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坪
内
逍
遙
の
『
小
説
神
髄
』（
明
治
十
八
年
、
松
月
堂
）
に
次
の
有
名
な
一
節
が

あ
る
（
傍
線
筆
者
）。

勧く
わ
ん

懲ち
や
う

小せ
う

説せ
つ

は
英ゑ
い
ご語
に
て
は
﹇
ダ
イ
ダ
ク
チ
ツ
ク
ノ
ベ
ル
﹈
と
称し
よ
うし
て
専も
つ
ぱら

奨し
や
う
く
わ
い
誡
を
主し
ゆ

眼が
ん

と
し
て
人じ
ん

物ぶ
つ

を
仮つ

く作
り
、
脚し
く
み色
を
搆か
ま

へ
て
世よ

を
諷ふ
う

誡く
わ
いせ
ん
と
つ

と
む
る
者も

の

な
り
。
曲

き
よ
く

亭て
い

馬ば

琴き
ん

以い

後ご

の
著ち

よ

作さ
く

は
概お

ほ
むね

此こ
の

種し
ゆ

の
者も

の

と
思お

も

は
る
。
勧

く
わ
ん

懲ち
や
う

小せ
う

説せ
つ

に
も
お
の
づ
か
ら
二に

種し
ゆ

の
別べ

つ

あ
り
。
一い

つ

を
褒ほ

う

誉よ

と
い
ひ
、
一い

つ

を
誹ひ

刺し

と
い
ふ
。
褒ほ
う

誉よ

は
仁じ
ん

義ぎ

礼れ
い

智ち

等と
う

の
八は
つ

行か
う

を
本も
と

と
し
て
暗あ
ん

に
全ぜ
ん

編ぺ
ん

の
列れ
つ

伝で
ん

を
設ま
う

け

其そ
の
お
こ
な
ひ

好
意
の
尊た
ふ
とむ
べ
く
仰あ
ほ

ぐ
べ
き
を
示し
め

し
て
読よ
む

者も
の

を
し
て
お
の
づ
か
ら
こ
を
景け
い

慕ぼ

す
る
の
念ね

ん

を
起お

こ

さ
し
め
て
瞑め

い

々め
い

裡り

に
良

り
や
う

道だ
う

に
導み

ち
びか

ん
こ
と
を
期き

す
。
馬ば

琴き
ん

が
仁じ

ん

義ぎ

八は
つ

行か
う

を
列れ

つ

伝で
ん

と
し
て
八は

つ

犬け
ん

士し

伝で
ん

を
綴つ

づ

り
、
智ち

仁じ
ん

勇ゆ
う

を
人ひ

と

に
擬ぎ

し
て
朝あ

さ

夷ひ

奈な

巡じ
ゆ
ん

島と
う

記き

を
あ
め
る
、
皆み
な

こ
の
主し
ゆ

意い

に
外ほ
か

な
ら
ざ
る
べ
し
。
誹ひ

刺し

は
全ま
つ
たく
之こ
れ

に

反は
ん

し
て
暴ぼ
う

虐ぎ
や
く

非ひ

道だ
う

の
行か
う
ゐ為
を
の
べ
、
若も
し

く
は
不ふ

義ぎ

不ふ

孝か
う

の
状ぢ
や
うを
あ
ら
は
し
、

あ
る
は
痴ち

愚ぐ

の
笑わ
ら

ふ
べ
き
を
写う
つ

し
、
あ
る
は
醜し
う

行か
う

の
恥は
づ

べ
き
を
描え
が

き
て
も
て
訓く
ん

誡く
わ
いせ

ん
と
つ
と
む
る
者も
の

な
り
。
曲
き
よ
く

亭て
い

翁お
う

の
夢む

想さ
う

兵び
や
う

衛え

の
物も
の

語が
た
り、

式し
き

亭て
い

三さ
ん

馬ば

の

浮う
き

世よ

床ど
こ

、
浮う
き

世よ

風ぶ

呂ろ

を
は
じ
め
と
し
て
、
福ふ

く
ち
き
ぐ
わ
い

内
鬼
外
の
戯げ

作さ
く

類る
ゐ

は
総そ
う

じ
て
此こ
の

類る
ゐ

の
物も

の

と
思お

も

は
る
。
さ
は
あ
れ
馬ば

琴き
ん

の
著ち

よ

作さ
く

の
如ご

と

き
は
概お

ほ
むね

褒ほ
う

誉よ

と
誹ひ

刺し

と
を
兼か

ね

た
り
。
殊こ
と

に
晩ば
ん

年ね
ん

の
作さ
く

に
於お
い

て
は
褒ほ
う

貶へ
ん

自じ

在ざ
い

に
も
の
せ
し
も
の
あ
り
。
美び

少せ
う

年ね
ん

録ろ
く

の
如ご
と

き
は
其そ
の

例れ
い

な
り
。
ま
た
誹ひ
し
は
ふ

刺
法
に
も
二に

様や
う

あ
り
て
厳げ
ん

正せ
い

な
る
事こ
と

馬ば

琴き
ん

の

美び

少せ
う

年ね
ん

録ろ
く

の
如ご
と

き
も
の
あ
り
。
或あ
る
ひは
滑こ
つ
け
い
し
や
ら
く

稽
洒
落
に
し
て
一い
ち

読ど
く

人ひ
と

を
笑わ
ら

は
し
む
る

鬼き
ぐ
わ
い外

の
戯げ

作さ
く

に
類る

ゐ

す
る
も
の
あ
り
。

 

