
西
鶴
の

「
し
ほ
ら
し
」

茶
の
湯
と
の
関
連
を
中
心
に

石

塚

修

「

ば
じ
め
に

「
し
ほ
り
（
し
を
り
）
」
と
い
う
語
は
、
俳
諮
用
語
と
し
て
蕉
門
以
来
定
着
し
て
い
る
。
去
来
の

『
俳
静
問
答
』

に
お
け
る
「
し

ほ
り
と
い
ふ
は
趣
向
・
詞
・
器
の
哀
憐
な
る
を
言
ふ
べ
か
ら
ず
。
し
ほ
り
と
憐
な
る
句
は
別
な
り
。
た
ご
つ
ち
に
根
ざ
し
て
外
に
あ

ら
は
る
ゝ
も
の
也
」
と
い
う
解
説
に
は
じ
ま
り
、
俳
譜
に
お
け
る
そ
の
定
義
は
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
に
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
研

究
の
う
え
で
も
、
凝
原
退
蔵
や
能
勢
朝
次
ら
の
詳
し
い
論
考
も
あ
り
、
櫻
井
武
次
郎
が
そ
れ
を
「
い
ず
れ
も
（
し
ほ
り
）
を
、
作
者

の
内
面
に
か
か
わ
る
問
題
と
見
て
お
ら
れ
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
ま
と
め
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
尾

形
幼
の

「
し
ほ
り
」

の
定
義
を
示
し
て
お
く
。

俳
欝
用
語
。
「
さ
び
」
と
併
称
さ
れ
る
蕉
風
俳
静
の
美
的
理
念
。
深
い
観
照
と
表
現
へ
の
繊
細
な
配
慮
か
ら
生
れ
る
し
め
や
か

な
余
情
美
を
い
う
。
…
俳
論
書
の
表
記
は
「
し
ぼ
り
」
だ
が
、
近
世
「
し
ぼ
り
（
湿
）
」
「
し
を
り
（
萎
）
」
の
表
記
は
混
用
さ
れ

た
。
前
者
な
ら
し
っ
と
り
と
し
た
情
緒
、
後
者
な
ら
な
よ
な
よ
と
し
た
衰
萎
の
情
緒
と
な
る
が
、
豊
満
華
麗
の
対
極
の
美
に
属
す

8

2

11

る
点
で
は
大
異
が
な
い
。

35
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こ
の
定
義
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
一
般
的
な
理
解
と
し
て
定
着
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
語
源
や
表
記
の
細
か
な
点

1⊥

に
つ
い
て
は
、
暖
味
な
ま
ま
で
の
処
理
が
な
さ
れ
い
る
。
じ
つ
さ
い
に
芭
蕉
の
俳
語
の
理
念
と
し
て
「
し
ぼ
り
」
を
表
現
す
る
場
合
、

凝
原
退
蔵
は
「
さ
び
・
し
を
り
・
細
み
」
と
表
記
し
て
い
る
し
、
河
野
喜
雄
も
「
し
を
り
」
に
「
揺
り
」

の
字
を
あ
て
て
、

36

西鶴の「しほらし」一茶の湯との関連を中心に

つ
ヽ
U

以
上
、
「
し
を
り
」

の
語
ほ
「
し
を
る
」

の
連
体
形
名
詞
で
あ
る
。

と
し
て
い
る
よ
う
に
「
し
を
り
」
と
す
る
の
が
一
般
的
に
な
つ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
「
し
を
（
萎
）
る
」
に
語

源
を
求
め
て
い
る
た
め
の
表
記
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
た
い
し
て
は
、
小
西
甚
一
が
厳
密
な
区
別
を
提
示
し
て
い
る
。
小
西

甚
一
は
、
先
の

『
俳
語
間
答
』
な
ど
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
芭
蕉
の
表
記
と
し
て
の
認
識
は
「
し
ほ
り
」

で
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
の
仮
説
を
た
て
る
。
そ
し
て
、
そ
の
古
典
作
品
で
の
用
例
を
検
討
し
、

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
芭
蕉
の

「
し
ほ
り
」
は
「
湿
る
」

の
系
統
で
解
す
る
の
が
い
ち
ば
ん
適
切
だ
と
考
え
ざ
る
を
え
な

い
が
、
こ
れ
は
連
歌
論
の
用
例
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

と
連
歌
と
の
比
較
を
お
こ
な
い
つ
つ
、
連
歌
が
「
王
朝
的
な
優
艶
さ
」
を
基
調
と
し
つ
つ

「
し
っ
と
り
と
し
た
趣
」
を
加
え
た
も
の

を
「
し
ほ
り
」
と
す
る
の
に
た
い
し
て
、
芭
蕉
の

「
し
ぼ
り
」
は
、

芭
蕉
の
句
境
が
閑
寂
を
中
心
と
す
る
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
述
べ
た
て
る
ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
生
地
が
閑
寂
さ
を
基
調
と
す
る

た
め
、
そ
れ
に
「
し
っ
と
り
と
し
た
趣
」
が
加
わ
っ
た
と
き
、
良
基
や
世
阿
弥
と
は
違
っ
た
感
じ
に
な
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
少

し
陰
気
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
わ
ざ
わ
ざ
「
憐
れ
な
る
句
に
あ
ら
ず
」
と
こ
と
わ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
理
由
だ
と

思
わ
れ
る
。



修石 塚
一
川
√
l
－

と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
注
目
に
あ
た
い
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
中
世
か
ら
の
混
用
が
た
ん
に
語
の
表
記
の
問
題
か
ら
だ
け

で
な
く
、
語
の
意
味
と
も
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
に
、
赤
羽
学
は
、
謡
曲
や
茶
の
湯
伝
書

5

の
用
例
な
ど
を
示
し
、
「
凋
り
」
は
伝
統
的
「
あ
は
れ
」

の
俳
静
的
表
現
で
あ
る
と
反
論
し
、
表
章
な
ど
も
「
し
を
り
」
に
「
し
ほ

6

り
」
が
含
み
込
ま
れ
て
い
く
と
い
う
見
解
を
示
し
、
小
西
の
よ
う
に
厳
密
に
区
別
す
る
こ
と
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
も
い
る
。

さ
ら
に
、
国
語
学
の
立
場
か
ら
は
、
安
田
章
が
ハ
行
転
呼
音
と
の
関
連
か
ら
論
じ
、
「
し
ほ
る
」
と
「
し
ぼ
る
」

の
強
い
結
び
つ

7

き
か
ら
「
水
分
」
と
の
関
わ
り
、
つ
ま
り
、
小
西
の
い
う
「
し
っ
と
り
と
し
た
趣
」
が
意
味
と
し
て
添
加
さ
れ
て
く
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
表
記
に
関
し
て
は
遠
藤
邦
基
が
「
シ
ホ
ル
と
シ
ヲ
ル
は
音
韻
変
化
の
結
果
、
全
く
同
音
に
発
音
さ
れ
る
」
よ
う
に
な
り
、
「
シ

8

ヲ
ル
」

「
シ
ボ
ル
」

「
シ
ホ
ル
」

の
混
用
が
生
れ
た
と
の
認
定
を
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
「
し
ほ
り
」
は
、
俳
静
用
語
と
し
て
蕉
門
俳
静
を
中
心
に
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
、
定
義
付
け
ら
れ
て
き
て
い
る
。

で
は
、
芭
蕉
の
俳
諮
に
み
ら
れ
る
「
し
ほ
り
」
と
い
う
語
は
、
完
全
な
芭
蕉
の
独
創
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
し
ぼ
り
」

の
概
念
は
と

も
か
く
と
し
て
、
語
と
し
て
の

「
し
ほ
り
」
が
、
そ
の
時
代
と
切
り
離
さ
れ
存
在
し
て
い
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と

で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
る
を
ら
ば
、
俳
静
師
で
あ
る
西
鶴
の
作
品
に
も
、
「
し
ほ
り
」
と
近
い
語
が
見
ら
れ
た
と
し
て
も
何
の
不

思
議
は
な
い
。
乾
裕
幸
は
、
「
し
ほ
ら
し
」
を
そ
れ
に
あ
た
る
語
と
し
て
、

私
は
、
連
歌
の
し
を
れ

（
下
二
段
自
動
詞
）

と
蕉
風
の

「
し
を
り
」

（
四
段
他
動
詞
）

と
に
介
在
す
る
も
の
と
し
て
、
貞
門
・

談
林
の
し
を
ら
し
を
指
摘
し
た
い
。
連
歌
の
し
を
れ
は
、
こ
の
し
を
ら
し
く
を
く
ぐ
り
抜
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
変
容
を

9

蒙
り
つ
つ
つ
、
蕉
風
の

「
し
を
り
」

に
流
れ
込
ん
で
い
つ
た
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

∧
‖
＞

と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
事
実
、
次
の
よ
う
な
例
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
1

116

37
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『
西
鶴
評
点
湖
永
等
三
吟
百
韻
巻
断
巻
』
延
宝
ご
ろ

ア
風
下
を
ふ
せ
き
お
ほ
せ
て
む
ら
鳥
の

永

38

西鶴の「しほらし」一茶の湯との関連を中心に

イウ
い
か
り
を
う
つ
て
か
ゝ
る
披
き
は

楽

し
ほ
ら
し
く
あ
そ
は
し
侯

『
尾
陽
鳴
海
俳
静
喚
続
集
』

延
宝
八
年
か

（
乾
裕
幸
の
指
摘
あ
り
）

せ
ん
香
の
店
あ
ら
た
に
出
し
た
り

安宣

人
心
う
つ
れ
ば
替
る
色
唐
紙

芙言

し
ほ
ら
し
く
付
け
ら
れ
候

『
西
鶴
評
点
政
昌
等
三
吟
百
韻
巻
』
天
和
・
貞
事
ご
ろ

白
む
く
や
着
断
に
錬
る
袖
の
雪

し
ぼ
ら
し
き
丁
旬
に
侯

詩
に
作
り
出
す
若
鮎
の
節

（
井
）

観
硯
石
か
す
み
に
流
る
桂
川

（
不
）
密

句
か
ら
し
ほ
ら
し
く
候

『
西
鶴
評
点
山
太
郎
独
吟
歌
仙
巻
』

元
禄
四
年
か

エ

明
衣
な
が
ら
の
袖
の
夕
ざ
れ

俳
作
し
ぼ
ら
し
く
候

『
西
鶴
評
点
歌
水
盤
山
南
吟
歌
仙
巻
』
元
禄
四
年
（
乾
裕
幸
の
指
摘
あ
り
）

オ

常
に
は
を
ら
ぬ
御
筆
の
跡

水

し
ほ
ら
し
く
あ
そ
は
し
侯

是
四
旬
日
ふ
り
也

『
江
戸
点
者
寄
会
俳
諮
』

元
禄
五
年
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カ

捌
釘
の
嫉
や
ふ
か
き
花
の
艶

姑雨

あ
は
れ
萩
…
の
ち
き
り
ぬ
す
み
し

姑徳

し
を
ら
し
く
あ
そ
は
し
候

キ

心
の
怪
疎
百
子
の
岩

露言

や
さ
し
く
も
母
虎
の
子
を
く
は
へ
き
て

岩泉

付
替
り
し
を
ら
し
く
あ
そ
は
し
候

こ
れ
ら
ア
か
ら
キ
ま
で
の
例
は
、
句
の
評
で
あ
る
。
と
く
に
「
し
ほ
り
」
か
「
し
を
り
」
か
の
表
記
の
問
題
か
ら
言
え
ば
、
管
見

では

『
江
戸
点
者
寄
会
俳
諮
』

の
二
例
カ
・
キ
の
み
が
、
西
鶴
の
散
文
・
韻
文
を
つ
う
じ
て

「
し
を
り
」

あ
る
。
小
西
選
一
の
説
に
を
ら
っ
て
、
表
記
の
う
え
か
ら

「
し
を
り
」
か

「
し
ほ
り
」
か
を
論
ず
れ
ば
、

も
「
し
ぼ
り
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
西
鶴
自
身
が
表
記
と
し
て

「
し
ほ
り
」
と

「
し
を
り
」

た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
即
断
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
版
下
と
の
関
係
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、

と
表
記
さ
れ
て
い
る
例
で

用
例
の
数
か
ら
し
て
西
鶴

の
厳
密
な
使
い
わ
け
を
し

こ
こ
で
は
、
版
下
の
問
題

は
別
と
し
て
「
し
ほ
り
」
は
「
し
を
り
」

の
意
味
し
か
持
た
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
き
た
い
。
芭
蕉
の
例
な
ど
か
ら

も
考
え
て
、
表
記
は
「
し
ほ
り
」
と
す
る
か
ら
「
し
を
り
」

の
意
味
し
か
持
た
な
い
と
い
う
見
方
に
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
う
か
ら

で
あ
る
。
小
西
ら
も
述
べ
る
よ
う
に
芭
蕉
の

「
し
を
り
」
も

『
去
来
抄
』

に
は
、

十
団
子
も
小
粒
に
な
り
ぬ
秋
の
風

許六

先
師
、
こ
の
句
に
し
ぼ
り
有
と
許
し
給
ひ
し
と
也
。
惣
じ
て
、
寂
ビ
。
位
。
細
み
・
し
ほ
り
の
事
ほ
、
言
語
筆
頭
に
応
し
が
た

し
。
只
先
師
の
評
有
句
を
上
げ
て
語
り
侍
る
の
み
。
他
は
お
し
て
し
ら
る
べ
し
㌔

と
あ
る
よ
う
に

「
し
ほ
り
」
と
表
記
さ
れ
、
厳
密
に
区
別
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
西
鶴
も
芭
蕉
が
許
六
の
句
の

39



13

批
評
の
語
と
し
て
「
し
ぼ
り
有
」
と
用
い
て
い
る
の
と
同
様
、
「
し
ほ
ら
し
」
を
批
評
用
語
と
し
て
用
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
芭
蕉

l

も
西
鶴
も
「
し
ほ
り
」
「
し
ほ
ら
し
」
を
批
評
の
語
と
し
て
い
る
の
は
、
『
風
姿
花
伝
』

の、

40

西鶴の「しほらし」一茶の湯との関連を中心に

問
。
常
の
批
判
に
も
、
「
し
ほ
れ
た
る
」
と
申
す
事
あ
り
。
い
か
や
う
な
る
所
ぞ
や
。

答
。
こ
れ
は
こ
と
に
記
す
に
及
ば
ず
。
そ
の
風
情
あ
ら
は
れ
ま
じ
。
さ
り
な
が
ら
、
ま
さ
し
く
、
し
ぼ
れ
た
る
風
体
は
あ
る
も

2

の
な
り
㌔

と
い
う
伝
統
を
受
け
継
い
で
い
る
た
め
と
い
え
よ
う
。

で
は
、
西
鶴
の

「
し
ほ
ら
し
」

の
評
価
は
、
先
に
あ
げ
た
句
の
ど
の
よ
う
な
点
に
た
い
し
て
与
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
芭
蕉
の

よ
う
に
俳
論
か
ら
そ
の
評
価
の
内
容
を
具
体
的
に
た
ど
れ
な
い
と
し
て
、
句
だ
け
か
ら
西
鶴
の
「
し
ぼ
ら
し
」
を
た
ど
ろ
う
と
す
る

