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『
西
鶴
諸
国
咄
』
巻
四
の
二
に
「
忍
び
扇
の
長
歌
」
と
題
す
る
一
篇
が
あ

る
。
だ
れ
に
も
知
ら
れ
て
い
る
有
名
な
一
章
で
、
紹
介
の
必
要
は
な
い
け
れ
ど

も
、
こ
う
い
う
話
で
あ
る
。
上
野
の
花
見
を
終
わ
っ
て
帰
る
、
大
名
の
奥
方
ら

し
い
一
方
の
か
ご
の
な
か
に
、
「
和
国
美
人
ぞ
ろ
へ
に
も
み
え
」
ぬ
く
ら
い
の

美
し
い
女
が
乗
一
て
い
る
。
そ
の
あ
と
を
つ
け
て
い
る
の
は
、
「
や
つ
く
中

小
姓
ぐ
ら
ゐ
の
風
俗
、
女
の
す
か
ぬ
男
」
で
あ
っ
た
が
、
相
手
は
さ
る
大
名
の

姪
と
知
り
、
つ
て
を
得
て
そ
の
屋
敷
に
奉
公
す
る
。
二
年
余
り
勤
め
る
う
ち
に

も
、
姫
を
慕
う
心
を
つ
の
ら
せ
て
い
る
と
、
「
縁
は
不
思
議
」
な
も
の
、
姫
の

方
で
も
「
い
つ
と
も
な
う
お
ぼ
し
め
し
入
れ
ら
れ
」
て
、
ひ
そ
か
に
扇
に
し
た

た
め
た
長
歌
の
恋
文
が
届
く
。
手
を
と
っ
て
屋
敷
を
出
奔
し
よ
う
と
い
う
誘
い

で
あ
っ
た
。
裏
棚
に
忍
ぷ
二
人
を
、
屋
敷
か
ら
は
大
勢
の
追
手
が
出
て
探
し
求

め
た
。
半
年
の
の
ち
捕
え
ら
れ
て
、
男
は
即
日
成
敗
さ
れ
て
し
ま
う
。
姫
は
一

室
に
監
禁
の
身
と
な
り
、
自
決
を
迫
ら
れ
る
が
、
承
服
せ
ず
、
尼
に
な
っ
て
男

の
菩
提
を
弔
う
。

　
姫
は
、
殿
か
ら
の
厳
命
に
よ
っ
て
、
「
世
の
定
ま
り
事
と
て
、
御
い
た
は
し

く
は
侯
へ
ど
も
、
不
義
あ
そ
ば
し
侯
へ
ば
、
御
最
後
」
と
促
さ
れ
た
と
き
、

　
　
我
命
を
し
む
に
は
あ
ら
ね
ど
も
、
身
の
上
に
不
義
は
な
し
。
人
間
と
生
を

　
　
請
け
て
、
女
の
男
只
一
人
持
つ
事
、
是
作
法
な
り
。
あ
の
者
下
々
を
お
も

　
　
ふ
は
、
是
縁
の
道
な
り
。
お
の
く
世
の
不
義
と
い
ふ
事
を
し
ら
ず
や
。

　
　
夫
あ
る
女
の
、
外
に
男
を
思
ひ
、
ま
た
は
死
別
れ
て
、
後
夫
を
求
む
る
こ

　
　
そ
、
不
義
と
は
申
す
べ
し
。
男
な
き
女
の
、
一
生
に
一
人
の
男
を
、
不
義

　
　
と
は
申
さ
れ
ま
じ
。
又
下
々
を
取
り
あ
げ
、
縁
を
く
み
し
事
は
、
む
か
し

　
　
よ
り
た
め
し
有
り
。
我
す
こ
し
も
不
義
に
は
あ
ら
ず
。
そ
の
男
は
、
こ
ろ

　
　
す
ま
じ
き
物
を
。

と
抗
弁
し
て
肯
ん
じ
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
一
章
の
眼
目
と
し
て
、

『
諸
国
咄
』
で
は
必
ず
引
用
さ
れ
る
個
所
で
あ
る
。
し
か
し
、
姫
の
こ
の
主
張



を
も
っ
て
、
当
時
と
し
て
は
は
な
は
だ
進
歩
的
に
、
恋
愛
や
結
婚
の
自
由
を
宣

言
し
、
貞
潔
の
何
で
あ
る
か
を
説
い
て
、
人
間
性
の
解
放
を
う
た
い
あ
げ
よ
う

と
し
た
、
作
者
の
新
し
い
思
想
を
代
弁
す
る
も
の
と
考
え
、
こ
の
一
篇
の
中
心

点
を
こ
こ
に
求
め
よ
う
と
す
る
見
解
に
対
し
て
は
、
す
で
に
重
友
毅
氏
（
『
近

世
文
学
史
の
諸
問
題
』
所
収
「
酉
鶴
諸
国
咄
二
題
」
）
の
披
判
が
あ
る
。
氏
は
、

こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
現
代
ふ
う
の
観
点
に
立
っ
た
、
素
朴
な
鑑
賞
以
外
の
も

の
で
は
な
い
と
評
し
、
一
篇
の
主
趣
は
、
美
女
と
醜
男
と
の
不
思
議
な
結
び
つ

き
で
あ
っ
た
、
姫
の
言
説
に
の
み
重
点
を
お
く
の
は
本
末
転
倒
で
あ
る
と
す

る
。
そ
し
て
、
作
者
が
、
姫
を
し
て
こ
の
主
張
を
な
さ
し
め
た
の
は
、
そ
の
行

動
を
非
難
す
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
弁
護
す
る
の
で
も
な
い
、
あ
る
が
ま
ま
の

人
間
の
姿
を
容
認
し
、
こ
れ
に
深
い
興
味
と
関
心
と
を
寄
せ
て
い
る
の
で
あ

る
、
と
言
わ
れ
る
。

　
こ
の
論
に
、
い
ま
あ
え
て
異
説
を
さ
し
は
さ
も
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
そ

の
と
お
り
だ
と
思
う
。
け
れ
ど
も
、
西
鶴
の
創
作
意
識
の
推
移
や
、
藷
国
咄
』

各
章
の
説
話
構
成
な
ど
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
な
お
も
う
少
し
柿
足
し
て
、
考

察
を
め
ぐ
ら
し
て
み
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

『
諸
国
咄
』
を
問
趣
に
す
る
に
あ
た
っ
て
、
は
じ
め
に
、
こ
の
一
章
に
っ
い
て

し
ば
ら
く
考
え
て
み
た
い
。

　
右
の
話
は
、
そ
の
こ
ろ
、
貴
人
の
問
に
起
こ
り
得
た
と
み
ら
れ
る
同
種
の
不

義
・
出
奔
事
件
が
、
素
材
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
重
友
氏
は

　
　
　
　
　
　
『
西
鶴
諾
国
咄
』
の
性
格

推
定
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
と
お
り
の
事
件
が
あ
っ
た
か
、
な
か
っ

た
か
、
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
。
全
く
の
創
作
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
「
は
な
し
の
種
」
（
『
諸
国
咄
』
序
文
）
は
、
作
者
に
身
近
な
庶
民
た
ち
の

恋
愛
や
駈
落
事
件
で
は
な
く
、
特
殊
な
社
会
に
生
じ
た
、
珍
し
い
出
来
班
で
あ

っ
た
の
だ
。
世
人
の
耳
を
驚
か
し
、
ひ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
噂
を
坪
ん
で
尾

ひ
れ
が
つ
い
て
ゆ
く
。
人
々
は
自
分
な
り
に
批
判
も
し
、
共
鳴
も
し
た
で
あ
ろ

う
が
、
当
時
の
杜
会
帖
勢
か
ら
す
れ
ば
、
帰
す
る
と
こ
ろ
は
激
し
い
非
難
攻
撃

で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
が
、
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
貴
人
階
級
・
武
士
階
級
で
あ

る
だ
け
に
風
あ
た
り
が
強
い
。
西
鶴
は
、
こ
う
い
う
事
能
一
を
前
に
し
て
、
作
晶

の
上
で
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
た
か
を
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
が
、
ま

ず
、
同
じ
恋
愛
班
件
が
庶
民
の
問
に
起
こ
っ
た
と
き
は
ど
う
な
の
か
、
そ
の
方

か
ら
先
に
み
て
ゆ
く
。

　
『
好
色
五
人
女
』
が
あ
る
。
巷
問
に
喧
伝
さ
れ
た
五
組
の
晃
女
の
恋
愛
や
駈

落
や
姦
通
は
、
い
ず
れ
も
当
時
の
逝
徳
規
範
に
触
れ
る
も
の
と
し
て
、
厳
し
い

処
刑
に
付
せ
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
状
汎
に
追
い
や
ら
れ
る
。
西

鶴
も
こ
れ
を
、
や
む
を
得
な
い
天
理
で
あ
る
が
ご
と
く
に
み
て
い
る
。
け
れ
ど

も
ま
た
、
苛
酷
な
定
め
の
犠
牲
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
当
事
者
の
恋
愛
感

情
そ
の
も
の
は
、
世
問
の
暖
か
い
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
反
面

が
、
作
者
の
筆
を
通
し
て
忠
じ
ら
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
放
火
の
罪
を
犯
し

た
お
七
や
、
身
分
違
い
の
お
夏
・
清
十
郎
の
場
合
な
ん
か
も
、
決
し
て
例
外
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
　
　
　
『
酉
鶴
誇
国
咄
』
の
性
格

は
な
い
。
暗
い
陰
惨
な
事
件
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
意
外
な
明
る
さ
が
全
篇

に
た
だ
よ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
も
、
そ
の
ゆ
え
で
あ
ろ
う
か
。
ま
し

て
、
お
せ
ん
と
樽
屋
（
巻
二
）
の
よ
う
な
、
素
朴
な
恋
愛
は
、
な
ん
の
非
難
も

受
け
る
は
ず
が
な
い
。
極
め
て
肯
定
的
に
取
り
扱
わ
れ
る
。

　
西
鶴
の
筆
に
な
る
お
せ
ん
は
、
潜
在
的
に
は
、
人
並
み
の
好
き
心
を
も
っ
た

女
で
あ
っ
た
ら
し
い
と
は
い
え
、
そ
の
ま
め
や
か
な
働
き
ぷ
り
で
主
家
の
信
用

を
得
て
い
る
女
中
奉
公
の
身
分
、
杣
手
の
樽
屋
も
ま
た
、
勤
勉
実
直
な
職
人
で

あ
っ
た
。
と
も
に
、
極
く
身
近
に
あ
り
ふ
れ
た
、
庶
民
の
典
型
と
も
い
う
べ
き

人
物
で
あ
る
。
二
人
の
橋
渡
し
は
、
「
夫
婦
池
の
こ
さ
ん
」
と
い
う
近
所
の
老

婆
が
買
っ
て
出
る
。
首
尾
よ
く
結
ば
れ
る
ま
で
に
は
、
こ
の
百
戦
練
磨
の
老
婆

の
巧
妙
な
か
け
ひ
き
が
大
き
く
も
の
を
い
う
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
む
し

ろ
、
こ
さ
ん
の
慾
と
道
づ
れ
の
い
や
ら
し
い
好
奇
心
の
な
せ
る
わ
ざ
で
あ
る
か

ら
、
し
ば
ら
く
お
く
。
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
お
せ
ん
の
奉
公

