
『
浮
世
物
語
』
論

『
浮
世
物
語
』
論

は
じ
め
に

教
訓
の
物
語
化

浅
井
了
意
の
著
と
さ
れ
る
『
浮
世
物
語
』
（
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
頃
ル
）

で
こ
れ
ま
で
問
題
と
な
っ
て
来
だ
の
は
、
主
人
公
で
あ
る
浮
世
房
の
人
物
造
型

に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
巻
一
、
二
の
滑
稽
卑
小
な
人
物
像
と
、
巻
三
か

ら
巻
五
の
御
伽
衆
と
な
っ
て
教
訓
を
語
る
人
物
へ
の
変
容
を
、
小
説
構
成
上
破

綻
し
て
い
る
と
見
る
か
、
そ
れ
と
も
破
綻
で
は
な
い
と
す
る
か
に
分
か
れ
る
。

三
二

高
　
　
野
　
　
昌
　
　
彦

　
『
浮
世
物
語
』
は
、
教
訓
を
素
材
と
し
、
こ
れ
に
主
人
公
を
設
定
す
る
事
で

物
語
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
右
の
問
題
も
こ
の
過
程
で
生
じ
た
も
の

で
あ
る
が
、
こ
の
教
訓
の
物
語
化
に
『
浮
世
物
語
』
の
評
価
す
べ
き
点
が
あ
る

と
考
え
論
じ
て
行
く
。

　
　
　
　
　
一

『
浮
世
物
語
』
は
、
同
じ
く
了
意
の
作
品
で
あ
る
『
可
笑
記
評
判
』
（
万
治
三

そ
れ
ぞ
れ
に
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
大
、
そ
れ
ら
は
、
今
日
の
小
説
的
　
　
年
（
一
六
六
〇
）
ル
）
と
共
通
す
る
話
が
非
常
に
多
い
。
先
行
研
究
に
お
い
て

観
点
か
ら
見
て
破
綻
し
て
い
る
と
す
る
か
、
作
者
了
意
の
意
図
を
鑑
み
て
矛
盾

な
し
と
す
る
か
と
い
う
所
に
立
脚
し
て
い
る
。
し
か
し
、
浮
世
房
の
造
型
が
破

綻
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
う
事
自
体
に
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
そ
れ
よ
り

は
、
な
ぜ
破
綻
と
取
れ
る
よ
う
な
造
型
を
為
す
に
至
っ
た
か
を
考
察
す
べ
き
で

あ
る
。

も
『
浮
世
物
語
』
と
『
可
笑
記
評
判
』
と
の
関
係
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
花
田
富
二
夫
氏
の
「
仮
名
草
子
　
評
・
注
の
文
学
－
『
可
笑
記
評
判
』
を
中

心
に
⊃
に
お
い
て
で
あ
る
。
ま
た
谷
脇
理
史
氏
は
、
『
浮
世
物
語
』
と
『
可

笑
記
』
と
の
関
連
を
指
摘
さ
れ
て
い
付
。

　
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
そ
れ
ら
を
対
照
表
に
し
て
示
す
。
左
の
表
で
（
　
）
と



し
た
『
可
笑
記
評
判
』
の
段
は
花
田
氏
の
指
摘
に
拠
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
傍
　
　
事
」
を
見
る
と
、
『
浮
世
物
語
』
で
は

線
を
付
し
た
も
の
は
谷
脇
氏
の
指
摘
（
谷
脇
氏
の
指
摘
は
『
可
笑
記
』
だ
が

『
可
笑
記
評
判
』
の
章
段
で
表
記
）
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
は
筆
者
の
調
査
の
結

果
で
あ
る
。

　
右
の
表
は
『
可
笑
記
評
判
』
と
内
容
や
テ
ー
マ
が
共
通
し
た
も
の
を
全
て
挙

げ
た
。
両
書
の
共
通
し
か
段
は
、
『
浮
世
物
語
』
全
五
十
二
段
の
内
、
過
半
数

の
三
十
一
段
に
及
ぶ
。
両
書
で
語
句
が
一
致
し
た
箇
所
も
十
二
段
に
お
い
て
見

ら
れ
た
が
、
ど
ち
ら
も
了
意
が
執
筆
し
た
た
め
と
考
え
れ
ば
内
容
が
共
通
す
る

の
は
当
然
で
あ
り
、
典
拠
と
ま
で
は
言
え
な
い
と
判
断
し
た
。

　
一
例
と
し
て
、
花
田
・
谷
脇
両
氏
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
『
浮
世
物
語
』
巻
二

－
九
「
後
悔
の
事
」
と
『
可
笑
記
評
判
』
巻
一
－
三
「
物
ご
と
、
後
悔
す
べ
き

　
　
網
に
か
か
り
し
し
鳥
は
高
く
飛
ば
ざ
る
こ
と
を
悔
み
、
鈎
を
の
み
け
る
魚

　
　
は
餌
を
忍
び
ざ
る
こ
と
を
悔
む
と
い
へ
る
。

と
あ
り
、
『
可
笑
記
評
判
』
で
は
、

　
　
後
悔
の
体
を
た
と
へ
て
い
は
八
羅
網
の
鳥
の
、
た
か
く
、
と
ば
ざ
る
こ

　
　
と
を
、
な
げ
き
、
呑
鈎
の
魚
の
、
餌
を
忍
ば
ざ
る
こ
と
を
、
か
な
し
む
が

　
　
ご
と
し
と
か
や

と
、
同
様
の
文
言
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
司
馬
温
公
の
「
六
悔
の
銘
」
や

井
上
小
左
衛
門
の
『
悔
草
』
（
正
保
四
年
（
一
六
四
仏
土
に
触
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
『
浮
世
物
語
』
で
は
、
こ
れ
に
続
け
て
巻
ニ
ー
十
「
人
に
癖
あ
る

事
」
、
同
十
一
「
賢
人
の
事
付
狂
泉
を
飲
み
し
事
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
可