（「
小
説
の
種
類
」、
適
宜
句
読
点
を
加
え
、
用
字
を
改
め
た
）

逍
遙
の
造
語
と
思
わ
れ
る
「
勧
懲
小
説
」（didactic novel

）
に
は
さ
ら
に
「
褒

誉
」
と
「
誹
刺
」
の
二
種
が
あ
り
、「
福
内
鬼
外
」
の
戯
作
類
は
後
者
の
代
表
で
あ

る
と
言
う
。「
福
内
鬼
外
」
は
二
世
を
は
じ
め
複
数
の
人
物
が
名
乗
る
が
、
逍
遙
は

同
書
の
別
の
箇
所
で
、

近ち
か

く
し
て
は
西さ

い

鶴か
く

、
其き

笑し
や
う、

風ふ
う

来ら
い

、
京

き
や
う

伝で
ん

の
と
も
が
ら
、
前ぜ

ん

後ご

物も
の

語が
た
りを

か
き
あ

ら
は
し
て
虚き
よ

名め
い

を
一い
つ

世せ
い

に
博は
く

し
て
よ
り
小せ
う

説せ
つ

ま
す
ま
す
世よ

に
行お
こ
なは
れ
て
、
世よ

の

狂き
や
う

才さ
い

あ
る
操さ
う

觚こ

者し
や

流り
う

は
皆み
な

争あ
ら
そふ

て
稗は
い

史し

を
あ
ら
は
し
、 

（「
緒
言
」）

と
も
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
風
来
こ
と
平
賀
源
内
を
指
し
て
「
福
内
鬼
外
」
と
呼

ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
福
内
鬼
外
の
戯
作
類
を
勧
懲
小
説
と
し
て
把
握
し
て

平
賀
源
内
『
神
霊
矢
口
渡
』
に
つ
い
て

│
福
内
鬼
外
論
序
説
│

福
田
安
典
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い
る
こ
と
は
興
味
深
い
問
題
だ
が
、
本
稿
で
は
逍
遙
が
源
内
を
「
福
内
鬼
外
」
と
呼

ん
で
い
る
こ
と
か
ら
稿
を
起
こ
し
た
い
。

平
賀
源
内
に
は
い
く
つ
か
の
筆
名
が
あ
る
が
、
風
来
山
人
と
福
内
鬼
外
が
有
名

で
、
そ
の
使
い
分
け
を
、
大
田
南
畝
は
「
風
来
、
浄
る
り
本
の
名
前
は
福
内
鬼
外
と

称
す
」（『
奴
凧
』）
と
記
し
、
馬
琴
も
『
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類
』
で
、

火
浣
布
略
説
、
物
類
品
隲
と
い
ふ
二
書
の
著
述
あ
り
。
又
伝
奇
、
院
本
を
作
る

に
名
高
く
、
こ
の
余
雑
著
の
戯
作
多
く
、
浄
瑠
璃
本
を
作
る
と
き
は
福
内
鬼
外

と
称
し
、
戯
作
の
小
冊
に
は
風
来
山
人
と
号
す
。
実
に
近
世
の
奇
才
也
。

 

（「
読
本
作
者
の
部
」）

と
記
し
て
い
る
。
厳
密
に
は
源
内
自
身
は
浄
瑠
璃
作
品
以
外
に
も
福
内
鬼
外
を
用
い

て
い
る
し
、
戯
作
者
源
内
を
福
内
鬼
外
の
名
で
呼
ん
だ
例
も
あ
る
が
（
石
上
敏
氏

『
平
賀
源
内
の
文
芸
史
的
位
置
』、
平
成
十
二
年
、
北
溟
社
刊
）、
そ
の
例
は
少
な
い

の
で
、
こ
の
南
畝
や
馬
琴
の
区
別
法
は
そ
れ
な
り
の
一
般
性
を
有
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
お
お
ま
か
に
風
来
山
人
は
戯
作
の
際
の
筆
名
、
福
内
鬼
外
は
院
本
（
浄
瑠
璃

本
）
の
際
の
筆
名
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

に
も
関
わ
ら
ず
、
逍
遙
は
戯
作
者
平
賀
源
内
を
「
風
来
」
と
「
福
内
鬼
外
」
の
両

様
で
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
坪
内
逍
遙
に
と
っ
て
「
福
内
鬼
外
」

の
名
が
「
風
来
」
と
並
ん
で
脳
裏
に
強
く
焼
き
付
い
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ

う
。
そ
の
逍
遙
の
意
識
は
現
在
の
源
内
評
と
は
や
や
乖
離
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
現
代
に
も
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
で
上
演
さ
れ
て
い
る
『
神
霊
矢
口
渡
』（
明