先
の
好
意
で
あ
る
。
第
二
章
で
、
お
せ
ん
を
想
う
男
が
あ
る
こ
と
を
聞
い
た
御

隠
居
は
、
「
恋
ひ
忍
ぷ
事
、
世
に
な
き
な
ら
ひ
に
は
あ
ら
ず
」
と
、
早
く
も
、

相
手
次
第
で
は
お
せ
ん
の
縁
談
に
一
肌
脱
ご
う
と
す
る
。
そ
の
あ
と
、
二
人
は

老
婆
の
は
か
ら
い
で
伊
勢
へ
ぬ
け
参
り
に
ゆ
く
の
だ
か
ら
、
御
隠
居
の
好
意
は

裏
切
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
家
の
い
き
ど
お
り

は
、
一
方
的
に
、
は
か
ら
ず
も
同
行
し
た
手
代
久
七
に
投
げ
っ
け
ら
れ
る
。
お

せ
ん
は
か
え
っ
て
被
害
者
と
し
て
同
情
さ
れ
、
や
が
て
こ
の
家
か
ら
嫁
入
仕
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

を
し
て
も
ら
い
、
樽
屋
と
正
式
に
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
恋
の
邪
魔
者
で
あ
っ

た
久
七
が
、
解
雇
さ
れ
て
の
ち
、
下
劣
極
ま
る
も
の
と
さ
れ
た
「
蓮
葉
女
」
の

一
人
と
同
棲
す
る
こ
と
に
な
る
の
と
は
、
全
く
対
照
的
な
処
遇
だ
っ
た
。

　
『
五
人
女
』
で
は
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
作
者
の
脚
色

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
に
、
お
せ
ん
と
樽
屋
と
の
恋
愛
に
、
作
者
が
ど
れ
ほ
ど

深
い
思
い
や
り
の
情
を
注
ぎ
、
そ
の
成
立
に
心
か
ら
の
拍
手
を
お
く
っ
て
い
た

か
が
推
察
さ
れ
る
と
思
う
。
こ
の
種
の
あ
り
ふ
れ
た
市
井
の
恋
愛
は
、
西
鶴
に

よ
っ
て
決
し
て
遣
徳
的
な
指
弾
を
受
け
て
は
い
な
い
ば
か
り
か
、
多
分
の
祝
福

を
さ
え
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
世
人
一
般

の
気
持
を
も
反
映
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
で
な
く
て
は
、
い
く
ら
作
者

一
人
が
力
ん
で
み
て
も
、
と
う
て
い
読
者
の
文
持
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
は
ず
で
あ
る
。

一
一

　
『
五
人
女
』
は
、
出
版
の
順
序
か
ら
い
う
と
、
『
諸
国
咄
』
の
あ
と
に
続
く
。

し
て
み
る
と
、
「
忍
び
扇
」
の
一
章
と
、
『
五
人
女
』
と
の
問
に
、
西
鶴
の
創
作

意
識
の
上
で
な
ん
ら
か
の
関
連
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
思
わ
れ
て
く
る
。
　
『
諸

国
咄
』
以
前
の
作
晶
と
い
う
と
、
浮
世
草
子
で
は
『
好
色
一
代
男
』
と
『
諸
艶

大
鑑
』
（
『
好
色
二
代
男
』
）
の
み
で
あ
る
が
、
こ
の
二
作
と
の
問
の
関
係
も
考

え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



　
二
代
男
』
や
『
二
代
男
』
の
主
要
な
舞
台
で
あ
る
、
遊
里
の
世
界
に
あ
っ

て
も
、
精
神
的
な
愛
情
の
結
び
つ
き
が
生
じ
て
不
臼
然
だ
と
い
う
法
は
な
い
。

当
然
あ
り
得
る
は
な
し
で
あ
る
し
、
実
際
に
は
珍
し
く
も
な
ん
と
も
な
い
、
多

く
の
実
例
が
あ
っ
た
こ
と
が
ら
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
元
来
遊
里
と
い
う
場

所
は
、
お
客
と
遊
女
と
の
問
の
恋
愛
め
い
た
感
情
を
拒
否
す
る
の
が
、
そ
の
お

き
て
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
い
わ
ば
一
種
の
「
不
義
」
で
あ
る
。
こ
の
お
き
て
を

狙
す
遊
女
に
は
、
容
赦
の
な
い
虐
待
や
折
濫
が
待
ち
か
ま
え
る
。
「
釜
迄
琢
く

心
底
」
　
（
『
二
代
男
』
巻
六
の
四
）
や
「
喰
ひ
さ
し
て
袖
の
橘
」
　
（
二
代
男
」

巻
六
の
一
）
の
例
が
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
雪
の
夜
、
前
栽

に
忍
び
こ
み
、
縁
の
下
に
隠
れ
る
胴
辱
に
た
え
て
ま
で
、
太
夫
と
の
逢
う
瀬
を

楽
し
も
う
と
す
る
、
五
十
四
歳
の
「
手
く
だ
男
」
世
之
介
（
二
代
男
』
巻
七

の
六
「
口
添
へ
て
酒
軽
籠
」
）
が
「
老
年
の
恋
の
姿
」
ら
し
く
な
い
と
、
呵
部

次
郎
氏
を
嘆
か
せ
た
（
『
徳
川
時
代
の
芸
術
と
杜
会
」
）
あ
の
話
も
、
無
関
係
で

は
あ
る
ま
い
。
恋
愛
が
公
認
さ
れ
る
場
所
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
の
だ
。
　
『
二

代
刃
」
な
ん
か
で
、
兇
女
の
…
に
其
化
が
通
い
あ
う
話
に
、
し
ば
し
ば
幻
影
の

出
現
が
つ
き
ま
と
う
の
も
、
こ
の
た
め
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
結
論
だ
け
簡
単
に

い
え
ば
、
遊
里
に
出
入
し
て
大
尽
な
ど
と
呼
ば
れ
る
か
ら
に
は
、
　
「
遊
ぷ
」
こ

と
の
限
界
を
守
る
、
非
人
問
的
神
経
の
持
主
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
貨
格
の
一

つ
と
し
て
要
求
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
世
之
介
の
修
行
時
代
の
第
一
の
成
果

は
、
こ
の
資
格
を
得
た
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
『
西
鶴
諾
国
咄
』
の
性
桁

　
遊
里
と
い
う
恋
愛
不
在
の
土
壌
の
上
に
成
立
し
た
二
代
男
』
や
『
二
代

男
』
は
、
恋
愛
不
在
の
作
晶
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
存
在
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ

は
あ
く
ま
で
、
特
殊
な
社
会
に
お
け
る
、
特
殊
な
珍
し
い
「
事
件
」
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
こ
れ
ら
の
作
晶
で
の
西
鶴
の
眼
は
、
こ
の
よ
う
に

み
て
い
る
と
思
う
。
こ
の
段
階
で
は
、
そ
れ
以
上
の
進
展
は
あ
ま
り
し
て
い
な

い
。
遊
里
の
表
裏
を
く
ま
な
く
描
き
出
し
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
点
に
関

す
る
か
ぎ
り
、
作
者
は
ま
だ
確
と
し
た
方
向
を
見
出
し
得
な
い
で
、
足
ぷ
み
を

し
た
ま
ま
、
一
時
、
廓
の
門
か
ら
外
へ
出
て
ゆ
く
。
す
な
わ
ち
『
諸
国
咄
』
の

世
界
だ
。

　
そ
の
と
き
た
ま
た
ま
耳
に
し
た
の
が
「
忍
び
扇
」
の
一
件
で
あ
っ
た
。
武
士

社
会
、
そ
れ
も
、
大
名
の
身
辺
に
起
こ
っ
た
事
件
で
あ
る
。
遊
里
の
「
事
件
」

と
は
も
と
よ
り
違
っ
た
意
昧
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
特
殊
な
社
会
の
珍
事
で

あ
る
こ
と
に
は
か
わ
り
が
な
い
。
美
女
と
醜
男
と
の
不
思
議
な
縁
で
あ
る
と
否

と
に
か
か
わ
り
な
く
、
『
諸
国
咄
』
に
は
ぜ
ひ
と
り
あ
げ
た
い
意
欲
を
か
き
た

て
ら
れ
る
に
十
分
な
出
来
事
で
あ
る
。
読
者
に
は
、
わ
い
わ
い
さ
わ
ぎ
た
て
る

恰
好
の
話
題
を
提
供
す
る
も
の
だ
。
西
鶴
は
読
者
の
要
望
に
こ
た
え
て
、
「
事

件
」
の
経
緯
を
詳
細
に
お
も
し
ろ
く
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え

ば
、
い
つ
、
ど
ん
な
方
法
で
、
姫
と
若
者
と
の
意
中
が
通
じ
あ
う
の
だ
ろ
う

か
、
そ
ん
な
こ
と
も
、
読
者
に
は
興
昧
の
も
た
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

若
者
は
、
姫
の
使
い
を
し
て
く
れ
た
は
し
た
女
を
仲
問
に
誤
解
さ
れ
ぬ
よ
う
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



　
　
　
　
　
　
『
茜
鶴
藷
国
咄
』
の
性
格

口
止
め
に
酒
を
買
っ
て
与
え
る
、
恋
文
は
黒
骨
の
扇
に
書
か
れ
た
長
歌
で
あ
っ

た
な
ど
、
庶
民
的
な
想
定
が
ほ
ほ
え
ま
し
い
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
、
こ
の
一
篇

の
意
外
な
お
も
し
ろ
さ
が
発
見
で
き
る
か
と
思
う
。
世
人
の
非
難
攻
撃
な
ど
そ

し
ら
ぬ
顔
で
、
読
者
を
は
ぐ
ら
か
す
。
　
「
珍
事
」
を
と
り
あ
げ
た
目
的
は
、
こ

れ
で
十
分
達
成
さ
れ
て
い
る
。
余
分
の
こ
と
は
い
ら
な
い
は
ず
だ
が
、
さ
て
そ

れ
だ
け
で
は
作
者
の
沽
券
に
か
か
わ
る
、
最
後
に
；
、
口
な
か
る
べ
か
ら
ず
、
と

で
も
思
っ
た
よ
う
な
形
で
、
姫
君
の
口
を
借
り
た
貞
操
観
が
付
加
さ
れ
る
。

　
西
鶴
は
こ
こ
で
何
を
主
張
し
て
い
る
の
か
。
も
う
一
度
読
み
か
え
し
て
み
る

と
、
女
が
一
生
の
間
に
一
人
の
夫
を
も
つ
の
は
至
極
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
、

姦
通
や
再
縁
と
は
わ
け
が
違
う
、
身
分
の
相
違
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
縁
と
い

う
も
の
だ
、
音
か
ら
例
の
な
い
は
な
し
で
は
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
、
た

だ
こ
れ
だ
け
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
人
権
宣
言
の
な
ん
の
と
は
、
過
大
な
評
価

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
い
わ
れ
て
み
れ
ば
、
だ
れ
に
で
も
首
肯
で
き
る
。
現
代

感
覚
か
ら
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
も
で
き
な
い
ほ
ど
の
、
か
た
く
な
な
庶
民

