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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
井
原
西
鶴
に
よ
る
怪
異
短
編
集
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』（
貞

享
二
年
〈
一
六
八
五
〉
刊
）
所
収
の
巻
二
の
四
「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」

に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

　
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
序
文
は
、「
世
間
の
広
き
事
、
国
〳
〵
を
見
め
ぐ

り
て
、
は
な
し
の
種
を
も
と
め
ぬ
」
と
始
ま
り
、
つ
づ
い
て
諸
国
に
存
在

す
る
伝
説
上
の
怪
異
を
挙
げ
て
い
く
。
温
泉
の
中
に
泳
ぐ
魚
、
閻
魔
王
の

巾
着
な
ど
、
空
想
上
の
事
柄
が
列
挙
さ
れ
る
中
、
最
後
に
「
都
の
嵯
峨
に
、

四
十
一
迄
大
振
袖
の
女
あ
り
」
と
あ
る
。
そ
し
て
、「
是
を
お
も
ふ
に
、

人
は
ば
け
も
の
、
世
に
な
い
物
は
な
し
」
と
結
ば
れ
る
。
人
間
と
隔
絶
し

た
存
在
で
あ
る
怪
異
と
、
振
袖
を
着
る
四
十
一
歳
の
女
を
同
等
に
並
べ
、

「
人
は
ば
け
も
の
」
と
言
い
切
る
さ
ま
に
強
い
魅
力
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

そ
こ
に
は
、
人
間
こ
そ
怪
異
で
あ
り
、
何
よ
り
も
恐
ろ
し
い
と
存
在
だ
と

す
る
鋭
い
視
点
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
作
品
に
お
い
て
、
西
鶴
の
視
点
は
人
間
の
内
面
に
注

が
れ
て
い
る
。
ど
の
物
語
も
単
な
る
不
思
議
な
話
で
は
な
く
、
人
間
へ
の

深
い
洞
察
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
怪
異
を
通
し
て
、
西
鶴
は
人
間
の
何

を
描
こ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
物
語
の
個
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

で
、
そ
の
答
え
を
探
り
た
い
。

　

本
稿
で
は
、
そ
う
い
っ
た
人
間
の
内
面
へ
の
洞
察
と
い
っ
た
観
点
か

ら
、
作
品
を
読
み
解
き
た
い
。
先
行
研
究
を
参
照
し
つ
つ
、
典
拠
と
の
比

較
や
、
他
の
作
者
に
よ
る
作
品
と
の
比
較
を
行
い
、
作
品
そ
の
も
の
の
魅

力
を
考
察
し
て
い
く
。

　

な
お
、
本
稿
で
の
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
本
文
の
引
用
は
、
岩
波
書
店

『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
よ
る
。

一
、
概
要
と
典
拠

　
「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」
と
は
、
以
下
の
よ
う
な
物
語
で
あ
る
。

　

あ
る
商
人
が
大
和
の
生
駒
山
を
通
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
老
人
に
出
会

い
、
山
道
が
つ
ら
い
の
で
背
負
っ
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ
た
。
荷
物
が
重
い

『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」
論

齋

藤

優

香
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か
ら
と
断
る
が
、
老
人
は
重
く
は
な
い
と
言
っ
て
ひ
ら
り
と
商
人
に
飛
び

乗
っ
た
。
そ
の
ま
ま
一
里
ほ
ど
歩
く
と
、
老
人
は
ま
た
ひ
ら
り
と
下
り
、

商
人
に
酒
を
振
舞
お
う
と
、
息
と
一
緒
に
手
樽
を
吹
き
出
し
た
。
つ
づ
け

て
小
鍋
を
い
く
つ
か
、
さ
ら
に
若
い
美
女
も
吹
き
出
し
た
。
商
人
と
老
人

は
酒
を
楽
し
み
、
酔
い
覚
ま
し
と
し
て
瓜
も
出
さ
れ
た
。
や
が
て
老
人
が

寝
て
し
ま
う
と
、
美
女
は
今
の
内
の
楽
し
み
だ
か
ら
許
し
て
ほ
し
い
と
し

て
、
か
く
し
夫づ

ま

で
あ
る
若
い
男
を
吹
き
出
し
、
あ
た
り
を
歩
い
て
楽
し
ん

だ
。
し
ば
ら
く
し
て
美
女
が
男
を
飲
み
こ
む
と
、
老
人
は
目
覚
め
て
美
女

や
道
具
を
飲
み
こ
み
、
金
の
鍋
だ
け
を
残
し
て
商
人
に
与
え
、
住
吉
の
方

へ
飛
び
去
っ
た
。
商
人
は
う
た
た
寝
を
し
て
、
め
で
た
い
夢
を
見
た
。
里

に
帰
っ
て
こ
の
事
を
話
す
と
、
そ
れ
は
生
馬
仙
人
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
に
お
い
て
、「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」
の
直
接

の
典
拠
は
唐
の
段
成
式
の
随
筆
『
酉
陽
雑
俎
』
所
収
の
「
羨
陽
書
生
」
で

あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
『
続
斉
諧
記
』
に
あ
っ
た
記
述
が
要
約
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。『
続
斉
諧
記
』
の
「
羨
陽
書
生
」
は
、
仙
人
が
吹
き

出
し
た
女
性
が
男
性
を
吹
き
出
し
、
最
後
に
は
そ
の
男
性
が
さ
ら
に
ほ
か

の
女
性
を
吹
き
出
す
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
る
。
対
し
て
『
酉
陽
雑
俎
』

の
「
羨
陽
書
生
」
は
女
性
が
男
性
を
吹
き
出
す
ま
で
で
終
わ
っ
て
お
り
、

「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」
も
同
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
典
拠
は
『
酉
陽
雑

俎
』
の
「
羨
陽
書
生
」
で
あ
る
だ
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
は
、
駒
田
信
二
氏

が
指
摘
し注
注

、
ま
た
平
林
香
織
氏
も
述
べ
て
い
る注
注

。
し
か
し
そ
の
内
容
を
ふ

ま
え
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
容
易
に
は
典
拠
を
判
断
で
き
な
い
。

　
『
続
斉
諧
記
』
の
「
羨
陽
書
生
」
で
は
、
許
彦
と
い
う
男
が
二
十
歳
ば

か
り
の
書
生
に
出
会
う
。
こ
の
書
生
が
「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」
に
お
け

る
生
馬
仙
人
に
あ
た
り
、
口
か
ら
銅
盤
や
女
を
吹
き
出
す
の
で
あ
る
。
そ

し
て
女
が
か
く
し
夫
を
吹
き
出
し
、
そ
の
か
く
し
夫
も
別
の
女
を
吹
き
出

す
。
宴
が
終
わ
る
と
書
生
は
す
べ
て
を
飲
み
こ
み
、
大
き
な
銅
盤
だ
け
を

許
彦
に
与
え
る
。
そ
の
後
、
官
職
に
就
い
た
許
彦
が
長
官
に
そ
の
銅
盤
を

贈
っ
た
。
長
官
が
調
べ
た
と
こ
ろ
、
銅
盤
は
三
百
年
ほ
ど
前
に
作
ら
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。