和
七
年
正
月
江
戸
外
記
座
初
演
、
以
下
『
矢
口
渡
』）
に
し
て
も
研
究
の
立
ち
後
れ

が
指
摘
で
き
る
し
、
源
内
を
し
て
浄
瑠
璃
作
者
だ
と
み
な
す
意
識
は
薄
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
ま
し
て
福
内
鬼
外
と
い
う
筆
名
か
ら
た
だ
ち
に
源
内
の
文
事
を
思
い

起
こ
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
こ
と
文
事
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
源
内
は
単
著
共
著
含

め
て
全
九
作
の
浄
瑠
璃
作
者
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
全
集
を
編
め
ば
そ
の
三
分
の
二
は

浄
瑠
璃
作
品
で
占
め
ら
れ
る
「
作
家
」
な
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
の
浄
瑠
璃
の
比

率
は
高
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

源
内
に
と
っ
て
浄
瑠
璃
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
源
内
や
風

来
で
は
な
く
、
本
稿
で
は
浄
瑠
璃
作
者
「
福
内
鬼
外
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い

（
以
下
、
源
内
と
鬼
外
の
両
方
の
表
記
を
用
い
る
が
、
そ
の
使
い
分
け
に
明
瞭
な
基

準
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
）。
そ
の
際
に
先
掲
石
上
敏
氏

に
優
れ
た
福
内
鬼
外
論
が
あ
る
の
で
、
随
時
参
照
す
る
こ
と
も
は
じ
め
に
断
っ
て
お

く
。
そ
の
う
え
で
、
彼
の
最
初
の
作
に
し
て
代
表
作
の
『
矢
口
渡
』
に
つ
い
て
検
討

し
、
福
内
鬼
外
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
私
見
を
提
示
し
て
み
た
い
と
思
う
。

１　

福
内
鬼
外

水
谷
不
倒
翁
は
、
源
内
の
浄
瑠
璃
に
つ
い
て
、

本
草
学
者
よ
り
一
足
飛
び
の
浄
瑠
璃
作
者
に
し
て
、
く
ろ
う
と

0

0

0

0

の
作
者
を
壓
倒

す
。
こ
れ
を
見
て
も
源
内
が
才
の
非
凡
な
り
し
を
察
す
べ
し
。

と
評
し
た（
１
）。
不
倒
翁
が
名
作
と
し
た
の
は
安
永
九
年
三
月
肥
前
座
初
演
『
霊
験
宮
戸

川
』
で
あ
る
。
不
倒
翁
は
源
内
の
作
風
を
「
千
編
一
律
の
木わ

匡く

の
中
に
あ
り
」「
概

し
て
古
色
を
帯
べ
り
」「
金
平
の
系
統
を
伝
へ
た
る
も
の
」
と
手
厳
し
く
批
評
し
な

が
ら
、「
あ
る
ひ
は
神
田
明
神
、
あ
る
ひ
は
浅
草
観
音
、
さ
て
は
六
郷
近
傍
の
新
田

明
神
な
ど
の
縁
起
を
説
く
な
ど
、
江
戸
ツ
児
の
よ
ろ
こ
ぶ
と
こ
ろ
、
作
者
の
如
才
な

き
を
知
る
べ
し
」
と
し
て
、
右
の
評
が
導
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
浄
瑠
璃
作
者
・

福
内
鬼
外
評
と
し
て
は
こ
の
不
倒
翁
の
言
に
尽
き
る
と
思
わ
れ
る
。

以
後
、
福
内
鬼
外
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は

近
石
泰
秋
氏
『
操
浄
瑠
璃
の
研
究
』（
昭
和
三
十
六
年
、
風
間
書
房
）
に
詳
し
い
。
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平賀源内『神霊矢口渡』について

氏
の
説
を
少
し
補
い
な
が
ら
概
観
し
て
み
る
。

肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
も
の
は
、
早
く
に
馬
琴
が
前
掲
『
近
世
物
之
本
江
戸
作
者

部
類
』
で
「
浄
瑠
璃
の
新
作
も
て
一
時
に
都
下
を
さ
わ
が
し
た
り
」
と
し
た
の
が
有

名
で
、
若
月
保
治
氏
も
「
さ
す
が
に
江
戸
作
者
と
し
て
の
代
表
者
た
る
こ
と
を
肯
か

し
め
る
に
足
る
」（
昭
和
十
八
年
、『
人
形
浄
瑠
璃
研
究
』、
桜
井
書
店
）
と
評
し
て

い
る
。
田
川
邦
子
氏
が
「
彼
を
代
表
的
作
者
と
考
え
る
の
は
疑
問
」（
叢
書
江
戸
文

庫
15
『
江
戸
作
者
浄
瑠
璃
集
』、
平
成
元
年
、
国
書
刊
行
会
）
と
さ
れ
る
の
は
、
こ

の
若
月
氏
な
ど
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、「
代
表
」
と
い
う
の
は
言
い
過

ぎ
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
な
り
の
評
価
は
与
え
る
べ
き
と
考
え
る
論
者
が
い
る
。
他
に