に
は
少
し
無
理
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
そ
の
解
明
の
糸
口
を
、
井
原
西
鶴
の
散
文
作
品
に
お
け
る
「
し
ほ
ら
し
」

の
語
を
分
析
し
て
い
く
こ
と
で
つ
か
も
う

と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
の
際
、
連
歌
か
ら
発
し
た
「
し
ほ
ら
し
」
が
茶
の
湯
に
も
流
れ
こ
み
、
そ
の
影
響
を
西
鶴
が
受
け
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
点
を
、
ま
ず
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
従
来
の

「
し
ほ
ら
し
」

の
意
味
の
枠
を
超
え
た
「
し
ほ

ら
し
」
の
意
味
の
あ
る
こ
と
を
検
証
し
よ
う
と
考
え
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
芭
蕉
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
生
き
文
学
活
動
を
し
た
西
鶴
に

も
「
し
ぼ
り
」
に
通
じ
る
感
性
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
西
鶴
ら
し
い
表
現
の
発
見
に
も
通
じ
る

の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
る
。

二
、
「
茶
の
湯
」
と
「
し
ほ
ら
し
」

西
鶴
の
作
品
に
お
け
る
「
し
ぼ
ら
し
」

の
例
を
み
て
い
く
と
き
、
茶
の
湯
の
場
面
と
関
わ
り
が
深
い
例
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。



修石 塚
『
好
色
一
代
男
』

ア

五
の
一
「
後
に
は
様
つ
け
て
呼
」

（
遊
女
吉
野
に
つ
い
て
の
描
写
）

茶
は
し
ほ
ら
し
く
た
て
な
し
、
花
を
生
替

イ

七
の
一
「
其
面
影
は
雪
む
か
し
」

（
遊
女
高
橋
に
つ
い
て
の
描
写
）

手
前
の
し
ほ
ら
し
さ
、
千
野
利
休
も
此
人
に
生
れ
替
ら
れ
し
か
と
疑
は
れ
侍
る

『
日
本
永
代
蔵
』

り

三
の
一
「
煎
じ
や
う
常
と
か
は
る
開
発
」

今
は
七
十
歳
な
れ
ば
…
雪
の
う
ち
に
は
壷
の
口
を
切
水
仙
の
初
咲
な
げ
入
花
の
し
ほ
ら
し
き
事
共
、
い
つ
な
ら
ひ
初
め
ら

れ
し
も
見
え
ざ
り
し
が
銀
さ
へ
あ
れ
ば
何
事
も
な
る
事
ぞ
か
し
、

エ

四
の
四
「
茶
の
十
徳
も
一
度
に
管
」

（
小
橋
の
利
助
が
「
ゑ
び
す
の
朝
茶
」
を
売
出
す
場
面
）

口
ひ
と
つ
を
英
日
過
に
し
て
、
才
覚
男
、
荷
な
ひ
茶
屋
し
ほ
ら
し
く
掃
へ
、

『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』

オ

五
の
一
「
灯
挑
に
朝
が
ほ
」

奈
良
の
都
の
ひ
が
し
町
に
、
し
ほ
ら
し
く
住
み
な
し
て
、
明
暮
茶
の
湯
に
身
を
な
し
、
興
福
寺
の
、
花
の
水
を
く
ま
せ
、

か
く
れ
も
な
き
、
楽
助
な
り
、

『
懐
硯
』

カ

四
の
四

「
人
真
似
は
猿
の
行
水
」

（
妻
が
可
愛
が
っ
て
い
た
猿
が
）

そ
れ
そ
れ
に
あ
た
り
ち
か
き
山
に
行
て
、
薪
な
ど
相
枯
枝
桧
の
落
葉
掻
き
集
め
て
き
た
り
、
茶
の
下
を
も
や
し
二
人
に
給

仕
す
る
鉢
お
か
し
き
中
に
も
し
ほ
ら
し
く
、

『
好
色
盛
衰
記
』

211

キ
一
の
五
「
夜
の
間
の
売
家
化
物
大
臣
」

（
水
仙
の
早
咲
き
を
口
切
り
の
茶
事
に
賃
貸
し
す
る
こ
と
に
た
い
し
て
）

41
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ク

西鶴の「しほらし」一茶の湯との関連を中心に

ケコサ

堺
の
乳
守
に
て
太
鼓
持
の
湊
、
塩
の
甚
と
い
へ
る
男
、
「
是
は
花
車
事
な
が
ら
、
値
段
の
た
か
ひ
も
の
な
れ
ば
、
賃
と
つ

42

て
か
し
徳
」
と
申
す
、
し
か
ら
ば
女
郎
に
も
借
賃
取
た
き
物
な
り
、

『
新
可
笑
記
』

二
の
四

「
兵
法
の
奥
は
宮
城
野
」

又
茶
の
湯
は
和
朝
の
風
俗
人
の
ま
じ
は
り
心
の
花
車
に
な
る
の
ひ
と
つ
な
り
、

『
世
間
胸
算
用
』

三
の
四
「
神
さ
へ
お
目
遠
ひ
」

泉
州
堺
は
…
…
風
俗
し
と
や
か
に
見
へ
て
身
の
勝
手
よ
し
諸
道
具
代
々
持
伝
え
け
れ
ば
年
わ
す
れ
の
茶
の
湯
振
舞
世
間
へ

ば
花
車
に
問
え
て
さ
の
み
物
の
入
る
に
も
あ
ら
ず
、

『
諸
艶
大
鑑
』

八
の
三

「
終
に
は
掘
ぬ
き
井
筒
」

（
遊
女
井
筒
の
描
写
）

此
里
の
芋
も
、
名
に
あ
ふ
月
見
茶
碗
と
て
、
井
筒
や
さ
し
き
手
前
に
て
、
弥
十
桑
五
、
嵐
三
ま
じ
り
に
、
茨
木
屋
の
奥
座

敷
に
て
の
も
て
な
し
、

『
西
鶴
織
留
』

三
の
二

「
聾
者
は
人
を
そ
し
り
の
種
」

茶
の
湯
は
道
具
に
た
よ
れ
ば
、
中
々
貧
者
な
り
が
た
し
。
「
万
事
あ
る
に
ま
か
せ
て
俺
た
る
を
よ
し
」
と
言
ひ
俸
へ
り
。

是
利
休
の
言
葉
に
も
せ
よ
、
貧
家
に
て
は
お
も
し
ろ
か
ら
ず
。
こ
と
の
た
り
た
る
宿
に
し
て
物
好
を
さ
び
た
る
か
ま
へ
に
い

た
せ
る
事
ぞ
か
し
、

『
西
鶴
名
残
の
友
』

シ

五
の
六
「
入
歯
は
花
の
む
か
し
」

柳
に
去
年
の
水
仙
を
生
ま
せ
て
釣
り
釜
の
た
ぎ
り
を
閉
る
楽
し
み
何
か
あ
る
べ
し
。
此
心
、
詫
数
寄
を
よ
し
と
い
へ
ど
こ



修石 塚
と
た
ら
ず
し
て
は
た
の
し
み
な
し
、
「
世
を
心
の
ま
ゝ
な
る
人
の
茶
事
は
不
自
由
な
る
体
に
任
か
け
た
る
こ
そ
よ
け
れ
」
と

宇
治
の
上
林
の
法
師
俳
潜
の
座
で
語
ら
れ
し
が
是
も
尤
に
思
ひ
あ
た
る
事
あ
り

以
上
、
ア
か
ら
シ
ま
で
一
二
例
が
、
西
鶴
作
品
で
茶
の
湯
に
関
す
る
こ
と
を
描
き
、
し
か
も
な
ん
ら
か
の
価
値
判
断
を
と
も
な
う
語

が
入
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
、
た
ん
な
る
茶
道
具
だ
け
の
描
写
や
茶
を
飲
ん
で
い
る
と
い
う
だ
け
の
場
面
に

つ
い
て
は
、
煩
雑
に
な
る
の
で
引
用
を
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
カ
の
例
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
前
州
じ
茶
で
あ
る
可
能
性
も
高
い
が
、

「
お
か
し
き
中
に
も
し
ほ
ら
し
く
」
と
あ
る
か
ら
、
茶
の
湯
の
雰
囲
気
を
も
持
つ
例
と
し
て
加
え
て
お
く
。

こ
の
用
例
を
見
て
い
く
と
ア
か
ら
カ
の

「
し
ほ
ら
し
」
が
茶
の
湯
と
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
次
い
で
カ
か
ら
ク
の

「花

車
（
き
や
し
や
）
」
が
続
く
。
西
鶴
の
作
品
全
体
か
ら
わ
ず
か
六
例
し
か
見
ら
れ
な
い
も
の
を
取
り
あ
げ
て
、
は
た
し
て
西
鶴
の
「
し

ほ
ら
し
」
と
茶
の
湯
と
の
関
係
を
論
じ
て
よ
い
も
の
か
と
い
う
疑
問
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
西
鶴
作
品
で

「
し
ほ
ら
し
」
が
用
い
ら

れ
て
い
る
例
は
後
で
挙
げ
る
三
八
例
と
あ
わ
せ
て
、
四
四
例
あ
り
、
う
ち
六
例
が
茶
の
湯
と
の
関
連
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

あ
な
が
ち
否
定
的
な
見
方
ば
か
り
も
で
き
な
い
の
で
ほ
な
い
か
と
考
え
る
。

た
と
え
ば
、
エ
の
小
橋
の
利
助
が
「
ゑ
び
す
の
朝
茶
」

の
新
商
売
を
始
め
る
場
面
で
、
ど
う
し
て
そ
の
姿
が
「
し
ぼ
ら
し
く
掃
」

え
ら
れ
な
く
て
は
を
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
わ
ざ
わ
ざ
小
橋
の
利
助
の
風
体
を
「
し
ほ
ら
し
く
」
す
る
必
然
は
、
こ
の
章
段
と
し
て

文
脈
の
う
え
か
ら
は
、
あ
ま
り
な
い
よ
う
に
思
う
。
こ
の
章
段
が
「
風
流
」
な
人
の
有
り
様
を
主
題
と
す
る
わ
け
で
な
く
、
ア
や
イ

の
よ
う
な
例
と
比
較
し
て
、
そ
の
表
現
は
唐
突
の
感
さ
え
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
表
現
に
は
、
当
時
の

「
茶
」
に
関
わ
る
商
い
で
、

他
人
の
注
目
を
集
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
姿
は

「
し
ほ
ら
し
く
」
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
前
提
が
あ
っ
た
と
は
考

え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
「
茶
」
と

「
し
ほ
ら
し
」
は
、
案
外
、
密
接
な
つ
な
が
り
を
持
っ
て
西
鶴
の
表
現
の

な
か
に
あ
っ
た
と
考
え
て
み
る
必
要
性
を
感
じ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
感
覚
は
け
っ
し
て
特
別
な
も
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
当
時
の

人
々
に
と
っ
て
も
常
識
的
な
も
の
だ
っ
た
と
も
考
え
る
の
で
あ
る
。

011

そ
の
こ
と
は
、
オ
で

「
奈
良
の
茶
の
湯
者
」

が
「
し
ほ
ら
し
く
住
み
な
」
す
存
在
と
し
て
、
こ
と
さ
ら
に
描
か
れ
て
い
こ
と
か
ら

43
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む
ご
つ
か
が
え
よ
う
。
奈
良
で
名
物
道
具
を
所
持
す
る
茶
人
松
屋
と
思
わ
れ
る
「
楽
助
」

の
住
ま
い
の
あ
り
よ
う
は
、
当
然
「
し
ぼ
ら

l

し
」
く
作
ら
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
ア
で
の
吉
野
と
イ
の
高
橋
の
茶
の
湯
の

「
手
前
」

の
す
ば

44

西鶴の「しほらし」…茶の湯との関連を中心に

ら
し
さ
を
評
価
す
る
語
に
し
て
も
、
ケ
の
井
筒
へ
の

「
や
さ
し
き
」
と
い
う
批
評
の
例
も
み
ら
れ
る
が
、
「
し
ほ
ら
し
」

の
方
が
よ

く
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
推
測
で
き
る
。

い
っ
ぼ
う
、
「
し
ほ
ら
し
」
に
続
い
て
多
く
み
ら
れ
る
「
花
車
」
と
い
う
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
ど
う
も
茶
の
湯
だ
け
と
関
わ
っ

て
い
る
訳
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
オ
の
用
例
の
直
前
に
「
心
あ
る
人
は
歌
こ
そ
和
国
の
風
俗
な
れ
。
何
に
よ
ら
ず
、

花
車
の
道
こ
そ
一
興
な
れ
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
風
流
・
風
雅
」
の
道
全
般
を
称
し
て
「
花
車
」
と
許
し
て
い
る
と
と
ら
え
ら
れ
る
。

茶
の
湯
の
批
評
の
語
と
し
て
、
「
わ
び
」
が
も
っ
と
多
く
用
い
ら
れ
て
も
よ
い
は
ず
な
の
に
、
サ
・
シ
の
二
例
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

の
は
ど
う
し
て
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
と
こ
ろ
と
思
う
。

茶
の
湯
と
「
し
ほ
ら
し
」
と
の
関
わ
り
が
深
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
』

の
「
し
お
ら
し
」

の
用
例
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
、
次
の
例
か
ら
も
わ
か
る
。

『
東
海
道
名
所
記
』

巻
六
「
嶋
原
」

桔
梗
の
紋
は
藤
江
也
。
あ
げ
屋
の
内
に
部
屋
を
か
ま
へ
。
・
‥
知
音
が
た
に
茶
の
湯
を
い
だ
す
。
床
の
か
け
物
は
。
あ
る
時
は
定

家
の
短
冊
。
行
成
の
朗
詠
の
き
れ
に
表
具
を
し
。
虚
堂
の
仮
名
文
。
無
準
の
い
ろ
は
歌
。
さ
ま
さ
ま
し
ぼ
ら
し
き
か
け
物
を
。
客

3

に
よ
り
て
。
こ
れ
を
か
く
る
。

「
子
盗
人
」

『
虎
寛
本
狂
言
』

▼

41

扱
又
此
茶
人
の
姿
形
ち
の
し
ほ
ら
し
さ
。
是
は
何
を
一
色
取
て
も
い
つ
か
ど
の
元
手
じ
や
。

ど
ち
ら
も
茶
の
湯
と
関
わ
り
が
深
い
用
例
で
あ
る
。
し
か
も
、
茶
の
湯
に
お
け
る
評
価
の
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で

先の

「
し
ほ
ら
し
」

の
例
も
共
通
し
て
い
る
。
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「
し
ぼ
り
」
と
茶
の
湯
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
赤
羽
学
が
芭
蕉
に
お
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
赤
羽
は
芭
蕉
の

「
し
ほ
り
」

5

の
根
底
と
な
る
「
し
ほ
れ
」
が
茶
の
湯
の
「
し
ほ
ら
し
」
に
原
因
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
㌔

赤
羽
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
「
し
ほ
ら
し
」
が
茶
の
湯
に
見
ら
れ
る
の
は
、
武
野
紹
鴎
か
ら
で
あ
る
。
紹
鴎
遺
文
「
又
十
体