浮世物語　可笑記評判

　卜2　　7-21

　卜3　　10-29

　卜4　　3-3, 9-17, 10-29

　1-5　　1-21, (6-6)

　1-7　(5-3), 5-4

　卜8　　8-9

　卜10　　1-17, 4-24

　2-4　　2-1

　2-9　（1-3）
　　　　　-

　2-10　（9-14）

　2-11　（9-15）

　3-2　(3-16), 9-8, 9-18, 9-19
　　　　　　　　　-

　3-4　（2-15）
　　　　　-

　3-5　　3-21

　3-6　　4-13

　3-7　　4-12

　3-8　　7-7
　　　　　-

　3-9　（10-32）

　3-10　　4-3
　　　　　-

　3-11　　3-14

　4-1　　　1-12, 10-26

　4-4　　2-14, 8-6, 8-7

　4-5　　9-29

　4-6　　9-38

　4-7　　3-12

　5-2　　　1-27, (9-1)

　5-4　　　7-21

　5-5　　　4-3

　5-6　　　9-35

『
浮
世
物
語
』
論

三
三



　
　
　
　
　
『
浮
世
物
語
』
論

笑
記
評
判
』
で
も
巻
九
－
十
四
「
人
に
癖
あ
る
事
」
、
同
十
五
「
賢
は
賢
を
も

っ
て
、
求
め
よ
と
い
ふ
事
」
と
共
通
し
た
内
容
が
続
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、

語
句
の
一
致
は
見
ら
れ
な
い
ま
で
も
内
容
の
共
通
し
た
段
が
十
五
段
あ
っ
た
。

　
右
に
挙
げ
た
の
は
両
書
の
内
容
の
共
通
性
が
高
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
、
内
容
の
共
通
性
は
薄
い
が
、
発
端
と
な
る
テ
ー
マ
が
同
様
の
も
の
が
あ
る
。

『
浮
世
物
語
』
巻
三
－
七
「
雁
鴨
の
稲
を
く
ら
ふ
難
儀
の
事
」
と
『
可
笑
記
評

判
』
巻
四
－
十
二
「
鷹
の
餌
に
狗
を
こ
ろ
し
け
る
事
」
を
挙
げ
る
。

　
『
浮
世
物
語
』
で
は
、
「
御
鷹
狩
も
い
に
し
へ
よ
旦
二
国
に
わ
た
り
て
あ
る
事

な
れ
ば
、
と
ど
め
ら
れ
よ
と
申
す
に
は
あ
ら
ず
。
」
と
し
な
が
ら
、

　
　
今
の
鷹
狩
・
鹿
狩
は
、
只
な
ぐ
さ
み
の
た
め
、
遊
び
の
た
め
に
し
て
、
田

　
　
と
も
い
は
ず
畠
と
も
い
は
ず
、
鳥
を
だ
に
と
り
・
ぬ
れ
ば
、
踏
み
倒
し
推
し

　
　
ふ
せ
て
田
畠
を
そ
こ
な
ふ
事
、
百
姓
の
た
め
に
は
、
い
く
ば
く
恨
め
し
か

　
　
る
ら
ん
。

と
、
百
姓
を
苦
し
め
る
鷹
狩
を
批
判
し
て

は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

な
段
は
四
段
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
『
浮
世
物
語
』
は
『
可
笑
記
評
判
』
と
多
く
の
段
に
お
い
て

内
容
や
テ
ー
マ
が
共
通
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
典
拠
と
は
言
え

な
い
ま
で
も
、
『
浮
世
物
語
』
の
構
想
に
お
い
て
、
了
意
の
意
識
下
に
は
『
可

笑
記
評
判
』
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
ま
た
右
に
見
ら
れ
た
話
題
は
、
了
意
以
外
の
仮
名
草
子
作
者
に
よ
っ
て
書
か

れ
た
作
品
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
井
上
小
左
衛
門
の
『
悔

草
』
に
も
親
子
の
問
題
や
婦
人
の
三
従
に
つ
い
て
の
段
、
ま
た
博
打
や
遊
女
に

関
す
る
段
が
あ
る
。
博
打
の
例
を
挙
げ
れ
ば
、
上
巻
の
三
十
五
段
で
、

　
　
或
は
、
勝
負
わ
ず
も
、
折
節
は
。
わ
づ
か
の
物
を
、
取
や
り
て
。
一
時
の

　
　
あ
そ
び
は
、
よ
し
。
然
れ
と
も
。
お
ご
り
や
す
く
て
。
や
め
が
た
し
。

　
　
さ
ら
で
や
。
意
地
は
、
し
ら
れ
て
。
人
々
に
嘲
ら
れ
。
か
つ
人
は
稀
に
し

　
　
て
。
ま
く
る
人
の
み
お
ほ
し
。

い
る
。
こ
れ
が
『
可
笑
記
評
判
』
で
　
　
と
、
人
々
に
嘲
ら
れ
、
負
け
る
事
が
多
い
と
博
打
を
諌
め
て
い
る
。

　
　
鷹
狩
の
事
は
、
上
代
よ
り
こ
の
か
た
、
異
国
本
朝
お
な
し
く
、
こ
れ
あ
り

　
　
と
い
へ
ど
も
、
さ
し
も
情
な
き
殺
生
は
つ
ク
レ
む
べ
き
物
を
や

と
、
鷹
の
餌
と
し
て
む
や
み
に
犬
を
殺
す
事
を
批
判
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
双

方
と
も
に
鷹
狩
を
基
に
し
な
が
ら
、
一
方
は
百
姓
を
苦
し
め
る
実
態
を
批
判
し
、

他
方
は
無
益
な
殺
生
を
禁
じ
る
論
へ
と
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

そ
し
て
、
後
節
で
比
較
す
る
が
、
山
岡
元
隣
の
『
他
我
身
の
う
へ
』
（
明
暦

三
年
（
一
六
五
七
言
に
お
い
て
も
博
打
見
物
や
廓
通
い
に
異
見
す
る
段
が
見

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
博
打
や
廓
通
い
を
諌
め
る
話
は
当
時
の
教
訓
的
仮
名

