
部
の
嶋
村
一
家
の
謎
め
い
た
雰
囲
気
に

呼
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
自
然
の
風
物
を
求
め
て
外
出
し
、
わ
け
有

り
げ
な
人
物
に
出
会
っ
て
日
を
止
め
る
と
い
う
状
況
は
、
大
右
衛
門
が
蛍
見

に
出
掛
け
て
偶
然
挙
動
不
審
の
岸
岡
龍
右
衛
門
の
下
男
に
出
会
う
状
況
に
叛

似
す
る
。
謎
め
い
た
一
家
の
様
子
に
、
謎
解
き
の
パ
タ
ー
ソ
が
重
ね
ら
れ
る
。

謎
解
き
の
流
れ
は
、
嶋
村
一
家
に
ま
つ
わ
る
謎
で
は
な
く
、
丹
之
介
に
と
っ

て
の
謎
を
明
ら
か
に
す
る
方
向
に
向
け
ら
れ
て
い
る
が
、
冒
頭
部
に
呼
応
し

て
重
ね
ら
れ
た
謎
の
二
重
構
造
が
、
場
面
に
緊
張
感
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

丹
之
介
は
大
右
衛
門
妹
の
筆
跡
が
、
下
男
に
添
え
ら
れ
た
貼
り
紙
の
筆
跡

と
極
似
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
捜
査
に
協
力
し
て
く
れ
た
の
が
大
右
衛
門
で

あ
る
こ
と
を
知
る
。
ほ
ど
な
く
母
妹
を
追
っ
て
や
っ
て
き
た
大
右
衛
門
に
事

情
を
聞
い
て
謎
が
氷
解
し
、
二
人
は
「
互
ひ
に
恩
ひ
初
。
何
の
か
た
め
も
な

く
お
の
づ
と
。
念
通
の
親
し
み
忍
ひ
く
に
。
丹
之
介
屋
形
の
う
ら
な
る
大

河
を
越
て
か
よ
」
ぅ
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
に
新
た
な
秘
密
の
共
有
関
係
が
成

立
す
る
。
大
右
衛
門
一
家
に
ま
つ
わ
る
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
部
分
が
l
層
そ
の

度
合
い
を
強
く
し
た
と
も
い
え
よ
う
。

さ
て
、
「
丹
之
介
屋
形
の
う
ら
な
る
大
河
を
越
て
」
丹
之
介
の
も
と
に
通

う
大
右
衛
門
は
、
水
鳥
に
誤
認
さ
れ
遠
矢
の
的
と
な
っ
て
し
ま
う
。
事
件
当

夜
丹
之
介
が
「
夢
野
の
鹿
」
　
の
故
事
と
相
通
す
る
夢
を
見
て
、
大
右
衛
門
の

身
の
上
を
案
ず
る
場
面
が
作
品
の
最
後
の
山
場
と
な
っ
て
い
る
。

大
右
衛
門
忍
び
姿
岸
の
む
ら
芦
の
陰
に
着
物
ね
ぎ
捨
脇
差
一
腰
と
な
っ

て
。
思
ひ
川
を
こ
す
浅
ひ
心
に
あ
ら
ね
ば
。
瀬
の
は
や
き
時
に
は
情
の

浪
肩
を
こ
し
。
魂
し
つ
む
事
菜
度
か
。
漸
石
垣
に
取
つ
き
。
約
束
の
細

引
を
た
よ
り
に
。
是
ぞ
恋
の
道
し
る
べ
に
し
て
。
切
戸
に
立
寄
ば
。
手

懸
り
程
あ
け
か
け
。
燈
も
ほ
の
か
に
物
静
な
る
は
。
い
つ
に
替
り
て
と
。

す
こ
し
聞
合
す
時
。
内
よ
り
丹
之
介
障
子
け
ほ
し
く
引
あ
け
。
夢
に
し

て
も
今
の
は
悲
し
や
と
。
独
言
申
て
洞
そ
ゝ
ろ
な
る
に
。
大
右
衛
門
と

申
せ
ば
う
れ
し
や
と
。
ぬ
れ
身
そ
の
ま
ゝ
肌
着
の
下
に
巻
込
ら
れ
。
是

に
う
き
事
を
わ
す
れ
。
最
前
の
御
偏
は
何
と
た
づ
ね
け
れ
ば
。
今
宵
は

符
も
一
入
に
久
し
く
。
九
つ
の
時
計
を
聞
寝
入
に
し
て
間
も
な
く
。
御

身
わ
た
ら
せ
ら
る
ゝ
川
中
に
。
流
れ
木
御
足
本
に
横
た
へ
。
此
難
義
に

て
惜
き
御
命
の
捨
る
と
。
は
か
な
き
夢
は
い
つ
の
世
に
。
誰
見
初
て
う
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た
て
し
。
海
渡
る
妻
鹿
の
む
か
し
の
事
迄
も
思
ひ
出
さ
る
ゝ
と
。
又
洞

に
し
づ
む

大
右
衛
門
が
川
を
渡
っ
て
丹
之
介
に
会
い
に
行
き
、
大
右
衛
門
が
川
を
渡

る
こ
と
に
関
し
て
、
丹
之
介
が
不
善
な
夢
を
見
て
大
右
衛
門
の
死
を
予
感
す

る
と
い
う
設
定
は
、
夢
野
の
鹿
の
故
事
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
丹
之
介

自
身
が
「
海
渡
る
妻
鹿
の
む
か
し
の
事
迄
も
思
ひ
出
さ
る
ゝ
」
と
述
べ
て
お

り
、
夢
の
内
容
そ
の
も
の
よ
り
も
そ
れ
に
よ
っ
て
「
海
渡
る
妻
鹿
」
　
の
こ
と

を
思
い
出
し
て
い
る
こ
と
自
体
が
、
不
膏
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
い
る
。
右

の
引
用
の
前
半
部
分
は
、
大
右
衛
門
が
川
を
渡
る
様
子
を
描
写
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
「
思
ひ
川
を
こ
す
」
「
浅
ひ
心
に
あ
ら
ね
ば
」
「
情
の
浪
肩
を
こ
し
」