　
『
酉
陽
雑
俎
』
で
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
女
が
か
く
し
夫
を
出
す
ま

で
で
終
わ
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
が
、
最
後
は
同
様
に
、
書
生
は
銅
盤
を

残
し
て
い
く
。
し
か
し
そ
の
後
日
談
が
省
略
さ
れ
て
お
り
、
銅
盤
が
昔
の

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
な
い
。
銅
盤
が
大
昔
の
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
書
生
が
長
い
時
間
を
生
き
て
い
る
存
在
で
あ
る
と

示
し
て
い
る
。
書
生
の
正
体
に
か
か
わ
る
重
要
な
箇
所
で
あ
る
と
思
う

が
、『
酉
陽
雑
俎
』
に
は
こ
の
部
分
が
な
く
、
書
生
が
銅
盤
を
残
し
た
と

こ
ろ
で
物
語
は
終
了
し
て
い
る
。

　

直
接
の
典
拠
と
さ
れ
て
い
る
『
酉
陽
雑
俎
』
で
は
、
書
生
の
正
体
は
何

も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
が
、「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」
で
は
、
そ
の

正
体
は
仙
人
と
さ
れ
て
い
る
。
仮
に
『
続
斉
諧
記
』
を
典
拠
と
す
る
と
、

銅
盤
が
古
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
書
生
を
不
老
不
死
の
存
在
と
考

え
、
同
じ
く
不
老
不
死
で
あ
る
仙
人
へ
と
当
て
は
め
た
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
、
こ
れ
は
自
然
な
発
想
で
あ
る
だ
ろ
う
。
で
は
『
続
斉
諧
記
』
が
典

拠
な
の
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
先
に
述
べ
た
吐
き
出
す
回
数
の
違
い
の
問

題
は
解
消
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
銅
盤
が
古
い
も
の
だ
と
い
う
後
日
談
が
な

い
と
し
て
も
、
口
か
ら
様
々
な
も
の
を
吐
き
出
す
と
い
う
不
思
議
な
術
を
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以
っ
て
、
西
鶴
が
書
生
を
仙
人
と
当
て
は
め
る
こ
と
も
十
分
に
あ
り
得
る

こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
の
、『
酉
陽
雑
俎
』

が
典
拠
で
あ
る
と
い
う
見
方
を
否
定
し
な
い
。
し
か
し
「
残
る
物
と
て
金

の
鍋
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
西
鶴
は
典
拠
の
銅
盤
を
重
視

し
て
い
た
と
考
え
、『
続
斉
諧
記
』
の
後
日
談
を
元
に
書
生
を
仙
人
と
設

定
し
た
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
う
え
で
、
以

降
の
典
拠
と
の
比
較
は
原
則
と
し
て
『
酉
陽
雑
俎
』
を
元
に
行
い
、『
続

斉
諧
記
』
と
比
較
す
る
際
は
そ
の
旨
を
明
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
典
拠
に
仙
人
の
文
字
は
な
い
。
不
老
不
死
を
ほ
の

め
か
し
て
も
、
あ
く
ま
で
書
生
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」

に
お
い
て
仙
人
と
し
た
の
は
西
鶴
の
独
自
の
趣
向
で
あ
る
。
な
お
か
つ
、

副
題
は
「
仙
人
」
で
あ
り
、
本
話
で
は
仙
人
が
主
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い

る
。
典
拠
に
お
け
る
不
思
議
な
術
を
使
う
書
生
を
、
仙
人
に
設
定
し
な
お

す
こ
と
に
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ

に
西
鶴
の
意
図
が
あ
る
と
考
え
、
そ
の
よ
う
な
見
通
し
の
も
と
、
以
降
は

仙
人
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
て
い
き
た
い
。

二
、
新
し
い
仙
人
像

　

仙
人
は
古
く
か
ら
、
山
に
住
ま
う
術
使
い
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
。
そ

の
定
義
付
け
は
難
し
い
が
、
中
国
の
道
教
の
説
話
集
で
様
々
な
仙
人
を
紹

介
す
る
『
列
仙
伝
』
が
、
仙
人
伝
の
は
じ
ま
り
と
も
言
わ
れ
る
。
お
お
ま

か
に
言
っ
て
し
ま
う
と
、仙
人
と
は
山
に
住
み
、永
遠
の
命
を
持
ち
、数
々

の
術
を
持
っ
て
い
る
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
も
と
は
中
国
で
生

ま
れ
た
仙
人
は
、
日
本
に
お
い
て
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

日
本
の
有
名
な
仙
人
伝
説
と
し
て
、
久
米
仙
人
や
一
角
仙
人
が
挙
げ
ら

れ
る
。
ど
ち
ら
も
説
話
や
謡
曲
な
ど
に
登
場
し
、
広
く
そ
の
存
在
が
認
知

さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
、
久
米
仙
人
に
つ
い
て
詳
細
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

久
米
仙
人
の
伝
承
を
辿
る
と
、
そ
の
主
な
ひ
と
つ
と
し
て
『
今
昔
物
語

集
』
に
行
き
当
た
る
。
巻
第
十
一
の
「
久
米
仙
人
始
造
久
米
寺
語
第
二
十

四
」
で
は
、
久
米
仙
人
が
久
米
寺
を
建
立
し
た
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

空
を
飛
び
ま
わ
っ
て
い
た
久
米
仙
人
は
、
着
物
を
洗
う
若
い
女
の
白
い

ふ
く
ら
は
ぎ
を
見
た
と
た
ん
、
欲
情
を
感
じ
墜
落
し
て
し
ま
っ
た
。
術
を

失
い
そ
の
女
を
妻
と
し
て
暮
ら
し
、
後
に
再
び
修
行
し
て
術
を
得
、
喜
ん

で
久
米
寺
を
建
立
し
た
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

　

久
米
仙
人
は
そ
の
後
、
伝
説
の
「
女
に
欲
情
し
て
墜
落
し
た
」
と
い
う

部
分
が
特
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
近
世
に
広
く
流
布
し
た

と
い
う
『
徒
然
草
』
第
八
段
に
は
、「
世
の
人
に
心
ま
ど
は
す
事
、
色
欲

に
は
し
か
ず
。
人
の
心
は
愚
か
な
る
も
の
か
な
」
と
あ
り
、
そ
の
例
と
し

て
「
久
米
の
仙
人
の
、
物
洗
ふ
女
の
脛
の
白
き
を
見
て
、
通
を
失
ひ
け
ん

は
」
と
伝
説
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
西
鶴
の
著
し
た
天
和
二
年
（
一