草
子
が
必
ず
触
れ
る
話
題
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
『
浮
世
物
語
』
の
題
材
は
、
当
時
の
教
訓
的
仮
名
草
子
と
共
通

し
た
題
材
を
多
く
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。



一

一

　
前
節
で
、
『
浮
世
物
語
』
と
『
可
笑
記
評
判
』
や
他
の
教
訓
的
仮
名
草
子
の

話
題
の
共
通
性
を
確
認
し
た
。
『
浮
世
物
語
』
が
こ
れ
ら
の
仮
名
草
子
と
比
較

し
て
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
浮
世
房
と
い
う
主
人
公
が
設
定
さ
れ
て
い
る
点
で

あ
る
。
本
稿
は
、
教
訓
的
な
題
材
を
、
主
人
公
を
設
定
す
る
事
で
物
語
性
を
持

た
せ
た
と
こ
ろ
に
、
『
浮
世
物
語
』
の
文
学
史
上
評
価
す
べ
き
点
が
あ
る
と
考

え
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
浮
世
房
の
人
物
像
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
か
を
確

認
す
る
。
先
行
研
究
に
よ
り
、
浮
世
房
は
『
竹
触
』
の
主
人
公
竹
斎
の
影
響
を

受
け
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
娠
。
確
か
に
京
を
離
れ
る
際
に
ま
ず
京
参
り
を

行
う
点
や
、
藪
医
者
と
な
っ
て
失
敗
す
る
点
に
共
通
性
が
見
ら
れ
る
。

　
『
竹
斎
』
で
は
、
「
そ
の
身
貧
に
し
て
病
者
さ
ら
に
近
付
か
ず
。
所
詮
諸
国
を

廻
り
、
い
づ
く
に
も
心
の
留
ま
ら
ん
所
に
住
ま
ば
や
」
と
京
を
離
れ
る
決
意
を

す
る
が
、
「
先
づ
く
京
内
参
り
を
仕
ら
ん
」
と
京
参
り
を
し
て
い
る
。

　
こ
れ
は
『
浮
世
物
語
』
も
同
様
で
、
出
家
し
た
浮
世
房
は
、
「
京
の
住
居
も

な
り
が
た
し
。
諸
国
修
行
と
心
ざ
し
」
て
、
「
さ
ら
ば
、
都
の
住
居
京
を
か
ぎ

り
の
思
ひ
出
に
、
京
う
ち
ま
い
り
を
せ
ば
や
」
と
京
参
り
を
す
る
。

　
ま
た
、
『
竹
斎
』
で
は
、
名
古
屋
に
着
い
て
様
々
に
藪
医
者
ぶ
り
を
発
揮
す

る
が
、
『
浮
世
物
語
』
に
お
い
て
も
巻
ニ
ー
ニ
「
薬
ち
が
ひ
を
せ
し
事
」
と
い

　
　
　
　
　
『
浮
世
物
語
』
論

う
巻
が
あ
る
。
こ
こ
で
浮
世
房
は
、
坊
主
を
止
め
て
医
者
に
な
る
が
、

　
　
何
は
知
ら
ず
粉
薬
を
あ
た
へ
た
る
に
、
飲
む
よ
り
は
や
く
吐
逆
し
て
、
病

　
　
人
、
気
を
と
り
う
し
な
ひ
反
返
り
け
れ
ば
、
浮
世
坊
肝
を
消
し
、
閑
道
よ

　
　
り
逃
げ
て
、
足
に
ま
か
せ
て
落
ち
行
き
け
り
。

と
失
敗
し
て
終
わ
っ
て
い
る
。
『
竹
斎
』
と
同
一
の
内
容
で
は
な
い
が
、
藪
医

師
竹
斎
を
意
識
し
て
描
か
れ
た
段
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
浮
世
房
の
行
動
に
は
先
行
す
る
『
竹
斎
』
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。

こ
こ
か
ら
、
浮
世
房
の
人
物
像
は
竹
斎
と
同
様
に
滑
稽
で
卑
小
な
も
の
に
造
型

さ
れ
た
と
言
え
る
。

　
但
し
、
浮
世
房
は
先
行
す
る
『
竹
斎
』
の
影
響
を
受
け
た
ば
か
り
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
当
時
の
啓
蒙
教
訓
的
風
潮
を
捉
え
て
造
型
さ
れ
て
い
る
。