近
石
氏
の
挙
げ
る
帝
国
文
庫
『
風
来
山
人
傑
作
集
』（
明
治
二
十
七
年
、
博
文
館
）

序
文
、
佐
々
政
一
氏
『
近
世
国
文
学
史
』（
明
治
四
十
四
年　

聚
精
堂
）、
雙
木
園
主

人
『
江
戸
時
代
戯
曲
小
説
通
志
』（
昭
和
二
年
、
弘
文
社
）
が
あ
る
。
そ
の
近
石
氏

自
身
は
、

源
内
の
個
性
が
他
の
作
者
に
真
似
ら
れ
な
い
特
別
な
も
の
が
あ
つ
た
が
た
め

に
、
そ
の
浄
瑠
璃
は
他
の
凡
庸
の
作
家
に
は
見
ら
れ
な
い
す
ぐ
れ
た
点
が
あ
つ

た
。
そ
れ
は
そ
の
文
章
全
体
に
力
が
あ
ふ
れ
て
行
文
の
極
め
て
流
暢
に
生
き
生

き
と
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。

と
称
え
て
い
る
。

一
方
、
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
代
表
は
「
平
凡
な
類
型
的
な
構
想
と
趣
向
と
に
堕

し
た
浄
瑠
璃
」
と
酷
評
し
た
黒
木
勘
蔵
氏
（『
浄
瑠
璃
名
作
集　

下
』、
日
本
名
著
全

集
刊
行
会
編
、
昭
和
二
十
四
年
）
と
、

そ
の
浄
瑠
璃
に
於
て
は
、
古
人
の
模
倣
翻
案
を
敢
て
し
て
そ
の
足
元
へ
も
と
ゞ

か
ざ
る
作
者
で
あ
つ
た
。 （『
浄
瑠
璃
作
者
の
研
究
』、
昭
和
十
九
年
、
東
京
堂
）

と
評
し
た
園
田
民
雄
氏
で
あ
る
。
園
田
氏
は
、『
矢
口
渡
』
の
頓
兵
衛
は
近
松
門
左

衛
門
『
栬
狩
剣
本
地
』
三
段
目
、『
源
氏
大
草
紙
』
の
朝
比
奈
と
熊
蔵
は
『
本
朝
廿

四
孝
』
二
段
目
、『
弓
勢
智
勇
湊
』
三
段
目
は
近
松
『
津
国
女
夫
池
』
三
段
目
、『
霊

験
宮
戸
川
』
八
段
目
は
『
大
塔
宮
曦
鎧
』、
十
段
目
は
『
菅
原
伝
授
手
習
鑑
』、『
荒

御
魂
新
田
神
徳
』
六
段
目
は
『
義
経
千
本
桜
』、
そ
れ
ぞ
れ
の
模
倣
も
し
く
は
剽
窃

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
大
近
松
や
半
二
の
や
う
に
、
真
に
骨
身
を
け
づ
る
思
ひ

を
し
て
作
つ
た
底
の
作
が
一
つ
も
な
い
」「
第
一
義
的
な
芸
術
作
品
で
は
な
い
」
と

断
罪
し
て
い
る
。
さ
ら
に
重
友
毅
氏
は
「
極
め
て
品
位
の
低
い
野
卑
」
と
ま
で
言
う

（『
日
本
近
世
文
学
史
』
昭
和
二
十
五
年
、
岩
波
書
店
）。
鵜
月
洋
氏
「
平
賀
源
内
の

戯
曲
」（『
国
文
学
研
究
』
一　

昭
和
二
十
四
年
十
月
）
も
そ
の
模
倣
や
利
用
を
指
弾

し
て
い
る
。

ま
た
批
判
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
鬼
外
の
作
品
の
先
行
作
利
用
に
つ
い
て
近
石