「
魂
し
つ
む
事
幾
度
か
」
　
の
よ
う
に
、
大
右
衛
門
が
浪
に
も
ま
れ
な
が
ら
深

い
川
を
渡
る
苦
労
と
恋
の
思
い
の
深
さ
せ
つ
な
さ
と
を
二
重
写
し
に
し
た
修

辞
的
感
傷
的
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
大
右
衛
門
の
身
を
案
じ
な

が
ら
そ
の
来
訪
を
待
つ
丹
之
介
の
不
安
、
不
善
な
夢
、
夢
野
の
鹿
の
故
事
と

響
き
合
い
、
そ
の
結
果
、
不
善
な
予
感
の
的
中
と
秘
密
の
恋
の
終
蔦
を
暗
示

す
る
悲
観
的
な
場
が
作
中
に
形
成
さ
れ
る
。

『
摂
津
風
土
記
逸
文
』
　
に
よ
る
と
夢
野
の
故
事
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で

（9）
あ
る
。

摂
辞
の
国
の
風
土
記
に
日
は
く
、
雄
伴
の
群
。
夢
野
あ
り
。
父
老
の
相

伝
へ
て
云
へ
ら
く
、
昔
著
、
刀
我
野
に
牡
鹿
あ
り
き
。
其
の
楠
の
牝
鹿

は
此
の
野
に
居
り
、
其
の
妾
の
牝
鹿
は
淡
路
の
国
の
野
島
に
居
り
き
。

彼
の
雄
鹿
、
屡
野
島
に
往
き
て
、
妾
と
相
愛
し
み
す
る
こ
と
比
ひ
な
し
。

既
に
し
て
、
牡
鹿
、
楠
の
所
に
釆
宿
り
て
、
明
く
る
且
、
牡
鹿
、
其
の

楠
に
語
り
し
く
、
「
今
の
夜
夢
み
ら
く
、
吾
が
脊
に
雪
零
り
お
け
り
と

見
き
。
又
、
す
す
き
と
日
ふ
草
生
ひ
た
り
と
見
き
。
此
の
夢
は
何
の
祥

ぞ
」
と
い
ひ
き
。
其
の
締
、
夫
の
復
妾
の
所
に
向
か
む
こ
と
を
悪
み
て
、

乃
ち
詐
り
相
せ
て
日
ひ
し
く
、
「
背
の
上
に
草
生
ふ
る
は
、
矢
、
青
の

上
を
射
む
祥
な
り
。
又
、
雪
零
る
は
、
白
塩
を
宍
に
塗
る
祥
な
り
。
汝
、

淡
路
の
野
島
に
渡
ら
ば
、
必
ず
船
人
に
遇
ひ
て
、
海
中
に
射
死
さ
れ
な

む
。
護
、
な
復
往
き
そ
」
と
い
ひ
き
。
其
の
牡
鹿
、
感
恋
に
勝
へ
ず
し

て
、
復
野
島
に
渡
る
に
、
海
中
に
行
船
に
通
達
ひ
て
、
終
に
射
死
さ
れ

き
。
故
、
此
の
野
を
名
づ
け
て
夢
野
と
日
ふ
。

「
妾
の
牝
鹿
」
　
の
住
む
淡
路
の
野
島
に
通
う
牡
鹿
を
制
す
る
た
め
に
、
偽

り
の
夢
合
わ
せ
を
し
た
「
楠
の
牝
鹿
」
の
言
葉
通
り
の
最
期
を
遂
げ
る
牡
鹿

で
あ
る
。
そ
れ
が
「
詐
り
相
せ
」
　
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
が
そ
の

通
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
の
故
事
は
、
言
霊
と
し
て
の
言
葉
の
力

が
確
か
に
存
在
し
た
古
代
的
な
発
想
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し

て
、
恐
ろ
し
い
言
霊
を
発
し
て
し
ま
っ
た
「
楠
の
牝
鹿
」
　
の
切
な
く
苦
し
い

胸
中
と
、
そ
れ
を
知
り
つ
つ
　
「
妾
の
牝
鹿
」
に
逢
い
に
行
か
ず
は
い
ら
れ
な

か
っ
た
牡
鹿
の
「
感
恋
に
勝
へ
」
ぬ
心
情
と
が
ぶ
つ
か
り
合
っ
た
と
こ
ろ
に

発
生
し
た
悲
劇
的
な
恋
の
物
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
夢
告
と
し

て
夢
そ
の
も
の
が
未
来
を
予
言
し
た
の
で
は
な
く
、
夢
合
わ
せ
の
こ
と
ば
が

未
来
を
決
定
し
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
話
の
悲
劇
性
が
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
大
右
衛
門
と
丹
之
介
と
の
間
に
生
じ
た
で
き
ご
と
は
、

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
夢
を
現
実
に
当
て
は
め
て
し
ま
っ
た
も
の
と
い
え
る
。

川
を
渡
っ
て
恋
人
に
会
い
に
行
く
と
い
う
点
は
、
夢
野
の
故
事
と
共
通
す
る

が
、
夢
野
の
牡
鹿
が
猟
師
に
よ
っ
て
狙
い
す
ま
さ
れ
た
上
で
射
殺
さ
れ
る
の

に
対
し
て
、
大
右
衛
門
の
場
合
は
、
誤
認
で
あ
り
、
即
死
し
た
わ
け
で
も
な

い
。
矢
傷
が
致
命
傷
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
。
夜
半
の
こ
と
で

も
あ
り
、
相
手
は
水
鳥
と
思
い
こ
ん
で
い
る
。
ま
し
て
や
自
力
で
自
宅
へ
帰

っ
て
き
た
わ
け
だ
か
ら
、
二
人
の
中
が
露
見
す
る
恐
れ
は
少
な
い
と
い
え
よ

ぅ
。
自
分
の
夢
を
夢
野
の
鹿
の
故
事
と
結
び
つ
け
て
お
び
え
る
丹
之
介
の
言

葉
に
操
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
、
大
右
衛
門
は
、
発
狂
を
装
い
、
自
害
し
て
い