　
『
浮
世
物
語
』
巻
一
－
二
「
浮
世
坊
な
り
た
ち
の
事
」
を
見
る
と
、

1 ）

し
か
れ
ど
か
胎
毒
ふ
か
き
子
な
り
け
れ
ば
、
頭
に
は
甲
療
と
い
ふ
も
の
、

鉢
か
づ
き
の
ご
と
く
に
な
り
て
、
目
の
際
ま
で
た
だ
れ
し
ほ
ど
に
、
尼

子
・
佐
竹
の
為
薬
を
あ
た
へ
て
、
ほ
ど
な
く
癒
へ
に
け
り
・
。
只
柑
の
虫
・

癖
の
病
あ
り
と
て

せ
つ
か

た
る
を
、
赤

目

、
色
く
あ
た
へ

風
門
・
筋
違
に
灸
を
し
た
れ
ば
、
鬼
の
ご
と
く
す
く
や
か
に
な
れ
り
。

（
略
）

は
身
ま
か
り
ぬ
。
こ

　
　
　
　
三
五

　（

か

く

て

年

を

か

さ

ぬ

る

ほ

ど

に

親

は

身

ま

か

り

ぬ

こ

れ

よ

り

身

持

わ

て
養
性

い
た
し
け

れ
ば

思
ひ

の
外

に
庖

疹

か

ろ
ぐ

と

い
た
し
け
り
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『
浮
世
物
語
』
論

が
ま
ま
に
な
り
て
、
足
を
空
に
な
し
、
小
鳥
を
お
と
し
、
魚
を
つ
り
て
、

　
　
こ
こ
か
し
こ
遊
び
さ
ま
よ
ふ
浮
か
れ
者
と
成
り
に
け
り
。

と
描
か
れ
る
。
こ
れ
は
『
可
笑
記
評
判
』
巻
七
－
二
Ｉ
「
子
を
生
立
る
心
得
の

事
」
の
了
意
の
評
判
に
、

年
月
を
か
さ
ぬ
る
ほ
ど
に
、
漸
々
に
悪
党
に
な
り
、

に
は
、
い
よ
く

我
が
ま
よ
ざ
い
た
し
、
喧
嘩
ず
き
、
博
突
う
ち
、
傾
城
ぐ
る
ひ
の
、
野
猫

に
な
る
、
こ
れ
、
親
の
、
か
は
ゆ
か
り
す
ぐ
る
、
あ
や
ま
ち
也
（
略
）

あ
る
ひ
は
、
又
、
ぐ
刊
０
1

、
お
さ
な
き
時
、
胎
毒
に
せ
め
ら

生
じ
、
柑
気
、
癖
の
病
あ
る
を
、

毒
の

々
療
治
し
て
、
平
癒
し
て
、
す
く
や

　
　
か
に
、
成
人
す
れ
ど
も
、
そ
の
親
、
猶
も
、
い
た
は
り
す
ご
し
、
職
も
つ

　
　
け
ず
、
芸
も
つ
け
ず
、
精
か
つ
く
る
、
気
が
虚
す
る
、
な
ど
い
ふ
う
ち
に
、

　
　
を
の
づ
か
ら
、
ふ
せ
う
者
に
な
り
、
少
の
事
に
も
退
屈
が
り
、
大
呻
し
て
、

　
　
宵
寝
ま
ど
ひ
、
朝
ふ
せ
り
、
昼
寝
か
ち
な
る
、
物
く
さ
太
郎
に
な
り
、

　
　
何
ぞ
、
を
の
れ
が
数
寄
の
事
に
は
、
日
を
重
ね
、
夜
を
こ
め
て
も
、
苦
に

　
　
な
ら
ず
、
色
を
こ
の
み
、
酒
に
染
て
、
ほ
し
ゐ
ま
こ
ｙ
れ
共
、
親
は
も
と

　
　
よ
り
、
気
の
よ
は
き
者
な
り
と
て
、
い
さ
め
、
異
見
は
せ
ず
し
て
。

と
あ
る
も
の
と
共
通
し
て
い
る
。
四
角
で
囲
っ
た
「
鉢
か
づ
き
」
と
「
物
く
さ

太
郎
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
御
伽
草
子
作
品
で
あ
り
、
対
応
さ
せ
た
と
考
え
る

事
が
で
き
る
。

　
『
可
笑
記
評
判
』
で
は
、
親
が
育
て
方
を
誤
っ
て
「
悪
党
」
に
な
っ
た
り
、

三
六

幼
い
時
に
「
胎
毒
」
に
か
か
っ
た
た
め
不
精
者
の
「
物
く
さ
太
郎
」
に
な
る
事

が
言
説
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
が
『
浮
世
物
語
』
で
は
ソ
王
人
公
で
あ
る
浮
世
房
の
、
成
長
し
て
い
く