之
事
」

に、
日間茶

の
湯
道
具
の
事
は
不
及
申
、
目
に
て
見
る
程
の
物
の
善
悪
を
見
分
、
人
の
調
る
程
の
物
を
し
ほ
ら
し
く
数
寄
に
入
て
好
事
、

6

尊
也
㌔

こ
の
例
が
、
世
阿
弥
の

『
風
姿
花
伝
』

に
お
け
る

薄
霧
の
鮭
の
花
の
朝
じ
め
り
秋
は
夕
と
誰
か
言
ひ
け
ん

色
見
え
で
移
ろ
ふ
も
の
は
世
の
中
の
人
の
心
の
花
に
ぞ
あ
り
け
る

の
歌
の
趣
に
た
と
え
ら
れ
る
貴
族
的
な
「
し
ぼ
れ
た
る
風
体
」
が
、
や
が
て
連
歌
の
影
響
を
経
て
、
「
茶
の
湯
」
を
き
っ
か
け
と
し

て
近
世
的
な
庶
民
的
美
へ
と
転
換
す
る
と
い
う
の
が
赤
羽
の
主
張
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
紹
鴎
は
、

数
寄
の
道
は
只
慰
み
を
本
意
と
す
る
事
な
れ
ば
、
閑
に
手
前
し
を
ら
し
く
き
れ
い
に
た
て
な
す
事
専
也
。
能
々
稽
古
あ
る
べ
し
。

7

（
「
生
島
宛
伝
書
」
赤
羽
学
論
文
に
よ
る
）

と

「
し
ぼ
ら
し
」
を
手
前
の
理
想
的
在
り
方
と
も
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

45
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ま
た
、
村
田
珠
光
を
継
い
だ
宗
珠
な
ど
も
「
桟
敷
へ
入
次
第
之
事
」

の
中
で
、

l

何
れ
も
床
に
絵
な
ど
か
ゝ
り
候
時
も
、
一
度
に
床
の
き
は
へ
よ
り
候
へ
ば
、
し
を
な
く
候
ゆ
へ
、
床
の
ま
へ
の
た
ゝ
み
の
上
へ

0〇

二
度
に
よ
り
た
る
事
し
ほ
ら
し
き
よ
し
。
1

46

西鶴の「しほらし」一茶の湯との関連を中心に

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
金
春
禅
鳳
『
禅
鳳
雑
談
』

に、

一
、
同

（
永
正
九
年
）

十
一
月
十
一
日
、
坂
東
屋
に
被
留
候
。
雑
談
に
、
う
た
ひ
は
す
げ
な
く
候
て
は
あ
し
く
侯
。
に
ほ
ひ
の

候
て
、
し
ほ
ら
敷
、
ぼ
け
や
か
な
る
が
よ
く
候
。
さ
の
み
き
れ
い
す
ぎ
候
て
、
ま
っ
し
ろ
な
る
も
い
や
に
て
侯
。

一
、
同
年

（
永
正
十
二
年
）

ノ
卯
月
四
日
ノ
夜
、
禅
鳳
来
臨
候
て
雑
談
有
。
水
屋
神
楽
見
物
之
由
侯
。

舞
お
さ
め
の
あ
ふ
ぎ
、
さ
き
あ
が
り
に
て
わ
る
く
候
由
候
。
あ
ふ
ぎ
舞
さ
げ
候
て
よ
く
候
也
。
舞
お
さ
め
が
は
や
く
な
り
候
ほ

9

ど
に
、
し
ほ
ら
し
く
、
よ
つ
ぼ
ど
に
舞
お
さ
め
侯
て
よ
く
慎
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、
能
楽
に
影
響
を
受
け
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
赤
羽
学
の
紹
介
し
た
資
料
以
外
で
も
、
茶
の
湯
と

「し

ほ
り
」

の
関
係
の
深
さ
を
示
す
例
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
武
野
紹
鴎
の

「
し
ほ
ら
し
」
が
利
休
の
時
代
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
た
こ
と
は

『
山
上
宗
二
記
』

か
ら
も
わ
か
る
。
先

の

「
又
十
体
之
事
」
に
倣
っ
て
、
山
上
宗
二
は
「
茶
湯
者
覚
悟
又
十
体
」
と
し
て
、

一
一
日
明

茶
湯
道
具
ハ
云
こ
不
及
、
何
ニ
テ
モ
、
見
ル
ホ
ト
ノ
物
善
悪
ヲ
見
分
ケ
、
人
ノ
洗
物
ヲ
シ
ホ
ラ
シ
ク
数
寄
二
人
テ
姶
事
専

02

一
也
、
目
利
二
嫌
フ
ハ
、
ム
マ
キ
ニ
似
ル
物
ヲ
ス
ク
目
利
ヲ
嫌
フ
也
、
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と
い
う
一
項
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
武
野
紹
鴎
の

「
し
ほ
ら
し
」

の
根
底
に
は
連
歌
の
影
響
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
同
じ
く

『
山
上
宗
二
記
』

の
次
の

「
茶
湯
者
伝
」

の
部
分
か
ら
う
か
が
え
る
。

一
古
人
ノ
云
、
茶
湯
名
人
二
成
テ
後
ハ
、
道
具
一
種
サ
ヘ
ア
レ
ハ
、
佗
数
寄
ス
ル
カ
専
一
也
、
心
敬
法
師
連
歌
ノ
語
日
、
連

歌
ハ
枯
カ
シ
ケ
テ
寒
カ
レ
ト
云
、
茶
湯
ノ
果
モ
其
如
ク
成
タ
キ
ト
紹
鴎
常
二
云
ト
、
辻
玄
哉
云
レ
シ
ト
也
、
但
、
茶
湯
風
体

2

年
々
珍
敷
ク
カ
ハ
ル
ヘ
シ
、
先
達
二
可
習
也
、

『
山
上
宗
二
記
』

（
天
正
一
六
年
ご
ろ
）

は
当
時
写
本
で
し
か
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
、
利
休
の
高
弟
で
あ
っ
た
山
上
宗
二
の
存
在
を

考
え
る
と
、
江
戸
初
期
に
あ
っ
て
も
そ
の
本
は
流
布
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
利
休
の
茶

の
理
念
を
直
接
に
表
現
し
て
い
る
部
分
で
は
な
い
が
、
『
利
休
茶
湯
書
』

（
延
宝
八
年
刊
）

に

一
炭
の
置
き
や
う
の
専
一
ツ
有
、
五
徳
の
所
あ
い
し
ら
い
習
也
、
…
…
先
初
心
の
時
ハ
大
方
よ
こ
に
置
に
も
す
ぢ
か
へ
て
お

く
に
も
、
い
ろ
り
の
内
、
炭
の
筋
と
を
り
た
る
や
う
に
を
く
へ
し
、
上
の
あ
し
ら
い
に
て
し
ほ
ら
し
く
な
る
や
う
に
心
も
ち

2

能
な
り
、
是
も
委
く
書
付
が
た
し
㌔

と
も
見
え
、
「
し
ほ
ら
し
」
が
茶
の
湯
用
語
と
し
た
あ
る
程
度
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
利
休
自
身
の
言
葉
と
し
て
は
、

数
寄
道
は
り
こ
う
に
な
く
、
ぬ
る
く
な
く
、
只
取
り
ま
は
し
の
奇
麗
な
る
様
に
、
た
し
な
む
事
肝
要
也
と
紹
鴎
老
宣
ひ
候
也
。

枯
木
の
雪
に
お
れ
た
る
如
く
、
す
ね
す
ね
し
く
手
前
の
申
に
、
ま
た
し
ほ
ら
し
き
こ
う
を
な
す
事
、
成
り
が
た
き
物
に
て
侍
り
、

106

よ
く
け
い
こ
す
べ
し
。
「
天
正
九
年
野
村
宗
覚
宛
・
天
正
三
年
ハ
イ
フ
キ
ヤ
常
徳
宛
伝
書
h

47



05

と
い
う
例
も
あ
る
。

l

こ
の
例
に
つ
い
て
は
、
筒
井
紘
一
が
「
江
戸
前
期
の
写
本
と
考
え
ら
れ
る
本
書
は
、
現
存
す
る
利
休
伝
書
の
な
か
で
も
白
眉
の
書
」

と
し
て
紹
介
し
て
い
る

『
天
正
九
年
紀
銘
伝
書
』

で
は
、

48

西鶴の「しほらし」一茶の湯との関連を中心に

一
、
数
寄
の
道
に
手
前
の
き
れ
い
な
る
や
う
こ
た
し
な
ミ
ロ
（
老
か
）

ノ
枯
木
の
雪
こ
お
れ
た
る
こ
と
く
す
ね
す
ね
敷
、
手
前

別

の
中
二
又
し
ほ
ら
し
き
様
に
薙
成
キ
も
の
也
、
能
け
い
こ
す
へ
し

こ
こ
か
ら
も
、
「
し
ほ
ら
し
」
は
、
利
休
の
茶
の
湯
の
涜
れ
の
な
か
で
、
す
ぐ
れ
た
茶
の
湯
の
あ
り
方
を
評
価
す
る
語
と
し
て
存
在

し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
そ
し
て
、
利
休
自
身
の
美
意
識
と
し
て
「
し
ほ
ら
し
」
が
見
ら
れ
た
こ
と
は
、
『
南
方
録
』
滅

後の

道
具
ノ
似
合
タ
ル
ガ
ヨ
キ
ト
、
休
、
常
ニ
ノ
玉
ヘ
リ
、
休
ハ
大
男
ナ
ル
ユ
ヘ
、
イ
カ
ニ
モ
シ
ヲ
ラ
シ
ク
小
形
ナ
ル
物
ガ
似
合
タ
リ

お

に
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

茶
の
湯
の
側
か
ら
「
し
ほ
ら
し
」
を
と
ら
え
た
と
き
、
ど
の
よ
う
な
意
味
と
な
る
か
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
茶
書
の
用
例
に
た

い
す
る
諸
氏
の
定
義
を
示
す
こ
と
で
理
解
が
容
易
に
な
る
と
思
う
。
「
紹
鴎
遺
文
」

の
「
し
ほ
ら
し
」
に
つ
い
て
は
、
西
城
一
三
が

「
そ
の
内
容
は
、
物
の
萎
れ
る
に
似
た
姿
を
考
え
る
こ
と
で
、
完
全
に
し
て
結
構
な
姿
を
思
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
吾
身
を
純
な
り
と

思
う
心
に
よ
つ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
更
に
自
ら
完
成
し
よ
う
と
い
う
悲
願
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
悲
願
を
心
に
持
つ

62

て
い
る
姿
が
こ
の

『
し
ほ
ら
し
く
』

で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
利
休
伝
書
」
に
つ
い
て
は
、
堀
口
捨
己
は
「
共
に
や
さ
し
く
つ

つ
ま
し
や
か
な
こ
と
で
、
枯
木
の
雪
に
祈
れ
た
ご
と
く
、
す
ね
す
ね
し
い
中
に
、
ま
た
、
や
さ
し
く
つ
つ
ま
し
や
か
な
効
を
、
茶
の

72

手
前
と
し
て
、
現
に
表
わ
し
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
」
と
し
て
い
る
。



修石 塚104
実
際
、
西
鶴
の
用
例
と
比
較
し
て
見
て
も
、
そ
れ
ら
の
定
義
と
重
な
る
部
分
が
多
い
。
西
鶴
も
利
休
の

「
わ
び
茶
」

の
実
現
さ
れ

た
姿
を
形
容
す
る
語
と
し
て

「
し
ほ
ら
し
」
を
受
け
と
め
て
い
た
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
唐
物
荘
厳
」

の
時
代

か
ら
脱
却
し
、
や
が
て
珠
光
・
紹
鴎
・
利
休
に
よ
り
示
さ
れ
て
い
っ
た
「
わ
び
」
茶
の
湯
の
世
界
を
形
容
す
る
語
と
し
て
「
し
ほ
ら

し」

は
用
い
ら
れ
た
。
同
様
に
西
鶴
も
茶
の
湯
の
理
想
的
あ
り
方
に
「
し
ほ
ら
し
」
を
用
い
た
の
は
、
お
そ
ら
く
「
わ
び
茶
」

の茶

の
湯
に
な
ん
ら
か
の
理
解
を
持
っ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
西
鶴
へ
の
茶
の
湯
の
影
響
は
吉
江
久
摘
も
す
で
に
示
唆
す
る
と
こ
ろ
で

82

あ
る
。
赤
羽
学
も
指
摘
す
る
よ
う
に

「
し
ほ
り
」

へ
至
る
前
段
階
と
し
て
、
茶
の
湯
の

「
し
ほ
ら
し
」

の
影
響
を
考
え
る
必
要
性
が

あ
る
こ
と
は
、
西
鶴
の
例
を
見
て
も
明
ら
か
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
し
ぼ
り
」

の
語
源
が
「
萎
る

（
し
を
る
）
」
に
あ
る
と
だ
け
限
定
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
、
小
学
館

『
古
語
大
辞
典
』

な
ど
で
は
、
「
し
ほ
り
」

の
項
は
と
っ
て
い
る
も
の
の
、
「
し
ほ
ら
し
」

の
項
は
立
て
て
い

な
い
。
そ
し
て
、
「
し
を
ら
し
」
を
動
詞
「
し
を
（
萎
）

る
形
容
詞
化
」
と
規
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
し
ほ
ら
し
」

の
処
理
の
あ
り
方
に
は
、
大
い
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
「
し
を
ら
し
」
と

「
し
ほ
ら
し
」
。

が
表
記
の
う
え
で
明
確
な
識
別
が
で
き
な
い
場
合
、
文
脈
に
照
ら
し
て
、
ど
ち
ら
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
か
の
検
討
を
し
て
い
く

べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
場
合
は
、
た
ん
に
前
後
の
文
脈
の
み
な
ら
ず
、
表
現
さ
れ
て
い
る
内
容
の
文
化
的
背
景
に
ま
で
目
を

配
る
べ
き
で
あ
る
。
と
す
る
を
ら
ば
、
茶
の
湯
の
場
面
と
関
連
し
て
「
し
ほ
ら
し
」
が
使
わ
れ
て
い
る
場
合
、
「
遠
慮
緩
く
て
奥
ゆ

か
し
い
。
控
え
告
で
慎
み
深
い
。
」
「
風
情
が
あ
る
。
優
美
だ
。
」

（
小
学
館
古
語
大
辞
典
）

や
「
上
品
な
魅
力
を
持
つ
こ
と
」

（
小
学

92

館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）

と
い
っ
た
意
味
と
し
て
処
理
し
て
し
ま
っ
て
、
は
た
し
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
先
の

『
利
休
茶
湯

書
』
の
「
い
ろ
り
の
内
、
炭
の
筋
と
を
り
た
る
や
う
に
を
く
へ
し
、
上
の
あ
し
ら
い
に
て
し
ほ
ら
し
く
な
る
や
う
に
心
も
ち
能
な
り
」

と
い
う
部
分
や
利
休
の

「
枯
木
の
雪
に
お
れ
た
る
如
く
、
す
ね
す
ね
し
く
手
前
の
中
に
、
ま
た
し
ほ
ら
し
き
こ
う
を
な
す
事
、
成
り