氏
が
園
田
説
を
次
の
よ
う
に
補
足
し
て
い
る
。

「
神
霊
矢
口
渡
」
四
段
目
切　
　

↓ 「
義
経
千
本
桜
」
三
段
目
切
、「
大
塔
宮
曦

鎧
」
二
段
目
口

「
源
氏
大
草
紙
」
三
段
目
口　
　

↓
「
菅
原
伝
授
手
習
鑑
」
四
段
目
切

「
弓
勢
智
勇
湊
」
二
段
目
口　
　

↓
「
御
所
桜
堀
川
夜
討
」
二
段
目
中

「
弓
勢
智
勇
湊
」
二
段
目
切　
　

↓
「
義
経
千
本
桜
」
二
段
目
切

「
実
生
源
氏
金
王
桜
」
二
段
目
切
↓
「
義
経
千
本
桜
」
三
段
目
切

「
実
生
源
氏
金
王
桜
」
三
段
目
切
↓
「
奥
州
安
達
原
」
三
段
目
切

「
嫩
榕
葉
相
生
源
氏
」
第
二　
　

↓
「
御
所
桜
堀
川
夜
討
」
二
段
目
口

「
前
太
平
記
古
跡
鑑
」
第
五　
　

↓
「
艶
容
女
舞
衣
」
酒
屋
の
段

「
忠
臣
伊
呂
波
実
記
」
各
段　
　

↓
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
の
各
段

「
荒
御
霊
新
田
神
徳
」
第
三　
　

↓
「
三
荘
太
夫
五
人
嬢
」
一
段
目

「
荒
御
霊
新
田
神
徳
」
第
六　
　

↓
「
義
経
千
本
桜
」
三
段
目
切

「
霊
験
宮
戸
川
」
第
五　
　
　
　

↓
「
一
谷
嫩
軍
記
」
三
段
目
切

「
霊
験
宮
戸
川
」
第
六　
　
　
　

↓
「
義
経
千
本
桜
」
三
段
目
口
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「
霊
験
宮
戸
川
」
第
十　
　
　
　

↓
「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
四
段
目
切

こ
れ
ら
の
延
長
線
上
に
城
福
勇
氏
の
福
内
鬼
外
論
が
あ
る（

２
）。

氏
は
、
源
内
の
生
育

環
境
に
お
い
て
「
本
場
の
義
太
夫
一
座
に
接
す
る
機
会
」
が
あ
っ
た
こ
と
、
鬼
外
が

幼
少
の
頃
か
ら
『
太
平
記
』『
三
楠
実
録
』
を
耽
読
し
た
こ
と
か
ら
、
軍
記
物
の
系

譜
に
属
す
る
古
風
な
義
太
夫
浄
瑠
璃
に
筆
を
染
め
る
に
至
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

城
福
氏
の
立
論
上
の
欠
点
は
『
太
平
記
』『
三
楠
実
録
』
の
扱
い
で
あ
ろ
う
。
鬼

外
に
限
ら
ず
近
世
中
期
の
作
者
た
ち
の
読
書
量
と
範
囲
は
き
わ
め
て
多
く
広
い
。
城

福
氏
の
解
釈
で
は
、
鬼
外
は
『
太
平
記
』
と
『
三
楠
実
録
』
を
耽
読
し
て
い
た
と
受

け
止
め
ら
れ
る
が
、
氏
の
拠
ら
れ
た
資
料
は
次
の
文
章
で
あ
る（
３
）（
傍
線
筆
者
、
適
宜
、

句
読
点
濁
点
を
施
し
た
）。

吾
幼
年
に
て
太
平
記
と
楠
実
録
を
こ
の
み
て
昼
夜
を
わ
か
ず
読
け
る
が
、
藤
房

の
卿
、
楠
廷
尉
の
忠
臣
、
貞
實
文
武
謀
略
、
実
に
古
今
に
冠
た
る
も
、
暗
君
に

仕
へ
て
如
何
と
も
す
る
こ
と
な
し
。
そ
の
所
に
至
て
は
書
を
捨
て
拳
を
に
ぎ
り

歯
が
み
を
な
し
て
憤
る
事
度
々
な
り
し
が
、
夫
よ
り
し
て
天
然
自
然
主
人
と
い

ふ
名
に
あ
い
そ
つ
き
て
、
今
永
々
の
浪
人
者
不
了
見
の
基
と
な
り
け
ら
し
。

（
中
略
）
我
が
知
恵
の
分
限
相
応
、
国
家
の
器
を
工
夫
せ
ん
と
思
ひ
立
ち
は
た

ち
な
が
ら
、
そ
れ
さ
へ
も
心
に
ま
か
せ
ず
。

こ
の
短
文
は
末
尾
に
「
国
家
の
器
を
工
夫
せ
ん
と
思
ひ
立
ち
は
た
ち
な
が
ら
、
そ
れ

さ
へ
も
心
に
ま
か
せ
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
自
身
の
不
遇
を
託
つ
も
の
で
あ
る
。『
太

平
記
』
と
『
三
楠
実
録
』
も
そ
の
文
脈
で
解
釈
す
べ
き
で
、
幼
年
に
こ
の
二
書
を
読

ん
で
は
、
傍
線
部
の
よ
う
に
暗
君
に
よ
っ
て
忠
臣
が
無
駄
死
に
す
る
矛
盾
に
憤
り
、

そ
の
体
験
が
今
の
浪
人
と
い
う
選
択
の
基
礎
と
な
っ
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。「
自

然
、
主
人
と
い
ふ
名
に
あ
い
そ
つ
き
て
」
と
い
う
源
内
の
幼
児
体
験
を
語
る
た
め
の

逸
話
で
あ
っ
て
、
源
内
が
幼
年
に
『
太
平
記
』『
三
楠
実
録
』
し
か
読
ま
な
か
っ
た

と
か
、
そ
れ
が
彼
の
読
書
の
中
心
で
あ
っ
た
と
は
語
っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ

る
。
当
然
、
源
内
は
古
今
和
漢
洋
、
白
話
小
説
か
ら
万
葉
集
ま
で
眼
を
さ
ら
し
て
い

た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
彼
の
書
く
浄
瑠
璃
の
母
胎
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
ま
し
て
義
太
夫
浄
瑠
璃
を
「
軍
記
物
の
系
譜
」
と
す
る
と
か
、『
太
平
記
』『
三