る
が
、
そ
の
行
動
に
は
、
死
に
急
い
だ
印
象
が
強
く
残
る
。
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と
も
か
く
、
発
狂
を
装
っ
て
の
自
害
と
い
う
大
右
衛
門
最
後
の
秘
密
の
仕

掛
け
が
施
さ
れ
る
。
し
か
し
、
大
右
衛
門
の
死
の
謎
は
残
さ
れ
た
武
右
衛
門

の
名
入
り
の
矢
か
ら
容
易
に
解
き
明
か
さ
れ
る
。
か
た
や
、
丹
之
介
は
大
右

衛
門
の
墓
の
両
脇
に
自
分
と
藤
井
武
左
衛
門
の
名
前
を
記
し
た
卒
塔
婆
を
立

て
て
武
左
衛
門
を
呼
び
出
す
と
い
う
最
後
の
仕
掛
け
を
用
意
す
る
。
「
御
不

忠
儀
尤
と
」
、
い
ぶ
か
し
が
る
武
右
衛
門
に
対
し
て
謎
解
き
を
し
て
、
「
近
比

お
ぼ
し
め
し
の
外
の
御
仕
合
な
が
ら
。
う
ち
は
た
し
て
た
ま
は
れ
」
と
果
た

し
合
い
を
挑
ん
で
刺
し
違
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
大
右
衛
門
が
「
丹
之
介
屋
形
の
う
ら
な
る
大
河
を
越
て
」
丹

之
介
の
も
と
に
通
っ
て
い
た
と
い
う
記
述
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
は
、
冒
頭
の

l
文
で
あ
る
。

挟
箱
に
た
ゝ
み
船
を
仕
込
。
取
組
ば
三
人
乗
て
。
大
河
を
越
に
た
め
し

あ
り
。
自
然
の
時
は
用
に
も
立
ぬ
べ
し
。

大
右
衛
門
が
所
持
し
て
い
た
は
ず
の
「
た
ゝ
み
船
」
や
そ
れ
を
操
る
技
術

は
ま
っ
た
く
役
に
た
た
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
「
丹
之
介
屋
形
の
う
ら
な

る
大
河
を
越
て
」
通
っ
て
い
た
と
、
あ
え
て
「
大
河
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ

と
が
、
冒
頭
部
分
と
の
照
応
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
大
右
衛
門

の
仕
官
に
際
し
て
有
効
だ
っ
た
「
た
ゝ
み
船
」
　
の
存
在
が
無
意
味
な
も
の
に

な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
丹
之
介
と
念
友
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
主
君
を

裏
切
っ
た
大
右
衛
門
の
行
動
が
、
既
に
主
従
関
係
を
度
外
視
し
た
も
の
だ
っ

た
こ
と
に
連
動
し
て
い
る
。
染
谷
智
幸
氏
は
、
男
色
は
、
「
女
色
が
結
婚
と

い
う
制
度
や
遊
郭
と
い
う
囲
い
込
み
の
形
で
、
家
や
幕
府
・
藩
な
ど
の
公
権

力
に
取
り
込
ま
れ
が
ち
で
あ
っ
た
」
　
の
と
は
対
極
的
な
構
造
を
も
ち
、
世
俗

的
な
権
力
が
介
入
し
え
な
い
自
由
な
恋
愛
の
展
開
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ

（10）

る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
話
に
お
け
る
男
色
も
公
権
力
か
ら
切
り
放
さ

れ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

好
珊
凡

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
男
色
の
無
縁
性
」
と
い
う
側
面
は
、
冒
頭
部
に

示
さ
れ
た
大
右
衛
門
を
巡
る
も
う
ひ
と
つ
の
人
間
関
係
、
つ
ま
り
、
家
族
関

係
を
も
断
ち
切
っ
て
い
く
。
前
節
で
見
た
と
お
り
、
大
右
衛
門
は
、
父
親
亡

き
後
女
手
一
つ
で
子
供
三
人
を
守
り
育
て
た
母
親
に
と
っ
て
「
か
く
有
る
べ

き
」
孝
行
息
子
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
弓
渚
古
中
の
藤
井
武
左
衛
門
の
遠
矢

に
横
腹
を
射
抜
か
れ
て
自
害
す
る
大
右
衛
門
は
、
丹
之
介
の
身
を
守
る
こ
と

の
み
考
え
る
ひ
と
り
の
念
者
で
し
か
な
い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
母
や
妹

へ
の
配
慮
は
一
切
無
い
。
し
か
し
作
者
は
母
と
妹
の
嘆
き
を
確
か
に
記
し
て

いる。

明
の
日
国
中
に
沙
汰
せ
り
。
丹
之
介
か
け
付
様
子
を
閲
に
。
母
妹
の
な

げ
き
目
も
あ
て
ら
れ
ず
。
命
有
ゆ
へ
に
う
き
事
も
見
し
と
。
死
人
に
取

つ
き
刀
に
手
を
懸
し
事
。
二
三
度
も
せ
し
が
心
を
し
づ
め
。
其
矢
は
と

取
あ
げ
見
れ
ば
。
藤
井
武
左
衛
門
と
し
る
せ
り
。
さ
て
は
此
敵
う
た
で

は
と
。
慾
に
し
づ
み
立
帰
る

ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
す
母
妹
に
と
っ
て
、
「
国
中
の
沙
汰
」
と
な
っ
た
大
右

衛
門
の
自
害
は
、
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
丹
之
介
が
大
右
衛

門
と
出
会
う
場
面
、
大
右
衛
門
の
死
の
場
面
と
、
重
要
な
局
面
に
は
必
ず
母

と
妹
の
描
写
が
差
し
挟
ま
れ
る
。
作
品
の
表
現
は
、
常
に
冒
頭
部
の
ベ
ー
ル

に
包
ま
れ
た
大
右
衛
門
の
一
家
の
謎
め
い
た
様
子
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を

促
し
て
い
る
。
そ
の
わ
け
あ
り
げ
な
様
子
と
は
、
「
兼
て
の
望
は
時
節
と
待

年
」
と
い
う
表
現
に
集
約
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
は
ベ
ー
ル

を
剥
が
し
て
そ
の
実
体
を
見
極
め
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
ベ
ー
ル
に
包
ま