六
八
二
）
刊
『
好
色
一
代
男
』
巻
七
「
口
添
て
酒
軽
籠
」
に
も
、
世
之
介

が
女
の
乱
れ
姿
に
欲
情
し
た
際
に
「
久
米
の
仙
も
こ
ん
な
事
な
る
べ
し
」

と
あ
る
。
近
世
に
お
い
て
久
米
仙
人
の
墜
落
説
話
は
広
く
認
識
さ
れ
、
西

鶴
に
も
、
色
欲
に
負
け
た
仙
人
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

続
い
て
一
角
仙
人
で
あ
る
が
、
こ
の
仙
人
も
ま
た
、
色
欲
に
よ
っ
て
神

通
力
を
失
っ
た
と
さ
れ
る
。
久
米
仙
人
と
同
じ
『
今
昔
物
語
集
』
巻
五
で



34

そ
の
説
話
が
語
ら
れ
て
い
る
。
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

山
中
深
く
に
住
ん
で
い
た
一
角
仙
人
が
、
雨
の
降
っ
た
日
に
足
を
滑
ら

し
て
転
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
れ
に
腹
を
立
て
、
雨
を
降
ら
せ
る
竜
王
を
水

瓶
の
中
に
閉
じ
込
め
た
た
め
、
以
後
十
二
年
雨
が
降
ら
な
か
っ
た
。
何
と

か
雨
を
降
ら
せ
よ
う
と
し
て
、
国
の
大
臣
た
ち
は
、
一
角
仙
人
の
神
通
力

を
失
わ
せ
竜
王
を
解
放
し
よ
う
と
考
え
た
。
そ
し
て
美
女
を
山
に
入
れ

た
。
一
角
仙
人
は
そ
の
女
に
心
奪
わ
れ
、
女
の
身
体
に
触
れ
た
。
す
る
と

水
瓶
が
割
れ
て
竜
王
が
飛
び
出
し
、
雨
が
降
り
注
い
だ
。

　

こ
こ
で
も
、
仙
人
が
術
を
失
う
原
因
と
し
て
情
欲
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
一
角
仙
人
に
関
す
る
伝
説
は
、
そ
の
後
も
日
本
の
文
学

に
お
い
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
浅
井
了
意
著
の
寛
文
元
年

（
一
六
六
一
）
頃
刊
『
浮
世
物
語
』
で
は
、「
五　

傾
城
の
事
」
に
「
今
は

む
か
し
、
傾
城
と
い
ふ
は
天
竺
に
も
有
り
け
り
。（
中
略
）
か
の
一
角
仙

人
は
、
淫
女
に
お
と
さ
れ
侍
べ
り
と
か
や
、
仏
経
に
も
説
か
れ
た
り
」
と

あ
り
、
近
世
に
お
い
て
も
そ
の
伝
説
が
流
布
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
日
本
に
お
い
て
有
名
な
仙
人
で
あ
る
久
米
仙
人
と
一

角
仙
人
は
、
ど
ち
ら
も
情
欲
に
よ
っ
て
術
を
失
う
仙
人
で
あ
る
。
ま
た
特

に
説
話
の
そ
の
部
分
が
注
目
さ
れ
、
後
世
に
お
い
て
も
、
欲
を
も
っ
て
堕

落
し
た
仙
人
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
認
識
は
、
西
鶴
自

身
や
西
鶴
が
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ
る
浅
井
了
意
に
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
う
い
っ
た
『
今
昔
物
語
集
』
に
描
か
れ
る
仙
人
に
つ
い
て
、
大
星
光

史
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る注
注

。

（『
今
昔
物
語
集
』
の
）
イ
ン
ド
、
中
国
、
日
本
各
国
の
巻
々
に
必

ず
「
仙
人
」
が
出
て
く
る
。
し
か
も
こ
の
仙
人
、
ま
と
も
に
ほ
め
ら

れ
、
優
遇
さ
れ
る
者
は
極
め
て
少
な
い
。
中
で
も
仏
教
、
仏
典
、
仏

僧
と
何
か
で
競
り
合
い
、
勝
ち
負
け
を
決
め
る
段
に
な
る
と
必
ず
敗

者
に
な
り
、
惨
め
な
結
末
を
迎
え
る
。『
今
昔
』
が
あ
る
い
は
仏
教

的
説
話
、
霊
験
譚
を
重
ん
じ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
ゆ
え
ん
な

の
か
も
し
れ
な
い
。
仙
人
、
道
教
的
勢
力
は
、
仏
教
仏
典
の
影
響
力

の
前
に
兜
を
脱
が
ざ
る
を
得
な
い
。
時
代
の
主
流
、
趨
勢
が
支
配
し

て
い
た
こ
と
が
は
っ
き
り
と
わ
か
る
。

　

そ
し
て
、
特
に
一
角
仙
人
に
つ
い
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る注４
。

こ
の
女
の
色
に
迷
う
仙
人
、
修
行
で
積
み
重
ね
た
法
力
を
ア
ッ
と
い

う
間
に
フ
イ
に
し
て
し
ま
う
そ
の
と
こ
ろ
に
、
俗
人
の
嘲
笑
、
蔑
視

と
同
時
に
妙
な
共
感
、
親
し
み
も
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
失
敗

は
な
る
ほ
ど
失
敗
で
あ
っ
て
も
、
後
世
に
語
り
伝
え
ら
れ
る
人
間

味
、
同
情
の
余
地
も
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
落
ち
こ
ぼ
れ

た
聖
者
、
そ
れ
は
仙
人
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
仙
人
、
話
題
の
豊
富
な
、

人
間
の
欠
陥
と
共
通
す
る
も
の
を
持
つ
、
い
た
っ
て
親
し
み
や
す
い

存
在
で
も
あ
っ
た
。

　

つ
ま
り
仙
人
は
、
聖
者
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
不
完
全
さ
を
強
調
す

る
こ
と
で
滑
稽
味
を
備
え
た
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
久
米
仙
人
や
一
角
仙
人
に
お
け
る
そ
の
滑
稽
味
は
、
情
欲
に
負
け
て

し
ま
う
こ
と
で
表
さ
れ
て
い
た
。

　

で
は
、「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」
の
生
馬
仙
人
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

口
か
ら
妾
で
あ
る
女
性
を
出
し
、
一
緒
に
酒
を
飲
む
と
い
っ
た
行
動
は
、

と
て
も
仙
人
ら
し
い
と
は
言
え
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
仙
人
は
、
そ
う
い
っ

た
言
動
を
し
な
が
ら
、
術
を
失
う
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
先
に
述
べ
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た
滑
稽
味
に
つ
い
て
も
、
情
欲
に
負
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
情
欲