の
あ
た
ま
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
た
だ
こ
の
場
合
、
拘
束
の
き
び
し
い
姫

御
前
だ
と
い
う
こ
と
は
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
読
者
が
シ
ヨ
ッ
ク

を
う
け
た
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
そ
の
点
で
あ
っ
て
、
発
一
言
者
の
身
分
と
結
び
つ

け
る
と
、
い
さ
さ
か
破
天
荒
な
感
じ
も
し
よ
う
が
、
発
言
内
容
自
体
は
、
常
識

的
・
通
俗
的
で
あ
る
。
中
村
幸
彦
氏
が
、
西
鶴
の
浮
世
草
子
作
家
と
し
て
の
中

期
に
、
意
識
し
て
行
な
わ
れ
た
時
期
が
あ
る
と
さ
れ
る
「
俗
物
的
な
談
理
」
（
『
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

世
小
説
史
の
研
究
』
所
収
「
茜
鶴
の
創
作
意
識
の
推
移
」
）
の
比
較
的
早
い
あ

ら
わ
れ
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
庶
民
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
、
一
歩
か
半
歩
先

ん
じ
て
は
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
せ
い
ぜ
い
そ
の
程
度
で
あ
る
。
姦
通
と
再

縁
と
を
同
列
視
し
た
り
、
前
例
に
よ
り
か
か
っ
た
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、

中
途
半
端
な
も
の
だ
。
五
歩
も
十
歩
も
先
ん
じ
て
い
た
、
あ
る
い
は
並
外
れ
て

進
歩
的
で
あ
っ
た
な
ど
と
解
す
る
の
は
、
買
い
か
ぶ
り
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

『
二
代
男
』
以
来
、
も
は
や
常
に
読
者
を
意
識
し
て
い
た
西
鶴
に
は
、
は
な
は

だ
あ
り
が
た
迷
惑
な
買
い
か
ぷ
り
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
彼
は
決
し
て
、
こ
の
お
説
教
が
し
た
か
っ
た
が
た
め
に

「
忍
び
扇
」
の
説
話
を
構
え
た
も
の
で
は
な
い
。
ふ
と
筆
を
休
め
た
瞬
問
に
脳

裡
を
か
す
め
た
も
の
で
あ
っ
た
か
に
思
わ
れ
る
。
目
的
は
「
珍
し
い
話
」
の
紹

介
で
あ
っ
た
は
ず
だ
の
に
、
不
覚
に
も
筆
が
す
べ
っ
て
し
ま
っ
た
。
本
来
な
ら

ば
、
む
し
ろ
勇
み
足
の
黒
星
に
な
る
は
ず
の
も
の
だ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
幸
い

な
こ
と
に
、
そ
れ
は
は
し
な
く
も
、
い
ま
ま
で
は
特
殊
な
杜
会
の
珍
し
い
事
件

と
し
て
し
か
恋
愛
を
と
り
あ
げ
得
な
か
っ
た
作
者
に
、
一
般
杜
会
の
普
遍
的
な

事
象
と
し
て
と
ら
え
る
き
っ
か
け
を
作
っ
た
。
考
え
て
み
れ
ば
、
恋
愛
な
ど
、

貴
族
の
姫
君
に
も
あ
る
、
極
く
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
は
な
い
か
。
あ
た
ま
の

回
転
の
は
や
い
作
家
だ
。
そ
の
瞬
間
、
眼
は
は
や
新
し
い
題
材
を
追
い
か
け
て

や
ま
な
い
。

　
『
五
人
女
』
も
依
然
と
し
て
、
特
殊
な
珍
し
い
事
件
を
題
材
と
す
る
も
の
で



は
あ
ろ
け
れ
ど
も
、
「
班
件
」
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
の
原
因
と
な
っ
た
恋

愛
は
、
な
ん
の
不
思
議
も
な
い
、
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
だ
。
非
難
す
る
に
は
あ

た
ら
な
い
。
あ
た
た
か
い
筆
致
が
感
じ
ら
れ
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
な
か
で

も
、
さ
き
に
み
た
樽
屋
・
お
せ
ん
の
条
は
、
も
と
も
と
何
の
変
哲
も
な
い
一
夫

一
婦
の
物
語
で
あ
る
。
肝
心
の
「
事
件
」
は
長
左
衛
門
と
の
問
に
発
生
し
た
の

で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作
者
は
、
こ
れ
を
忘
れ
た
か
の
よ
う
に
、
樽

屋
と
の
結
婚
ま
で
の
経
緯
に
思
わ
ぬ
長
居
を
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
五
章
の
う

ち
第
四
章
の
前
半
ま
で
続
く
。
挿
話
で
あ
る
べ
き
も
の
が
主
体
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
必
ず
し
も
構
想
の
破
綻
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
理

由
は
他
に
も
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
一
つ
に
は
、
こ
う
い
う
特
殊
な
ら

ざ
る
恋
愛
の
姿
そ
の
も
の
が
、
こ
こ
で
は
、
作
者
の
清
新
な
興
味
の
対
象
で
あ

っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
西
鶴
に
し
て
は
は
じ
め
て
の
題
材
だ
。
し
か
も
恋
す

る
男
女
の
存
在
と
そ
の
正
当
性
は
、
す
で
に
前
作
の
「
忍
び
扇
」
で
読
者
の
共

感
を
得
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
読
者
と
と
も
に
、
の
び
の
び
と
楽
し
み
た
い
。

あ
と
が
つ
か
え
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
、
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
と
脱
線
し
て
い
っ

た
。　

い
く
つ
か
の
起
伏
を
こ
え
て
、
二
人
が
無
事
結
ば
れ
、
つ
っ
ま
し
い
な
か
に

も
愛
情
に
満
ち
た
所
帯
を
営
ん
で
い
る
。
そ
の
先
は
い
よ
い
よ
長
左
衛
門
が
登

場
す
る
番
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ど
う
い
う
は
ず
み
か
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
作

者
は
一
転
し
て
、
「
さ
れ
ば
一
切
の
女
…
…
」
以
下
の
お
談
義
を
長
々
と
は
じ

　
　
　
　
　
　
『
酉
鶴
諾
国
咄
』
の
性
格

め
る
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
作
者
の
意
見
が
な
ま
の
ま
ま
の
形
で
出
て

き
て
は
、
小
説
の
手
法
と
し
て
、
ま
こ
と
に
ま
ず
い
。
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
、
文

学
吏
的
な
事
情
も
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
か
ら
不
問
に
付
す
る
と
し
て
、
こ
の
お
談

義
が
、
必
ず
し
も
、
そ
の
前
の
部
分
に
密
着
す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
後
段
の

第
五
章
を
直
接
に
誘
導
す
る
も
の
で
も
な
い
、
と
い
う
点
に
注
意
し
て
お
き
た

い
。
っ
ま
り
、
主
題
と
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
と
い
う
ほ
ど
の
深
い
関
係
が

な
い
。
あ
ら
ぬ
よ
そ
ご
と
を
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
仕
方
が
な
い
の
だ
。

内
容
は
、
姫
君
の
所
説
と
は
違
っ
て
、
か
な
り
幅
の
広
い
世
相
観
に
発
展
し
て

い
る
。
こ
れ
が
ま
た
後
日
の
作
晶
に
生
ま
れ
か
わ
っ
て
く
る
も
の
で
は
あ
る
け

れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
な
く
も
が
な
の
存
在
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
西
鶴
で

は
時
と
し
て
、
文
中
の
口
吻
と
作
者
の
意
中
と
が
、
ま
る
っ
き
り
逆
な
場
合
さ

え
あ
り
得
る
か
と
思
う
が
、
そ
こ
ま
で
は
い
ま
さ
し
ひ
か
え
る
。
「
忍
び
扇
」

と
関
連
し
て
、
談
義
が
作
晶
の
な
か
で
ど
う
い
う
位
置
を
し
め
る
か
の
、
一
っ

の
例
を
あ
げ
て
み
た
の
で
あ
る
。

三

世
間
の
広
き
事
、
国
次
を
見
め
ぐ
り
て
、
は
な
し
の
種
を
も
と
め
ぬ
、
熊

野
の
奥
に
は
湯
の
中
に
ひ
れ
ふ
る
魚
有
り
。
筑
前
の
国
に
は
ひ
と
つ
を
さ

し
荷
ひ
の
大
蕪
有
り
。
豊
後
の
大
竹
は
手
桶
と
な
り
、
わ
か
さ
の
国
に
弐

百
余
歳
の
し
ろ
び
く
に
の
す
め
り
。
近
江
の
国
堅
田
に
七
尺
五
寸
の
大
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



　
　
　
　
　
　
『
酉
鶴
諾
国
咄
』
の
性
格

　
　
房
も
有
り
。
丹
波
に
一
丈
弐
尺
の
か
ら
鮭
の
宮
あ
り
。
松
前
に
百
問
つ
づ

　
　
き
の
荒
和
布
有
り
。
阿
波
の
鳴
戸
に
龍
女
の
か
け
硯
あ
り
。
加
賀
の
し
ら

　
　
山
に
え
ん
ま
わ
う
の
巾
着
も
あ
り
。
信
濃
の
寝
覚
の
床
に
浦
嶋
が
火
う
ち

　
　
筍
あ
り
。
か
ま
く
ら
に
頼
朝
の
こ
づ
か
ひ
帖
有
り
。
都
の
嵯
峨
に
四
十
一

　
　
迄
大
振
袖
の
女
あ
り
。
是
を
お
も
ふ
に
人
は
ば
け
も
の
、
世
に
な
い
物
は

　
　
な
し
。

　
周
知
の
『
諸
国
咄
』
序
文
で
あ
る
が
、
列
挙
さ
れ
さ
れ
て
い
る
珍
晶
奇
物

は
、
お
よ
そ
三
種
類
に
区
分
で
き
る
。
最
初
か
ら
「
荒
和
布
」
ま
で
と
、
次
の

四
つ
と
、
最
後
の
「
大
振
袖
の
女
」
と
。
第
一
類
は
、
は
な
は
だ
し
く
眉
つ
ば

も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
お
の
く
広
き
世
界
を
見
ぬ
ゆ
ゑ
也
。
一
一
巻
三
の

六
「
八
畳
敷
の
蓮
の
葉
」
）
と
叱
ら
れ
て
み
れ
ば
、
さ
も
あ
ろ
う
か
と
妥
協
し

た
く
も
な
る
。
そ
れ
を
認
め
る
な
ら
、
こ
れ
は
ど
う
か
、
と
い
う
の
が
第
二

類
。
そ
れ
は
い
く
ら
な
ん
で
も
、
と
は
い
わ
せ
な
い
。
第
一
類
中
の
七
つ
も
ほ

ぼ
漸
層
的
に
並
ん
で
い
る
が
、
第
二
類
と
合
わ
せ
て
み
る
と
、
さ
ら
に
漸
層
法

の
効
果
が
は
っ
き
り
す
る
。
「
人
を
勧
誘
折
伏
す
る
に
最
も
効
力
あ
る
も
の
で

あ
る
。
虚
の
実
と
な
り
、
非
理
の
真
理
と
解
せ
ら
る
二
や
、
其
の
言
多
く
は
漸

層
の
形
を
取
っ
て
現
は
る
二
。
」
（
五
十
嵐
力
氏
『
新
文
章
法
講
語
』
）
と
修
辞

学
で
は
教
え
て
い
る
。
西
鶴
は
こ
の
魔
術
を
応
用
し
て
、
強
引
に
「
頼
朝
の
こ

づ
か
ひ
帖
」
ま
で
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
の
上
で
「
大
振
袖
の
女
」
を