れ
て
い
る
こ
と
自
体
が
意
味
を
持
つ
と
い
う
類
の
も
の
で
あ
っ
た
。

公
権
力
と
の
関
係
性
を
断
ち
、
家
族
の
枠
か
ら
も
は
み
出
し
て
男
色
に
生

き
る
大
右
衛
門
が
、
有
縁
な
人
間
関
係
を
捨
て
た
時
点
で
、
有
縁
な
関
係
性

故
に
抱
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
「
兼
て
の
望
」
も
無
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
l
つ
の
望
み
を
胸
に
抱
き
続
け
て
き
た
自
ら
の
過
去
の

人
生
の
時
間
を
無
化
し
た
大
右
衛
門
は
、
そ
の
望
み
を
か
な
え
る
「
時
節
」
、
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つ
ま
り
、
自
ら
の
未
来
さ
え
も
無
き
も
の
に
し
て
し
ま
う
。
男
色
に
生
き
る

こ
と
が
、
こ
の
話
の
中
で
は
、
そ
の
よ
う
な
切
実
な
も
の
と
し
て
措
か
れ
て

いる。水
鳥
と
誤
認
さ
れ
て
射
抜
か
れ
る
た
こ
と
が
原
因
で
自
殺
す
る
と
い
う
大

右
衛
門
の
人
生
は
、
「
兼
て
の
望
」
を
叶
え
る
時
節
を
待
ち
な
が
ら
そ
れ
が

叶
わ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
含
み
こ
ん
で
い
る
こ
と
で
、
そ
れ

が
無
い
場
合
よ
り
も
は
る
か
に
陰
翳
の
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
謎
が
塗

り
重
ね
ら
れ
て
い
っ
た
挙
げ
句
大
右
衛
門
は
あ
っ
け
な
く
生
涯
を
閉
じ
る
。

終
わ
っ
て
み
る
と
大
右
衛
門
の
一
生
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
感
慨
が

強
く
残
る
。
こ
こ
で
強
調
す
べ
き
点
は
、
冒
頭
部
分
で
、
大
右
衛
門
を
と
り

ま
く
状
況
を
提
示
す
る
そ
の
方
法
が
、
そ
の
後
の
展
開
と
違
和
感
を
持
つ
ほ

ど
に
詳
細
か
つ
重
点
的
な
も
の
で
は
な
く
、
か
と
い
っ
て
、
読
み
に
不
必
要

な
も
の
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
る
程
軽
い
付
加
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

浅
野
晃
氏
が
い
う
よ
う
に
、
「
偶
然
に
支
配
さ
れ
る
不
安
定
で
、
変
わ
り

（12）

易
い
人
間
の
運
命
的
な
悲
喜
劇
の
把
蛭
と
い
う
小
説
的
主
題
」
を
　
『
男
色
大

鑑
』
　
に
読
み
と
る
と
す
れ
ば
、
本
話
も
い
く
つ
か
の
偶
然
の
重
な
り
に
よ
っ

て
大
右
衛
門
の
趨
勢
が
移
っ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
措
い
た
も
の
と
も
い
え
る
。

丹
之
介
が
武
左
衛
門
に
投
げ
か
け
た
「
近
比
お
ぼ
し
め
し
の
外
の
御
仕
合
な

が
ら
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
ま
ま
、
大
右
衛
門
の
人
生
に
当
て
は
め
る
こ

と
が
で
き
る
。三

西
鶴
の
表
現
機
構
と
い
う
観
点
か
ら
、
内
容
を
明
示
し
な
い
不
透
明
な
表

現
の
有
効
性
を
示
す
も
の
と
し
て
、
こ
の
部
分
に
あ
え
て
重
点
を
置
い
て
作

品
を
分
析
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
本
誌
の
眼
目
が
、
岸
圃
龍
右
衛
門
に
よ
る

シ
ョ
ッ
キ
ソ
グ
な
丹
之
介
毒
殺
未
遂
事
件
の
功
労
著
大
右
衛
門
と
、
春
田
丹

之
介
と
が
念
友
関
係
を
結
ぶ
経
緯
と
そ
の
後
の
展
開
に
あ
る
と
考
え
る
な
ら

ば
、
大
右
衛
門
の
「
兼
て
の
望
」
が
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
ス
ト

ー
リ
ー
展
開
上
不
問
に
付
し
て
差
し
支
え
な
い
事
柄
と
考
え
る
こ
と
も
で

（14）
き
る
。
か
り
に
こ
の
言
葉
を
読
み
飛
ば
し
た
と
し
て
も
作
品
の
内
容
理
解
に

は
そ
れ
ほ
ど
支
障
を
き
た
す
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
西
鶴
は
、
た
と
え
ば
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
巻
二
の
三
「
姿
の

飛
乗
物
」
　
に
お
い
て
、
因
果
関
係
の
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
飛
乗
物
が
出
没

す
る
怪
異
話
に
対
し
て
「
因
果
」
と
い
う
小
見
出
し
を
付
け
る
と
い
う
逆
説

的
な
表
現
方
法
を
と
る
。
こ
の
話
は
、
ひ
と
つ
の
出
来
事
の
背
景
や
原
因
が

わ
か
ら
な
い
こ
と
を
措
き
つ
つ
、
そ
の
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
ら
に
も
実
は
わ

れ
わ
れ
の
預
か
り
知
ら
な
い
因
果
関
係
が
か
な
ら
ず
有
る
と
い
う
こ
と
を
示

し
、
し
か
し
そ
れ
は
決
し
て
わ
れ
わ
れ
に
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
わ

か
ら
な
い
こ
と
そ
の
も
の
が
怪
異
と
し
て
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
話

で
あ
る
。
西
鶴
の
浮
世
草
子
の
中
で
「
不
思
議
」
と
言
う
語
が
も
っ
と
も
多

く
用
い
ら
れ
て
い
る
　
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
　
で
は
、
数
多
く
の
不
思
議
が
人