が
た
き
物
に
て
侍
り
」

の
言
葉
か
ら
も
、
「
し
ほ
ら
し
」

に
は
「
控
え
目
な
な
か
に
も
し
っ
か
り
と
し
た
信
念
が
徹
っ
て
い
る
」
と

い
う
要
件
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
る
な
ら
ば
、
遊
女
吉
野
と
高
橋
の
事
前
に
は
、
「
し
ほ
ら
し
」
と
批
評
が
加

え
ら
れ
た
も
の
の
、
コ
の
井
筒
の
手
前
に
つ
い
て
は
、
「
や
さ
し
き
手
前
」
と
し
て
い
る
の
も
首
肯
で
き
る
。
井
筒
の
こ
こ
で
の
茶

49



03

の
湯
は
「
茨
木
屋
の
奥
座
敷
」
で
「
気
の
付
き
た
る
道
具
か
ざ
り
」
で
な
さ
れ
た
「
当
座
発
句
」
を
な
す
よ
う
な
茶
の
湯
で
あ
り
、

「⊥

わ
び
茶
を
志
向
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
と
も
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
ケ
に
続
く
場
面
で
、
井
筒
が
世
伝
に
廓
を
出
た
事
情
を

50

西鶴の「しほらし」一茶の湯との関連を中心に

「
上
代
や
う
文
」

で

「
此
度
の
首
尾
の
別
れ
、
よ
し
み
迎
、
申
残
す
、
し
ほ
ら
し
き
届
」
と
し
て
書
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
部
分

と
比
較
し
て
も
、
た
だ
「
優
美
」
「
上
品
」
と
い
っ
た
意
味
と
は
異
な
つ
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
そ
の
こ
と
は
、

オ
の
猿
が
人
ま
ね
を
し
て
懸
命
に
茶
を
給
仕
し
て
く
れ
る
場
面
で
も
、
「
お
か
し
き
申
に
し
ほ
ら
し
く
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
ど
こ
か
「
一
貫
性
待
っ
た
控
え
目
さ
」
を
評
価
す
る
言
葉
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

「
一
貫
性
を
待
っ
た
控
え
目
さ
」
と
茶
の
湯
の
接
点
を
考
え
た
場
合
、
そ
こ
に
は
「
わ
び
茶
」

の
姿
勢
が
浮
か
ん
で
こ
よ
う
。
遊

芸
と
し
て
の
茶
の
湯
か
ら
精
神
性
を
求
め
た
茶
の
湯
へ
の
転
換
こ
そ
が
、
「
わ
び
茶
」
の
意
義
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
「
わ
び
茶
」

を
体
現
す
る
も
の
へ
の
評
価
と
し
て
「
し
ほ
ら
し
」
は
用
い
ら
れ
る
側
面
を
持
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
奥
ゆ
か
し
い
」
と
い

う
意
味
を
さ
ら
に
深
め
て
、
「
ひ
た
む
き
な
ま
で
の
控
え
目
さ
」
に
よ
っ
て
か
え
つ
て
導
き
出
さ
れ
る
「
上
品
さ
・
雅
や
か
さ
」
を

持
つ
人
や
物
へ
の
賛
辞
と
し
て
、
こ
の
譜
は
用
い
ら
れ
た
推
測
で
き
る
。
西
堀
一
三
も
、
先
の

『
南
方
録
』
を
受
て
、
紹
鴎
の
時
代

には

「
社
会
的
関
心
を
離
れ
た
人
間
が

『
正
直
に
つ
つ
し
み
深
く
お
ご
ら
ぬ
様
』

を
も
つ
こ
と
の
風
態
と
さ
れ
た
」

「
し
ほ
ら
し
」

が
、
利
休
に
至
っ
て
「
大
な
る
も
の
の
傍
に
小
な
る
も
の
が
あ
る
形
式
に

『
し
ほ
ら
し
』

が
あ
る
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
」
と
述

03

ベ
、
「
し
ほ
ら
し
」

が
茶
の
湯
の
取
り
合
せ
の
な
か
で
論
じ
ら
れ
て
く
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の

「
対
比
」
に
注
目
す
る
指

摘
は
、
示
唆
深
い
。
そ
れ
は
、
西
鶴
も
や
は
り
「
対
比
」
を
強
く
意
識
し
た

「
し
ほ
ら
し
」

の
使
い
方
を
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る

例
が
、
茶
の
湯
と
関
わ
り
の
な
い
場
面
で
も
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

三
、
西
鶴
の
「
し
ぼ
ら
し
」

こ
れ
ま
で
、
「
し
ほ
り
」
が
茶
の
湯
と
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
部
分
を
検
討
す
る
な
か
で
、
「
し
ほ
ら
し
」
が
「
一
貫
性
を
待
っ

た
控
え
目
さ
」

や

「
ひ
た
む
き
な
ま
で
の
控
え
目
さ
」
か
ら
醸
し
出
さ
れ
る

「
上
品
さ
・
気
品
」
を
示
す
語
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る



の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
察
を
し
て
き
た
。
次
に
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
西
鶴
の

「
し
ほ
ら
し
」

の
表
現
と
し
て
の
扱
い
方

の
特
色
を
他
の
用
例
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
考
え
て
い
こ
う
と
思
う
。

こ
こ
で
、
西
鶴
の

「
し
ほ
ら
し
」
を
考
え
る
た
め
に
、
い
ま
一
度
「
し
ほ
ら
し
」

の
語
の
意
味
に
つ
い
て
の
現
在
の
一
般
的
な
と

ら
え
方
を
整
理
し
て
お
く
。

ま
ず
、
小
学
館

『
日
本
国
語
大
辞
典
』

「
し
お
ら
し
」

の
項
で
は
、

修

④③②①

上
品
で
優
美
な
様
子
で
あ
る
。

ひ
か
え
め
で
従
順
な
様
子
で
あ
る
。

か
わ
い
ら
し
い
。
可
憐
で
あ
る
。

け
な
げ
な
梯
子
で
あ
る
。
感
心
で
あ
る
。
殊
勝
で
あ
る
。
相
手
を
み
く
び
つ
て
言
う
こ
と
も
あ
る
。

石 塚

と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
意
味
を
分
類
し
て
い
る
。
こ
の
分
類
に
た
い
し
て
は
異
論
も
あ
る
と
は
思
う
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
、
便
宜

上
こ
の
分
類
を
基
本
的
な
意
味
の
枠
組
と
し
て
お
く
。

次
に
、
当
時
の

「
し
ほ
ら
し
」

の
一
般
的
理
解
を
さ
ぐ
る
た
め
に

『
日
葡
辞
書
』
を
見
て
み
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
シ
ヲ
ラ
シ

イ」

（
し
ほ
ら
し
い
）

は、

ち
ょ
っ
と
塩
気
が
あ
っ
て
味
の
よ
い
も
の
。
ま
た
、
比
喩
、
身
の
こ
な
し
や
言
葉
つ
き
な
ど
に
愛
婦
の
あ
る

（人）。

「
シ
ヲ
レ
・
ル
・
レ
タ
」

し
な
び
る
。
凋
む
。
ま
た
は
か
わ
き
枯
れ
る
。

3

ま
た
、
比
喩
、
恐
れ
や
悲
し
み
な
ど
の
た
め
に
、
元
気
が
な
く
な
っ
て
し
ょ
ん
ぼ
り
す
る
。
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01

と
な
つ
て
お
り
、
や
や
、
西
鶴
の

「
し
ほ
ら
し
」
を
考
え
る
う
え
で
は
意
味
の
隔
た
り
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
後
に
も
述

l

ベ
る
が
、
「
ま
た
、
比
喩
、
身
の
こ
な
し
や
言
葉
つ
き
な
ど
に
愛
矯
の
あ
る

（人）」

の
指
摘
は
、
西
鶴
の
「
し
ほ
ら
し
」
を
考
え
る

う
え
で
注
目
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
し
ほ
ら
し
」
は
貝
原
好
古
の

『
諺
草
』
（
元
禄
一
二
年
刊
）

に
よ
れ
ば
、
次
の
よ

う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。
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塵
ら
し

俗
に
人
の
み
や
び
や
か
な
る
を
し
ほ
ら
し
と
云
。
み
に
く
ゝ
い
や
し
き
を
ぶ
し
ほ
と
云
。

（
無
塵
女
の
故
事
を
引
き
。
）

23

是
故
事
に
捺
て
、
日
本
に
も
無
塵
、
塩
ら
し
な
ど
云
俗
語
あ
る
に
や
。

こ
の
貝
原
好
古
の
定
義
の
方
が
、
む
し
ろ
こ
れ
ま
で
茶
の
湯
の
関
連
で
見
て
き
た
西
鶴
の
使
っ
た
意
味
に
近
い
と
い
え
、
現
在
の

意
味
と
し
て
代
表
的
理
解
と
い
え
る
①
の
意
味
も
こ
ち
ら
の
語
義
の
伝
統
に
よ
る
も
の
と
い
え
る
。

ま
た
、
西
鶴
に
か
ぎ
つ
た

「
し
ほ
ら
し
」

の
定
義
と
し
て
は
、
杉
本
つ
と
む
の

『
西
鶴
語
彙
管
見
』

に、

し
お
ら
し

（形

し
ほ
ら
し
）

3

か
わ
い
ら
し
い
。
ひ
か
え
め
で
つ
つ
し
み
あ
り
、
い
か
に
も
女
ら
し
い
よ
う
す
に
い
ゝ
㌔

と
あ
る
。
こ
れ
は
現
在
の
意
味
の
③
と
②
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
乾
裕
幸
ほ
、

穏
順
・
柔
順
、
或
は
無
技
巧
、
或
は
上
品
と
い
っ
た
よ
う
な
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
以
上
の
し
を
ら
し
と
評
き

れ
た
総
て
の
句
に
共
通
す
る
も
の
は
、
こ
の
穏
順
・
上
品
と
い
う
性
格
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
露
骨
・
野
卑
に
対
立
す
る

誕

概
念
と
し
て
、
物
の
姿
の
愛
憐
を
基
調
と
し
つ
つ
、
蕉
風
俳
静
の

「
し
を
り
」

に
流
れ
込
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
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と
俳
諮
で
の
使
わ
れ
方
を
ま
と
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
の
①
に
②
が
加
わ
っ
て
い
る
意
味
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
「
し
ほ
ら
し
」

の
意
味
を
整
理
し
て
み
る
と
、
お
よ
そ
二
つ
の
流
れ
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て

は
、
真
下
三
郎
の
指
摘
が
興
味
深
い
。
真
下
に
よ
れ
ば
、
「
し
ほ
」
に
「
ら
し
」
が
つ
い
た
語
が
「
し
ほ
ら
し
」

で
あ
り
、
そ
の
使

わ
れ
方
は
遊
女
評
判
記
を
中
心
に
「
色
気
の
あ
る
愛
姶
」
を
形
容
す
る
語
で
あ
り
、
の
ち
に
そ
れ
が
「
優
し
さ
」
に
ま
で
意
味
が
拡

大
し
て
い
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
延
宝
を
過
ぎ
る
頃
か
ら
次
第
に
使
わ
れ
な
く
な
り
、
や
が
て
「
神
妙
な
り
」
「
可
憐

53

で
あ
る
」
と
い
う
意
味
に
変
化
し
て
い
く
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
愛
嫁
が
あ
る
」
の
意
味
は

『
日
葡
辞
書
』

の
指
摘
と
重
な
り
合
う
。
も
う
一
方
に
「
上
品
・
優
雅
」
と
い
う
意
味
が

あ
る
こ
と
は

『
諺
草
』

の
例
な
ど
か
ら
指
摘
で
き
る
。
で
は
、
杉
本
や
乾
の
指
摘
に
も
あ
り
、
現
在
の
「
ひ
か
え
め
さ
・
穏
順
」
に

つ
な
が
る
譜
の
意
味
は
ど
こ
か
ら
派
生
し
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
西
鶴
の
用
例
を
点
検
し
て
み
る
。

『
好
色
一
代
男
』

ア

七
の
五

「
諸
分
の
日
帳
」

（
和
州
が
客
の
評
判
を
し
て
）

三
月
四
日
は
、
住
吉
屋
長
四
郎
方
へ
出
候
、
唐
津
の
庄
介
様
、
…
…
昼
の
内
は
す
み
よ
し
の
汐
干
に
御
行
、
桜
貝
う
つ
せ
貝

な
ど
、
手
づ
か
ら
拾
ひ
て

『
あ
は
ぬ
さ
き
か
ら
袖
ぬ
ら
す
』
と
、
し
ほ
ら
し
き
御
人
に
て
侯
、

『
好
色
五
人
女
』

イ

五
の
二

「
も
ろ
き
は
命
の
鳥
さ
し
」

里
は
冬
が
ま
へ
し
て
、
…
…
一
か
ま
へ
の
森
の
う
ち
に
き
れ
い
な
る
殿
作
り
あ
り
て
…
す
こ
し
左
の
か
た
に
中
二
階
四
方
を

見
晴
し
書
物
棚
し
ほ
ら
し
く
、
妥
は
不
断
の
学
問
所
と
て
是
に
座
を
な
せ
ば
、
（
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
①
の
用
例
と
し
て
こ

れ
を
と
る
）

『
男
色
大
鑑
』

010

ウ

七
の
五
「
素
人
絵
に
窓
や
金
釘
」

53
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日
も
昼
に
さ
が
り
、
淡
路
島
に
影
移
る
を
惜
ま
れ
見
し
に
、
松
影
に
き
て
馨
の
厚
き
男
立
合
て
、
沓
の
音
し
ほ
ら
し
、
昔
日

54

光
源
氏
住
吉
詣
の
時
此
浜
に
て
あ
そ
ば
し
け
る
と
な
り
。

『
武
道
伝
来
記
』

エ
一
の
二

「
毒
薬
は
箱
入
の
命
」

（
奥
州
福
島
藩
の
橘
山
刑
部
の
家
で
の
話
）

そ
れ
よ
り
家
の
夜
に
な
り
て
此
御
家
の
作
法
を
覚
え
た
る
老
女
花
餅
の
し
ほ
ら
し
く
作
り
な
し
、
上
へ
あ
げ
て
下
ま
で
祝
ひ

ぬ『
世
間
胸
算
用
』

オ

三
の
三

「
小
判
は
寝
姿
の
夢
」

（
あ
る
貧
し
い
男
が
妻
を
奉
公
に
出
し
た
と
こ
ろ
、
人
か
ら
噂
さ
れ
て
）

さ
き
の
旦
那
殿
が
き
れ
い
な
る
女
房
を
つ
か
ふ
事
が
す
き
じ
や
こ
と
に
此
中
お
は
て
な
さ
れ
た
奥
さ
ま
に
似
た
所
が
あ
る
本

に
う
し
ろ
の
き
の
し
ほ
ら
し
き
所
が
其
ま
ゝ
」
と
い
へ
ば
、

『
西
鶴
名
残
の
友
』

カ
一
の
一
「
美
女
に
摺
小
木
」

（
伊
賀
上
野
の
正
道
と
い
う
俳
諮
師
の
妻
が
幻
の
美
女
を
見
冬
め
る
場
面
）

奥
座
敷
を
た
づ
ね
し
に
す
ず
し
の
蚊
屋
に
朝
顔
を
縫
は
へ
、
夏
ぶ
と
ん
は
紅
井
の
地
紋
に
桐
か
ら
く
さ
し
ほ
ら
し
く
、
房
付