楠
実
録
』
が
源
内
の
時
代
浄
瑠
璃
の
母
胎
と
な
る
と
か
の
論
議
は
、
浄
瑠
璃
の
側
か

ら
も
源
内
の
側
か
ら
も
噴
飯
も
の
の
把
握
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
以
外
の
城
福
氏
の
整
理
は
概
ね
妥
当
で
あ
る
。
以
下
、
簡
単
に
総
括
す
る
。

『
矢
口
渡
』
跋
文
に
あ
る
よ
う
に
、
源
内
の
執
筆
に
は
吉
田
冠
子
（
二
代
目
文
三
郎
）

の
勧
め
が
あ
り
、
冠
子
は
「
指
導
・
助
言
し
、
補
筆
も
し
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。
以

後
、
い
く
つ
か
の
単
独
作
は
認
め
ら
れ
る
が
合
作
が
多
い
。
そ
の
他
の
補
助
者
と
し

て
、
森
島
中
良
と
大
田
南
畝
が
考
え
ら
れ
る
。
先
行
浄
瑠
璃
作
品
の
模
倣
が
多
い

が
、
新
し
い
「
当
た
り
そ
ふ
な
趣
向
」（『
根
南
志
具
佐
』）
が
鏤
め
ら
れ
、
本
草
・

医
学
用
語
が
多
く
、
阿
蘭
陀
趣
味
も
見
ら
れ
る
。
題
材
は
江
戸
や
そ
の
近
郊
が
多

く
、
歌
舞
伎
や
「
笠
森
お
せ
ん
」、
土
平
餅
な
ど
の
江
戸
名
物
を
取
り
入
れ
、
吉
原

の
記
述
が
多
く
、
江
戸
言
葉
や
地
口
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
「
主
と
し
て
生

活
費
の
補
助
を
得
る
」
た
め
に
、「
筋
立
て
・
趣
向
は
も
と
よ
り
、
文
辞
の
末
に
い

た
る
ま
で
、
観
客
で
あ
る
江
戸
者
の
思
惑
を
考
慮
に
入
れ
、
彼
ら
の
人
気
に
投
ず
る

よ
う
に
仕
組
ま
れ
た
」
と
纏
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
氏
の
福
内
鬼
外
論
の
基
本
で

あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
氏
は
源
内
の
浄
瑠
璃
の
特
徴
と
し
て
次
の
四
点
を
挙
げ
る
。

一　

恋
慕
と
茶
利
の
場
面
が
多
い
。

二　

行
文
流
麗
、
悪
く
言
え
ば
口
達
者
で
あ
る
。

三　

洒
落
本
な
い
し
黄
表
紙
的
な
要
素
も
見
受
け
ら
れ
る
。

四　

人
形
浄
瑠
璃
の
歌
舞
伎
化
を
推
し
進
め
た
。

氏
の
整
理
は
、
科
学
的
な
総
合
平
賀
源
内
論
が
待
望
さ
れ
て
い
る
中
で
、
お
も
に

歴
史
学
の
立
場
か
ら
こ
の
福
内
鬼
外
論
が
構
想
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
そ
の
大
雑
把
な
把
握
に
あ
る
程
度
の
問
題
が
含
ま
れ
て
お
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平賀源内『神霊矢口渡』について

り
、
歴
史
学
で
は
な
く
福
内
鬼
外
論
と
し
て
再
考
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

城
福
氏
の
業
績
に
は
敬
意
を
払
い
つ
つ
も
、
や
は
り
綿
密
な
考
証
の
下
に
こ
の
雑
駁

な
説
を
乗
り
越
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

城
福
説
の
立
つ
と
こ
ろ
は
、「
浄
瑠
璃
は
彼
の
遊
び
で
あ
り
、
戯
れ
で
あ
っ
た
」

「
浄
瑠
璃
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
し
は
面
映
ゆ
い
種
類
の
遊
び
」
と
い
っ
た
評

価
の
散
見
か
ら
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
浄
瑠
璃
は
源
内
の
本
領
で
は
な
い
、
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
源
内
の
本
領
は
本
草
学
で
あ
り
、
武
家
社
会
で
あ
り
、
浄
瑠
璃
界
は

「
多
少
の
小
遣
い
も
う
け
」
の
場
で
あ
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

作
品
分
析
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
た
考
証
力
と
は
う
ら
は
ら
に
、
そ
の
作
者
論
を
裏
付

け
る
資
料
を
実
は
氏
は
提
示
で
き
て
い
な
い
。
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
こ
と
浄
瑠

璃
に
関
し
て
い
え
ば
、
ま
さ
に
氏
は
「
行
文
流
麗
、
悪
く
言
え
ば
口
達
者
」
で
、
氏

の
イ
メ
イ
ジ
す
る
出
来
上
が
っ
た
福
内
鬼
外
論
の
結
論
が
先
に
あ
り
、
あ
と
は
そ
れ

に
沿
う
よ
う
に
文
章
を
連
ね
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
い
ま
一
度
源
内
の
言
葉
を
検
証
し
な
が
ら
、
彼
に
と
っ
て
の
浄
瑠
璃
と