を
持
っ
て
な
お
仙
人
で
い
る
こ
と
で
表
さ
れ
て
い
る
。
あ
き
ら
か
に
、
久

米
仙
人
や
一
角
仙
人
の
よ
う
な
こ
れ
ま
で
の
仙
人
像
と
は
異
な
っ
た
人
物

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
早
川
由
美
氏
も
、
久
米
仙
人
や
一
角
仙
人
と
比
較
し
、

本
話
の
仙
人
を
「
か
な
り
俗
っ
ぽ
い
よ
う
だ
」
と
述
べ
て
い
る注５
。
な
ぜ
仙

人
で
あ
り
な
が
ら
、
術
を
失
う
こ
と
な
く
女
性
と
過
ご
す
こ
と
が
で
き
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
生
馬
仙
人
が
ど
う
い
っ
た
仙
人
な
の
か
を
考

え
て
い
き
た
い
。

　

田
中
玄
順
編
『
本
朝
列
仙
伝
』
に
、
生
馬
仙
人
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ

る
。
刊
行
は
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
よ
り
後
の
貞
享
三
年
で
あ
る
が
、
そ

の
挿
絵
は
西
鶴
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、「
生
馬
仙

人
ハ
摂
津
国
住
吉
ノ
人
ナ
リ
。
河
内
州
高
安
ノ
東
山
ノ
麓
生
馬
谷
ニ
ス
メ

リ
」
と
あ
り
、
つ
づ
い
て
仙
人
は
、「
コ
レ
ヲ
食
セ
バ
飢
渇
ヲ
ヤ
ム
ベ
シ

ト
」
と
、
谷
で
出
会
っ
た
僧
に
瓜
を
ふ
る
ま
う
。
ふ
る
ま
う
の
は
瓜
だ
け

で
、
ほ
か
の
料
理
を
出
し
た
り
、
ま
し
て
女
性
を
同
席
さ
せ
る
こ
と
は
な

い
。
何
年
こ
の
地
に
住
ん
で
い
る
の
か
と
聞
か
れ
、「
我
此
山
谷
ニ
入
リ

テ
ヨ
リ
以
来
イ
マ
ニ
山
ヲ
下
テ
麓
ヲ
見
ズ
」、「
長
生
不
死
ノ
道
ヲ
求
ル
ナ

リ
」
と
答
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
生
馬
仙
人
の
性
質
は
こ
れ
ま
で
挙
げ
て

き
た
仙
人
の
特
徴
と
変
わ
り
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
林
羅
山
著

の
『
本
朝
神
社
考
』
に
も
、
生
馬
仙
人
の
項
に
同
様
の
内
容
が
書
か
れ
て

い
る
。

　

生
駒
の
山
と
い
う
住
処
と
、
瓜
を
ふ
る
ま
う
と
い
う
点
で
「
残
る
物
と

て
金
の
鍋
」
の
生
馬
仙
人
と
共
通
し
て
い
る
が
、
飢
え
か
ら
僧
を
救
う
た

め
に
瓜
だ
け
を
取
り
出
し
て
ふ
る
ま
う
『
本
朝
列
仙
伝
』
の
仙
人
に
対
し
、

「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」
の
生
馬
仙
人
は
宴
の
た
め
数
々
の
料
理
や
酒
の

あ
と
に
「
冷
や
し
物
」
と
し
て
瓜
を
口
か
ら
吹
き
出
し
て
い
る
。
瓜
は
典

拠
の
「
羨
陽
書
生
」
に
は
登
場
し
て
お
ら
ず
、
ほ
か
の
仙
人
が
瓜
を
扱
う

例
も
見
ら
れ
な
い
た
め
、
瓜
は
生
馬
仙
人
固
有
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
瓜

を
「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」
の
生
馬
仙
人
は
よ
り
俗
に
扱
っ
て
い
る
。
ま

た
、
本
来
は
山
か
ら
下
り
た
こ
と
の
な
い
と
い
う
生
馬
仙
人
を
、
毎
日
住

吉
か
ら
生
駒
に
通
っ
て
い
る
設
定
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
西
鶴
は
、
生

駒
と
い
う
舞
台
、
瓜
と
い
う
特
徴
的
な
事
物
を
元
々
の
生
馬
仙
人
か
ら
用

い
な
が
ら
俗
化
し
、
吹
き
出
す
と
い
う
動
作
や
毎
日
山
を
歩
く
と
い
う
設

定
を
付
与
し
、
典
拠
の
女
へ
の
情
欲
を
保
持
す
る
書
生
に
当
て
は
め
て
、

「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」
の
生
馬
仙
人
を
創
造
し
た
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
生
馬
仙
人
は
伝
説
上
で
情
欲
を
持
ち
な
が
ら
術
を
保
つ
仙
人

と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
本
来
ほ
か
の
仙
人
と
同
じ
よ
う
に

不
老
不
死
を
求
め
山
で
暮
ら
す
仙
人
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
西
鶴
が
典
拠
を

利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
色
欲
を
も
術
で
叶
え
る
「
新
し
い
仙
人
像
」

が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

三
、「
新
し
い
仙
人
像
」
が
も
た
ら
す
落
差

　

生
馬
仙
人
は
口
か
ら
食
べ
物
や
酒
を
吹
き
出
し
、
商
人
と
酒
宴
を
し

た
。
そ
れ
だ
け
で
も
仙
人
の
術
に
驚
か
さ
れ
る
が
、
さ
ら
に
驚
く
こ
と
に
、

若
い
女
性
ま
で
出
現
さ
せ
る
。
こ
こ
ま
で
で
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
話
の

生
馬
仙
人
は
俗
っ
ぽ
く
、
情
欲
を
持
っ
て
も
術
を
失
わ
な
い
「
新
し
い
仙

人
像
」
を
備
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
ふ
ま
え
、
物
語
を
読
み
進
め
て
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い
く
と
、
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
が
起
き
る
。
仙
人
の
出
し
た
女
性
が
、

自
分
の
恋
人
と
し
て
男
性
を
吹
き
出
す
の
で
あ
る
。
仙
人
が
寝
て
い
る
間

に
二
人
は
逢
瀬
を
楽
し
み
、
仙
人
の
目
覚
め
る
前
に
は
男
性
を
呑
み
込
ん

で
し
ま
う
。
仙
人
は
女
性
の
そ
ん
な
行
動
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
ま
ま
、

金
の
鍋
だ
け
を
残
し
て
飛
び
去
っ
て
行
く
。

　

こ
こ
ま
で
生
馬
仙
人
が
女
性
を
吹
き
出
す
こ
と
に
つ
い
て
考
え
た
。
次

に
そ
の
女
性
の
行
動
を
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。
女
性
は
「
一
四
五
の
美