実
際
の
過
程
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
点
が
異
な
る
。

　
ま
た
別
の
例
を
挙
げ
る
と
、
『
浮
世
物
語
』
巻
一
－
三
「
博
突
の
事
」
で
浮

世
房
は
博
突
を
し
失
敗
す
る
。

　
　
（
浮
世
房
、
筆
者
注
）
博
突
打
ち
の
溢
れ
者
に
つ
き
あ
ひ
て
、
も
み
妾
・

　
　
重
・
迦
焉
の
立
て
も
の
、
銭
の
中
に
銀
を
ま
じ
へ
、
銀
の
下
に
金
を
し
き

1 ）

つ
つ
、
⊇
旦
て
て
は
と
ら
れ
、
積
み
て
は
と
ら
れ
、
夜
ご
と
に
寄
り

打
つ
ほ
ど
に
、
負
く
る

か
ぎ
り
・
な
し

ひ
て

後
に
は
叱
り
博
突
に
な
り
、
喧

嘩
ま
な
こ
に
な
り
つ
つ
赤
面
し
け
る
有
り
さ
ま
、
世
に
あ
る
人
は
す
ま
じ

　
　
き
事
な
り
。
見
ぐ
る
し
さ
、
い
ふ
ば
か
り
な
し
。

　
こ
こ
は
先
に
も
引
い
た
『
可
笑
記
評
判
』
巻
十
－
二
九
「
武
芸
勤
べ
き
事
付

博
突
八
法
の
事
」
と
共
通
し
て
い
る
。

　
　
物
の
た
と
へ
に
さ
へ
、
す
り
き
り
見
く
る
し
き
風
情
を
見
て
は
、
古
ば
く

　
　
ち
う
ち
か
、
と
、
い
ひ
あ
へ
り
、
た
と
ひ
、
当
座
の
な
ぐ
さ
み
に
、
す
る
、

　
　
と
、
い
へ
ど
も
、
勝
負
を
、
あ
ら
そ
ひ
、
つ
ら
を
、
あ
か
め
た
る
も
、
見

に
く
し
、

其
上
、
や
ぅ
も
す

Ｃ

ゝ
　
　
―

　
　
　
　
｀
ぃ
ｙ

は

ま
じ
き
こ
と
葉
を
、
あ
や
ま

り
、
喧
嘩
を
し
い
だ
し
、
身
命
を
あ
や
ま
る
、
第
一
、
不
奉
公
の
な
か
が

ち
、
万
事
、
用
所
か
く
る
、
と
ク
心
得
へ
し

ｋ

≒



評
曰
（
略
）

次
に
、
博
突
八
法
の
事
、
第
七
に
あ
た
る
盗
窃
よ
り
前
後
七
の
不
義
は
、

生
ず
る
也
、
仮
初
の
手
あ
そ
び
に
も
、
侍
た
る
も
の
べ
す
べ
き
事
に
は
、

あ
ら
ざ
る
也
長
阿
含
経
に
、
博
突
に
六
の
失
を
、
と
か
れ
た
り
、
一
に

は
、
ぐ
財
産
日
に
耗
と
て
、
博
突
を
う
っ
も
の
は
、
負
る
は
、
も
と
よ
り
の

　
　
義
に
、
を
こ
た
り
、
つ
ゐ
に
は
、
財
宝
耗
て
、
ま
づ
し
く
な
る
（
以
下

　
　
略
）

　
右
に
引
い
た
①
、
②
の
箇
所
に
共
通
性
が
見
ら
れ
、
『
可
笑
記
評
判
』
で
説

か
れ
た
博
突
で
身
を
持
ち
崩
す
見
苦
し
い
姿
を
、
『
浮
世
物
語
』
の
浮
世
房
が

実
践
し
て
い
る
。
つ
ま
り
『
浮
世
物
語
』
の
当
初
の
目
的
は
、
当
時
扱
わ
れ
た

教
訓
を
、
失
敗
に
よ
っ
て
実
践
し
て
み
せ
る
所
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
浮
世
房
に
実
践
者
と
し
て
の
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
事
に
つ

い
て
は
、
松
原
秀
江
氏
が
「
『
浮
世
物
語
』
論
－
浮
世
と
人
の
心
と
の
か
か
わ

り
に
つ
い
て
隔
」
で
、

　
　
「
浮
き
に
浮
い
て
な
ぐ
さ
み
」
生
き
る
こ
と
を
よ
し
と
す
る
考
え
方
の
体

　
　
現
者
と
し
て
、
こ
の
物
語
の
主
人
公
浮
世
房
は
、
先
ず
登
場
し
て
く
る
は

　
　
ず
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。

　
確
か
に
浮
世
房
は
体
現
者
で
は
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
失
敗
す
る
点
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
『
浮
世
物
語
』
論

な
ぜ
な
ら
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
構
想
の
中
に
竹
斎
の
滑
稽
卑
小
な
人
物
像
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
、
先
に
挙
げ
た
『
他
我
身
の
う
へ
』
に
も
、
浮
世
房
に
先
行
し
た
人
物

が
登
場
す
る
。
『
浮
世
物
語
』
に
お
け
る
浮
世
房
の
よ
う
な
一
貫
し
た
主
人
公

は
存
在
し
な
い
が
、
博
打
や
廓
通
い
を
諌
め
ら
れ
る
人
物
が
登
場
す
る
段
が
あ

る
。

　
『
他
我
身
の
う
へ
』
巻
ニ
ー
ー
「
博
突
の
見
物
附
瓜
畠
の
事
、
賢
者
ぶ
り
の

事
」
で
は
、
「
あ
る
福
人
の
子
、
博
突
を
こ
の
み
て
、
あ
け
く
れ
打
し
に
、
其

従
者
つ
よ
く
い
さ
め
申
侍
り
し
か
ば
、
（
以
下
略
）
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
福

人
の
子
」
は
見
物
し
て
い
る
だ
け
だ
と
言
い
訳
す
る
だ
け
で
終
わ
る
が
、
『
浮

世
物
語
』
で
浮
世
房
が
宿
老
に
諌
め
ら
れ
る
段
に
先
行
し
た
話
だ
と
言
え
よ
う
。

　
ま
た
『
他
我
身
の
う
へ
』
巻
三
－
一
「
け
い
せ
い
ぐ
る
ひ
い
け
ん
の
事
」
で

は
、
庄
屋
が
息
子
に
外
の
世
界
を
知
ら
せ
よ
う
と
知
り
合
い
に
相
談
す
る
。
そ

こ
で
廓
通
い
を
紹
介
さ
れ
る
が
、

　
　
日
夜
に
傾
城
ぐ
る
ひ
を
、
し
な
ら
は
せ
け
る
ほ
ど
に
、
は
や
と
り
・
な
り
・
も

　
　
よ
く
な
り
て
、
う
す
き
小
袖
の
Ｉ
つ
ま
へ
、
し
め
ぬ
る
帯
も
り
ミ
し
く
て
、

　
　
こ
う
た
さ
み
せ
ん
立
す
が
た
、
云
も
の
ご
し
も
い
ろ
あ
り
て
、
花
時
鳥
月

　
　
雪
の
フ
っ
つ
り
か
ば
れ
る
折
々
の
、
あ
つ
き
さ
む
さ
の
指
合
も
、
人
に
あ

　
　
ふ
て
の
取
あ
は
せ
、
ふ
る
な
の
べ
ん
と
も
い
ひ
つ
べ
し
、

と
、
通
う
際
の
出
で
立
ち
が
描
か
れ
る
。
こ
れ
は
『
浮
世
物
語
』
巻
一
－
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七

事
也

勝
と
思
へ
ど
も

商
人

職
人

百
姓
ま
で
も

そ

れ
く

の
役



　
　
　
　
　
『
浮
世
物
語
』
論

「
傾
城
ぐ
る
ひ
異
見
の
事
」
で
も
、
浮
世
房
の
廓
に
通
う
出
で
立
ち
が
さ
ら
に

詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
　
興
じ
て
後
は
、
人
目
を
も
つ
つ
ま
ず
、
袖
の
な
り
大
そ
ぎ
に
そ
ぎ
て
、
棲