出
し
、
結
局
は
「
人
は
ば
け
も
の
、
世
に
な
い
物
は
な
し
。
」
と
説
得
し
て
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

ま
う
。
修
辞
法
に
は
「
飛
移
法
」
な
ど
と
い
う
の
も
あ
る
が
、
こ
こ
が
そ
れ
に

該
当
す
る
か
ど
う
か
。
第
二
類
で
す
で
に
下
世
話
が
か
っ
て
い
る
。
第
一
類
も

多
少
そ
の
傾
向
が
あ
る
。
「
大
振
袖
の
女
」
は
、
突
拍
子
も
な
い
も
の
が
、
意

表
を
つ
い
て
い
き
な
り
出
て
く
る
の
で
は
な
い
。
生
臭
い
現
実
に
読
者
を
ひ
き

よ
せ
る
準
備
が
最
初
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
が
、
と
も
か
く
、
同
じ
珍
物
で
あ
る

こ
と
に
距
た
り
は
な
い
に
せ
よ
、
人
ほ
ど
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
は
な
い
こ
と
を
、

巧
み
に
承
認
さ
せ
る
序
文
で
あ
る
。

　
さ
て
、
　
『
諸
国
咄
』
の
本
文
で
あ
る
全
三
十
五
章
の
説
話
も
、
こ
れ
を
題
材

の
上
か
ら
み
る
と
、
ほ
ぼ
右
序
文
の
三
種
に
準
じ
て
分
類
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
怪
異
に
関
す
る
も
の
を
仮
に
第
二
類
に
、
そ
う
で
な
い
も
の
は
、
眉

っ
ば
で
あ
る
か
な
い
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
、
第
一
類
・
第
三
類
に
相
当
す
る
も
の

と
み
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ど
ち
ら
に
も
属
し
そ
う
な
も
の
も
あ
る
が
、
概
数
で

は
、
む
ろ
ん
第
二
類
が
圧
倒
的
に
多
い
。
数
に
と
ら
わ
れ
る
必
要
は
な
い
が
、

現
実
に
遠
い
方
か
ら
の
順
序
で
、
こ
れ
を
Ａ
類
、
眉
つ
ば
を
Ｂ
類
、
残
り
を
Ｃ

類
と
名
づ
け
る
こ
と
と
し
、
ま
ず
Ａ
類
か
ら
み
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
類
に
関
し
て
は
、
早
く
近
藤
思
義
氏
の
『
日
本
文
学
原

論
』
中
の
論
考
が
あ
る
。
ま
た
、
同
氏
の
日
本
古
典
読
本
『
西
鶴
』
に
も
、
短

評
が
加
え
ら
れ
て
い
る
章
が
多
い
。
『
原
論
』
で
は
、
超
現
実
的
題
材
の
扱
い

方
に
よ
っ
て
、
こ
の
種
の
説
話
を
さ
ら
に
四
種
類
に
分
類
し
、
現
実
化
の
方
法

と
そ
の
意
義
を
考
察
さ
れ
て
い
る
。
怪
奇
談
を
そ
れ
自
身
と
し
て
と
り
あ
げ
る



場
合
で
も
、
怪
異
性
そ
の
も
の
に
は
重
き
が
お
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
一
方
、

片
岡
良
一
氏
も
、
こ
れ
ま
た
古
く
、
そ
の
著
『
井
原
西
鶴
』
で
、
や
は
り
四
極

類
に
分
け
て
説
く
。
分
類
の
基
準
や
論
調
は
さ
て
お
き
、
現
実
観
と
の
関
係
で

論
ぜ
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
い
え
ば
、
両
者
共
通
し
て
い
る
。

　
こ
こ
に
述
べ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
論
評
に
も
、
言
い
方
は
異
な
る
も
の

の
、
あ
ら
ま
し
触
れ
ら
れ
て
い
る
か
と
も
思
う
が
、
さ
き
に
「
忍
び
扇
」
や
樽

屋
・
お
せ
ん
で
み
た
の
と
同
様
の
こ
と
が
、
各
篇
を
通
じ
て
一
般
的
に
指
摘
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
作
者
が
主
題
と
し
て

用
意
し
た
説
話
を
展
開
し
て
ゆ
く
と
き
、
必
ず
し
も
そ
の
こ
と
に
の
み
全
神
経

を
奪
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
少
な
か
ら
ぬ
わ
き
見
が
混
入
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し

て
、
そ
れ
が
こ
ん
ど
は
申
核
に
な
っ
て
、
次
の
新
し
い
作
晶
へ
と
光
展
し
て
ゆ

く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
近
視
眼
的
に
主
題
を
追
う
の

み
に
終
わ
る
の
で
は
な
く
て
、
広
角
的
・
望
遠
的
な
触
角
が
働
い
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
「
忍
び
扇
」
や
樽
屋
・
お
せ
ん
で
は
、
た
ま
た
ま
、
談
義
と

い
う
形
で
、
主
と
し
て
男
女
問
の
倫
理
が
説
か
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
も

ち
ろ
ん
そ
れ
の
み
に
は
か
ぎ
ら
な
い
。
浮
世
の
く
さ
ぐ
さ
の
こ
と
が
ら
が
、
さ

ま
ざ
ま
の
形
で
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
以
下
、
こ
の
点
に
指
標
を
お
い
て
、
各
説

話
を
具
体
的
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
前
記
両
氏
の
ご
と
く
怪
奇
談
を
さ
ら
に
分

類
す
る
こ
と
は
、
困
難
を
感
じ
る
の
で
、
分
類
は
し
な
い
が
、
題
材
な
ど
の
比

較
的
似
か
よ
っ
た
話
ご
と
に
、
ほ
ぼ
一
ま
と
め
に
区
切
り
、
順
序
不
同
に
と
り

　
　
　
　
　
　
『
西
鶴
諸
国
咄
」
の
性
格

あ
げ
る
。

　
「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」
（
巻
二
の
四
）
は
大
和
へ
通
う
大
阪
の
木
綿
買
商
人

が
、
帰
途
、
仙
人
に
出
会
う
話
で
あ
る
。
疲
れ
て
い
る
の
に
肩
を
貸
し
て
や
っ

た
好
意
を
ね
ぎ
ら
わ
れ
て
、
仙
術
に
よ
る
酒
肴
の
も
て
な
し
に
あ
ず
か
る
。
美

女
の
か
な
で
る
楽
の
音
が
興
を
そ
え
る
。
「
盆
も
正
月
も
一
度
に
」
来
た
よ
う

な
「
よ
い
な
ぐ
さ
み
」
を
し
た
夢
さ
め
て
み
れ
ば
、
黄
金
の
小
鍋
が
残
さ
れ
て

い
た
。
原
話
は
『
続
斉
諸
記
」
の
「
驚
寵
記
」
で
あ
る
と
の
近
藤
忠
義
氏
の
注

が
あ
る
が
、
中
国
説
話
の
翻
案
と
は
い
う
も
の
の
、
奇
談
を
話
す
か
た
わ
ら
作

者
の
眼
の
置
き
ど
こ
ろ
が
切
り
か
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
貧
し
い
行
内
人
が

「
息
っ
ぎ
の
水
」
ま
で
や
っ
と
た
ど
り
つ
い
た
と
き
の
こ
と
だ
と
い
う
の
だ
か

ら
、
実
は
こ
の
話
、
処
世
の
苦
難
に
あ
え
ぐ
町
人
ど
も
に
与
え
ら
れ
た
西
鶴
の

「
夢
」
で
は
な
か
っ
た
か
。
「
小
判
は
寝
姿
の
夢
」
（
『
世
間
胸
算
用
』
巻
三
の

三
）
な
ど
が
連
想
さ
れ
る
。
続
く
一
章
「
夢
路
の
風
車
」
（
巻
二
の
五
）
も
ま

た
仙
境
課
で
あ
る
が
、
夫
に
先
立
た
れ
た
苦
し
い
生
活
や
、
無
理
に
言
い
寄
っ

た
男
に
、
大
事
な
形
見
の
織
物
と
生
命
と
を
奪
わ
れ
る
こ
と
が
、
女
商
人
の
口

を
通
し
て
語
ら
れ
る
。

　
「
水
筋
の
ぬ
け
遊
」
（
巻
二
の
三
）
は
、
奈
良
二
月
堂
若
狭
井
の
伝
説
に
結
び

つ
け
て
の
、
都
の
行
尚
人
と
の
仲
を
雇
主
の
妻
女
に
妨
げ
ら
れ
て
自
殺
し
た
、

若
狭
の
女
の
怨
念
と
そ
の
復
讐
の
話
。
「
鯉
の
ち
ら
し
紋
」
（
巻
四
の
七
）
は
、

長
年
飼
わ
れ
て
き
た
女
鯉
が
、
飼
主
が
妻
を
迎
え
る
と
、
主
人
の
留
守
の
夜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五



　
　
　
　
　
　
『
酋
鶴
諾
国
咄
』
の
性
格

に
、
人
間
の
炎
と
な
っ
て
現
わ
れ
出
て
、
な
じ
み
の
男
を
取
ら
れ
た
怨
み
言
を

の
べ
る
、
な
ど
の
話
。
果
て
は
、
こ
の
女
鯉
、
飼
主
の
舟
に
飛
び
乗
っ
て
、
口

か
ら
胎
児
様
の
も
の
を
は
き
出
し
、
い
け
す
か
ら
姿
を
消
す
。
嫉
妬
の
恐
し
さ

を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
身
を
捨
て
て
油
壷
」
（
巻
五
の
六
）
も
同
じ

伝
説
物
で
あ
る
が
、
年
老
い
た
後
家
の
生
態
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
姫
路
城
の

於
佐
賀
部
狐
が
、
小
狐
を
殺
さ
れ
た
恨
み
で
、
巻
属
ど
も
に
さ
ま
ざ
ま
な
悪
戯

を
さ
せ
る
「
狐
四
天
王
」
（
巻
一
の
七
）
に
し
て
も
、
単
に
怪
異
を
語
る
も
の

で
は
な
さ
そ
う
だ
。
お
尋
ね
者
を
か
く
ま
っ
た
と
、
同
心
連
中
に
ふ
み
こ
ま
せ

る
な
ど
、
町
人
の
社
会
生
活
上
の
不
安
に
思
い
を
は
せ
て
い
る
と
み
て
も
、
は

な
は
だ
し
い
付
会
の
説
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
「
行
末
の
宝
舟
」
（
巻
三
の
五
）
は
、
解
氷
期
の
危
険
を
お
か
し
て
諏
訪
湖