女
」
で
、
琵
琶
琴
を
弾
く
優
雅
さ
を
持
っ
て
い
る
。
仙
人
が
眠
っ
て
し
ま

う
と
、
自
分
の
恋
人
で
あ
る
男
性
を
出
す
の
だ
が
、
そ
の
場
面
を
引
用
し

よ
う
。か

の
老
人
、
女
の
膝
枕
を
し
て
、
鼾
出
せ
し
時
、
女
小
声
に
な
っ
て

申
す
は
、「
自
ら
こ
れ
な
る
御
方
の
手
掛
者
な
る
が
、
明
暮
つ
き
そ

ひ
て
、
気
尽
し
止
む
事
な
し
。
御
目
の
明
か
ぬ
う
ち
の
、
た
の
し
み

に
、
か
く
し
夫
に
会
ふ
事
、
見
ゆ
る
し
て
給
は
れ
」
と
申
す
。

　
「
羨
陽
書
生
」
で
は
、
女
性
は
た
だ
座
っ
て
い
る
だ
け
で
、
膝
枕
を
す

る
と
い
っ
た
描
写
は
な
い
。
さ
ら
に
自
分
の
こ
と
を
仙
人
の
手
掛
者
、
つ

ま
り
妾
だ
と
名
乗
る
こ
と
も
な
く
、
こ
っ
そ
り
若
い
男
と
一
緒
に
来
て
い

る
の
で
、
と
言
っ
て
男
性
を
吹
き
出
す
。
こ
の
相
違
点
か
ら
、「
残
る
物

と
て
金
の
鍋
」
が
よ
り
官
能
的
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

膝
枕
で
眠
る
仙
人
は
女
性
を
寵
愛
し
て
い
る
様
子
で
あ
り
、
女
性
が
自
分

を
妾
だ
と
言
う
こ
と
で
、
そ
れ
は
強
調
さ
れ
る
。
さ
ら
に
女
性
の
「
明
暮

つ
き
そ
ひ
て
、
気
尽
し
止
む
事
な
し
」
と
い
う
嘆
き
か
ら
、
仙
人
が
日
常

的
に
女
性
と
と
も
に
時
間
を
過
ご
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
典
拠
よ
り

も
、
仙
人
の
持
つ
情
欲
が
は
っ
き
り
と
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
先
に
述
べ
た
「
新
し
い
仙
人
像
」
を
、
よ
り
強
固
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
情
欲
を
持
つ
の
が
仙
人
だ
け
で
は

な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
先
の
場
面
に
移
っ
て
い
き
た
い
。

　

仙
人
の
眠
る
間
に
出
現
し
た
男
性
は
、
女
性
と
「
手
を
引
き
合
ひ
、
そ

の
あ
た
り
を
、
連
れ
歌
う
た
う
て
」
歩
き
、
商
人
か
ら
見
え
な
い
所
ま
で

行
っ
て
し
ま
う
。二
人
き
り
で
逢
瀬
を
楽
し
ん
で
い
る
の
だ
。対
し
て
「
羨

陽
書
生
」
で
は
、
主
人
公
と
女
性
と
男
性
の
三
人
で
、
一
緒
に
酒
を
飲
み

交
わ
し
て
お
り
、
二
人
が
ど
こ
か
に
行
っ
た
り
、
手
を
つ
な
い
だ
り
と

い
っ
た
こ
と
は
な
い
。
こ
こ
で
も
、
先
ほ
ど
指
摘
し
た
こ
と
と
同
様
の
変

化
が
起
こ
っ
て
い
る
。「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」
の
方
が
、
よ
り
官
能
的

な
の
だ
。
仙
人
の
情
欲
の
対
象
で
あ
る
女
性
も
、
同
じ
よ
う
に
情
欲
を
持

ち
、
恋
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
仙

人
に
隠
れ
て
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
女
性
の
し
た
た
か
さ
も
感
じ
取
れ
る
。

　

同
時
に
、
仙
人
の
側
に
立
つ
と
、
そ
の
愚
か
さ
が
際
立
つ
で
あ
ろ
う
。

寵
愛
す
る
妾
が
、
老
人
で
あ
る
自
分
と
は
正
反
対
の
「
若
衆
」
と
恋
を
し

て
い
る
と
い
う
の
に
、
そ
れ
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
と
は
、
滑
稽
な
事
態

で
あ
る
。
す
る
と
こ
こ
で
、
仙
人
と
い
う
設
定
の
別
の
効
果
が
表
れ
る
。

仙
人
と
は
本
来
、
修
行
を
積
み
不
老
不
死
を
手
に
入
れ
た
者
で
、
そ
の
存

在
は
神
聖
な
も
の
で
あ
り
、
絶
対
的
な
権
威
を
持
つ
は
ず
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
仙
人
は
、
自
ら
の
妾
に
欺
か
れ
、
そ
の
間
鼾
を
か
い
て
寝
て
お
り
、

権
威
の
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
人
物
で
は
な
い
。「
仙
人
」
の
持
つ
イ
メ
ー

ジ
と
の
こ
の
落
差
が
、「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」
独
自
の
魅
力
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

少
し
話
が
逸
れ
る
が
、
本
来
は
欲
を
持
た
な
い
存
在
で
あ
る
の
に
、
実
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際
は
欲
を
持
つ
者
と
し
て
描
か
れ
る
存
在
は
ほ
か
に
も
あ
る
。
僧
侶
で
あ

る
。
近
世
文
学
に
お
い
て
僧
侶
は
、
世
の
中
に
隠
れ
て
妾
を
持
つ
様
子
を

滑
稽
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
本
論
と
は
離
れ
て
し
ま
う
の
で

詳
し
く
は
述
べ
な
い
が
、
僧
侶
の
妾
は
大
黒
と
呼
ば
れ
、
西
鶴
の
『
好
色

一
代
女
』
巻
二
「
世
間
寺
大
黒
」
で
は
、
非
常
に
好
色
な
住
職
が
描
か
れ

て
い
る
し
、
川
柳
な
ど
に
も
好
色
な
僧
侶
が
滑
稽
に
詠
み
こ
ま
れ
て
い

る
。
本
来
欲
を
持
っ
て
は
い
け
な
い
僧
侶
が
、
本
当
は
好
色
で
あ
る
と
い

う
の
が
笑
い
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
生
馬
仙
人
に
も
、
同
じ
こ

と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
情
欲
を
持
た
な
い
は
ず

の
仙
人
が
術
で
情
欲
を
叶
え
、
さ
ら
に
妾
に
欺
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
滑

稽
で
あ
り
、
皮
肉
な
面
白
さ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
に
述

べ
た
、
一
角
仙
人
の
失
敗
に
注
が
れ
る
共
感
や
滑
稽
さ
と
は
似
て
非
な
る

も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
一
角
仙
人
が
情
欲
に
負
け
愚
か
な
仙
人
と
な
る
の

に
対
し
、
生
馬
仙
人
は
情
欲
を
当
然
の
よ
う
に
持
っ
て
お
り
、
同
じ
仙
人

の
滑
稽
さ
で
も
、
新
し
い
仙
人
像
が
活
か
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
女
性
の
恋
に
つ
い
て
平
林
香
織
氏
は
、
仙
人
の
持
つ
無