　
　
高
く
引
き
ま
は
し
、
幅
の
広
き
帯
う
し
ろ
に
結
び
、
た
た
き
鞘
の
中
脇
指
、

　
　
金
鐸
を
ぎ
ら
め
か
し
、
畝
刺
し
の
踏
皮
に
ぼ
た
ん
を
入
れ
、
席
駄
を
な
ら

　
　
し
て
出
立
ち
け
る
有
り
さ
ま
、
月
代
は
耳
の
も
と
ま
で
剃
り
下
げ
、
裂
う

　
　
す
く
髪
く
ひ
そ
ら
し
、
間
柄
の
大
編
笠
目
深
に
引
き
こ
み
た
れ
ば
、
そ
の

　
　
な
り
ふ
り
、
良
し
と
や
い
は
ん
、
悪
し
し
と
や
い
は
ん
、
殿
中
風
の
た
だ

　
　
な
か
な
り
。

　
右
に
挙
げ
た
共
通
性
か
ら
、
『
浮
世
物
語
』
が
先
行
す
る
『
他
我
身
の
う
へ
』

か
ら
博
打
や
廓
通
い
で
身
を
持
ち
崩
す
浮
世
房
の
発
想
を
得
た
事
は
十
分
考
え

ら
れ
る
。
つ
ま
り
了
意
は
、
先
行
す
る
『
竹
斎
』
や
『
他
我
身
の
う
へ
』
か
ら

発
想
を
得
て
滑
稽
卑
小
な
浮
世
房
を
創
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
浮
世
房

の
失
敗
行
動
に
よ
る
教
訓
の
物
語
化
か
、
『
浮
世
物
語
』
の
評
価
す
べ
き
点
だ

と
考
え
る
。

一

一

＿ 　 －

　
先
に
、
『
浮
世
物
語
』
の
評
価
す
べ
き
点
が
、
浮
世
房
の
失
敗
行
動
に
よ
る

教
訓
の
物
語
化
に
あ
る
と
論
じ
た
。
先
行
研
究
で
問
題
と
さ
れ
て
来
だ
の
は
、

こ
の
よ
う
な
失
敗
を
繰
り
返
す
滑
稽
卑
小
な
人
物
で
あ
っ
た
浮
世
房
が
、
巻
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

以
降
で
は
御
伽
衆
と
な
り
、
一
転
し
て
教
訓
を
説
く
側
に
回
る
点
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
浮
世
房
の
人
物
像
の
破
綻
の
有
無
を
論
じ
る
事
に
あ
ま
り
意
味
は

な
い
。
見
解
に
よ
り
ど
ち
ら
と
も
取
れ
る
性
質
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

よ
り
は
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
破
綻
と
取
れ
る
構
成
に
至
っ
た
原
因
を
究
明
す

る
事
が
重
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
浮
世
房
の
変
質
に
つ
い
て
、
そ
の
理
由

を
考
察
し
て
み
た
い
。

　
ま
ず
『
浮
世
物
語
』
巻
三
－
二
「
侍
の
善
悪
批
判
」
を
見
て
み
る
。
初
め
に

侍
が
浮
世
房
に
対
し
、
「
御
房
の
有
様
、
何
と
や
ら
ん
鼻
の
先
う
ぞ
や
き
、
身

の
ふ
る
ま
ひ
も
瓢
金
さ
う
に
見
ゆ
。
か
ま
へ
て
万
事
た
し
な
み
給
へ
」
と
挑
発

的
な
発
言
を
す
る
。
そ
し
て
こ
の
侍
の
発
言
に
対
し
、
浮
世
房
は
「
出
家
ば
か

り
に
、
か
ぎ
ら
ず
、
侍
も
」
と
反
論
し
、

今
ほ
ど
世
間
に
て
、
『
あ
の
人
は
万
事

な
』
と
ほ
む
る
、
そ
の
人
柄
を
見
れ
ば

｀　　へ

つ
ら
ひ
な
く
無
欲
な
る
賢
人
か

大
方
み
な
礼
義
を
も
知
ら
ず
、

よ
ろ
づ
ふ
つ
つ
か
な
る
緩
怠
を
い
た
し
、
き
は
め
て
人
前
に
慮
外
を
は
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

ら
き
、
わ
が
言
ひ
た
き
ま
ま
に
物
言
ひ
ち
ら
し
、
人
を
何
と
も
思
は
ぬ
あ

　
　
ぶ
れ
者
な
り
。

と
や
り
返
す
。
こ
の
浮
世
房
の
発
言
は
、
『
可
笑
記
評
判
』
巻
九
－
十
八
「
表

裡
格
別
の
人
の
事
」
に
、

、
世
間
に
て
、
あ
の
人
は
、
万

－
さ
人
を
、
見
聞
に
、
み
な

へ
つ
ら
ひ
な
き
、
と
、
ほ
め
ら
る

く
は
ん
た
い
を
も
、
し
ら
ぬ
、
あ
ふ
れ
も



　
　
の
共
の
、
不
礼
を
、
は
た
ら
く
人
な
り
・

と
あ
る
も
の
と
共
通
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
『
可
笑
記
評
判
』
と
共
通
し
た
教
訓
を
述
べ
る
浮
世
房
は
、
確

か
に
以
前
の
人
物
像
と
は
異
な
る
。
他
に
も
巻
三
で
は
浮
世
房
が
武
士
を
批
判

し
た
段
が
多
く
見
ら
れ
る
。
巻
三
－
三
「
小
謡
を
忘
れ
た
る
事
付
武
道
ぶ
た
し

な
み
な
る
事
」
で
浮
世
房
は
、

　
　
主
君
に
つ
か
へ
て
軽
薄
を
い
た
し
、
表
裡
を
か
ま
へ
て
追
従
ら
し
く
、
心

　
　
立
て
胴
欲
に
欲
ふ
か
く
、
嘘
を
つ
き
、
常
は
荒
言
は
き
ち
ら
し
、
（
以
下

　
　
略
）

と
武
士
を
批
判
す
る
が
、
こ
れ
も
『
可
笑
記
評
判
』
巻
九
－
十
九
「
侍
の
善
悪

を
見
知
事
」
の
、

　
　
利
は
つ
め
き
て
、
軽
薄
表
裏
あ
る
人
は
、
も
と
こ
れ
、
邪
欲
の
わ
た
く
し

　
　
よ
り
、
い
た
す
ゆ
へ
に
、
心
ざ
し
、
ま
こ
と
、
す
く
な
く
、
恩
を
わ
す
れ
、

　
　
階
を
し
ら
ず
、

と
あ
る
了
意
の
批
評
と
共
通
し
て
い
る
。

　
右
に
見
る
武
士
批
判
は
、
『
可
笑
記
評
判
』
の
了
意
の
批
評
に
し
ば
し
ば
見

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
了
意
に
は
武
士
を
批
判
し
よ
う
と
す
る
意
図
も
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
但
し
、
こ
の
了
意
の
批
判
が
、
『
浮
世
物
語
』
で
は
浮
世
房
の
口