を
渡
り
水
死
し
た
は
ず
の
男
が
、
七
夕
の
こ
ろ
、
龍
宮
の
大
王
の
使
者
と
な

り
、
美
々
し
く
飾
り
た
て
た
舟
に
、
お
供
を
従
え
て
現
わ
れ
る
、
か
の
地
の
う

ま
い
こ
と
づ
く
め
の
話
を
聞
い
た
里
人
た
ち
は
、
先
を
争
っ
て
帰
り
の
舟
に
乗

せ
て
も
ら
う
が
、
衷
れ
や
、
見
る
見
る
浪
間
に
沈
ん
で
し
ま
っ
た
、
と
い
う
怪

談
ふ
う
の
悲
喜
劇
。
し
か
し
、
怪
異
談
の
不
気
味
さ
な
ど
は
、
も
は
や
ほ
と
ん

ど
感
じ
ら
れ
な
い
。
男
は
い
ぷ
か
る
人
々
を
前
に
し
て
誇
ら
し
げ
に
語
る
。

　
　
愛
元
よ
り
米
も
や
す
し
。
鳥
肴
は
手
ど
ら
へ
に
す
る
。
女
房
は
よ
り
取

　
　
り
、
旅
芝
居
の
若
衆
も
く
る
。
は
や
り
歌
の
、
や
ろ
か
し
な
の
の
雪
国
を

　
　
う
た
ひ
あ
か
し
て
、
さ
む
い
と
も
、
ひ
だ
る
い
と
も
し
ら
ず
。
正
月
も
盆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

　
　
も
、
麦
と
す
こ
し
も
違
う
た
事
な
し
。
十
四
日
か
ら
灯
寵
も
出
し
て
、
麦

　
　
と
替
っ
た
事
は
、
借
銭
乞
と
い
ふ
者
を
し
ら
ぬ
。
…
…
此
七
月
は
、
我
は

　
　
じ
め
て
の
盆
な
れ
ば
、
ひ
と
し
ほ
馳
走
の
た
め
に
、
国
中
の
色
よ
き
娘
、

　
　
十
四
よ
り
廿
五
迄
、
い
ま
だ
男
を
持
た
ぬ
を
す
ぐ
り
て
、
大
踊
の
こ
し
ら

　
　
へ
、
そ
れ
は
く
ま
た
あ
る
ま
じ
き
事
也
。
其
用
意
の
買
物
に
ま
ゐ
っ
た
。

ひ
っ
か
か
る
の
も
無
理
は
な
い
。
貧
し
い
僻
村
の
人
々
に
は
、
ま
ぷ
た
に
描
く

浮
世
の
夢
な
の
だ
。
た
っ
た
一
人
、
出
帆
ま
ぎ
わ
に
乗
船
を
思
い
と
ど
ま
っ
た

分
別
者
も
、
「
今
に
命
の
な
が
く
、
目
安
書
し
て
、
世
を
渡
り
け
る
と
也
。
」
と

い
う
の
だ
か
ら
、
ど
ち
ら
に
転
ん
で
も
、
た
だ
で
は
浮
ば
れ
な
い
世
の
中
で
あ

っ
た
。

　
「
傘
の
御
託
宣
」
（
巻
一
の
四
）
は
、
紀
州
掛
作
観
音
の
貸
傘
の
一
本
が
、
風

に
乗
っ
て
肥
後
の
山
奥
に
飛
び
、
村
人
の
無
智
か
ら
伊
勢
の
神
体
と
化
し
、
け

し
か
ら
ぬ
御
託
宣
に
及
ぷ
と
い
う
話
。
勇
敢
な
後
家
が
正
体
を
暴
露
し
て
し
ま

う
の
だ
が
、
こ
こ
で
も
や
は
り
、
奇
談
の
興
味
が
、
こ
の
・
「
色
よ
き
後
家
」
の

好
色
的
な
冒
険
心
へ
の
興
味
に
移
動
す
る
。

　
「
神
鳴
の
病
中
」
（
巻
二
の
七
）
は
、
親
仁
の
導
言
で
、
牛
は
売
っ
て
も
、

こ
れ
ば
か
り
は
手
離
す
な
と
い
わ
れ
た
伝
家
の
宝
刀
を
、
息
子
兄
弟
が
争
っ
た

末
、
弟
が
手
に
入
れ
る
が
、
案
に
相
違
し
て
、
と
る
に
足
ら
ぬ
鈍
刀
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
り
、
母
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
か
つ
て
水
喧
嘩
の
際
、
な
ま
く
ら
刀

の
ゆ
え
に
か
え
っ
て
命
が
助
か
っ
て
、
以
来
、
家
宝
と
し
て
伝
え
た
由
来
を
知



る
、
と
い
う
話
で
あ
る
。
末
尾
に
、
そ
の
水
争
い
の
と
き
の
雷
の
お
触
れ
を
付

加
す
る
。
前
の
「
御
託
宣
」
と
似
た
好
色
的
な
お
触
れ
だ
が
、
一
車
の
な
か
で

主
題
が
分
裂
し
て
い
る
。
お
ゑ
、
ら
く
は
、
付
属
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
雷
の
件
が

本
休
で
、
こ
れ
に
遺
産
柵
続
の
醜
さ
を
付
け
加
え
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
本
末
転

倒
の
形
に
な
っ
た
も
の
と
…
心
う
。
同
じ
く
分
裂
し
た
例
を
拾
う
と
、
「
見
せ
ぬ

所
は
女
人
工
」
（
巻
一
の
二
）
や
「
十
二
人
の
俄
坊
主
」
（
巻
二
の
二
）
が
あ

ろ
。
前
者
は
、
や
も
り
の
た
た
り
と
い
う
怪
異
談
に
ち
な
ん
で
、
女
大
工
と
い

う
も
の
の
存
花
す
る
意
義
に
触
れ
る
。
後
者
も
、
最
後
の
、
舟
も
ろ
と
も
大
蛇

に
呑
み
こ
ま
れ
る
話
は
つ
け
た
り
で
、
そ
の
前
の
水
練
の
神
技
の
紹
介
の
方
が

主
体
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
種
の
怪
異
談
プ
ラ
ス
現
実
と

い
う
構
成
の
車
は
、
概
し
て
こ
の
分
裂
傾
向
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
も
要
す
る

に
、
当
初
作
者
が
話
題
に
し
よ
う
と
考
え
た
こ
と
が
、
作
岳
化
さ
れ
る
途
中
で

変
貌
し
て
ゆ
く
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
う
。
さ
き
の
「
水
筋
の
ぬ
け
道
」

な
ん
か
も
こ
の
傾
向
が
あ
る
。

四

　
以
上
で
、
Ａ
類
す
な
わ
ち
怪
奇
談
に
関
す
る
も
の
を
終
わ
る
。
引
例
に
洩
れ

た
章
も
少
な
く
な
い
が
、
奔
易
に
同
様
の
解
釈
を
下
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
次

は
、
さ
き
の
分
類
に
よ
る
Ｂ
類
・
Ｃ
獺
を
検
討
す
る
順
序
に
な
る
が
、
も
ち
ろ

ん
、
こ
れ
ら
に
お
い
て
も
、
期
す
る
と
こ
ろ
は
、
Ａ
類
に
っ
い
て
い
っ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
『
酉
鶴
諾
国
咄
』
の
性
格

と
な
ん
ら
か
わ
り
は
な
い
。

　
Ｂ
類
の
「
眉
っ
ば
も
の
」
の
話
は
、
数
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。
「
不
思
議
の

あ
し
音
」
（
巻
一
の
五
）
・
「
力
な
し
の
大
仏
」
（
巻
四
の
六
）
く
ら
い
の
も
の
、

そ
れ
に
「
男
地
蔵
」
（
巻
二
の
六
）
や
「
恋
の
出
見
世
」
（
巻
五
の
二
）
を
加
え

る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
ま
た
部
分
的
に
は
、
「
八
畳
敷
の
蓮
の
葉
」
（
巻
三
の

六
）
や
、
Ａ
類
で
例
に
あ
げ
た
「
十
二
人
の
俄
坊
主
」
（
巻
二
の
二
）
も
あ
る
。

「
不
思
議
の
あ
し
音
」
は
、
盲
人
の
勘
の
鋭
さ
を
話
題
と
す
る
も
の
だ
が
、
冒

頭
の
「
唐
土
の
公
冶
長
は
、
諸
鳥
の
声
を
き
き
わ
け
、
本
靭
の
安
部
の
師
泰

は
、
人
の
五
音
を
き
く
事
を
得
た
ま
へ
り
。
」
と
い
う
の
や
、
こ
の
盲
人
本
人

が
「
つ
ね
に
一
節
切
ふ
き
て
、
万
の
調
子
を
聞
き
給
ふ
に
、
違
ふ
事
ま
れ
な

り
。
」
と
い
う
こ
と
か
ら
書
き
起
こ
し
て
、
二
階
に
い
て
、
下
の
道
路
を
通
る

人
の
足
音
で
、
男
女
別
や
職
業
な
ど
を
、
的
確
に
言
い
あ
て
る
話
に
発
展
し
て

い
る
。
こ
こ
で
も
人
問
に
対
す
る
関
心
が
み
ら
れ
よ
う
。
「
大
笑
ひ
」
向
き
の

卑
狸
な
話
や
、
酒
樽
に
銀
を
つ
め
て
、
あ
き
め
く
ら
の
目
を
避
け
る
「
お
か
た

米
屋
」
な
ど
が
登
場
す
る
。
「
力
な
し
の
大
仏
」
は
、
体
格
の
割
に
力
が
な
い

こ
と
を
笑
わ
れ
て
い
た
男
が
、
自
分
の
子
供
を
無
類
の
力
持
ち
に
育
て
あ
げ
る

話
を
主
と
し
、
別
に
各
種
の
超
人
的
特
技
の
例
が
あ
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け

の
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
庶
民
生
活
の
一
端
に
も
触
れ
る
も
の
と
解
さ
れ

る
。　

「
男
地
蔵
」
や
「
恋
の
出
見
世
」
を
こ
の
類
に
加
え
た
の
は
、
も
し
強
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



　
　
　
　
　
　
『
酉
鶴
藷
国
咄
』
の
性
格

分
類
す
る
な
ら
ば
、
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
が
、
前
者
に
は
、
女
児
を
も
っ
親
の

不
安
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
み
て
も
よ
く
、
ま
た
、
末
尾
に
は
「
さ
す
が
都
の

大
や
う
な
る
事
、
岩
も
ひ
し
ら
れ
け
る
。
」
と
あ
る
。
そ
の
一
例
と
い
う
意
味

で
あ
ろ
う
。
後
者
も
、
若
い
南
売
人
が
幸
福
に
浴
す
る
話
。
こ
れ
ら
の
ほ
か

に
、
少
し
毛
色
の
か
わ
っ
た
「
灯
挑
に
朝
顔
」
（
巻
五
の
一
）
が
あ
る
。
同
じ

く
、
あ
え
て
三
種
類
に
分
類
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
な
か
に
入
れ
る
よ
り
仕
方
が

な
い
が
、
の
ち
に
み
ら
れ
る
随
筆
ふ
う
な
作
晶
の
先
縦
と
し
て
注
目
し
て
お
き

た
い
。

　
「
灯
挑
に
朝
顔
」
な
ど
は
別
と
し
て
、
い
ず
れ
も
相
当
な
誇
張
を
合
み
、
に

わ
か
に
は
信
じ
が
た
い
性
質
の
話
で
は
あ
る
。
そ
し
て
、
な
か
に
は
、
こ
れ
を

語
る
こ
と
自
体
に
終
始
す
る
程
度
の
も
の
も
ま
じ
っ
て
い
る
。
Ａ
類
に
く
ら
べ

る
と
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
「
わ
き
見
」
の
度
合
い
が
低
い
。
し
か
し
、
そ