は
何
で
あ
る
の
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。
浄
瑠
璃
作
者
・
鬼
外
の
姿
は
『
平
賀
源
内

全
集
補
遺　

一
』
所
収
の
佐
々
木
昌
興
氏
蔵
文
書
か
ら
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る

（
用
字
は
適
宜
改
め
た
）。

今
宮
は
虫
と
こ
ろ
な
り
。
聾
な
り
と
は
耳
の
穴
の
明
さ
る
を
笑
ひ
た
る
詞
な

り
。
さ
れ
は
虫
に
か
き
ら
す
、
駒
鳥
、
う
つ
ら
、
ひ
ば
り
、
鶯
の
類
好
（
む
）

人
は
百
金
を
お
し
ま
さ
れ
と
も
、
耳
の
明
さ
る
人
は
雀
も
同
し
思
ひ
な
り
。
殊

更
詩
歌
発
句
の
目
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
哀
（
れ
）
と
思
せ
る
も
、
耳
明
さ
る
人
は

流
行
歌
ほ
ど
に
面
白
か
ら
す
。
予
、
戯
（
れ
）
に
浄
瑠
璃
を
書
（
く
）
こ
と
を

こ
の
み
、
今
年
初
春
の
遊
び
に
霊
験
宮
戸
川
と
い
へ
る
を
十
一
段
に
つ
ゞ
り
け

る
。
第
三
段
目
よ
り
十
段
目
迄
十
場
は
、
肥
前
座
の
太
夫
に
わ
り
て
、
咽
と
声

が
ら
を
考
（
へ
）
て
書
（
き
）
置
け
る
を
、
池
永
亀
州
丈
の
た
の
み
に
て
、
彼

（
の
）
座
の
人
五
六
人
に
読
（
み
）
聞
せ
け
る
を
、
竹
伊
勢
壽
楽
つ
く
〳
〵
聞

（
き
）
て
、
試
に
役
割
を
し
け
る
に
、
予
か
心
当
の
通
り
一
場
も
違
（
は
）
さ

る
こ
と
割
符
を
合
せ
た
る
か
如
し
。
さ
り
と
は
不
思
議
の
事
と
も
な
り
。
此
人

若
き
頃
は
此
道
繁
昌
の
時
に
て
名
人
も
多
か
り
し
故
、
自
然
と
其
余
風
な
り
け

る
と
昔
恋
し
く
そ
覚
え
け
る
。
及
は
す
な
か
ら
近
松
氏
の
教
を
た
か
へ
し
と
、

我
筆
力
に
心
あ
れ
ば
、
彼
（
の
）
人
の
耳
に
妙
な
り
、
千
人
の
盲
、
万
人
の
聾

よ
り
、
こ
の
人
一
人
に
聞
（
か
）
れ
た
る
は
、
我
本
望
の
至
り
な
れ
は
、
最
早

こ
の
浄
瑠
璃
世
の
人
に
聞
（
か
）
す
る
に
も
及
は
す
と
、
歓
（
び
）
の
あ
ま
り

い
さ
さ
か
の
品
を
贈
る
と
て
、
此
事
を
し
る
し
侍
る
。

安
永
七
年
い
ぬ
如
月
五
日 

福
内
鬼
外
誌

傍
線
部
の
よ
う
に
「
戯
れ
」
と
は
い
い
な
が
ら
、
肥
前
座
の
太
夫
の
「
咽
」
と
「
声

柄
」
を
考
慮
し
て
作
曲
し
た
と
い
う
。
し
か
も
、
世
間
一
般
に
は
理
解
さ
れ
ず
と
も

竹
伊
勢
壽
楽
の
よ
う
な
名
人
に
認
め
ら
れ
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
、
と
い
う
殊
勝
な
物
言

い
を
し
て
い
る
。
城
福
氏
は
情
報
を
操
作
し
て
こ
の
文
章
か
ら
「
戯
れ
に
」
だ
け
を

強
調
し
、
前
述
の
「
戯
れ
」
と
い
う
結
論
に
強
引
に
導
か
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
文