限
の
時
間
と
対
照
的
な
限
定
さ
れ
た
も
の
と
し
、「
若
い
男
女
の
濃
密
な

恋
の
時
間
と
し
て
積
極
的
肯
定
的
に
描
か
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る注
注

。

女
性
の
側
に
立
て
ば
そ
う
い
っ
た
見
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
話
で

よ
り
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
仙
人
の
性
質
で
あ
る
だ

ろ
う
。
ま
た
同
氏
は
、
商
人
が
最
後
に
見
る
夢
に
注
目
し
、
そ
の
め
で
た

い
様
子
か
ら
本
話
を
「
積
極
的
肯
定
的
な
人
生
観
が
底
流
す
る
、
独
自
の

豊
か
な
世
界
を
、
極
め
て
緊
密
な
構
成
の
も
と
に
描
い
た
も
の
」
と
結
論

づ
け
て
い
る注
注

。
夢
を
見
て
仙
人
と
の
交
流
を
「
よ
い
な
ぐ
さ
み
」
と
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
肯
定
的
に
描
い
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
の
裏
に
あ
る
、
新
し
い
仙
人
像
が
も
た
ら
す
落
差
、
滑
稽
さ
こ
そ

重
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
夢
の
持
つ
意
味
を
新
た
に
提
示
す
る
こ
と
は

し
な
い
が
、
主
題
は
仙
人
が
情
欲
を
持
つ
と
い
う
落
差
に
あ
る
と
い
う
こ

と
を
、
本
稿
の
立
場
と
し
た
い
。

　

ま
た
、
仙
人
が
な
ぜ
金
の
鍋
を
残
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い

て
、
少
し
考
え
て
み
た
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
酉
陽
雑
俎
』
と
『
続

斉
諧
記
』
と
い
う
二
つ
の
典
拠
で
は
、
書
生
が
残
し
た
銅
盤
の
持
つ
役
割

が
異
な
っ
て
い
る
。『
酉
陽
雑
俎
』
で
は
、
単
に
不
思
議
な
出
来
事
の
土

産
の
よ
う
に
渡
さ
れ
る
だ
け
だ
が
、『
続
斉
諧
記
』
で
は
、
銅
盤
が
書
生

の
正
体
を
知
る
手
が
か
り
と
な
っ
て
い
る
。
話
の
構
造
か
ら
、
西
鶴
が
典

拠
と
し
た
の
は
『
酉
陽
雑
俎
』
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て

は
、
金
の
鍋
の
存
在
が
重
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。「
残
る
物
と
て

金
の
鍋
」
の
結
末
部
分
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

少
し
の
間
に
、
よ
い
な
ぐ
さ
み
を
し
て
、
残
る
物
と
て
鍋
ひ
と
つ
、

里
に
か
へ
り
て
、
此
事
を
語
れ
ば
、「
生
馬
仙
人
と
い
ふ
者
、
毎
日

す
み
よ
し
よ
り
、
生
駒
に
か
よ
ふ
と
申
伝
へ
し
、
そ
れ
な
る
べ
し
」

　
「
よ
い
な
ぐ
さ
み
を
し
て
」
と
い
う
部
分
に
注
目
し
た
い
。
生
馬
仙
人

と
の
愉
快
な
宴
会
を
「
よ
い
な
ぐ
さ
み
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ

の
楽
し
い
ひ
と
時
の
土
産
と
し
て
、
金
の
鍋
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
ま
た
こ
の
箇
所
は
、
商
人
の
見
た
め
で
た
い
夢
と
「
よ
い
な
ぐ
さ
み
」

が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
た
め
、
嘘
か
現
実
か
わ
か
ら
な
い
、
夢
の
よ
う

な
時
間
が
現
実
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
物
と
し
て
、
金
の
鍋
が
残
さ
れ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
や
は
り
『
酉
陽
雑
俎
』
に
お
け
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る
土
産
と
し
て
の
銅
盤
と
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
続
斉
諧
記
』
で

の
書
生
の
正
体
へ
の
手
が
か
り
と
い
う
役
割
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
西
鶴
は
『
酉
陽
雑
俎
』
で
残
さ
れ
た
銅
盤
を
、
怪
異
が
残

し
た
土
産
と
解
釈
し
、
金
の
鍋
を
登
場
さ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
、
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
書
生
が
不
老
不
死
で
あ
る
こ
と

を
引
き
継
い
で
、
仙
人
を
設
定
し
た
と
い
う
可
能
性
を
否
定
す
る
材
料
も

な
い
。
西
鶴
が
ど
ち
ら
を
典
拠
と
し
た
か
、
本
稿
で
は
判
断
で
き
な
か
っ

た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
金
の
鍋
が
な
ぜ
残
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
と

密
接
に
関
連
す
る
た
め
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

四
、
他
作
品
と
の
比
較

　

近
世
当
時
、
他
の
作
品
で
は
仙
人
は
ど
う
描
か
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
ま
ず
前
時
代
の
も
の
と
し
て
、
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
刊
、
浅
井

了
意
著
『
伽
婢
子
』
に
お
け
る
「
下
界
の
仙
境
」
を
見
て
い
き
た
い
。
典

型
的
な
異
郷
訪
問
譚
で
あ
る
こ
の
話
は
、
金
堀
が
地
下
に
異
郷
を
見
つ

け
、
し
ば
し
見
学
を
し
て
帰
っ
て
く
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
異
郷

は
「
大
仙
玉
真
」
と
い
う
仙
人
が
築
い
た
と
い
う
。
金
堀
に
「
こ
こ
は
ど

う
い
っ
た
と
こ
ろ
な
の
か
」
と
尋
ね
ら
れ
た
番
の
者
は
、
異
郷
を
築
い
た

仙
人
に
つ
い
て
話
す
。
そ
の
部
分
を
引
用
し
た
い
。

こ
れ
み
な
も
ろ
〳
〵
の
仙
人
は
じ
め
て
仙
術
を
得
て
は
、
ま
づ
此
所

に
来
り
て
七
十
万
日
の
間
、
修
行
を
つ
と
め
、
其
後
天
上
に
の
ぼ
り
、

あ
る
ひ
は
蓬
萊
宮
、
あ
る
ひ
は
藐
姑
射
山
あ
る
ひ
は
玉
京
崑
閬
な
ん

ど
に
行
て
、
仙
人
の
職
に
あ
づ
か
り
官
位
を
す
ゝ
み
符
籙
印
呪
薬
術

を
き
は
め
飛
行
自
在
の
通
力
を
さ
と
り
侍
べ
る
事
也

　

こ
の
仙
人
が
直
接
登
場
す
る
こ
と
は
な
く
、
得
ら
れ
る
情
報
は
こ
れ
だ

け
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
も
典
型
的
な
仙
人
ら
し
さ
が
見
て
と
れ
る
。
修