か
ら
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
に
よ
り
、
浮
世
房
は
主
人
公
と
し
て

の
存
在
を
保
つ
事
が
で
き
た
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
浮
世
房
を
語
る
側
に
回
ら

　
　
　
　
　
『
浮
世
物
語
』
論

せ
た
の
は
、
浮
世
房
を
主
人
公
と
し
て
保
持
す
る
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
事
実
、
浮
世
房
の
人
物
像
を
保
と
う
と
苦
心
し
た
跡
が
巻
ニ
ー
四
「
米
の
値

段
高
き
事
付
穀
象
虫
の
事
」
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
段
で
浮
世
房
は
、
米
問
屋
の

門
に
立
ち
「
鄭
毅
夫
が
詩
」
を
唱
え
る
。
浮
世
房
は
こ
の
詩
を
解
説
す
る
形
で

米
問
屋
を
批
判
す
る
。

　
　
粒
々
珠
磯
を
蔵
す
と
は
、
そ
の
倉
に
入
れ
置
か
る
る
米
は
、
直
談
こ
と
の

　
　
外
に
高
く
て
、
米
の
粒
ご
と
、
み
な
珠
を
積
み
上
げ
た
る
が
ご
と
し
。
一

　
　
粒
倉
を
出
だ
さ
ず
と
て
、
直
談
の
高
き
が
飢
え
に
も
ま
だ
高
く
売
ら
ん
が

　
　
た
め
に
、
倉
の
戸
を
と
ぢ
て
一
粒
を
も
出
だ
さ
ね
ば
、
ま
づ
し
き
者
は
飢

　
　
へ
に
の
ぞ
み
て
痩
せ
疲
れ
、
（
以
下
略
）

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
可
笑
記
評
判
』
巻
ニ
ー
ー
「
天
下
国
家
の
、
大
盗

小
盗
と
い
ふ
事
」
の
、

　
　
今
の
世
に
は
、
わ
づ
か
の
不
作
に
も
、
飢
死
、
乞
食
、
ち
ま
た
に
み
つ
る

　
　
事
は
、
商
人
の
、
う
と
く
成
や
つ
ば
ら
、
大
分
の
米
穀
を
買
と
り
、
市
を

　
　
た
て
へ
し
め
売
に
す
る
ゆ
へ
に
、
手
前
に
事
閥
も
の
、
直
談
す
こ
し
た

　
　
か
け
れ
ど
も
、
早
く
求
め
た
き
故
に
、
直
を
つ
け
あ
げ
て
買
と
る
、
そ
の

　
　
利
潤
あ
る
を
よ
ろ
こ
び
、
金
銀
大
分
に
も
ち
た
る
奴
ば
ら
、
我
も
く
と

　
　
買
と
り
て
、
を
の
づ
か
ら
直
談
た
か
く
な
り
、
す
り
切
の
貧
乏
人
ど
も
は
、

　
　
こ
れ
を
も
と
む
る
力
な
く
て
、
飢
た
を
れ
て
死
す
る
也

と
い
う
了
意
の
批
判
と
共
通
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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『
浮
世
物
語
』
論

　
こ
の
ま
ま
浮
世
房
の
米
商
人
批
判
で
終
わ
れ
ば
、
滑
稽
卑
小
な
人
物
か
ら
教

訓
を
語
る
人
物
へ
の
変
質
は
こ
こ
か
ら
起
こ
っ
て
い
る
事
に
な
る
。
し
か
し
結

末
で
は
や
は
り
浮
世
房
の
卑
小
さ
が
描
か
れ
て
い
る
。
浮
世
房
は
、
米
問
屋
の

牛
王
が
「
米
が
欲
し
さ
に
啼
か
る
る
も
の
で
あ
ら
う
」
と
述
べ
た
と
お
り
、
一

升
の
米
を
も
ら
っ
て
引
き
下
が
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
浮
世
房
は

本
当
に
米
欲
し
さ
に
教
訓
を
述
べ
た
ー
も
は
や
教
訓
で
は
な
く
言
い
が
か
り
で

あ
ろ
う
ー
事
ｙ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
浮
世
房
は
、
も
っ
と
も
ら
し
い
事
を

述
べ
て
お
き
な
が
ら
実
は
米
が
欲
し
い
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
右
の
話
は
、
か
ろ
う
じ
て
結
末
部
分
で
浮
世
房
の
滑
稽
卑
小
な
人
物
像
を
保

っ
て
い
た
。
し
か
し
結
末
以
前
に
お
け
る
浮
世
房
は
、
米
商
人
を
相
手
に
堂
々

と
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
浮
世
房
は
徐
々
に
『
可
笑
記
評

判
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
教
訓
を
語
り
出
す
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
、
巻
ニ
ー
四
の
話
の
中
に
浮
世
房
を
絡
ま
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
右
の

よ
う
な
内
容
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
浮
世
房
を
米
商
人
と
し
、
失
敗
行

動
を
さ
せ
る
よ
う
な
話
の
素
地
が
、
『
可
笑
記
評
判
』
な
ど
に
は
存
し
な
い
か

ら
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
了
意
は
、
実
践
が
困
難
な
材
料
に
ど
う
浮
世
房
を
絡
ま
せ
る
か
苦
心

し
た
末
、
浮
世
房
を
教
訓
を
語
る
側
に
回
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