の
枕
に
す
き
髪
を
う
ち
か
け
、
年
の
程
四
十
に
あ
ま
れ
る
女
ら
う
な
が
ら
、
さ
か
り
と
い
は
ゞ
今
な
り

こ
れ
ら
ア
～
カ
の
六
例
は
「
上
品
・
優
雅
」

の
意
味
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
に
た
い
し
て
次
の
よ
う
な
例
が
真
下
の
指
摘

す
る
例
に
該
当
す
る
か
と
考
え
ら
れ
る
。

『
好
色
一
代
男
』

キ

二
の
六
「
出
家
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ず
」

（
江
戸
の
香
具
売
の
描
写
）

十
五
六
な
る
少
人
の
、
と
の
茶
小
紋
の
引
か
へ
し
、
か
の
子
綜
子
の
、
う
し
ろ
帯
、
中
わ
き
ざ
し
、
印
篭
巾
着
も
、
し
ほ
ら
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しく

ク

三
の
七
「
口
舌
の
事
ぶ
れ
」

（
水
戸
の
本
町
の
遊
女
の
描
写
）

物
さ
び
し
き
、
あ
し
た
ほ
御
蔵
の
籾
挽
と
て
、
や
と
は
る
ゝ
女
有
ぞ
か
し
。
…
…
し
ほ
ら
し
き
女
は
、
大
形
知
音
あ
り
て
、

そ
こ
を
た
よ
h
ソ
ぬ
。

『
諸
艶
大
鑑
』

ケ

七
の
三

「
捨
て
も
と
ゝ
様
の
鼻
筋
」

此
前
小
ざ
つ
ま
、
久
宝
寺
の
四
の
二
と
云
男
ふ
り
掛
て
、
俄
に
お
中
が
い
た
む
と
て
し
か
み
顔
、
そ
の
包
も
か
は
ら
ず
、
い

た
ひ
顔
つ
き
は
見
へ
ず
し
て
、
次
第
に
薄
み
つ
ち
や
も
し
ほ
ら
し
く
、
唐
土
の
西
子
が
、
美
な
る
面
影
も
思
ひ
合
、
是
傾
国
の

稀
者
と
詠
め
し
も
、
う
そ
と
お
も
へ
ば
を
そ
ろ
し
。

コ

七
の
五
「
庵
さ
が
せ
ば
思
ひ
草
」

朝
夕
の
新
町
よ
り
は
と
、
乳
守
に
さ
そ
は
れ
、
…
…
こ
こ
の
四
天
王
、
市
橋
小
沢
の
胸
の
庇
も
、
義
理
の
首
尾
と
て
し
ほ
ら

し
く
、
残
ら
ず
か
り
て
、
兎
角
は
夜
と
も
に
呑
み
あ
か
し
て
、

『
好
色
五
人
女
』

サ

三
の
一
「
姿
の
関
守
」

十
五
六
に
は
な
る
ま
じ
き
娘
、
…
…
さ
て
は
縁
付
前
か
と
思
ひ
し
に
、
か
ね
付
て
眉
な
し
。
顔
は
丸
く
し
て
見
よ
く
、
目
に

り
は
つ
顕
れ
、
耳
の
つ
き
や
う
し
ほ
ら
し
く
、
手
足
の
指
ゆ
た
や
か
に
、
皮
薄
ふ
色
白
く
衣
類
の
着
こ
な
し
又
有
べ
か
ら
ず
、

シ

三
の
二

「
し
て
や
ら
れ
た
枕
の
夢
」

（
茂
右
衛
門
が
り
ん
の
身
代
わ
り
に
お
さ
ん
を
も
の
に
す
る
場
面
）

七
つ
の
鐘
な
り
て
後
茂
右
衛
門
下
帯
と
き
か
け
閤
が
り
に
忍
び
夜
着
の
下
に
こ
が
れ
て
裸
身
を
さ
し
込
…
袖
の
移
香
し
ほ
ら

し
や
と
又
寝
道
具
を
引
き
着
せ
さ
し
足
し
て
立
ち
の
き

ス

五
の
二

「
小
歌
の
伝
授
女
」

（
一
夜
を
銀
六
匁
で
呼
べ
る
伝
授
女
に
つ
い
て
の
描
写
）

さ
れ
ど
も
菓
子
に
は
手
を
か
け
ず
盃
を
あ
さ
う
持
な
ら
ひ
、
肴
も
生
月
焼
玉
子
は
あ
り
な
が
ら
、
に
し
め
豆
山
椒
の
皮
な
ど

55
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は
さ
む
は
、
色
町
を
見
た
や
う
に
お
も
は
れ
て
し
ほ
ら
し
け
れ
ば
、

『
好
色
一
代
女
』

セ
一
の
四
「
淫
婦
の
美
形
」

（
遊
女
の
手
管
と
し
て
）

某
所
を
得
て
紋
所
を
ほ
め
ま
た
は
髪
ゆ
ふ
た
る
さ
ま
、
あ
る
ひ
は
は
や
り
扇
何
に
て
も
し
ほ
ら
し
き
所
に
心
を
付
、

『
男
色
大
鑑
』

ソ
一
の
四
「
玉
章
は
鰻
に
通
は
す
」

（
出
雲
の
増
田
甚
之
介
が
男
色
の
た
め
の
果
た
し
合
い
に
出
か
け
る
と
き
の
描
写
）

56

ツ チ タ

甚
之
介
装
束
は
、
浮
世
の
着
お
さ
め
と
て
は
な
や
か
に
、
肌
に
は
白
き
袷
に
、
上
は
浅
黄
紫
の
腰
替
り
に
、
五
色
の
糸
桜
を

縫
せ
銀
杏
の
丸
の
定
紋
し
ほ
ら
し
、

大
の
二

「
姿
ほ
連
理
の
小
桜
」

（
上
方
歌
舞
伎
の
名
手
小
櫻
千
之
介
の
描
写
）

鳥
足
の
高
木
履
其
身
は
紙
子
に
さ
ま
ざ
ま
の
切
接
に
く
か
ら
ぬ
模
様
「
此
子
な
れ
ば
こ
そ
着
も
す
れ
末
々
の
女
方
着
て
似
合

ふ
ま
じ
き
」
と
は
や
西
二
軒
目
の
桟
敷
よ
り
物
馴
共
沙
汰
し
侍
る
、
首
に
懸
た
る
細
鐘
の
音
迄
も
し
ほ
ら
し
く

八
の
一
「
饗
に
色
あ
る
化
物
の
一
ふ
し
」

（
京
の
女
形
藤
田
皆
之
丞
の
描
写
）

風
俗
、
地
衣
装
の
外
替
り
て
、
黒
羽
二
重
に
白
小
袖
か
さ
ね
て
見
る
事
も
あ
か
ず
、
一
度
に
肌
着
も
十
の
数
を
掃
ゆ
る
事
今

の
勤
め
子
の
せ
ぬ
事
な
り
、
是
み
な
小
平
次
が
寛
ご
と
な
る
物
ず
き
、
川
原
の
水
ぎ
わ
立
ち
て
し
ほ
ら
し
、

八
の
三

「
執
念
は
箱
入
の
男
」

（
上
方
の
若
女
形
竹
中
吉
三
郎
の
描
写
）

先
竹
中
は
、
浅
黄
か
へ
し
下
着
に
中
は
紅
鹿
子
う
へ
は
鼠
し
ゆ
す
の
紋
付
、
自
ら
し
や
の
羽
織
に
小
鳥
づ
く
し
の
唐
衣
の
裏

を
付
、
入
所
染
の
胸
紐
と
き
て
白
糸
の
長
柄
ぬ
き
出
し
、
ひ
だ
り
す
こ
し
身
を
ひ
ね
り
て
座
し
て
、
笑
へ
る
口
も
と
の
ゆ
が
む

に
な
〉
を
し
ほ
ら
し
、

テ

八
の
五

「
心
を
染
し
香
の
歯
誰
」

袖
嶋
市
弥
川
嶋
数
馬
桜
山
林
之
助
袖
岡
今
政
之
助
三
枝
歌
仙
な
ど
、
う
つ
く
し
き
が
う
へ
に
女
の
ご
と
く
紅
井
の
脚
布
す
る

事
恋
を
ふ
く
み
て
し
ほ
ら
し



修石 塚96
『
好
色
盛
衰
記
』

ト

三
の
四

「
腹
か
ら
の
帥
大
臣
」

い
つ
ぞ
の
ほ
ど
、
江
戸
の
勝
山
が
「
押
へ
ま
す
」
と
い
ひ
は
じ
め
て
、
呑
よ
し
、
其
後
京
の
三
夕
が
「
さ
は
り
ま
し
よ
」
と

い
ひ
け
る
は
、
更
に
ま
た
し
ほ
ら
し
、
そ
れ
よ
り
大
坂
の
大
和
「
是
は
す
こ
し
し
め
し
ま
し
よ
」
と
い
へ
る
は
、
な
を
ま
た
座

興
な
り
、

こ
の
キ
～
ト
の
例
は
、
登
場
人
物
の
外
見
を
批
評
し
た
語
と
し
て
「
し
ほ
ら
し
」
が
使
わ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。
と
く
に

『
男
色

大
鑑
』

の
例
な
ど
は
、
真
下
三
郎
の
指
摘
に
も
あ
っ
た
遊
女
評
判
の
用
語
と
し
て
の

「
し
ほ
ら
し
」
を
引
き
継
い
で
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
で
は
、
次
の
よ
う
な
例
は
ど
う
考
え
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
好
色
一
代
男
』

ナ

三
の
五

「
集
札
は
五
匁
の
外
」

（
寺
泊
の
遊
女
の
描
写
）

新
し
き
潜
緑
敷
し
、
奥
の
間
に
や
さ
し
く
も
、
屏
風
引
廻
し
て
あ
り
け
る
、
…
女
郎
は
箸
も
と
ら
ず
、
上
方
の
こ
と
、
誰
が

い
ふ
て
閉
し
け
る
ぞ
、
し
ほ
ら
し
き
と
思
へ
ば
、
油
火
指
に
て
か
ゝ
げ
、
そ
れ
を
す
ぐ
に
小
安
に
つ
け
し
は
、
笑
は
れ
も
せ
ず
、

ニ

五
の
三

「
欲
の
世
の
中
に
是
は
又
」

（
室
の
津
の
遊
女
の
描
写
）

酔
ざ
ま
し
に
千
年
川
と
い
ふ
香
炉
に
、
厚
割
の
一
木
を
焼
て
、
き
か
せ
け
る
に
、
こ
ゝ
ろ
も
な
く
、
そ
こ
そ
こ
に
取
り
あ
げ

て
ま
は
し
け
る
、
い
と
は
し
た
な
し
、
末
座
に
ま
だ
脇
あ
け
の
女
、
さ
の
み
か
し
こ
顔
も
せ
ず
、
ゆ
た
か
に
脱
懸
し
て
、
肌
惟

子
の
紋
所
に
、
地
蔵
を
つ
け
て
居
る
こ
そ
、
い
か
さ
ま
子
細
ら
し
く
見
え
け
る
、
事
前
に
香
炉
の
廻
る
と
き
、
し
め
や
か
に
聞

と
め
、
す
こ
し
頭
を
か
た
ふ
け
、
二
三
度
も
香
炉
を
見
か
へ
し
、
「
今
お
も
へ
ば
」
と
い
ふ
て
、
し
ほ
ら
し
く
下
に
を
き
ぬ
、

…
…
昔
は
い
か
な
る
者
ぞ
と
ゆ
か
し
、
世
之
介
此
女
の
心
入
を
お
ど
ろ
き
、
様
子
を
き
け
ば
、
隠
れ
も
な
き
人
の
御
息
女
な
り
、

ヌ

八
の
一
「
ら
く
寝
の
車
」

（
石
清
水
へ
の
参
詣
の
途
中
、
小
井
田
の
道
橋
の
詰
で
の
島
原
の
太
夫
た
ち
の
も
て
な
し
ぶ
り
）

57
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夜
寒
の
も
て
な
し
に
、
京
よ
り
い
く
つ
か
、
蒲
団
も
た
せ
て
、
草
の
戸
の
内
に
、
置
火
燵
を
仕
懸
、
…
…
銀
の
爛
鍋
に
、
名

58

酒
の
数
々
、
木
具
ご
し
ら
ゑ
の
茶
漬
め
し
、
雁
の
板
焼
に
赤
鰯
を
置
合
、
し
ほ
ら
し
き
事
ど
も
あ
り
て
、
跡
は
め
い
め
い
呑
み

の
色
服
紗
、
呑
み
す
て
の
煙
草
盆
、
い
づ
れ
か
、
の
こ
る
所
も
な
し
、

ネ

八
の
四

「
都
の
姿
人
形
」

（
長
崎
丸
山
遊
廓
で
の
世
之
介
の
感
想
）

「
我
京
に
て
、
三
十
五
両
の
鶉
を
焼
鳥
に
し
て
、
太
夫
の
肴
に
せ
し
事
も
、
今
此
酒
宴
に
お
ど
ろ
き
、
風
俗
も
替
り
て
、
し

ほ
ら
し
。
」
と
誉
れ
ば
、

『
諸
艶
大
鑑
』

ノ

一
の
四
「
心
を
入
て
釘
付
の
枕
」

（
薄
雪
を
迎
え
に
き
た
角
助
の
袖
か
ら
香
の
か
お
り
が
た
だ
よ
う
。
）

む
く
つ
け
な
る
下
男
の
、
あ
ら
い
も
や
ら
ぬ
蜜
の
匂
ひ
、
薄
雪
さ
ま
に
き
か
せ
ま
し
て
は
と
、
し
ほ
ら
し
き
心
ざ
し
か
ら
、

伽
羅
に
身
を
な
し
候
」
と
申
せ
ば
、
太
夫
い
と
ゝ
不
思
議
に
思
る
、

ハ

八
の
三

「
終
に
は
掘
ぬ
き
の
井
筒
」

上
代
や
う
文
取
出
し
て
、
「
此
度
の
首
尾
の
別
れ
、
よ
し
み
辿
、
申
残
す
、
し
ぼ
ら
し
き
届
也
。
鮫
屋
書
物
屋
の
あ
る
橋
筋

の
に
し
へ
、
引
取
」
と
言
へ
ば
、

『
俳
語
女
歌
仙
』

ヒ

虎女富
士
は
江
戸
よ
り
の
蓬
莱
山
君
か
代
の
久
し
き
松
の
す
ゑ
す
ゑ
迄
け
ふ
の
春
を
い
は
ふ
は
女
心
の
し
ほ
ら
し
く
幾
年
か
初
発

句
よ
り
四
季
の
折
々
を
わ
す
れ
ず
つ
か
ふ
ま
つ
る
。

と
し
徳
の
か
も
し
お
は
す
を
か
さ
り
物

一
人
娘

紀
州
藤
代
の
女
也
、
所
か
ら
和
歌
の
浦
に
心
を
よ
せ
、
書
と
め
し
藻
塩
草
是
を
閉
所
に
ふ
れ
て
都
の
▲
旬
帳
に
し
ぼ
ら
し
き
作