行
を
し
、
飛
行
の
術
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
特
徴
は
、
日
本
で
受
け
継
が

れ
て
き
た
一
般
的
な
仙
人
像
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
典
拠
の
『
博

異
志
』
に
依
っ
て
い
る
た
め
地
名
な
ど
は
中
国
風
だ
が
、
こ
の
異
郷
の
出

口
は
富
士
の
麓
と
さ
れ
、
日
本
の
権
威
あ
る
山
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
や
は
り
仙
人
は
権
威
が
あ
る
絶
対
的
な
存
在
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
西
鶴
の
時
代
ま
で
変

わ
る
こ
と
な
く
受
け
継
が
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
西
鶴
の
浮
世
草
子
と
同
じ
元
禄
の
頃
に
成
立
し
た
話
と
比
較
す

る
。
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
刊
、
林
義
端
著
『
玉
櫛
笥
』
の
「
阿
蘇
の

仙
境
」
で
あ
る
。
あ
ら
す
じ
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

式
部
と
と
も
に
旅
を
し
て
い
た
水
野
隼
人
と
谷
甚
之
丞
が
、
そ
ろ
っ
て

遊
女
に
溺
れ
、
式
部
の
忠
告
も
聞
か
ず
遊
び
続
け
た
。
や
が
て
隼
人
が
病

で
亡
く
な
る
と
、
甚
之
丞
は
遊
び
を
や
め
、
諸
国
を
修
行
し
て
回
る
よ
う

に
な
っ
た
。
す
る
と
阿
蘇
の
山
で
、
仙
人
と
な
っ
た
式
部
と
出
会
う
。
式

部
は
自
分
が
仙
人
に
な
っ
た
経
緯
を
語
り
、
二
人
は
そ
の
後
と
も
に
修
行

を
し
、
や
が
て
甚
之
丞
も
仙
人
と
な
っ
た
。

　

こ
の
話
は
「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」
と
同
様
に
、
仙
人
と
情
欲
と
を
同

時
に
扱
っ
て
い
る
が
、
そ
の
表
現
方
法
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
詳

し
く
内
容
を
取
っ
て
い
く
。

　

式
部
は
仙
人
と
な
る
際
、
使
者
に
「
汝
生
得
無
欲
清
潔
に
し
て
、
し
か

も
朋
友
に
信
あ
り
。
天
帝
、
そ
の
陰
徳
を
照
覧
し
給
ひ
、
わ
れ
を
つ
か
わ
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し
迎
へ
し
む
」
と
告
げ
ら
れ
て
い
る
。
無
欲
清
潔
、
つ
ま
り
情
欲
を
持
た

ず
に
い
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
、
仙
人
と
な
る
道
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
と
対
照
的
な
の
が
、
遊
女
に
溺
れ
る
隼
人
と
甚
之
丞
の
様
子

で
あ
る
。
二
人
は
式
部
に
厳
し
く
諫
め
ら
れ
て
も
、
そ
の
場
で
は
謝
る
ば

か
り
で
ま
っ
た
く
遊
び
を
や
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
様
子
に
対
し
て
、「
さ

れ
ど
も
、
世
の
中
、
き
わ
め
て
た
ち
が
た
き
も
の
は
色
欲
に
し
く
は
な
し
」

と
あ
る
が
、
こ
の
一
節
が
、
こ
の
話
の
主
題
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
分
量
と

し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
が
二
人
の
遊
び
ぶ
り
を
語
る
部
分
で
、
仙
人
と
な
っ

た
式
部
が
登
場
す
る
の
は
終
盤
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
情
欲
に
抗
え
な
い
人

間
の
愚
か
さ
と
い
う
主
題
を
、
情
欲
と
か
け
離
れ
た
存
在
で
あ
る
仙
人
に

よ
っ
て
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
、「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」
の
場
合
を

考
え
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
話
の
生
馬
仙
人
は
情
欲
を
持
っ
て
な

お
術
を
使
え
る
仙
人
で
あ
る
。
こ
れ
は
既
存
の
仙
人
像
と
は
異
な
り
、
本

稿
で
は
「
新
し
い
仙
人
像
」
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
対
し
て
「
阿
蘇
の
仙

境
」
で
の
仙
人
は
、
ほ
か
の
仙
人
と
同
じ
よ
う
に
情
欲
を
持
た
な
い
者
と

し
て
描
か
れ
て
お
り
、
情
欲
を
断
ち
切
れ
な
い
人
間
と
対
照
的
に
示
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
翻
せ
ば
、「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」
の
生
馬
仙

人
は
人
間
に
よ
り
近
い
存
在
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
通
常
、
人
間
を
超
え
た

存
在
と
さ
れ
る
仙
人
に
、
情
欲
と
い
う
点
で
人
間
味
を
持
た
せ
、
仙
人
で

さ
え
情
欲
を
持
つ
の
だ
と
い
う
落
差
、
滑
稽
さ
を
生
ま
れ
さ
せ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
伽
婢
子
』
で
は
典
型
的
な
仙
人
像
が
西
鶴
の
い
た

時
代
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、『
玉
櫛
笥
』
は

『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
の
十
年
後
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
西
鶴
が
「
残

る
物
と
て
金
の
鍋
」
を
執
筆
し
た
時
も
「
新
し
い
仙
人
像
」
は
や
は
り
新

し
く
、
人
間
の
情
欲
へ
の
執
着
を
巧
み
に
表
し
て
い
る
と
先
進
的
に
評
価

す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

五
、
ま
と
め

　
「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」
は
、
今
ま
で
に
な
い
仙
人
を
登
場
さ
せ
る
こ

と
で
、
人
間
と
情
欲
と
の
深
い
関
わ
り
を
表
し
た
作
品
で
あ
っ
た
。
仙
人

と
情
欲
と
を
結
び
つ
け
る
も
の
は
、
先
に
述
べ
た
久
米
仙
人
や
一
角
仙
人

の
伝
説
の
よ
う
に
古
く
か
ら
多
く
存
在
し
て
い
た
が
、
本
話
の
よ
う
に
、

術
を
情
欲
の
た
め
に
使
う
と
い
う
仙
人
は
特
殊
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
新
し

い
仙
人
像
」
と
し
た
。
そ
し
て
こ
の
仙
人
が
生
む
落
差
が
面
白
い
、
と
い

う
の
が
、
本
話
の
魅
力
で
あ
る
と
思
う
。

　

く
り
か
え
し
に
な
る
が
、
仙
人
は
本
来
権
威
の
あ
る
存
在
で
あ
る
。
文

学
作
品
の
中
で
も
、
人
間
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
。
そ

ん
な
仙
人
を
あ
え
て
俗
っ
ぽ
く
し
た
と
こ
ろ
に
、
西
鶴
の
工
夫
が
あ
る
。

久
米
仙
人
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
仙
人
は
た
と
え
力
を
持
っ
て
い
て