れ
に
し
て
も
結
局
は
、
こ
の
珍
談
を
介
し
て
、
間
接
的
に
人
問
へ
の
興
味
を
喚

起
す
る
の
で
あ
る
。
「
八
畳
敷
の
蓮
の
葉
」
に
も
、
序
文
と
同
じ
く
珍
物
の
列

記
が
あ
り
、
龍
の
天
上
を
み
て
驚
く
村
人
に
、
見
聞
の
狭
さ
を
諭
す
材
料
に
使

わ
れ
て
い
る
が
、
つ
づ
い
て
、
信
長
が
槍
玉
に
あ
が
る
。
「
天
下
を
御
し
り
あ

そ
ば
す
程
の
御
心
入
に
は
、
ち
い
さ
き
事
」
と
は
、
単
に
眉
っ
ば
を
信
ぜ
よ
と

い
う
の
で
は
な
い
。
省
略
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
当
然
二
の
矢
が
こ
な
け
れ

ぱ
な
ら
な
い
。
人
間
の
本
貫
と
社
会
の
実
態
に
対
す
る
関
心
と
認
識
の
欠
如
が

間
題
な
の
だ
。
西
鶴
な
り
の
歴
吏
観
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
信
長
の
天
下
が
永
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

し
な
か
っ
た
原
因
も
こ
こ
に
帰
す
る
こ
と
に
な
る
。
奇
談
に
埋
没
し
て
し
ま
う

だ
け
に
終
わ
ら
な
い
で
、
た
え
ず
新
し
い
話
題
を
求
め
て
や
ま
な
い
創
作
意
欲

を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

　
次
に
、
Ｃ
類
の
現
実
的
な
話
。
Ａ
類
の
よ
う
な
怪
奇
性
も
な
く
、
Ｂ
類
の
よ

う
な
眉
っ
ば
で
も
な
い
も
の
を
、
仮
に
こ
う
呼
ぷ
。
「
お
霜
月
の
作
髭
」
（
巻
三

の
三
）
は
、
す
で
に
家
業
は
息
子
た
ち
に
譲
っ
て
い
る
講
仲
間
の
連
中
が
、
酒

の
勢
い
で
費
入
り
の
若
い
男
に
加
え
た
い
た
ず
ら
が
過
ぎ
た
、
と
い
う
単
純
な

話
で
あ
る
が
、
町
人
社
会
に
は
あ
り
が
ち
な
一
面
を
と
ら
え
た
も
の
と
い
え
よ

う
。
「
公
事
は
破
ら
ず
に
勝
つ
」
（
巻
一
の
一
）
と
「
闇
の
手
が
た
」
（
巻
五
の

四
）
は
、
と
も
に
比
事
物
。
の
ち
に
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
を
物
す
る
こ
と
に
な

る
。
た
だ
し
、
「
闇
の
手
形
」
の
方
に
は
、
冒
頭
「
美
女
は
身
の
敵
」
と
あ
り
、

女
を
連
れ
て
他
国
に
逃
れ
よ
う
と
す
る
の
だ
か
ら
、
逆
に
二
代
男
』
の
「
形

見
の
水
櫛
」
（
巻
四
の
二
）
あ
た
り
か
ら
の
流
れ
も
み
ら
れ
る
。
「
銀
が
落
し
て

あ
る
」
（
巻
五
の
七
）
は
、
巻
末
祝
言
の
意
味
を
こ
め
た
町
人
出
世
談
だ
が
、

一
ひ
ね
り
す
れ
ば
、
『
日
本
永
代
蔵
』
の
「
煎
じ
や
う
常
と
は
か
は
る
問
薬
」

（
巻
三
の
一
）
と
も
な
ろ
う
。

　
残
る
数
篇
は
、
読
み
も
の
と
し
て
も
お
も
し
ろ
い
。
「
蚤
の
寵
ぬ
け
」
（
巻
三

の
一
）
は
、
隼
人
と
い
う
歴
々
の
浪
人
の
話
。
あ
る
夜
隼
人
が
集
団
盗
賊
に
見

舞
わ
れ
、
手
傷
を
負
わ
せ
て
退
散
さ
せ
る
が
、
同
じ
盗
賊
が
同
じ
夜
に
犯
し
た

別
件
の
た
め
に
、
濡
れ
衣
を
き
せ
ら
れ
て
投
獄
さ
れ
る
。
七
年
も
の
年
月
が
経



過
し
た
こ
ろ
、
同
牢
の
罪
人
た
ち
が
手
柄
話
に
花
を
咲
か
す
の
を
聞
い
て
い
る

と
、
偶
然
に
も
、
そ
の
な
か
に
か
つ
て
の
夜
盗
の
一
人
が
い
る
こ
と
を
知
る
。

隼
人
は
、
無
実
の
汚
名
が
そ
そ
が
れ
る
よ
う
そ
の
男
に
懇
請
し
、
男
も
ま
た
、

罪
の
つ
い
で
と
快
く
承
知
し
て
牢
番
に
申
し
出
で
、
酢
件
は
解
決
し
た
。
隼
人

は
、
武
士
の
名
が
す
た
れ
ず
に
す
ん
だ
の
を
喜
び
、
相
手
の
命
乞
い
を
し
て
や

る
。
こ
う
い
う
す
が
す
が
し
い
話
で
あ
る
。
標
題
は
、
牢
中
の
罪
人
の
退
胴
し

の
ぎ
の
手
な
ぐ
さ
み
の
一
っ
を
あ
て
て
い
る
。
そ
う
い
う
挿
話
に
も
、
隼
人
の

長
年
の
無
念
さ
が
よ
く
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
て
、
卑
近
な
興
味
以
上
の
も
の
を
覚

え
る
が
、
落
ち
つ
く
と
こ
ろ
は
、
隼
人
の
情
義
兼
ね
備
わ
っ
た
武
士
道
精
神
で

あ
る
こ
と
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
牢
中
で
再
び
流
血
の
私
闘
を
く
り
か
え
す
こ

と
な
く
。
逆
に
人
の
命
を
救
う
こ
と
に
な
っ
た
。
「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」

（
巻
一
の
三
）
が
、
こ
れ
ま
た
、
む
ず
か
し
い
事
件
を
、
武
士
同
士
の
良
識
が

解
決
し
た
話
。
大
晦
日
の
金
銭
に
関
す
る
こ
と
だ
か
ら
、
『
胸
算
用
』
と
の
関

連
も
別
に
考
え
ら
れ
よ
う
が
。
も
う
一
っ
　
「
因
果
の
ぬ
け
穴
」
（
巻
三
の
七
）

が
あ
る
。
兄
の
敵
討
に
息
子
を
つ
れ
て
出
か
け
る
が
、
失
敗
し
て
、
息
子
に
首

を
落
さ
せ
て
一
旦
逃
げ
の
び
さ
せ
る
破
目
と
な
り
、
そ
の
息
子
も
結
局
は
ま
た

返
り
討
ち
に
あ
う
と
い
う
話
。
上
の
二
篇
と
は
趣
が
違
う
が
、
断
る
ま
で
も
な

く
、
と
も
に
、
武
家
物
の
執
筆
と
直
粘
す
る
西
鶴
の
婆
勢
を
明
示
す
る
も
の

だ
。　

以
上
の
各
篇
に
、
最
初
に
と
り
あ
げ
た
「
忍
び
扇
の
長
歌
」
を
合
わ
せ
、
こ

　
　
　
　
　
　
『
西
鶴
諾
国
咄
』
の
性
格

の
類
の
も
の
も
、
原
拠
と
な
る
話
題
は
、
や
は
り
何
ら
か
の
意
味
で
、
珍
奇
な

性
格
を
帯
び
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
偶
然
か
ど
う
か
、
武
家

杜
会
の
「
事
件
」
が
多
い
。
Ｂ
類
と
く
ら
べ
て
、
そ
の
点
で
は
、
本
貫
的
な
差

別
を
設
け
な
い
方
が
む
し
ろ
自
然
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
Ａ
類
の
怪
異
談
と
比
較

し
て
も
そ
う
だ
と
い
え
よ
う
。
現
に
右
の
「
因
果
の
ぬ
け
穴
」
で
は
、
最
後

に
、
敵
討
の
失
敗
が
み
ず
か
ら
の
か
っ
て
の
悪
業
の
因
果
で
あ
る
と
、
兄
な
る

人
の
し
ゃ
れ
こ
う
べ
が
語
り
、
読
者
を
一
応
納
得
さ
せ
る
。
現
実
的
な
説
話
か

ら
、
逆
に
怪
異
談
に
回
帰
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
反
対
な
の
か
、
ど
ち
ら
と
も

い
え
よ
う
が
、
仮
に
こ
の
因
果
話
を
除
い
て
み
て
も
、
一
個
の
珍
し
い
事
件
と

し
て
立
派
に
成
立
す
る
。
作
者
の
主
観
で
は
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
三
者
の
問
に

呪
確
な
差
異
が
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
世
に
な
き
物
は
郷
の
刀
と

化
物
と
人
の
内
証
に
金
銀
ぞ
か
し
。
」
（
『
懐
硯
』
巻
五
の
二
）
と
は
、
西
鶴
一

流
の
警
句
で
あ
る
が
、
「
郷
の
刀
」
と
「
化
物
」
と
「
人
の
内
証
」
あ
る
い
は

「
金
銀
」
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
Ｂ
類
と
Ａ
類
と
Ｃ
類
の
原
話
に
擬
す
る
な
ら

ば
、
こ
の
こ
と
が
低
抗
な
く
う
け
い
れ
ら
れ
る
と
思
う
。
「
世
に
な
き
」
珍
し

い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
西
鶴
に
お
い
て
、
共
通
し
て
い
た
。
序
文
で
は
、
さ

き
に
み
た
よ
う
に
、
修
辞
の
技
法
を
と
り
入
れ
て
説
得
す
る
よ
う
な
形
に
な
っ

て
い
る
。
順
序
も
『
懐
硯
』
の
場
合
と
同
様
、
Ｂ
ｌ
Ａ
ｌ
Ｃ
で
あ
る
。
し
か

し
、
Ｂ
類
の
次
に
Ａ
類
を
承
諾
さ
せ
、
一
転
し
て
Ｃ
類
に
及
ぷ
、
と
い
う
形
だ

と
し
て
こ
れ
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
あ
ま
り
意
味
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
修
辞
の
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九



　
　
　
　
　
　
『
酉
鶴
諾
国
咄
』
の
性
格

便
宜
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。

　
け
れ
ど
も
ま
た
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
な
に
も
か
も
が
全
く
同
列
に
考
え
ら

れ
て
い
る
と
す
る
の
も
、
大
ざ
っ
ぱ
す
ぎ
る
。
序
文
は
太
文
の
完
成
後
に
書
か

れ
る
と
み
る
の
が
常
識
だ
と
す
る
と
、
や
は
り
「
人
は
ば
け
物
」
が
結
論
で
あ

る
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
い
わ
ば
、
全
篇
を
書
き
終
わ
っ
た
作
者
自
評
の