を
見
せ
け
る
、



修石 塚94
ぶ
り
ぶ
り
や
神
の
ち
か
ら
の
玉
津
鴫

『
好
色
五
人
女
』

へ
二
の
二

「
分
里
数
女
」

（
端
女
郎
の
手
管
と
し
て
）

女
郎
寝
て
し
ば
し
は
苛
も
と
か
ず
手
を
た
ゝ
き
て
禿
を
よ
び
「
其
着
物
お
跡
へ
む
さ
く
と
も
着
ま
せ
ひ
」
と
い
ふ
し
ほ
ら
し

く
、
扇
に
心
を
つ
け
、
「
此
袖
笠
の
公
家
は
、
さ
の
ゝ
わ
た
り
の
雪
の
夕
暮
で
御
ざ
ん
す
か
」
な
ど
間
ふ
よ
り
、

ホ

三
の
四
「
金
紙
七
撃
結
」

二
月
二
日
に
曙
は
や
く
其
御
屋
形
に
ま
か
り
し
に
、
奥
さ
ま
は
朝
湯
殿
に
入
ら
せ
ら
れ
、
し
ば
ら
く
あ
つ
て
自
を
こ
ぶ
か
き

納
戸
に
め
さ
せ
ら
れ
御
目
見
へ
い
た
し
け
る
に
其
御
年
比
は
い
ま
だ
廿
に
も
た
り
給
ふ
ま
じ
さ
り
と
て
は
や
さ
し
く
、
御
も
の

ご
し
し
ほ
ら
し
く
「
又
世
の
中
に
か
ゝ
る
女
膿
も
あ
る
も
の
か
」
と
女
な
が
ら
う
ら
や
ま
し
く
見
と
れ
つ
る
う
ち
に

（
杉
本
つ

と
む
の
用
例
）

マ

六
の
一
「
暗
女
は
昼
の
化
物
」

（
暗
物
女
の
宿
の
描
写
）

振
り
袖
は
着
ど
も
年
は
二
十
四
五
な
ら
め
、
是
程
の
事
は
し
る
べ
き
物
を
と
ふ
び
ん
な
り
、
き
ど
く
に
座
敷
を
い
そ
が
ぬ
は

四
匁
が
所
と
思
ふ
に
や
し
ほ
ら
し
、

『
本
朝
二
十
不
孝
』

ミ

四
の
三

「
木
陰
の
袖
口
」

（
越
前
国
の
榎
本
万
左
衛
門
が
妻
に
先
立
た
れ
）

此
里
艶
し
く
も
是
を
い
た
は
り
色
々
此
子
の
人
な
る
事
を
申
ぬ
、
折
ふ
し
庄
屋
の
広
庭
に
女
計
茶
事
し
て
集
ま
り
し
が
此
中

に
似
合
敷
後
家
有
て
い
づ
れ
も
取
持
、
か
る
が
る
教
練
親
を
急
ぎ
ぬ
、
此
女
房
見
ぐ
る
し
か
ら
ず
、
然
も
し
ほ
ら
し
き
心
底
夫

婦
の
取
組
悦
に
非
ず
、

『
男
色
大
鑑
』

ム

一
の
四
「
玉
章
は
鰻
に
適
は
す
」

…
…
か
ゝ
る
は
げ
し
き
場
に
し
て
、
そ
の
身
は
深
手
も
お
は
ず
、
又
た
め
し
も
な
き
若
武
、
い
づ
れ
も
枚
を
泊
に
を
さ
ぬ
は
、

59
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な
し
。
此
寺
に
て
伊
兵
衛
一
身
の
死
人
を
、
念
比
に
弔
ひ
し
は
、
猶
し
ほ
ら
し
き
こ
ゝ
ろ
ざ
し
と
ぞ
沙
汰
せ
り
。

メ
四
の
二

「
身
替
り
に
立
名
も
丸
袖
」

（
金
沢
近
く
の
農
村
で
竹
鴫
左
勝
と
野
崎
専
十
郎
が
）

立
ち
な
が
ら
、
「
二
世
ぞ
」
と
詞
を
か
た
め
帰
り
け
れ
ば
、
南
講
の
里
の
屋
に
名
月
を
し
る
も
し
ほ
ら
し
、
塩
煎
の
芋
に
口

欠
の
徳
利
、
か
ほ
り
は
流
石
菊
と
い
へ
る
山
路
酒
、

『
懐
硯
』

モ

ー
の
五

「
人
の
花
散
痕
瘡
の
山
」

（
戸
特
専
九
郎
が
鎌
倉
で
大
谷
左
馬
之
丞
と
出
会
う
場
面
）

巽
中
に
色
形
す
ぐ
れ
此
生
れ
つ
き
郡
の
都
は
是
な
る
へ
し
と
人
の
機
を
う
ば
ふ
美
少
年
、
…
…
左
馬
之
丞
見
て

「
ま
こ
と
に

賎
し
き
も
の
」
と
あ
れ
ば
還
而
し
ほ
ら
し
き
心
底
感
じ
入
、
返
事
し
て
そ
れ
よ
り
探
き
契
約
と
な
り
ぬ
、

『
武
道
伝
来
記
』

ヤ

三
の
四
「
初
茸
狩
は
恋
草
の
種
」

（
作
川
津
山
の
沼
菅
半
之
丞
の
念
者
と
し
て
）

英
男
は
本
町
二
町
目
能
登
屋
藤
内
と
て
名
を
得
し
六
方
の
か
く
れ
な
く
、
…
「
心
底
の
い
さ
ぎ
よ
き
男
、
町
人
に
は
し
ほ
ら

し
き
」
と
思
ふ
折
か
ら
御
姿
を
見
初
、
「
一
A
叩
を
御
返
事
な
き
先
に
参
ら
せ
た
る
」

よ
り
か
は
ゆ
が
ら
せ
ら
れ
此
三
年
の
念
比

ぞ
か
し
、

『
日
本
永
代
蔵
』

ユ
ニ
の
一
「
世
界
の
借
家
大
将
」

座
敷
に
燈
か
ゝ
や
か
せ
、
娘
付
置
「
露
路
の
戸
の
鳴
時
し
ら
せ
」
と
申
置
し
に
、
此
奴
し
ほ
ら
し
く
か
し
こ
ま
り
、
灯
心
を

一
筋
に
し
て
、
曖
の
声
す
る
時
元
の
ご
と
く
に
し
て
勝
手
に
入
け
る
、
（
『
日
本
国
語
大
事
典
』で

②
の
用
例
と
す
る
）

『
好
色
盛
衰
記
』

ヨ

四
の
三

「
情
に
国
を
忘
れ
大
臣
」

（
藤
屋
金
吾
の
描
写
）

生
玉
の
止
血
松
筋
よ
り
横
ぎ
れ
に
、
里
の
屋
づ
ヾ
き
の
塩
町
を
行
く
に
、
是
は
な
ん
と
も
な
ら
ぬ
美
形
、
人
に
見
ら
れ
た
き
風

情
も
な
く
、
成
程
か
ま
は
ぬ
あ
ゆ
み
ぶ
り
、
な
を
そ
れ
が
目
に
と
ま
り
ぬ
、
肌
に
白
じ
ゆ
す
、
袋
ぬ
い
の
小
袖
着
て
、
中
に
む

60
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ら
さ
き
鹿
子
の
両
面
、
う
へ
に
紬
の
浅
黄
染
に
、
と
も
い
と
の
縫
紋
、
こ
た
つ
に
房
付
ま
く
ら
ふ
た
つ
な
ら
べ
た
る
、
悪
ひ
ほ

ど
し
ほ
ら
し
、
…
…
「
京
の
衆
か
」
と
間
は
せ
け
れ
ば

以
上
の
ナ
か
ら
ヨ
ま
で
の
一
入
例
が
、
先
の
西
鶴
頃
ま
で
の
意
味
分
類
か
ら
は
出
て
こ
な
い
例
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
な

か
に
は
、
「
し
ほ
ら
し
」
が
容
姿
の
形
容
か
ら
心
の
あ
り
よ
う
の
批
評
へ
と
内
面
に
変
化
し
て
い
く
と
い
う
真
下
三
郎
の
説
に
該
当

す
る
も
の
も
あ
る
。
ノ
の

「
し
ほ
ら
し
き
心
ざ
し
」
や
と
の

「
女
心
の
し
ほ
ら
し
く
」
と
い
う
よ
う
に
「
心
」

の
評
価
語
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る

「
し
ほ
ら
し
」
は
、
「
可
憐
」

へ
と
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ナ
ノ
ハ
ヒ
ヘ
ホ
マ
ミ
ム
ユ
が
そ
れ
に
該
当
す

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
ユ
の
例
な
ど
は

「
従
順
」

の
例
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
整
理
す
る

と
西
鶴
の
語
彙
に
お
い
て
の
「
し
ほ
ら
し
」
に
は
真
下
三
郎
の
指
摘
に
あ
っ
た
「
し
は
ら
し
」
、
の
・
使
わ
れ
方
の
変
化
の
過
渡
期
と
し

て
の
特
色
が
よ
く
出
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
例
を
み
て
い
く
と
、
も
う
一
つ
の
特
色
が
目
に
つ
く
。
ニ
ヌ
ネ
フ
メ
モ
ヤ
ヨ
の
よ
う
に

「
京
」
に
た
い
し
て

の

「
郎
」

の

「
み
や
び
」
を
表
わ
す
場
合
に
「
し
ほ
ら
し
」
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
先
に
茶
の
湯
と
の
関
連
か
ら
指
摘
し

た
「
し
ほ
ら
し
」

の
意
味
に
通
じ
て
い
る
と
も
い
う
べ
き
使
わ
れ
方
で
あ
る
。
ニ
ヌ
ネ
の
よ
う
に
「
郡
部
」
を
意
識
し
て
使
わ
れ
て

い
る
場
合
や
モ
ヤ
の
よ
う
に
「
貴
賎
」
を
意
識
し
て
使
わ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
の
使
わ
れ
方
は
、
先
に
西
堀
一
三
の
指
摘

に
も
あ
っ
た
よ
う
に
紹
鴎
の
理
念
が
利
休
の
道
具
の
取
り
合
せ
に
展
開
し
た
と
き
、
「
し
ほ
ら
し
」
は
「
対
比
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ

て
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ
こ
で
の
西
鶴
の

「
し
ほ
ら
し
」

の
例
も
、
「
対
比
」
を
含
む
傾
向
が
あ
る
こ
と
に
注
目
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
の
対
応
関
係
は
、
「
ひ
な
び
」
と
「
み
や
び
」

で
あ
り
、
「
賎
し
さ
」
と
「
貴
さ
」
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

た
と
え
ば
、
ニ
の

『
好
色
一
代
男
』

五
の
三

「
欲
の
世
の
中
に
是
は
又
」
を
典
型
と
し
て
取
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
室

の
津
の
遊
女
と
世
之
介
の
や
り
と
り
を
措
い
て
い
る
。
世
之
介
が
、
室
の
津
で
、
酔
余
の
座
興
と
し
て
香
を
た
く
け
れ
ど
も
、
周
囲

92

の
遊
女
の
反
応
は
に
ぷ
い
、
せ
っ
か
く
の
名
香
に
も
、
「
酔
ざ
ま
し
に
千
年
川
と
い
ふ
香
炉
に
厚
割
の
一
木
を
焼
て
き
か
せ
け
る
に
、

61
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こ
ゝ
ろ

も
な
く
、
そ
こ
そ
こ
に
取
り
あ
げ
て
ま
は
し
け
る
、
い
と
は
し
た
な
し
。
」
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
ん

62

西鶴の「しほらし」一茶の湯との関連を中心に

な
遊
女
の
な
か
に
も
、
「
末
座
に
ま
だ
脇
あ
け
の
女
、
さ
の
み
か
し
こ
顔
も
せ
ず
、
ゆ
た
か
に
脱
懸
し
て
、
肌
椎
子
の
紋
所
に
、
地

蔵
を
つ
け
て
居
る
こ
そ
、
い
か
さ
ま
子
細
ら
し
く
見
え
け
る
、
事
前
に
香
炉
の
廻
る
と
き
、
し
め
や
か
に
問
と
め
、
す
こ
し
頭
を
か

た
ぶ
け
、
二
三
度
も
香
炉
を
見
か
へ
し
、
『
今
お
も
へ
ば
』
と
い
ふ
て
、
し
ぼ
ら
し
く
下
に
を
き
ぬ
」
と
い
う
者
が
現
わ
れ
る
。
昔
、

江
戸
の
吉
原
の
若
山
に
も
ら
っ
た
と
い
う
備
後
福
山
の
客
が
薫
き
込
め
て
い
た
こ
の
名
香
を
き
い
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
世
之
介
は
、
そ
の
反
応
ぶ
り
に
驚
き
、
「
昔
は
い
か
な
る
者
ぞ
と
ゆ
か
し
、
世
之
介
此
女
の
心
入
を
お
ど
ろ
き
、
梯
子
を
き
け

ば
隠
れ
も
な
き
人
の
御
息
女
な
り
」
と
い
う
結
末
に
な
る
。

こ
こ
で
の

「
し
ほ
ら
し
」
は
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
か
。
前
半
の

「
郡
」
の
遊
女
た
ち
の
不
風
流
な
反
応
に
比
較
し
て
、

「
脇
あ
け
の
女
」

の
反
応
が
と
て
も
丁
寧
で
あ
り
風
流
を
わ
き
ま
え
て
い
る
よ
う
に
世
之
介
に
は
見
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
評
価
が

「
し
ほ
ら
し
」
と
な
つ
て
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
例
な
ど
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
貝
原
好
古
ら
の
言
う
「
上
品
で
み
や
び
や
か
」
な

状
況
の
み
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

室
の
津
の
風
流
を
解
さ
な
い
遊
女
た
ち
の
な
か
に
あ
っ
て
、
都
の
遊
女
を
思
わ
せ
る
ふ
る
ま
い
に
西
鶴
は
「
し
ぼ
ら
し
」

の
評
価

を
与
え
て
い
る
。
「
し
ほ
ら
し
」

は
、
ど
う
も
こ
う
し
た

「
郡
」
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
「
雅
び
」
を
体
現
し
た
よ
う
な
場
面
に
用
い

ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
実
際
、
先
の
用
例
に
あ
っ
て
は
い
わ
ゆ
る
京
・
大
坂
、
す
な
わ
ち
「
都
」
を
離
れ
た

「
郎
」
の
環
境
に

あ
っ
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
ネ
の

「
都
の
姿
人
形
」

の
長
崎
で
の
宴
の
様
子
を
、

「
我
京
に
て
、
三
十
五
両
の
鶉
を
焼
鳥
に
し
て
、
太
夫
の
肴
に
せ
し
事
も
、
今
此
酒
宴
に
お
ど
ろ
き
、
風
俗
も
替
り
て
、
し
ぼ
ら

し
。
」
と
誉
れ
ば
、

と
し
て
い
る
こ
と
や
ヨ
で
も
藤
屋
金
吾
を
描
写
す
る
な
か
で
、
「
窓
ひ
ほ
ど
し
ほ
ら
し
」
と
し
た
あ
と
で
、
「
京
の
衆
か
と
間
」
わ
せ