智
を
超
え
た
も
の
と
し
て
措
か
れ
、
様
々
な
形
で
読
者
の
想
像
力
を
刺
激
す

る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。

作
品
に
お
い
て
西
鶴
が
読
者
に
捷
供
す
る
情
報
の
透
明
度
と
い
う
も
の
を

考
え
た
場
合
、
透
明
度
一
〇
〇
パ
ー
セ
ソ
ト
と
○
パ
ー
セ
ソ
ト
を
二
つ
の
極

と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
提
供
の
在
り
方
を
想
定
で
き
る
。
透
明
度
一
〇
〇

パ
ー
セ
ソ
ト
の
情
報
提
供
と
は
、
す
べ
て
の
読
者
に
と
っ
て
内
容
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
情
報
で
あ
る
。
不
透
明
に
限
り
な
く
近
い
情
報
と
し
て
ほ
、

た
と
え
ば
、
作
者
で
さ
え
あ
ず
か
り
し
ら
ぬ
登
場
人
物
の
不
可
解
な
行
動
と

い
う
も
の
を
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

『
好
色
一
代
男
』
巻
一
の
l
　
「
け
し
た
所
が
恋
の
は
じ
ま
り
」
で
主
人
公

浮
世
之
介
の
出
生
に
関
し
て
説
明
す
る
部
分
で
、
作
者
は
、
「
此
う
ち
の
腹

よ
り
．
む
ま
れ
て
世
之
介
と
名
に
よ
ぶ
．
あ
ら
ほ
に
著
し
る
す
迄
も
な
し
．
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し
る
人
ほ
し
る
ぞ
か
し
」
と
意
味
深
長
な
表
現
を
し
て
い
る
。
周
知
の
よ
う

（10）

に
西
鶴
は
し
ば
し
ば
「
ぬ
け
」
と
い
う
俳
譜
由
来
の
手
法
に
よ
っ
て
「
知
る

人
ぞ
し
る
ぞ
か
し
」
と
い
っ
た
額
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
楽
屋
落
ち
的
で
あ

っ
た
り
、
少
し
危
な
い
も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
事
柄
を
、
露
骨
に
は
そ
れ
と

わ
か
ら
な
い
よ
う
に
作
品
中
に
盛
り
込
む
。
こ
の
よ
う
な
「
知
る
人
ぞ
し

る
」
情
報
は
、
透
明
度
が
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
半
透
明
な
も
の
と
し
て
イ
メ

ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
ぬ
け
」
に
お
い
て
は
、
楽
屋
落
ち
に
お
け
る

楽
屋
の
広
さ
が
ど
の
程
度
か
に
よ
っ
て
、
情
報
の
透
明
度
が
決
定
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
場
合
、
情
報
が
な
ん
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
ど
の

範
囲
ま
で
明
ら
か
な
情
報
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
の
方
が
意
味
を
持
つ
こ
と

も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
観
点
で
巻
一
の
五
の
「
兼
て
の
望
」
と
い
う
表
現
を
考
え
る

な
ら
ば
、
こ
こ
で
は
、
「
し
る
人
ぞ
し
る
」
と
い
う
楽
屋
落
ち
的
な
不
透
明

感
と
も
ま
た
異
質
な
不
透
明
な
表
現
で
あ
る
と
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
不
透
明
な
情
報
で
あ
る
こ
と
そ
の
も
の
が
意
味
を
持
つ
表
現
と
は

考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
兼
て
の
望
」
　
の
内
容
が
は
っ
き
り
し
て
い
な

い
こ
と
で
、
自
殺
に
い
た
る
大
右
衛
門
の
人
生
の
複
雑
で
不
可
解
な
側
面
が

描
か
れ
る
。

『
男
色
大
鑑
』
　
に
は
、
「
少
年
の
む
か
し
は
四
国
に
な
ら
び
も
な
き
美
形
な

り
。
名
は
松
山
に
高
し
。
萄
矧
刃
の
首
尾
よ
く
。
間
も
な
く
先
知
六

百
石
に
て
済
ぬ
」
（
巻
三
の
五
「
色
に
見
寵
は
山
吹
の
盛
」
）
と
い
う
よ
う
に
、

「
子
細
」
と
い
う
語
を
用
い
て
、
登
場
人
物
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
必
要
最
小

限
の
表
現
で
述
べ
る
場
合
も
多
く
あ
る
が
、
巻
一
の
五
冒
頭
部
の
表
現
は
そ

の
よ
う
な
無
駄
を
省
く
た
め
の
表
現
と
も
異
質
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

巻
l
の
五
同
様
に
、
不
透
明
な
情
報
の
も
つ
イ
メ
ー
ジ
喚
起
力
が
作
中
で

有
効
に
磯
能
し
た
も
の
と
し
て
、
巻
六
の
二
　
「
姿
は
連
理
の
小
桜
」
　
の
表
現

を
見
て
み
よ
う
。

巻
六
の
二
「
姿
は
連
理
の
小
桜
」
は
、
「
あ
か
ず
詠
め
は
姿
の
花
若
道
の

さ
か
り
」
と
評
さ
れ
る
小
桜
千
之
助
を
め
ぐ
る
『
男
色
大
鑑
』
後
半
部
の
話

で
、
次
の
よ
う
な
四
つ
の
内
容
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

①
千
之
助
の
美
し
さ
と
人
気
ぶ
り

②
千
之
助
の
愛
染
明
王
へ
の
祈
願

③
千
之
助
の
口
上

④
備
前
の
人
の
千
之
助
へ
の
立
文
と
恋
の
成
就

ま
ず
①
に
お
い
て
千
之
助
の
美
し
き
は
、
外
面
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
、

内
面
的
に
も
、
身
持
ち
が
堅
く
、
「
逢
ね
は
し
れ
ぬ
や
さ
し
き
事
」
を
多
く

備
え
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
る
。
続
く
②
で
は
、
役
者
が
四
天
王

寺
の
愛
染
明
王
を
信
仰
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
四
天
王
寺
の
法
師

が
仏
前
を
掃
除
し
て
い
て
、
ネ
ズ
、
、
、
に
食
い
荒
ら
さ
れ
た
千
之
助
の
願
状
を

発
見
す
る
。
そ
こ
に
は
「
副
零
封
刊
洲
紺
利
に
よ
っ
て
。
五
年
我
な
が
ら
な

ら
ぬ
事
の
み
対
園
劇
観
の
内
か
た
く
此
身
を
清
め
畢
ぬ
」
と
あ
っ
た
。

さ
て
、
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
「
自
存
ず
る
子
細
」
と
は
い
っ
た
い
何
か
。