こ
と
ば
だ
と
み
て
も
よ
い
。
以
後
、
類
似
の
言
い
方
を
も
含
め
て
、
し
ば
し
ば

愛
用
さ
れ
る
。
西
鶴
が
ど
う
い
う
抱
負
を
懐
い
て
こ
の
作
晶
に
筆
を
と
っ
た

か
、
も
と
よ
り
推
測
の
範
囲
を
出
な
い
こ
と
だ
が
、
最
初
は
ま
ず
、
先
行
の
説

話
集
に
な
ら
っ
て
、
た
だ
し
、
で
き
る
だ
け
広
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
怪
談
・
奇
談

を
読
者
に
提
供
し
よ
う
、
と
い
う
程
度
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
各
地
に
伝
わ

る
も
の
、
あ
る
い
は
諸
書
に
み
え
る
も
の
に
、
み
ず
か
ら
の
作
成
に
か
か
る
も

の
を
加
え
、
こ
れ
を
題
材
に
新
し
い
説
話
集
を
作
っ
て
み
る
こ
と
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
い
ざ
筆
を
と
ろ
う
と
す
る
と
、
た
わ
い
な
い
伝
説
や
奇
談

の
く
り
か
え
し
に
満
足
で
き
る
は
ず
が
な
い
。
思
い
は
お
の
ず
か
ら
人
事
・
世

相
の
百
般
に
わ
た
る
。
怪
談
以
上
に
作
者
の
興
味
を
と
ら
え
て
離
さ
な
か
っ
た

の
が
、
人
間
と
そ
の
杜
会
の
も
ろ
も
ろ
の
お
も
し
ろ
さ
で
あ
っ
た
。
怪
談
や
奇

談
に
匹
敵
す
る
、
い
な
、
そ
れ
に
も
ま
さ
る
怪
異
的
な
も
の
だ
。
ま
さ
に
「
人

は
ば
け
物
」
な
の
で
あ
る
。
狐
が
化
け
る
こ
と
や
、
八
畳
敷
の
蓮
の
葉
が
、
も

し
不
思
議
な
珍
し
い
話
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
武
士
の
道
義
や
、
男
が
女
を
得
た

い
と
思
う
、
極
く
あ
た
り
ま
え
の
話
に
も
、
不
思
議
な
珍
し
さ
が
わ
い
て
く
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る
。
作
者
の
嚢
中
に
あ
っ
た
さ
ま
ざ
ま
の
話
題
が
、
堰
を
切
っ
て
噴
出
し
た
。

こ
れ
が
Ｃ
類
の
各
章
を
形
成
す
る
。
つ
ま
り
Ｃ
類
は
、
『
諸
国
咄
』
執
筆
の
動

機
か
ら
す
れ
ば
、
も
と
も
と
副
次
的
な
性
質
の
説
話
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
Ａ
類

や
Ｂ
類
で
ち
ら
つ
か
せ
た
現
実
を
主
題
と
す
る
こ
と
は
、
後
続
の
作
晶
ま
で
温

存
し
て
お
い
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
待
ち
き
れ
ず
に
出
て
し
ま
っ
た
。
結

果
は
こ
の
作
晶
の
価
直
を
高
め
た
こ
と
に
な
る
が
、
当
初
の
予
定
に
は
入
っ
て

い
な
か
っ
た
と
思
う
。
武
家
物
・
町
人
物
そ
の
他
は
、
さ
ら
に
こ
こ
か
ら
発
展

し
た
。

五

　
『
諸
国
咄
』
三
十
五
章
中
、
怪
異
に
関
す
る
も
の
が
約
三
分
の
二
を
占
め

る
。
各
章
ご
と
の
構
成
の
上
か
ら
い
う
と
、
怪
異
を
主
題
と
し
な
が
ら
、
人
事

・
世
相
を
点
描
す
る
も
の
、
さ
き
に
は
仮
に
「
わ
き
見
」
と
称
し
た
が
、
こ
れ

が
最
も
多
い
だ
ろ
う
か
。
例
は
多
く
あ
げ
る
ま
で
も
な
い
。
「
狐
四
天
王
」
（
巻

一
の
七
）
な
ど
、
こ
れ
に
あ
た
る
。
わ
き
見
の
対
象
と
な
る
も
の
は
、
む
ろ
ん

各
章
一
定
し
て
い
な
い
。
そ
の
あ
り
場
所
も
、
一
章
の
は
じ
め
で
あ
っ
た
り
、

終
わ
り
で
あ
っ
た
り
、
中
ほ
ど
で
あ
っ
た
り
す
る
。
点
描
で
は
な
く
、
か
え
っ

て
主
題
が
こ
れ
に
移
動
し
た
か
に
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
「
行
末
の
宝
舟
」

（
巻
三
の
五
）
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
っ
た
。
往
々
に
し
て
、
ど
れ
が
本
来
の
主
題

で
、
ど
れ
が
わ
き
見
に
属
す
る
も
の
な
の
か
、
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。



主
題
分
裂
の
章
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
わ
き
見
は
単
に
わ
き
見

に
終
わ
ら
な
い
。
こ
れ
を
新
し
い
話
題
と
す
る
作
晶
が
の
ち
に
生
ま
れ
る
萌
芽

と
な
る
。

　
主
題
が
怪
奇
で
は
な
く
て
、
い
わ
ゆ
る
眉
っ
ば
も
の
や
、
現
実
の
珍
班
で
あ

る
場
合
も
、
わ
き
見
の
意
義
は
全
く
同
様
で
あ
る
。
こ
の
類
で
は
、
す
で
に
し

て
、
武
家
物
・
町
人
物
に
編
入
さ
れ
る
べ
き
体
を
榊
え
た
も
の
も
多
い
。
し
か

も
な
お
、
一
作
は
一
作
に
と
ど
ま
ら
ず
、
っ
ね
に
新
し
い
発
展
を
約
束
す
る
意

欲
が
、
そ
こ
に
内
蔵
さ
れ
て
い
る
。
「
忍
び
扇
の
長
歌
」
の
よ
う
な
内
蔵
も
あ

っ
た
。
「
物
事
正
直
な
る
人
は
、
天
も
見
捨
て
た
ま
は
ず
。
」
（
巻
五
の
七
「
銀

が
落
し
て
あ
る
」
）
の
よ
う
に
、
書
き
出
し
の
教
訓
的
な
一
句
が
こ
れ
を
代
表

す
る
も
の
も
み
ら
れ
る
。
「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
（
巻
一
の
三
）
は
、
こ
の

ま
ま
の
形
で
武
家
物
に
投
入
さ
れ
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
「
義
理
」
の
話
で
あ

る
。
し
か
し
、
町
人
か
ら
み
れ
ぱ
、
無
心
状
一
通
で
十
両
も
の
金
子
が
降
っ
て
授

か
る
こ
の
浪
人
は
、
な
ん
と
も
羨
ま
し
い
か
ぎ
り
だ
。
い
わ
ん
や
、
一
日
干
金
の

大
晦
日
を
よ
そ
に
、
雪
見
の
宴
と
し
ゃ
れ
こ
ん
だ
果
て
は
、
十
両
の
小
判
が
十

一
丙
に
ふ
え
て
処
置
に
困
る
。
結
構
な
御
琢
分
と
い
う
ほ
か
あ
る
ま
い
。
「
彼
是

武
士
の
つ
き
あ
ひ
、
各
別
ぞ
か
し
。
」
と
結
ぷ
。
絶
妙
の
皮
肉
と
い
え
よ
う
。

冒
頭
の
、
い
ず
こ
も
同
じ
年
の
瀬
風
景
と
、
首
尾
呼
応
す
る
。
『
胸
算
用
』
の

腹
案
が
こ
の
と
き
す
で
に
で
き
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
内
在
の
し
か
た

も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
『
西
鶴
諸
国
咄
』
の
性
格

　
前
節
ま
で
に
み
て
き
た
と
こ
ろ
を
要
約
す
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る

が
、
ま
と
め
と
称
す
る
に
は
、
は
な
は
だ
漢
然
と
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
場
合

を
網
羅
し
て
い
る
と
も
い
え
な
い
。
構
成
と
い
っ
た
か
ら
に
は
、
各
章
の
主
題

と
わ
き
見
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
も
っ
と
体
系
的
な
結
論
が
得
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
野
問
光
辰
氏
は
、
か
つ
て
「
西
鶴
の
方
法
」
（
『
酉
鶴

新
孜
』
所
収
）
で
、
西
鶴
が
話
の
好
き
な
、
ま
た
巧
み
な
作
家
で
あ
る
こ
と
を

言
わ
れ
た
。
そ
し
て
最
近
、
本
稿
半
ば
に
、
「
西
鶴
五
つ
の
方
法
」
と
題
す
る

論
考
が
、
雑
誌
「
文
学
」
（
一
九
六
七
年
九
月
号
）
に
発
表
さ
れ
た
。
ま
だ
そ

の
（
一
）
「
は
な
し
の
方
法
」
が
掲
載
さ
れ
た
ば
か
り
で
、
全
貌
を
明
ら
か
に

し
得
な
い
が
、
西
鶴
の
創
作
方
法
が
、
全
作
品
に
わ
た
り
、
精
細
に
論
じ
ら
れ

て
い
る
。
そ
こ
に
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
式
で
、
い
く
つ
か
の
型
が
『
諸
国

咄
』
の
説
話
構
成
に
み
ら
れ
は
し
ま
い
か
、
そ
う
い
う
こ
と
も
、
実
は
は
じ
め

に
考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
明
確
な
整
理
が
で
き
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い

た
こ
と
を
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
後
あ
ら
た
め
て
考
え
直
し
て
み
る

こ
と
と
し
、
い
ま
は
た
だ
、
「
わ
き
見
」
が
種
々
様
々
な
形
で
話
の
本
題
と
結

び
つ
き
、
こ
れ
が
の
ち
の
作
晶
を
招
来
す
る
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の
、

概
略
の
展
望
で
終
わ
る
こ
と
と
す
る
。
わ
き
見
と
い
っ
て
悪
け
れ
ば
、
連
旬
の

付
合
に
似
た
連
想
で
あ
る
。
素
材
主
義
だ
と
も
評
せ
ら
れ
る
『
諸
国
咄
』
を
、

そ
の
単
調
さ
か
ら
救
っ
て
い
る
の
は
、
付
合
の
妙
味
だ
と
い
え
よ
う
か
。
も
ち

ろ
ん
「
諸
国
咄
』
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
西
鶴
文
学
の
お
も
し
ろ
さ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一



　
　
　
　
　
　
『
酉
鶴
諾
国
咄
』
の
性
格

一
つ
が
こ
こ
に
求
め
ら
れ
る
と
思
う
。
話
巧
者
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
ろ

う
。　

次
に
、
も
う
一
つ
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
目
録
の
各
章
の
下
部

に
掲
げ
る
「
分
類
語
」
（
天
理
図
書
館
編
『
西
鶴
』
解
説
篇
の
用
語
を
借
用
）

に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
も
は
じ
め
、
如
上
の
「
わ
き
見
」
や
説
話
の
構
成
を