修塚石
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
う
か
が
え
よ
う
。
モ
の

「
人
の
花
散
痘
瘡
の
山
」

に
い
た
っ
て
は
、
大
谷
左
馬
之
丞
を
「
此
郡
の
都
は
是

な
る
べ
し
」
と
評
価
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で

「
ま
こ
と
に
賎
し
き
も
の
と
あ
れ
ば
、
還
而
し
ほ
ら
し
き
心
底
感
じ
入
」
と
措
い
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
「
し
ぼ
ら
し
」

の
対
比
が
も
た
ら
す
意
味
の
創
出
を
指
摘
で
き
よ
う
。

そ
し
て
こ
の
例
な
ど
か
ら
、
「
賎
し
さ
」

の
な
か
に
「
貴
さ
」
を
み
と
め
た
場
合
に
も
「
し
ほ
ら
し
」

の
評
価
を
用
い
た
こ
と
と

も
結
び
つ
く
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
ノ
で
薄
雪
を
迎
え
に
き
た
角
助
の
袖
か
ら
香
の
か
お
り
が
た
だ
よ
う
子
細
を
、
や
り
手
久
米
が
、

薄
雪
に
報
告
す
る
場
面
で
も
、

む
く
つ
け
な
る
下
男
の
、
あ
ら
い
も
や
ら
ぬ
蛍
の
匂
ひ
、
薄
雪
さ
ま
に
き
か
せ
ま
し
て
は
と
、
し
ぼ
ら
し
き
心
ざ
し
か
ら
、
伽

羅
に
身
を
な
し
候
」
と
申
せ
ば
、

と
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
モ
や
ヤ
の
例
と
も
使
わ
れ
方
の
う
え
で
同
様
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
ど
こ
か
に
不
完
全
さ
を
秘
め
つ
つ

「
雅
び
」
が
実
践
さ
れ
て
い
る
状
況
を
見
た
と
き
「
し
ほ
ら
し
」

の
語
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ヌ
の

「
ら
く
寝
の
車
」

で
世
之
介
が
石
清
水
へ
の
参
詣
の
途
中
、
小
井
田
の
道
橋
の
詰
で

島
原
の
太
夫
た
ち
が

「
草
の
戸
の
内
に
、
置
火
燵
を
仕
懸
、
…
…
銀
の
爛
鍋
に
、
名
酒
の
数
々
、
木
具
ご
し
ら
ゑ
の
茶
漬
め
し
、
雁

の
板
焼
に
赤
鰯
を
置
合
」
た
様
子
を
「
し
ほ
ら
し
き
事
ど
も
」
と
評
価
し
て
い
た
り
、
モ
の

「
身
替
り
に
立
名
も
丸
袖
」

で
金
沢
近

く
の
農
村
で
竹
嶋
左
勝
と
野
崎
専
十
郎
が
二
世
の
約
束
を
し
た
後
、
「
南
請
の
里
の
屋
に
名
月
を
し
る
も
し
ほ
ら
し
」
と
措
か
れ
て

い
る
の
も
、
茶
の
湯
の
場
面
と
は
な
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
「
わ
び
茶
」

の
雰
囲
気
を
伝
え
て
い
る
場
面
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
し

ほ
ら
し
」
と
い
え
よ
う
。
と
く
に
、
ヌ
に
つ
い
は
直
後
の

「
め
い
め
い
呑
み
の
色
服
紗
・
呑
み
す
て
の
煙
草
盆
」
と
あ
る
か
ら
茶
事

の
雰
囲
気
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。

茶
の
湯
と
「
し
ほ
ら
し
」

の
検
討
部
分
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
し
ほ
ら
し
」
と
「
わ
び
」

の
理
念
は
こ
こ
で
も
不
可
分
で
あ
る
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と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
「
都
」
の
環
境
に
お
け
る
「
雅
び
」
の
実
現
こ
そ
が
、
「
わ
び
茶
」
の
実
現
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、

63
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江
戸
初
期
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
「
わ
び
」

の
実
現
と
い
う
こ
と
が
、
か
な
り
大
切
に
さ
れ
、
美
的
空
間
の
成
立
に
多
大
な
影
響
を
与

64

え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
江
戸
初
期
の
大
名
の
庭
園
の
沿
革
と
比
較
し
て
も
わ
か
る
。
白
幡
洋
三
郎
は
、

西鶴の「しほらし」
】

茶の湯との関連を中心に

初
期
の
大
名
屋
敷
の
庭
園
は
、
茶
事
を
楽
し
む
に
し
て
も
山
中
の
谷
川
の
水
を
汲
む
趣
向
を
取
入
れ
た
り
、
山
間
の
わ
び
し
い

茶
屋
を
舞
台
と
し
て
行
う
よ
う
な
装
置
だ
っ
た
。
…
…
大
名
屋
敷
の
庭
園
は
山
中
、
山
里
、
あ
る
い
は
渓
流
、
探
山
と
い
っ
た
表

現
が
頭
に
浮
か
ん
で
く
る
よ
う
な
雰
囲
気
を
色
濃
く
備
え
て
い
た
。
大
名
屋
敷
の
庭
園
は
、
「
わ
び
茶
」

や
「
草
庵
の
茶
」

の観

訪

念
に
し
ば
ら
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

と
指
摘
す
る
。
大
名
庭
園
も
江
戸
初
期
に
あ
っ
て
は
、
現
在
の
私
た
ち
の
見
る
回
遊
式
の
庭
園
で
は
な
く
、
「
わ
び
茶
」
実
現
の
場

と
し
て
作
ら
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

当
時
の
こ
う
し
た
「
わ
び
」
志
向
の
風
潮
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
見
事
に
体
現
し
た
場
合
に
与
え
ら
れ
た
評
価
、
そ
れ
が
「
し
ほ
ら

し」

で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
れ
ば
、
先
の
遊
女
吉
野
や
高
橋
の
茶
の
湯
の
手
前
を
「
し
ほ
ら
し
」

と
し
た
こ
と
も
整
合
す
る
。
西
鶴
は
「
郡
」

の
環
境
の
な
か
に
「
雅
び
」
や
か
な
風
情
を
失
わ
な
い
と
い
う
「
わ
び
茶
」

の
理
念
を

実
現
し
た
と
き
の
美
し
さ
を
、
「
し
ほ
ら
し
」
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
語
を
用
い
て
評
価
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
る
な
ら

ば
、
「
し
ほ
ら
し
」
は
、
た
ん
に
「
み
や
び
や
か
さ
」

へ
の
賛
辞
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
を
く
、
よ
り
複
雑
な
、
語
と
し
て
の
意
味

の
広
が
り
を
持
つ
も
の
と
し
て
見
な
お
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
先
の
用
例
も
、
こ
の
視
点
か
ら
読
み
な
お
す
と
き
、
「
那

び
た
所
に
あ
る
も
の
の
、
ひ
た
む
き
な
控
え
目
さ
が
あ
り
、
そ
れ
が
雅
び
な
感
じ
を
醸
し
出
す
」
と
か
、
「
雅
び
や
か
さ
の
な
か
に

も
一
貫
し
た
落
ち
着
き
が
あ
る
」
と
い
っ
た
解
釈
が
可
能
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
解
釈
は
た
ん
に
辞
書
的
な
意
味
を
融
合
し
た
解

釈
を
超
え
る
も
の
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
西
鶴
が
「
対
比
」

の
構
造
を
使
っ
て
表
現
し
ょ
う
と
し
た
、
個
々
の
場
面
の

意
図
を
よ
り
忠
実
に
読
み
と
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
も
の
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
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ぁ
わ
‖
り
に

芭
蕉
の
俳
静
と
「
し
ほ
り
」
に
つ
い
て
は
、
先
学
が
さ
ま
ざ
ま
に
定
義
し
て
い
る
こ
と
は
始
め
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
西
鶴

の
散
文
で
の
用
例
を
検
討
し
て
く
る
と
、
批
評
の
語
と
し
て
の

「
し
ほ
ら
し
」
は
、
「
わ
び
」

の
美
の
実
現
が
な
さ
れ
た
と
き
発
せ

ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
わ
び
」
と
ほ
何
か
が
問
題
と
な
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
数
江
教
一
の
見
解
を
示
し
て
お
く
。

わ
び
の
美
が
感
覚
に
直
接
に
訴
え
る
も
の
で
な
い
以
上
、
発
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
美
を
つ
く
り
だ
す
心
の
素
地
の
ほ

う
が
問
題
に
を
る
。
そ
の
心
の
素
地
と
は
、
具
体
的
に
い
え
ば
、
あ
る
限
定
さ
れ
た
色
彩
の
う
ち
に
、
無
限
の
色
彩
の
多
様
性
を

見
出
し
う
る
力
の
こ
と
で
あ
り
、
同
様
に
あ
る
限
定
さ
れ
た
形
の
う
ち
に
、
無
限
の
多
様
性
を
見
出
し
う
る
能
力
の
こ
と
で
あ
る
。

わ
び
の
美
ほ
、
普
通
解
釈
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
不
完
全
な
美
と
は
む
す
び
つ
か
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
無
限
定
の
美
と
呼

ば
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
な
の
だ
。

そ
う
す
る
と
、
美
意
識
あ
る
い
は
実
の
概
念
と
し
て
の

「
わ
び
」
は
、
き
わ
め
て
主
観
的
な
傾
向
の
強
い
も
の
と
な
る
が
、
な

石

お
そ
れ
が
主
観
的
豊
還
性
を
主
張
し
ょ
う
と
す
れ
ば
、
「
心
の
下
地
」
と
い
う
共
通
の
地
盤
を
固
め
る
よ
り
ほ
か
な
い
物

こ
れ
が
、
ま
さ
し
く
珠
光
が
「
英
屋
に
名
馬
繋
ぎ
た
る
が
よ
し
」
（
『
山
上
宗
二
記
』
）
と
述
べ
た
世
界
と
つ
な
が
る
と
言
え
よ
う
。
「
郡
」

と
い
う
限
定
の
な
か
で
無
限
の

「
雅
び
」
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
「
心
の
素
地
」
を
「
わ
び
」
と
し
た
と
き
、
そ
れ
が
実
現

さ
れ
る
よ
う
す
を
「
し
ほ
ら
し
」
と
西
鶴
も
評
価
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
、
こ
こ
で
冒
頭
に
か
え
っ
て
、
西
鶴
の

「
し
ほ
ら
し
」
と
許
し
た
▲
旬
に
た
ち
か
え
っ
て
み
よ
う
。

『
西
鶴
評
点
湖
水
等
三
吟
百
韻
巻
断
巻
』

に
あ
る

「
い
か
り
を
う
つ
て
か
ゝ
る
披
き
は
」

に
た
い
す
る

「
し
ぼ
ら
し
く
あ
そ
は
し

侯
」
は
、
ど
こ
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
の
チ
の

「
川
原
の
水
ぎ
わ
立
ち
て
し
ぼ
ら
し
」
と
も
似
て
い
る
風
情
で
あ
る
。
と
す
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る
な
ら
ば
、
「
し
つ
と
り
と
し
た
美
し
さ
」
の
用
例
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
『
西
鶴
評
点
政
昌
等
三
吟
百
韻
巻
』

65
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の
「
白
む
く
や
着
断
に
鎗
る
袖
の
雪
」
の
場
合
の
「
し
ぼ
ら
し
き
一
句
に
候
」
は
、
ど
う
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
「
白
無
垢
」
に
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「
白
雪
」
が
降
り
か
か
り
、
完
全
な
白
銀
の
世
界
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
な
か
、
「
着
丈
に
余
る
」
と
い
う
中
断
が
限
定
を
生
み
だ

西鶴の「しほらし」一茶の湯との関連を中心に

し
、
そ
の

「
わ
び
し
さ
」

に
よ
っ
て
醸
し
出
さ
れ
た
る
美
の
世
界
は
、
先
の
数
江
教
一
の
指
摘
す
る
「
わ
び
」
そ
の
も
の
と
い
え
よ

う
。
「
硯
石
か
す
み
に
流
る
桂
川
」

の

「
句
か
ら
し
ほ
ら
し
く
條
」
も
ま
た
、
墨
絵
の
よ
う
な
色
彩
め
控
え
目
さ
か
ら
醸
し
出
さ
れ

る
優
雅
さ
を
讃
え
て
い
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
『
西
鶴
評
点
山
太
郎
独
吟
歌
仙
巻
』

の

「
明
衣
な
が
ら
の
袖
の
夕
ざ
れ
」

への

「
俳
作
し
ほ
ら
し
く
候
」

の
評
点
は
、
今

回
、
検
討
し
て
き
た
「
郡
」

の
中
で
の

「
雅
び
」
を
受
け
て
い
る
評
と
い
え
よ
う
。
こ
の
句
が
「
駒
と
め
て
袖
う
ち
は
ら
ふ
陰
も
な

し
佐
野
の
渡
り
の
冬
の
夕
暮
れ

新
吉
今

冬
六
七
一
藤
原
定
家
」
を
本
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
「
明

衣
・
ゆ
か
た
」

で
あ
り
を
が
ら
「
碓
び
」
を
実
現
し
て
い
く
よ
う
す
を
、
「
し
ほ
ら
し
」
と
し
て
西
鶴
が
と
ら
え
て
い
た
こ
と
に
は

な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
西
鶴
評
点
歌
水
飴
山
南
吟
歌
仙
巻
』

の
「
常
に
は
な
ら
ぬ
御
仏
翠
の
跡
」

へ
の
「
し
ぼ
ら
し
く
あ
そ
は
し
候

是
四
旬
日
ふ
り
也
」

の

「
四
旬
日
ぶ
り
」

は
、
乾
裕
幸
の
い
う
「
無
技
巧
」

に
あ
た
り
、
無
作
為
が
も
た
ら
す
情
趣
を
許
し
て
い
る
。
『
江
戸
点
者
寄
会

俳
語
』

での

「
捌
釘
の
嫉
や
ふ
か
き
花
の
艶
」
を
受
け
て
の

「
あ
ほ
れ
耗
…
の
ち
き
り
ぬ
す
み
し
」

の
句
と

「
心
の
怪
疎
百
子
の
岩
」

に
続
く
「
や
さ
し
く
も
母
虎
の
子
を
く
は
へ
き
て
」

の
▲
旬
に
付
け
ら
れ
た

「
し
を
ら
し
く
あ
そ
ほ
し
候
」

の
評
点
の

「
し
を
ら
し
」

は
、
「
哀
憐
の
情
」
を
中
心
と
し
た
蕉
門
の
そ
れ
に
近
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

俳
静
の
評
語
と
し
て
の

「
し
ほ
ら
し
」
と
散
文
の
意
味
が
必
ず
し
も
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
こ
う
し
た
解
釈
が
成
立
す

る
か
ど
う
か
、
疑
問
も
残
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
そ
れ
を
承
知
の
上
で
試
行
的
解
釈
を
し
た
次
第
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
西
鶴
の
「
し
ぼ
ら
し
」
は
、
必
ず
し
も
蕉
門
の
「
し
ほ
り
」
と
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
た
だ
「
上