も
、
情
欲
に
は
負
け
て
し
ま
う
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
仙
人
で
も
欲
を
持

つ
と
い
う
点
で
、
今
回
の
生
馬
仙
人
も
同
じ
で
は
あ
る
が
、
そ
の
情
欲
を

持
っ
て
な
お
、
不
自
由
な
く
暮
ら
し
て
い
る
仙
人
の
姿
が
人
を
惹
き
つ
け

る
。
自
分
の
持
つ
欲
を
ね
じ
伏
せ
る
の
で
は
な
く
、
術
を
使
っ
て
叶
え
て

し
ま
う
逆
説
的
な
態
度
は
、
人
間
と
重
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
人

間
は
情
欲
に
対
し
、
そ
れ
を
恥
ず
べ
き
こ
と
と
し
て
隠
す
こ
と
が
多
い
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が
、
本
当
は
誰
し
も
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
情
欲
に
限
ら
ず
、

何
か
を
求
め
る
気
持
ち
は
人
間
を
突
き
動
か
す
。
生
馬
仙
人
は
術
を
以
っ

て
女
性
を
妾
と
し
、
そ
の
女
性
は
恋
を
求
め
、
自
ら
の
力
で
男
性
と
逢
瀬

を
楽
し
ん
で
い
た
。
人
間
も
、
自
分
の
欲
望
の
た
め
に
様
々
な
行
動
を
起

こ
す
。
と
き
に
は
褒
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
こ
と
も
、
し
て
し
ま
う
時
が
あ

る
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
人
間
の
姿
が
、
仙
人
に
と
っ
て
の
情
欲
と
い
う
、
遠

く
て
実
は
近
い
も
の
で
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
中
世
以
前
の
禁
欲
的

な
仙
人
像
か
ら
離
れ
、
現
実
を
謳
歌
し
て
い
る
、
大
ら
か
な
仙
人
像
を
打

ち
出
し
た
こ
と
が
、
人
間
を
写
実
的
に
描
く
西
鶴
の
創
作
意
識
を
表
し
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

森
耕
一
氏
は
、
西
鶴
が
描
く
異
界
は
「
人
間
の
欲
望
が
ま
ね
き
よ
せ
る

危
険
と
死
の
領
域
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る注
注

。
こ
の
「
欲
望
」
と
は
性
愛

や
金
へ
の
執
着
で
あ
り
、
そ
の
例
と
し
て
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
の
「
夢

路
の
風
車
」
や
「
行
末
の
宝
」
を
挙
げ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
異
界
が
ユ
ー

ト
ピ
ア
で
は
な
く
欲
望
の
渦
巻
く
世
界
で
あ
り
、
死
が
描
か
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
西
鶴
は
異
界
と
性
愛
を
結
び
付
け
て
い
る
と
結
論
づ
け
て
い

る
。
ま
た
そ
れ
を
ふ
ま
え
、「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る注
注

。

日
常
の
基
準
か
ら
す
れ
ば
季
節
や
時
間
が
混
乱
し
て
無
秩
序
化
す
る

の
も
異
界
の
特
徴
で
あ
る
。
お
な
じ
『
諸
国
は
な
し
』
巻
二
の
四
「
残

る
物
と
て
金
の
鍋
」
の
仙
人
に
出
会
い
不
思
議
な
体
験
を
し
た
木
綿

商
人
が
、
仙
人
が
去
っ
た
の
ち
に
見
た
夢
の
世
界
は
（
中
略
）
や
は

り
日
常
と
は
季
節
の
推
移
と
時
間
の
流
れ
る
ス
ピ
ー
ド
が
異
な
る
世

界
で
あ
っ
た
。

　
「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」
の
舞
台
も
異
界
と
言
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
同
書
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
情
欲
を
持

つ
仙
人
と
い
う
矛
盾
し
た
存
在
は
、
性
と
結
び
つ
く
西
鶴
の
異
界
だ
か
ら

こ
そ
、
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
「
残
る
物
と

て
金
の
鍋
」
の
舞
台
が
異
界
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
問
題
に
し
な
か
っ

た
が
、
西
鶴
が
異
界
や
怪
異
と
性
を
結
び
付
け
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の

点
で
も
本
話
は
精
読
す
る
価
値
の
あ
る
一
編
で
あ
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に
│
│
「
人
は
ば
け
も
の
」
を
め
ぐ
っ
て

　

井
上
敏
幸
氏
は
、「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」
に
お
い
て
西
鶴
が
と
っ
た

の
は
、「
原
拠
の
説
話
の
型
を
の
み
と
り
出
し
、
そ
の
型
を
採
用
す
る
こ

と
で
、
自
在
に
自
己
の
話
の
世
界
を
創
出
す
る
と
い
う
手
法
」
だ
と
言

う注注注。
こ
の
井
上
氏
の
主
張
は
、
本
稿
で
く
り
か
え
し
述
べ
て
き
た
こ
と
と

重
な
る
で
あ
ろ
う
。
典
拠
の
書
生
を
仙
人
と
し
た
こ
と
が
こ
の
手
法
に
あ

た
る
。
西
鶴
は
こ
の
手
法
に
よ
っ
て
、
西
鶴
特
有
の
世
界
を
作
り
出
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
世
界
に
隠
さ
れ
た
人
間
へ
の
深
い
洞
察

こ
そ
が
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
の
魅
力
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

特
に
、
人
間
の
恐
ろ
し
さ
を
表
現
す
る
の
に
、
仙
人
の
よ
う
な
、
人
間

で
な
い
も
の
を
利
用
す
る
点
が
巧
み
で
あ
る
。
本
稿
で
も
西
鶴
が
影
響
を

受
け
た
と
さ
れ
る
『
伽
婢
子
』
を
扱
っ
た
が
、
そ
れ
ま
で
の
怪
異
譚
と
い

う
も
の
は
、
人
間
と
人
間
以
外
の
怪
異
と
い
う
立
場
が
明
確
に
分
か
れ
、

主
題
は
人
間
か
ら
見
た
怪
異
の
恐
ろ
し
さ
に
あ
っ
た
。
し
か
し
『
西
鶴
諸

国
は
な
し
』
で
は
、
怪
異
を
通
し
て
自
然
と
人
間
の
恐
ろ
し
さ
が
あ
ぶ
り
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だ
さ
れ
て
い
く
。
そ
こ
に
人
間
と
怪
異
の
境
界
線
は
も
は
や
な
い
。
あ
や

ふ
や
な
境
界
線
の
も
と
、
描
か
れ
る
の
は
人
間
の
愚
か
さ
や
感
情
の
複
雑

さ
で
あ
る
。
こ
れ
が
序
文
に
あ
る
、「
人
は
ば
け
も
の
」
と
い
う
言
葉
の

示
す
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
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│
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