考
え
る
上
に
、
阿
ら
か
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
っ
て
み
た

の
で
あ
っ
た
が
、
結
巣
は
、
同
様
、
ほ
と
ん
ど
徒
労
に
帰
し
た
。

　
分
類
語
は
、
本
文
と
の
関
係
で
、
三
つ
く
ら
い
の
型
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一

は
、
「
大
瞬
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
の
「
義
理
」
や
「
忍
び
扇
の
長
歌
」
の
「
恋
」

な
ど
、
そ
の
章
の
主
題
を
表
現
す
る
よ
う
な
も
の
。
「
公
事
は
破
ら
ず
に
勝
つ
」

（
巻
一
の
一
）
の
「
智
恵
」
・
『
蚤
の
籠
ぬ
け
」
（
巻
三
の
一
）
の
「
武
勇
」
・
「
因

果
の
ぬ
け
穴
」
（
巻
三
の
七
）
の
「
敵
打
」
・
「
銀
が
落
し
て
あ
る
」
（
巻
五
の
七
）

の
「
正
直
」
な
ど
も
こ
の
類
で
あ
る
。
怪
奇
談
で
、
「
仙
人
」
や
「
天
狗
」
あ

る
い
は
「
幽
霊
」
と
い
っ
た
、
怪
奇
自
体
を
標
示
す
る
も
の
も
あ
る
。
な
か
に

は
、
「
狐
四
天
王
」
（
巻
一
の
七
）
の
「
恨
」
の
よ
う
な
、
狐
の
恨
み
な
の
か
、

文
中
、
か
く
し
男
が
あ
る
と
て
、
丸
坊
主
に
さ
れ
た
女
房
の
「
年
月
の
恨
」
な

の
か
、
出
所
の
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
も
あ
り
、
型
に
分
け
る
と
な
る
と
、
こ

れ
も
、
ど
っ
ち
っ
か
ず
の
も
の
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
や
や
広
義
に
解
す
る
な
ら

ば
、
こ
の
類
が
お
お
よ
そ
半
数
に
達
し
よ
う
。

　
第
二
は
、
「
神
鳴
の
病
中
」
（
巻
二
の
七
）
の
類
。
一
章
の
主
題
が
二
つ
に
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

か
れ
て
い
る
が
、
標
題
の
「
神
鳴
の
病
中
」
が
本
来
の
主
題
と
思
わ
れ
る
も
の

の
題
目
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
分
類
語
の
「
欲
心
」
は
付
随
的
な
話
の
題
目
に
な

っ
て
い
る
。
「
十
二
人
の
餓
坊
主
」
（
巻
二
の
二
）
・
「
水
筋
の
ぬ
け
道
」
　
（
巻
二

の
三
）
も
、
同
じ
く
、
怪
奇
談
に
現
実
が
付
加
さ
れ
て
い
て
、
標
題
は
怪
奇
の

側
に
、
分
類
語
「
遊
興
」
・
「
報
」
は
現
実
の
側
に
関
係
す
る
。
「
見
せ
ぬ
所
は

女
大
工
」
　
（
巻
一
の
二
）
（
分
類
語
「
不
思
議
」
）
は
そ
の
逆
で
あ
る
が
。

　
第
三
は
、
「
雲
中
の
腕
お
し
」
（
巻
一
の
六
）
の
「
長
生
」
や
「
八
畳
敷
の
蓮

葉
」
（
巻
三
の
六
）
の
「
名
僧
」
の
よ
う
に
、
話
の
主
題
か
ら
ず
れ
て
い
る
も

の
。
前
者
に
っ
い
て
は
、
義
経
主
従
の
人
物
評
を
開
陳
す
る
常
陸
坊
海
尊
ら
の

「
生
き
長
ら
え
た
姿
を
描
く
こ
と
が
主
眼
で
あ
っ
た
」
と
み
る
説
（
「
国
文
学
論

叢
」
第
六
輯
『
近
世
小
説
・
研
究
と
資
料
』
所
収
、
提
精
二
氏
「
近
年
諸
国

咄
」
の
成
立
過
程
」
）
も
あ
り
、
後
者
に
っ
い
て
も
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な

い
と
も
い
え
よ
う
が
、
少
な
く
と
も
、
第
丁
第
二
の
流
儀
か
ら
す
れ
ば
、
も

っ
と
適
切
な
、
核
心
に
触
れ
た
語
が
掲
げ
ら
れ
て
い
て
当
然
だ
と
思
う
。
「
傘

の
御
託
宣
」
（
巻
一
の
四
）
に
は
「
慈
悲
」
（
原
「
慈
非
」
）
と
あ
る
。
問
題
の

傘
が
、
も
と
、
「
慈
悲
の
世
の
中
と
て
、
諸
人
の
た
め
に
、
よ
き
事
」
と
用
意

さ
れ
た
観
音
の
貸
傘
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
分
類
語
が
出
て
い
る
ら
し

い
。
そ
れ
と
も
、
御
託
宣
に
お
び
え
る
村
の
危
難
を
救
っ
た
の
が
、
　
「
若
い
人

達
の
身
替
に
立
つ
べ
し
」
と
決
意
し
た
後
家
の
慈
悲
心
だ
と
い
う
の
か
も
し
れ

な
い
。
そ
の
方
が
解
釈
と
し
て
は
お
も
し
ろ
い
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
こ
の
章



は
第
二
の
型
に
加
え
ら
れ
る
。

　
大
休
こ
の
三
つ
の
型
が
み
ら
れ
る
が
、
も
し
分
類
語
が
、
作
者
の
意
中
の
何

か
を
暗
示
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
の
期
待
を
も
っ
な
ら
ば
、
こ
れ
に
僅
か
で

も
こ
た
え
て
く
れ
そ
う
な
の
は
、
第
二
の
型
で
あ
る
。
し
か
し
、
遺
憾
な
が

ら
、
こ
の
型
は
例
が
少
な
い
。
そ
れ
も
、
主
題
が
分
裂
し
て
い
る
傾
向
の
章
に

限
ら
れ
る
。
分
類
語
は
そ
の
一
方
を
担
う
標
題
で
あ
る
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
、

せ
っ
か
く
の
望
み
も
消
え
て
し
ま
う
。
ま
し
て
、
他
の
章
に
も
っ
と
こ
ま
か
く

織
り
こ
ま
れ
た
、
そ
れ
と
な
い
わ
き
見
と
は
、
分
類
語
は
か
か
わ
り
を
も
た
な

い
。
ひ
そ
か
に
期
待
し
た
の
は
そ
こ
だ
っ
た
け
れ
ど
も
。
の
み
な
ら
ず
、
な
か

に
は
、
た
と
え
ば
前
出
「
不
思
議
」
の
ご
と
く
、
他
の
多
く
の
章
に
あ
て
て
み

て
も
一
向
に
さ
し
つ
か
え
な
い
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
本
文
と
ど
う
い
う
関
係

に
あ
る
の
か
理
解
し
が
た
い
例
も
あ
る
。
所
詮
、
目
録
の
趣
向
の
た
め
に
副
題

ふ
う
に
掲
げ
た
と
み
る
以
外
、
特
別
の
意
義
は
見
出
し
が
た
い
も
の
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
が
、
偶
然
で
な
け
れ
ば
、
こ
う
い
う
程
度
の
こ
と
は
、
あ
る
い
は
い
え
る
か

も
し
れ
な
い
。
前
に
Ｃ
類
と
し
て
あ
げ
た
現
実
的
な
話
八
篇
の
う
ち
、
七
篇
ま

で
が
、
分
類
語
で
は
第
一
の
型
に
属
す
る
章
で
あ
る
こ
と
だ
。
残
る
一
篇
「
闇

の
手
が
た
」
（
巻
五
の
四
）
も
、
分
類
語
は
「
横
道
」
だ
か
ら
、
か
な
り
こ
れ

に
近
い
。
Ｃ
類
は
、
前
に
も
い
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
大
多
数
が
、
の
ち
の
武
家

物
そ
の
他
に
繰
り
入
れ
ら
れ
て
も
よ
い
さ
ま
を
な
し
て
い
る
。
『
諸
国
咄
』
の

　
　
　
　
　
　
『
酉
鶴
諸
国
咄
』
の
性
格

出
発
点
が
怪
奇
談
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
思
う
が
、
そ
こ
か
ら
は
最

も
遠
い
距
離
に
あ
る
章
で
あ
る
。
わ
き
見
と
い
う
こ
と
を
も
し
い
う
な
ら
ば
、

；
早
全
体
が
そ
う
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。
力
の
こ
も
っ
た
作
晶
と
い
う
べ
き
も

の
が
多
い
。
こ
れ
に
、
Ａ
類
の
怪
奇
談
の
う
ち
か
ら
、
現
実
付
加
の
度
の
高

い
、
そ
し
て
、
そ
の
現
実
の
部
分
を
分
類
語
が
担
当
す
る
章
の
二
三
を
加
え
る

な
ら
ば
、
読
み
ご
た
え
の
あ
る
話
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
る
と
思

う
。　

『
西
鶴
諸
国
咄
』
と
い
う
書
名
は
、
時
を
同
じ
く
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
宗
低

諸
国
物
語
」
に
対
抗
し
て
版
元
が
「
西
鶴
」
の
名
を
冠
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と

推
定
さ
れ
て
い
る
。
果
し
て
そ
う
な
ら
ば
、
書
名
だ
け
で
は
な
く
て
、
作
晶
の

完
成
期
日
に
つ
い
て
も
、
版
元
の
強
い
要
請
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
西
鶴

は
お
そ
ら
く
執
筆
を
せ
き
た
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
右
の
数
篇
な
ど
比
較
的

少
数
の
章
を
除
い
て
は
、
や
っ
つ
け
仕
事
の
感
が
深
い
。
；
早
の
長
さ
も
一
般

に
短
い
し
、
文
章
も
、
平
易
な
の
は
結
構
だ
が
、
筋
を
運
ぷ
に
急
で
、
精
彩
に

乏
し
い
。
手
持
ち
の
材
料
が
、
十
分
な
燃
焼
を
へ
な
い
で
投
げ
出
さ
れ
た
う
ら

み
が
多
い
。
作
者
に
し
て
は
、
多
く
の
不
満
を
残
す
作
晶
と
な
っ
た
。
直
系

『
懐
硯
』
は
、
こ
の
不
満
に
こ
た
え
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
格
段
の
差
が

あ
る
。
傍
系
諸
作
へ
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
も
う
駄
弁
の
く
り
か
え
し
を
要
し

な
い
。
す
で
に
そ
の
「
見
取
図
」
（
重
友
毅
氏
、
前
掲
書
）
が
で
き
て
い
る
の

で
あ
る
。
各
章
の
原
拠
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
説
話
や
記
録
は
、
多
く
の
論
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『
酉
鶴
諸
国
咄
』
の
性
格

考
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
駆
使
し
て
新
し
い
話
を
構
成
し
た
西
鶴
は
、

浮
世
草
子
作
家
と
し
て
の
眼
と
腕
を
磨
く
場
を
こ
こ
に
求
め
得
た
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
か
。
『
一
代
男
』
か
ら
数
え
て
「
第
三
」
作
、
「
転
」
を
専
ら
と
す
べ

く
運
命
づ
け
ら
れ
た
『
諸
国
咄
』
で
あ
っ
た
。
　
（
一
九
六
七
・
九
・
三
〇
）
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