「
大
願
成
就
」
す
る
ま
で
は
堅
く
身
を
守
る
と
願
を
か
け
た
、
そ
の
大
願
と

は
何
か
。
鼠
に
か
じ
ら
れ
切
れ
切
れ
に
な
っ
た
願
状
か
ら
ほ
、
そ
れ
を
知
る

術
も
な
い
。
そ
れ
を
法
師
と
共
に
の
ぞ
き
込
ん
で
い
る
「
折
ふ
し
参
詣
し
」

た
人
物
が
い
る
。
そ
れ
は
、
『
男
色
大
鑑
』
巻
一
の
一
「
色
は
ふ
た
つ
の
物

あ
ら
そ
ひ
」
に
登
場
し
た
「
浅
草
の
か
た
陰
に
か
り
地
を
し
て
」
〓
切
衆

道
の
あ
り
が
た
き
事
。
残
ら
ず
。
書
集
め
。
男
女
の
わ
か
ち
を
沙
汰
す
る
」

（15）男
で
あ
る
。
「
ま
こ
と
あ
る
心
か
ら
に
や
と
。
い
と
殊
勝
に
思
は
れ
け
る
」

と
い
う
願
状
を
見
て
の
感
慨
は
、
千
之
助
の
真
撃
な
態
度
そ
の
も
の
に
む
け

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
大
願
が
な
ん
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
よ

り
も
、
五
年
間
の
禁
欲
を
自
ら
に
課
す
千
之
助
の
生
き
方
に
賛
辞
が
送
ら
れ

て
い
る
。

続
く
③
で
は
、
舞
台
の
上
で
千
之
助
が
、
「
我
心
中
に
大
願
あ
っ
て
。
隔
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夜
に
通
夜
を
い
た
す
」
と
、
自
ら
四
天
王
寺
の
願
文
を
思
わ
せ
る
発
言
を
す

る
。
「
其
心
ざ
し
ほ
我
身
に
ぶ
．
別
．
呵
判
引
嘲
引
が
御
ざ
り
ま
し
た
れ
共
」
「
引

わ
か
れ
せ
し
悲
し
さ
は
命
も
絶
る
ば
か
り
で
御
ざ
り
ま
し
た
」
と
、
そ
の
大

願
が
恋
の
成
就
を
願
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
し
か
し
、
そ
れ
が
成
就
し
な

か
っ
た
こ
と
を
明
か
す
。
具
体
的
な
内
容
は
一
切
不
明
で
あ
る
が
、
「
大
願
」

「
ふ
か
い
お
も
は
く
」
と
い
う
重
々
し
い
表
現
が
、
そ
れ
が
な
ん
で
あ
る
か

と
い
う
こ
と
よ
り
も
い
か
に
強
い
思
い
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
示
し
、

前
段
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
千
之
助
の
ひ
た
む
き
さ
を
伝
え
る
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
人
生
に
お
け
る
瑳
鉄
を
経
験
し
た
こ
と
で
、
「
我
身
こ
そ
前
世
の
宿

業
に
よ
っ
て
か
や
う
の
う
き
目
に
あ
ひ
ま
す
る
共
。
せ
め
て
は
世
に
恋
あ
る

人
の
ま
も
り
共
な
ら
な
ん
と
。
身
命
を
な
げ
う
っ
て
世
と
の
恋
あ
る
人
の
為

に
」
足
柄
・
箱
根
他
の
五
明
神
に
祈
り
を
捧
げ
た
と
い
う
口
上
を
述
べ
る
。

そ
の
結
果
明
神
か
ら
「
連
理
の
枝
」
を
授
か
り
恋
の
仲
立
ち
を
す
る
よ
う
に

と
の
託
宣
を
得
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
舞
台
上
か
ら
客
席
に
向
か
っ

て
恋
の
成
就
を
願
う
文
を
「
連
理
の
枝
」
に
結
び
つ
け
る
よ
う
に
と
声
を
か

ける。客
の
中
に
千
之
助
に
思
い
を
寄
せ
る
備
中
の
男
が
お
り
、
自
ら
の
心
中
を

書
き
付
け
た
文
を
枝
に
結
び
つ
け
る
。
以
下
④
で
は
、
そ
の
経
緯
と
手
紙
の

内
容
、
備
中
の
男
へ
の
千
之
助
の
態
度
が
述
べ
ら
れ
る
。

手
紙
は
「
此
月
の
十
日
に
こ
の
所
に
此
す
が
た
し
て
此
御
返
事
を
う
け
と

り
申
べ
く
供
儀
か
な
ら
ず
′
し
く
や
」
と
結
ば
れ
て
い
た
。
楽
屋
で
は
み

ん
な
が
よ
っ
て
た
か
っ
て
手
紙
に
興
味
を
示
し
、
そ
の
中
に
浅
草
に
隠
居
す

る
「
我
」
も
い
る
わ
け
だ
が
、
手
紙
を
自
分
の
た
も
と
に
入
れ
よ
う
と
し
た

九
郎
助
な
る
人
物
に
む
か
っ
て
千
之
助
は
、
「
我
を
恋
て
の
ふ
み
化
に
は
」

と
言
い
放
っ
て
、
手
紙
を
取
り
返
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
我
」
は
「
せ
め

て
は
と
硯
は
や
め
て
か
き
う
つ
し
帰
」
る
。
登
場
人
物
に
関
す
る
情
報
の
不

透
明
感
が
よ
り
い
っ
そ
う
周
辺
の
人
々
の
好
奇
心
を
そ
そ
っ
て
い
る
こ
と
が
、

急
い
で
手
紙
を
書
き
写
し
た
と
い
う
「
我
」
の
行
動
に
よ
っ
て
具
体
的
に
表

現
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
千
之
助
が
手
紙
の
主
の
家
を
探
し
出
す
が
、
そ
の
男
は
「
備
前
よ