同
様
に
、
巻
三
以
降
の
話
題
は
浮
世
房
に
実
践
さ
せ
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

こ
で
了
意
は
、
巻
三
以
降
で
浮
世
房
を
大
名
の
御
伽
衆
と
し
、
語
る
側
に
回
ら

せ
る
事
で
、
か
ろ
う
じ
て
浮
世
房
を
主
人
公
と
す
る
構
図
を
保
と
う
と
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
浮
世
房
を
主
人
公
と
す
る
教
訓
の
物
語
化
。
こ
れ
が
『
浮
世
物

語
』
の
こ
貝
し
た
設
定
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
来
た
所
を
整
理
し
て
み
る
。
ま
ず
、
『
浮
世
物
語
』
は

『
可
笑
記
評
判
』
を
初
め
と
す
る
教
訓
的
仮
名
草
子
と
共
通
の
話
材
を
多
く
持

っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
浮
世
房
は
『
竹
斎
』
や
『
他
我
身
の
上
』
な
ど
か
ら
人

物
像
に
ヒ
ン
ト
を
得
、
教
訓
的
話
材
の
実
践
者
と
し
た
。
滑
稽
卑
小
な
主
人
公

に
よ
る
教
訓
の
物
語
化
。
こ
れ
が
『
浮
世
物
語
』
の
構
図
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
浮
世
房
を
実
践
者
と
し
て
行
動
さ
せ
る
事
が
難
し
い
教
訓
話
材
が

出
て
き
た
。
そ
こ
で
了
意
は
浮
世
房
を
御
伽
衆
と
し
、
語
る
側
に
転
身
さ
せ
た
。

こ
の
事
に
よ
り
、
浮
世
房
を
こ
貝
し
た
主
人
公
と
し
て
保
と
う
と
し
た
の
で
あ

る
。

　
し
た
が
っ
て
『
浮
世
物
語
』
は
、
教
訓
を
一
人
の
主
人
公
の
滑
稽
な
物
語
と

し
て
描
い
た
点
で
、
新
し
い
展
開
を
示
し
た
作
品
で
あ
る
と
考
え
る
。

注①
　
『
浮
世
物
語
』
本
文
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
6
4
『
仮
名
草
子
集
』
（
小
学
館
、



　
平
成
十
一
年
九
月
）
に
拠
る
。
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

②
　
巻
一
・
二
と
巻
ご
丁
五
の
浮
世
房
が
分
裂
し
て
い
る
と
す
る
も
の
に
、
鈴
木
亨

　
「
仮
名
草
子
に
お
け
る
教
訓
性
と
文
芸
性
－
浮
世
物
語
の
構
成
を
め
ぐ
っ
て
ー
」

　
（
「
島
根
大
学
論
集
－
人
文
科
学
1
1
」
）
、
谷
脇
理
史
「
浮
世
物
語
の
論
理
と
構
成
」

　
（
「
跡
見
学
園
女
子
大
学
紀
要
」
昭
和
四
十
三
年
三
月
）
な
ど
が
あ
り
、
二
貝
性
を
見

　
る
も
の
に
は
、
前
田
金
五
郎
「
浮
世
物
語
雑
考
」
（
「
国
語
国
文
」
昭
和
四
十
年
六
月

　
号
）
、
野
田
寿
雄
「
浮
世
物
語
覚
書
」
（
「
国
語
国
文
研
究
」
二
十
四
号
）
、
松
田
修

　
「
浮
世
物
語
の
挫
折
」
（
「
国
語
国
文
」
昭
和
三
十
二
年
五
月
）
、
森
耕
一
「
『
浮
世
物

　
語
』
の
可
能
性
－
浮
世
房
二
代
記
の
意
味
－
」
ス
近
世
文
芸
　
研
究
と
評
論
」
十
五

　
号
、
昭
和
五
十
三
年
十
月
）
が
あ
る
。

③
　
『
可
笑
記
評
判
』
本
文
は
、
朝
倉
治
彦
『
仮
名
草
子
集
成
』
第
十
五
・
十
六
巻
に

　
拠
る
。
ル
ビ
は
省
略
し
、
「
（
」
を
「
は
」
と
し
た
箇
所
が
あ
る
。

④
「
大
妻
女
子
大
学
文
学
部
三
十
周
年
記
念
論
集
」
平
成
十
年
三
月

⑤
　
『
浮
世
物
語
』
と
『
可
笑
記
』
の
関
係
を
指
摘
し
た
も
の
に
、
前
田
金
五
郎
・
森

　
田
武
校
注
、
日
本
古
典
文
学
大
系
9
0
『
仮
名
草
子
集
』
（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
年

　
五
月
）
や
谷
脇
理
史
「
仮
名
草
子
作
者
の
構
想
力
と
表
現
力
－
「
浮
世
物
語
」
を
中

　
心
に
ー
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
第
四
十
八
巻
十
号
）
が
あ
る
。

⑥
　
『
悔
草
』
本
文
は
、
朝
倉
治
彦
・
伊
藤
慎
吾
校
注
『
仮
名
草
子
集
成
　
第
二
十
四

　
巻
』
（
平
成
十
一
年
二
月
）
に
拠
る
。

⑦
　
『
他
我
身
の
う
へ
』
本
文
は
、
早
川
純
三
郎
編
『
近
世
文
語
叢
書
　
第
三
』
（
国
書

　
刊
行
会
、
明
治
四
十
三
年
九
月
）
に
拠
る
。

⑧
　
『
竹
斎
』
本
文
は
、
前
田
金
五
郎
・
森
田
武
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
仮
名

　
草
子
集
』
（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
年
五
月
、
寛
永
製
版
）
に
拠
る
。

⑤
　
注
①
『
浮
世
物
語
』
冒
頭
解
説
な
ど
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑩
　
松
原
秀
江
『
薄
雪
物
語
と
御
伽
草
子
・
仮
名
草
子
』
（
和
泉
書
院
、
平
成
九
年
七

　
月
）

『
浮
世
物
語
』
論

四
一
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