品
さ
」
に
た
い
し
て
特
別
の
意
味
も
な
く
使
わ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
遊
女
評
判
記
で
使
わ
れ
て
き
た

「
色
気
の
あ
る
愛

檎
が
あ
る
」

の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
可
憐
」

「
従
順
」

の
意
味
で
使
わ
れ
、
や
が
て
「
し
を
り
」

へ

と
流
れ
込
ん
で
い
く
「
し
ほ
ら
し
」

の
場
合
も
あ
る
。
「
ひ
か
え
め
で
従
順
な
よ
う
す
」
と
い
う
意
味
で
の

「
し
ぼ
ら
し
」

の
意
味
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も
、
西
鶴
の
噴
か
ら
定
着
し
は
じ
め
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
西
鶴
の
時
代
が
ま
さ
に
「
し
ほ
ら
し
」

の語

の
意
味
の
過
渡
期
に
当
た
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

「
上
品
さ
・
優
雅
さ
」
を
示
す
「
し
ほ
ら
し
」
も
「
し
を
り
」
か
ら
由
来
す
る
の
か
「
し
ほ
り
」
か
ら
由
来
す
る
の
か
、
厳
密
な

意
味
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
表
記
の
う
え
か
ら
見
て
い
く
こ
と
は
、
残
念
な

が
ら
、
「
萎
る
」
と
認
定
で
き
る
よ
う
な
例
も
西
鶴
で
は
「
し
ほ
り
」
と
表
記
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
版
下
の
問
題
に
ま
で

踏
み
込
ま
な
く
て
は
解
明
で
き
な
い
。

た
だ
し
、
今
回
の
検
討
を
通
じ
て
、
西
鶴
が
「
し
ほ
ら
し
」
を
使
う
場
合
、
単
純
に
「
上
品
で
あ
る
様
子
」
や
「
可
憐
な
様
子
」

と
い
っ
た
使
い
方
で
な
く
、
も
っ
と
思
想
的
に
背
景
の
あ
る
使
い
方
を
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
茶
の

湯の

「
取
り
合
せ
」

の
賛
辞
に
使
わ
れ
る

「
し
ほ
ら
し
」
と
同
様
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
芭
蕉
だ
け
で
な
く
、

西
鶴
に
も
「
わ
び
」
と
い
う
理
念
の
影
響
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
「
郎
」
か

ら
「
雅
び
」
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
「
わ
び
茶
」
の
思
想
が
根
底
に
あ
っ
た
の
で
ほ
な
い
か
と
い
う
問
題
も
提
起
で
き
た
と
考
え
る
。

西
鶴
が
活
躍
し
た
元
禄
時
代
が
、
折
し
も
利
休
百
年
忌
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
「
利
休
回
帰
」

の
時
代
と
一
致
し
て
い
る
の
は
、

奇
し
き
因
縁
と
で
も
言
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
注
）

1

凝
原
退
蔵
「
さ
び
・
し
を
り
・
ほ
そ
み
」

（
昭
和
一
八
）
『
穎
原
退
蔵
著
作
集
』
十
巻

昭
和
五
五
・
二

中
央
公
論
社

五
九
～
八
六
頁

で
は
、
（
そ
の
や
う
な
表
現
を
せ
ず
に
は
屠
れ
な
い
余
情
の
美
が
、
ま
づ
作
者
の
心
に
感
得
さ
れ
て
居
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
う
し
た
心
の

誠
を
勉
め
た
場
合
、
そ
こ
に
は
そ
れ
に
最
も
相
応
し
た
表
現
が
お
の
づ
か
ら
生
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
芭
蕉
の
莱
は
専
ら
こ
の
場
合

の
表
現
様
相
と
し
て
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
…
…
而
し
て
所
謂
心
の
莱
た
る
余
情
は
、
連
歌
・
能
楽
等
の
萎
れ
た
る
風
体
の
美
を
、
そ
の

伝
統
と
し
て
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
）
と
定
義
し
て
い
る
。
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25 4 3
能
勢
朝
次
「
俳
譜
の
美
的
理
念
」

（
『
芭
蕉
の
俳
論
』昭

和
二
三
所
収
）

『
能
勢
朝
次
著
作
集
』
第
九
巻

昭
和
六
〇
∴
二

思
文
聞
出

組

版
一
一
志
～
一
三
六
頁
で
は
、
（
「
揺
る
」
は
物
を
し
な
や
か
に
た
わ
め
る
意
で
あ
る
か
ら
、
旬
の
姿
に
し
な
や
か
な
た
わ
み
を
持
た
せ

る
行
き
方
を
、
し
お
り
と
言
っ
た
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
…
…
私
は
詩
情
の
流
動
す
る
流
れ
か
た
に
美
し
い
曲
節
が
生
れ
る
と
こ

ろ
に
、
し
お
り
の
根
源
が
あ
る
の
だ
と
考
え
た
い
。
）
と
定
義
し
て
い
る
。

小
宮
豊
隆

（
伊
地
知
鉄
男
ほ
か
編

『
俳
誇
大
辞
典
』
昭
和
四
九
・
八

明
治
書
院

二
七
八
頁
）

は
、
（
「
し
ほ
り
」
は
去
来
の
言
う

よ
う
に
、
趣
向
∴
言
紫
・
道
具
な
ど
の
哀
憐
で
あ
る
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
く
、
人
間
な
り
自
然
な
り
を
哀
憐
を
も
っ
て
眺
め
る
心
か
ら

流
露
す
る
も
の
、
言
わ
ば
愛
が
し
ほ
り
な
の
で
あ
る
。
…
‥
単
な
る
リ
ア
リ
ズ
ム
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
哀
憐
も
し
く
は
愛
の
裏
打
ち

が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
、
注
意
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
「
物
真
似
」
と
「
幽
玄
」
と
を
一
つ
も
の
に
す
る

の
で
な
け
れ
ば
、
能
と
し
て
優
秀
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
と
考
え
て
い
た
世
阿
弥
の
幽
玄
と
芭
荏
…
の
し
ほ
り
と
は
、
互
に
脈
絡
す
る
も
の

を
も
っ
て
い
る
。
）

と
い
っ
た
諸
説
を
櫻
井
武
次
郎
「
し
ほ
り
」

（
柴
山
理
一
編

『
日
本
文
学
に
お
け
る
美
の
構
造
』
新
装
版

平
成
三
・
九

雄
山
閣

二

二
五
～
二
三
八
頁

）

は
整
理
し
て
い
る
。

尾形

伐
「
し
ほ
り
」
加
藤
緻
耶
ほ
か
監
修

『
俳
文
学
大
辞
此
ハ
』
平
成
七
・
十

角
川
書
店

三
五
〇
頁

尾形

伐
編
『
別
冊
樹
文
学
恥
八

芭
蕉
必
携
』
昭
和
五
五

学
燈
社

六
九
～
七
〇
頁
に
は
、
（
研
究
史
と
し
て
「
し
を
り
」

の語

源
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
「
萎
」
あ
る
い
は

「
授
」
と
み
る
通
説
に
対
し
、
「
湿
」
と
み
る
説
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
し
を

り
」
を
作
者
の
内
面
に
か
か
わ
る
問
題
と
み
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
）
と
し
、
（
問
題
点
・
展
望
と
し
て
「
表
記
の
上
で
も
本
来
「
し
を

り
」
な
の
か

「
し
ほ
り
」
な
の
か
、
ま
だ
必
ず
し
も
決
着
を
み
て
い
な
い
。
ま
た
蕉
風
俳
論
に
お
け
る

「
し
を
り
」

の
説
の
意
義
に
つ
い

て
は
、
「
姿
」
や
「
軽
み
」

の
論
と
の
相
関
性
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
究
明
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
）
と
説
明
が
あ
る
。

河
野
富
雄
『
さ
び
・
わ
び
・
し
を
り
』

昭
和
玄
七
・
二

ぺ
り
か
ん
社

二
二
八
頁

小
西
甚
一
「
『
し
ほ
り
』

の
説
」

『
国
文
学
言
語
と
文
芸
』

四九

昭
和
均
一
・
…
山

大
修
館
書
店
一
～
九
頁

678

5121百ハ安田

赤
羽
学
「
し
ほ
り
・
ほ
そ
み
」

（
小
西
甚
一
編

『
芭
蕉
の
本
』
所
収
）

昭
和
四
五
・
九

角
川
書
店

八
四
～
一
〇
二
頁

来
車
ほ
か
校
注
訳
『
連
歌
論
集
・
能
楽
論
集
・
俳
潜
論
集
』

小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集

昭
和
五
五
∴
一
二
四
九
頁
∴
一
五
〇

拳
「
ハ
行
転
呼
音
の
周
辺

…
ホ
の
場
合
1
」

『
文
学
』

料二

昭
和
四
九
・
一
一
岩
波
書
店

九
九
頁

遠
藤
邦
基
「
し
を
り
」

（
佐
藤
喜
代
治
編
『
講
座
日
本
の
語
彙
』
第
十
巻
）

昭
和
五
八
・
糾

明
治
書
院
一
六
杓
頁



修石 塚84

69

91716141311 108191022232

34

乾
裕
率
「
蕉
風
約
束
現
論
－
姿
よ
り
し
を
り
に
及
ぶ
…
」

『
初
期
俳
潜
の
展
開
』
昭
和
四
三
初
版

昭
和
五
七
・
十
一
再
版
桜
楓
社

（
『
国
語
国
文
』昭

和
三
九
・
七
号

京
都
大
学

所
載
）

二
一
一
～
二
四
四
頁

野
間
光
辰
監
修
『
西
鶴
』

（
昭
和
四
〇
・
四

天
理
図
書
館
）

の
影
印
に
よ
っ
て
「
し
ほ
ら
し
」
「
し
を
ら
し
」

の
表
記
に
つ
い
て
は
確
認

した穎
原
退
蔵
校
訂
『
去
来
抄
・
三
冊
子
・
旅
寝
論
』

昭
和
三
四
・
六

岩
波
文
庫

七
人
頁

浅
井
了
意

『
束
海
道
名
所
記
』
横
山
重
監
修

近
世
文
芸
資
料
類
従

古
板
地
誌
編
7

昭
和
五
四
・
一
勉
誠
社

三
九
五
頁

笹
野
堅
校
訂

『
能
狂
言
』

下

昭
和
二
〇
・
一
岩
波
文
庫
一
人
〇
頁

千
宗
室
編

『
茶
道
古
典
全
集
』
第
三
巻

昭
和
五
二
・
九

淡
交
社

二
七
頁

西
堀
一
三

『
日
本
茶
通
史
』

昭
和
一
五
・
九

創
元
社
一
四
四
頁
に
も
み
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
（
天
文
一
八
年

生
島
助
之
丞

宛）

と
あ
る
。

堀
〓
捨
己

『
利
休
の
茶
』
復
刻
版

昭
和
五
三
・
六

鹿
島
研
究
所
出
版
会

二
八
六
頁
（
底
本
は
西
掘
一
三
蔵
江
戸
時
代
後
期
写
本
と

す
る
。
）

表
章
・
伊
藤
正
義
校
注

『
全
容
古
伝
書
集
成
』

昭
和
四
四
・
五

わ
ん
や
書
店

四
三
二
頁
・
四
三
八
～
四
三
九
頁

21

千
宗
室
編
『
茶
道
古
典
全
集
』
第
六
巻

昭
和
五
二
・
九

淡
交
社

九
m
J
頁
・
九
七
頁

24

筒
井
紘
一
「
利
休
の
伝
書
」
千
宗
左
ほ
か
監
修

蔵

書
辟
風
月
堂
版
本
）

27

堀
口
捨
己

『
利
休
の
茶
』
復
刻
版

昭
和
五
三

捨
己
歳
江
戸
時
代
後
期
写
本
と
す
る
。
）
∴
一
八
六
頁

（
筒
井
紘
一
「
利
休
の
伝
書
」
千
宗
左
ほ
か
監
修

『
利
休
大
事
典
』
平
成
元
・
一
〇

六
四
〇
頁
・
六
〇
一
頁
（
底
本
は
今
日
庵
文
庫

六

鹿
島
研
究
所
出
版
会

二
八
〇
頁
（
底
本
は
宗
覚
宛
・
常
徳
宛
と
も
、
堀
口

『
利
休
大
事
典
』
平
成
元
二
〇

淡
交
社

六
〇
九
頁

「
佐
久
間
卜
密
宛
て
伝

書」

（
天
正
九
年

今
日
庵
文
庫
蔵
）

に
も
同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
る
）

こ
と
か
ら
も
、
広
く
利
休
の
言
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
可
能

性
が
高
い
。

282625

久
松
真
一
『
南
方
録
』

昭
和
五
〇
・
五

淡
交
社

二
八
四
頁

千
宗
室
編

『
茶
道
古
典
全
集
』
第
三
巻

昭
和
五
二
・
九

淡
交
社

三
一
頁

吉
江
久
摘
「
『
好
色
一
代
男
』

の
粋
と
構
想
」

『
西
鶴

人
ご
こ
ろ
の
文
学
』

昭
和
六
三
・
五

八
四
頁
に
は
、
（
私
は
西
鶴
の
「
粋
」

が
俳
語
以
外
の
芸
道
、
特
に
茶
道
の
精
神
に
多
く
を
負
う
て
い
る
様
に
も
思
う
。
…
…
西
鶴
が
虚
構
し
た
話
中
の
行
為
が
、
『
南
方
録
』

に
見
え
る
利
休
の
教
え
の
趣
旨
に
あ
ま
り
に
よ
く
通
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
）
と
あ
る
。
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3736353332313029
宗
政
五
十
緒
訳
注
『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』

平
成
八
・
五

小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
一
二
八
頁

70

西
城
一
三

『
日
本
茶
通
史
』
昭
和
一
志
・
九

創
元
社
一
八
八
頁

土
井
忠
生
ほ
か

『
邦
訳
日
葡
辞
書
』
昭
和
五
五
・
五
、
岩
波
書
店

七
八
四
頁

『
貝
原
益
軒
全
集
』
巻
之
三
所
収

昭
和
四
八
・
立

国
審
判
行
会

九
一
二
頁

杉
本
つ
と
む

『
西
鶴
語
彙
管
見
』
昭
和
友
七
・
二

ひ
た
く
書
房

斑
基
本
語
彙
・
諺
集

真
下
三
郎
「
し
ほ
・
し
ほ
ら
し
」

『
近
世
文
芸
稿
1
7
』
広
島
近
世
文
芸
研
究
会
昭
和
四
五
▲

白
幡
洋
三
郎
『
大
名
庭
園
』

平
成
八
・
四

講
談
社
選
書
メ
チ
エ
一
〇
三

九
一
頁

数
江
敬
一
『
わ
び
』

昭
和
五
八
・
J

塙
新
書

二
六
〇
頁

二
七
二
宮
ハ

六

一
～
七
宵
ハ

な
お
散
文
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
近
世
文
芸
資
料
類
従
西
鶴
痴
1
～
2
5

（
勉
誠
社
）
を
底
本
と
し
、
そ
れ
以
外
は
定
本
西
鶴
全
集
（
中
央
公

論
社
）

に
よ
っ
た
。
異
体
字
・
旧
漢
字
に
つ
い
て
は
適
宜
改
め
、
「

」
も
加
え
た
。