り
剣
劇
引
可
身
を
隠
せ
し
人
」
だ
っ
た
。
千
之
助
は
「
習

ひ
そ
か
に
我
方
に
乞
帯
」
る
。
わ
け
有
り
の
男
を
だ
ま
っ
て
自
分
の
家
に
連

れ
帰
り
、
そ
の
わ
け
を
聞
く
こ
と
も
せ
ず
、
一
夜
を
過
ご
す
。
「
是
に
か
ぎ

ら
ず
又
も
」
と
再
会
を
期
し
て
「
心
を
の
こ
し
け
る
物
」
を
手
渡
す
。
そ
れ

が
一
体
何
な
の
か
は
や
は
り
わ
か
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
き
り
備
中
の
男
は

行
方
が
わ
か
ら
な
く
な
る
。
そ
の
間
の
経
緯
は
千
之
助
は
「
人
に
か
た
ら

ず
」
自
分
の
胸
中
に
封
じ
込
め
て
し
ま
う
。
そ
の
こ
と
で
彼
は
「
ふ
か
き
惜

し
り
」
と
評
さ
れ
る
。

千
之
助
が
備
中
の
男
か
ら
熱
烈
な
恋
文
を
も
ら
っ
た
こ
と
は
、
「
我
」
を

初
め
と
す
る
関
係
者
や
役
者
仲
間
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
後
千
之

助
が
わ
ざ
わ
ざ
備
中
の
男
に
会
い
に
行
っ
た
こ
と
は
読
者
に
対
し
て
の
み
示

さ
れ
て
い
る
情
報
で
あ
り
、
事
情
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
が
千
之
助
の
、
、
、
ス

テ
リ
ア
ス
な
部
分
と
し
て
周
囲
の
興
味
を
引
き
つ
け
て
止
ま
な
か
っ
た
と
理

解
で
き
る
。
人
々
は
最
終
的
に
は
千
之
助
の
草
履
取
り
を
酔
わ
せ
て
「
い
つ

ぞ
や
の
文
の
終
り
」
を
聞
き
出
す
。

こ
の
よ
う
に
常
に
千
之
助
に
関
し
て
ベ
ー
ル
の
掛
か
っ
た
表
現
が
と
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
話
の
場
合
に
は
そ
れ
を
知
り
た
が
る
「
我
」
を
含
む
周
囲
の

人
々
の
様
子
が
措
か
れ
、
千
之
助
を
巡
る
情
報
を
享
受
す
る
層
が
、
「
我
」

に
代
表
さ
れ
る
作
中
の
周
辺
人
物
と
、
作
品
の
外
の
読
者
と
の
二
重
構
造
に

な
っ
て
い
る
点
で
興
味
深
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
作
者
は
知
り
た

が
る
人
々
に
対
し
て
詳
細
を
明
白
な
形
で
語
る
と
い
う
方
法
は
と
ら
な
い
。

意
味
深
長
な
言
葉
に
よ
っ
て
千
之
助
の
周
囲
に
謎
め
い
た
印
象
を
与
え
る

と
い
う
表
現
方
法
は
、
大
右
衛
門
に
つ
い
て
述
べ
る
場
合
に
用
い
ら
れ
た
手

法
と
軌
を
l
に
す
る
。
共
に
、
情
報
の
濃
淡
を
調
整
す
る
こ
と
で
登
場
人
物
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の
イ
メ
ー
ジ
や
そ
の
周
辺
に
か
も
し
だ
さ
れ
る
雰
囲
気
を
表
現
し
ょ
う
と
し

た
も
の
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

ひ
と
つ
の
事
件
が
起
こ
っ
た
と
き
に
、
そ
の
真
相
を
知
る
こ
と
が
難
し
い

の
は
、
い
つ
の
時
代
で
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
情
報
が
現
実
と
ず
れ

て
一
人
歩
き
す
る
こ
と
は
、
時
代
を
超
え
て
、
ど
の
よ
う
な
共
同
体
や
組
織

に
お
い
て
も
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
尋
常
で
な
い
事
件
が
報

じ
ら
れ
た
と
き
、
人
々
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
「
な
ぜ
」
「
ど
う
し
て
」

と
い
う
問
い
を
発
す
る
。
「
何
で
そ
ん
な
こ
と
を
？
」
「
あ
の
人
が
何
故
？
」

等
、
事
件
の
背
景
や
因
果
関
係
、
其
の
理
由
な
ど
を
詮
索
し
、
事
件
が
難
解

で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
人
は
さ
ま
ざ
ま
な
論
理
を
組
み
立
て
て
、
わ
か
ら
な

い
と
言
う
こ
と
か
ら
来
る
不
安
感
や
恐
怖
心
か
ら
少
し
で
も
早
く
逃
れ
よ
う

と
す
る
。
し
か
し
、
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
事
件
に
対
し
て
「
な
ぜ
」
と
問
う

こ
と
は
、
覆
水
盆
に
返
ら
ず
と
い
う
意
味
で
、
無
意
味
な
こ
と
で
も
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
を
、
事
件
の
当
事
者
で
さ
え
は
っ
き
り
と

打
ち
出
せ
な
い
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
理
解
を
拒
絶
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
ま

さ
に
事
件
の
恐
ろ
し
さ
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
『
男
色
大
鑑
』
巻
一
の
五
に
お
け
る
丹
之

介
毒
殺
未
遂
事
件
に
関
し
て
は
、
大
右
衛
門
の
　
「
兼
て
の
望
」
が
何
で
あ
る

か
が
不
明
の
ま
ま
、
事
件
の
謎
が
解
か
れ
て
い
く
が
、
結
局
そ
の
全
容
が
、

推
理
小
説
的
に
す
っ
き
り
と
解
明
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
冒
頭
部
の
不
透

明
な
表
現
が
作
品
全
体
を
包
み
込
み
、
そ
の
わ
か
ら
な
さ
が
、
一
つ
の
出
来

事
や
一
人
の
人
間
を
措
い
て
い
く
際
に
、
実
態
感
や
存
在
感
を
深
め
る
方
向

に
寄
与
し
て
い
る
。

西
鶴
作
品
に
常
時
つ
き
ま
と
う
評
価
の
割
れ
も
、
こ
と
ば
に
与
え
ら
れ
た

想
像
の
余
地
の
在
り
方
や
そ
の
度
合
い
が
実
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
こ
と
に
そ

の
l
因
が
有
る
よ
う
に
も
思
う
。

表
現
上
内
容
上
の
違
和
感
を
そ
の
ま
ま
認
め
る
こ
と
が
、
西
鶴
の
読
み
の

方
向
性
と
し
て
至
当
な
も
の
か
ど
う
か
、
今
後
さ
ら
に
範
囲
を
広
げ
て
考
え

て
い
き
た
い
。

注（
1
）
　
清
水
原
三
『
戸
隠
の
忍
者
』
二
九
八
二
・
五
、
銀
河
書
房
）
参
照
。

（
2
）
　
西
鶴
の
作
品
の
引
用
は
、
す
べ
て
中
央
公
論
社
版
定
本
西
鶴
全
集
所
収
の

本
文
に
よ
る
。

（
3
）
　
引
用
は
、
日
本
庶
民
生
活
資
料
集
成
第
二
十
八
巻
（
一
九
八
〇
・
四
、
三

一
書
房
）
所
収
の
本
文
に
よ
る
。

（
4
）
　
『
日
本
国
語
大
辞
典
縮
刷
版
』
第
七
巻
（
l
九
八
一
・
九
、
小
学
館
）
。

（
5
）
　
た
と
え
ば
、
染
谷
智
幸
氏
「
『
男
色
大
鑑
』
の
唯
美
性
と
観
念
性
」
（
論
集

近
世
文
学
3
『
西
鶴
と
そ
の
周
辺
』
　
l
九
九
l
二
　
「
勉
成
社
）
、
同
「
西
鶴

と
元
禄
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
　
ー
　
女
色
と
男
色
の
対
極
性
を
中
心
に
1
－
⊥

（
『
日
本
文
革
論
羊
』
第
二
〇
号
、
一
九
九
五
二
二
）
、
森
耕
一
氏
「
西
鶴
作
品
の

男
色
I
『
男
色
大
鑑
』
と
『
好
色
五
人
女
」
を
中
心
に
　
－
　
」
（
『
園
田
国

文
』
第
一
七
号
、
t
九
九
六
二
二
）
等
参
照
。

（
6
）
　
た
と
え
ば
、
浅
野
晃
氏
「
『
男
色
大
鑑
』
　
の
主
題
」
（
『
西
鶴
論
致
』
一
九

九
〇
・
五
、
勉
成
社
）
、
井
口
洋
氏
「
傘
持
っ
て
も
ぬ
る
1
身
　
－
　
『
男
色
大

鑑
』
試
論
1
－
⊥
（
『
西
鶴
試
論
』
一
九
九
l
・
五
、
和
泉
書
院
）
、
篠
原
進
氏

「
『
男
色
大
鑑
』
　
の
（
我
）
と
方
法
」
（
『
青
山
語
文
』
第
二
七
号
、
一
九
九
七
・

三
）
等
参
照
。

（
7
）
　
伴
信
友
『
入
国
記
』
　
（
改
定
史
籍
集
覧
第
十
七
冊
所
収
）
。

（
8
）
　
塘
幸
男
『
西
鶴
文
学
の
地
名
に
関
す
る
研
究
』
第
二
巻
（
l
九
八
八
・
二
、

和
泉
書
院
）
。

（
9
）
　
「
夢
野
」
（
日
本
古
典
文
学
大
系
2
『
風
土
記
』
一
九
五
八
・
四
、
岩
波
書

店）。
（
1
0
）
　
「
西
鶴
と
元
禄
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
　
ー
　
女
色
と
男
色
の
対
極
性
を
中

心
に
ー
ー
⊥
（
『
日
本
文
学
論
叢
』
第
二
〇
号
、
一
九
九
五
二
二
）
参
照
。

（
1
1
）
　
同
右
。

（
1
2
）
　
浅
野
晃
氏
「
『
男
色
大
鑑
』
　
の
主
題
」
（
『
西
鶴
論
致
』
一
九
九
〇
・
五
、
勉
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成
社
）
参
殿
。

（
1
3
）
一
九
九
八
年
度
本
学
国
語
専
攻
の
国
文
学
講
読
演
習
Ⅴ
に
お
い
て
、
本
話

を
担
当
し
た
佐
藤
亜
希
子
さ
ん
が
、
「
兼
て
の
望
」
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
の
違

和
感
を
指
摘
し
、
拙
論
に
示
唆
を
与
え
て
く
れ
た
。

（
1
4
）
　
篠
原
進
氏
は
、
西
鶴
の
浮
世
草
子
の
方
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
ぬ
け
」
に

関
し
て
積
棲
的
に
論
じ
て
い
る
。
「
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
　
の
（
ぬ
け
）
」
（
『
日

本
文
学
』
一
九
八
九
・
八
）
、
「
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
　
の
（
ぬ
け
）
」
（
『
青
山
学
院

大
学
文
学
部
紀
要
』
第
三
一
号
、
一
九
九
〇
・
二
）
、
「
西
鶴
の
（
ぬ
け
）
」
（
国

文
学
研
究
資
料
館
講
演
集
1
5
『
西
鶴
－
没
後
三
宮
年
－
』
一
九
九
四
二
二
）
等

参照。

（
1
3
）
　
篠
原
進
氏
「
『
男
色
大
鑑
』
　
の
（
我
）
と
方
法
」
（
『
青
山
語
文
』
第
二
七

号
、
一
九
九
七
二
二
）
は
、
こ
の
「
我
」
＝
西
鶴
と
は
せ
ず
、
「
西
鶴
め
か
し

た
」
「
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
の
」
我
と
認
定
す
る
。
首
肯
す
べ
き
も
の
と
考
え

る。
（
1
4
）
　
右
の
篠
原
氏
の
論
文
で
は
、
こ
の
表
現
を
『
男
色
大
鑑
』
　
の
「
ぬ
け
」
の

一
つ
に
数
え
る
。

織香林平