章
を
偏
見
な
く
読
む
限
り
で
は
、
と
て
も
城
福
氏
の
い
う
よ
う
な
「
遊
び
」
と
は
読

み
取
れ
な
い
。
む
し
ろ
「
遊
び
」
の
範
疇
を
超
え
た
、
浄
瑠
璃
作
者
・
鬼
外
の
熱
意

と
真
摯
な
姿
が
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

そ
の
観
点
か
ら
、
こ
の
文
章
を
検
討
す
る
時
、「
及
ば
ず
な
が
ら
近
松
氏
の
教
え

を
違
え
じ
」
と
い
う
一
節
が
お
の
ず
と
注
目
さ
れ
る
。
鬼
外
が
近
松
門
左
衛
門
に
言

及
す
る
の
は
こ
の
一
度
だ
け
で
は
な
い
。

近
松
老
翁
世
を
戯け
じ
や
う場
に
辟さ
け

て
、
数か
ず

の
浄
し
や
う

瑠る

璃り

を
作
け
る
に
、
筑ち
く

後ご

、
播は
り
ま磨
の
名め
い

人じ
ん

有
ツ
て
普あ
ま
ねく

世
上
に
行ゆ
き

渡わ
た
り

、
勧く
わ
ん

善ぜ
ん

懲ち
や
う

悪あ
く

の
世
を
教を
し
ゆる

の
一い
ち

助じ
よ

た
る
事
、

是こ
れ

近
松
氏
の
本ほ
ん

心し
ん

な
り
。
中な
か

頃ご
ろ

、
千せ
ん

前ぜ
ん

軒け
ん

文ぶ
ん

耕か
う

堂ど
う

が
類た
ぐ
ひも

亦ま
た

近
松
氏
の
意い

を
請う
け

て
、
作
れ
る
所
正た
ゞ

し
け
れ
ば
此こ
の

道み
ち

甚
は
な
は
だ

盛さ
か
んな

り
し
が
、
い
つ
の
頃こ
ろ

よ
り
か
衰
お
と
ろ
へて

、
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今
時
の
作
者
は
固

も
と
よ
りそ

こ
所
で
は
な
く
、
文ぶ

ん

法は
う

を
し
ら
ず
、
手
尓
於
葉
を
弁わ

き
まへ

ず
、

嘲あ
ざ
け
りを

遠え
ん

近き
ん

に
伝つ

た

へ
、
耻は

ぢ

を
千せ

ん

歳ざ
い

に
残の

こ

す
。

 

（
亥
の
と
し
卯
月
上
旬
（
安
永
八
年
）『
荒
御
霊
新
田
神
徳
』
後
序
）

鬼
外
に
よ
れ
ば
、
近
松
は
劇
場
に
隠
遁
し
、
竹
本
筑
後
掾
や
播
磨
掾
の
名
人
と
の

組
み
合
わ
せ
も
奏
功
し
、
世
上
に
流
行
し
た
が
、
そ
の
本
心
は
勧
善
懲
悪
で
あ
っ
た

と
い
う
。
そ
の
後
、
千
前
軒
や
文
耕
堂
が
続
い
た
が
今
の
作
者
は
堕
落
し
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
鬼
外
に
と
っ
て
は
近
松
は
こ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
て
、
城
福
氏
も
こ

の
部
分
は
「
敬
重
し
て
や
ま
な
か
っ
た
門
左
衞
門
と
そ
の
作
品
」
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
鬼
外
が
自
身
を
近
松
│
千
前
軒
・
文
耕
堂
の
系
譜
に
位
置
づ
け
て
い
る
点

は
注
意
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

評
議
さ
ら
に
一
決
せ
ざ
り
し
處
に
、
近
松
氏
の
祖
と
を
つ
お
や

、
思お

も
ひ
か
ね
の
か
み

兼
神
進
み
出
て

宣
ひ
け
る
は
、 
（
宝
暦
十
三
年
『
根
南
志
具
佐
』）

已ヤ
ム

に
賢マ
サ

る
の
む
だ
書ガ
キ

に
浄
ジ
ヤ
ウ

瑠ル

璃リ

や
小ヨ
ミ

説ホ
ン

が
当ア
タ

れ
ば
、
近チ
カ

松マ
ツ

門
左
衞
門
・
自ジ

笑セ
ウ

・

其キ
セ
キ磧
が
類タ
グ
ヒと
心
得
、 

（
安
永
六
年
『
放
屁
論
後
編
』）

金
に
な
る
気
で
や
り
付
た
ら
、
剣
術
者
な
ら
ば
僧
正
坊
、
学
問
な
ら
ば
文
宣
王
、

役
者
は
海
老
蔵
、
作
者
は
近
松
、
昔
の
人
の
上
を
越
し
、
四
海
に
溢
る
ゝ
高
名

に
は
、
自
と
富
貴
自
在
に
て
、
身
代
ず
つ
し
り
あ
た
ゝ
ま
る
。

 

（
安
永
八
年
『
金
の
生
木
』）

と
い
う
よ
う
に
、
た
び
た
び
近
松
に
触
れ
て
い
る
。

作
品
に
つ
い
て
も
、『
矢
口
渡
』
が
近
松
『
栬
狩
剣
本
地
』、『
弓
勢
智
勇
湊
』
が

近
松
『
津
国
女
夫
池
』
を
利
用
し
た
こ
と
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
。
加
え
て
、『
忠

臣
伊
呂
波
実
記
』
も
近
松
の
『
国
姓
爺
合
戦
』
を
利
用
し
た
箇
所
が
あ
る
。
こ
の
現

象
を
「
利
用
」
と
い
っ
た
安
易
な
作
劇
方
法
と
捉
え
る
か
、
近
松
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ

と
取
る
の
か
は
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
こ
の
点
も
鬼
外
の
近
松
へ

の
言
説
に
即
し
て
改
め
て
考
え
る
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
石
上

敏
氏
が
「
西
の
近
松
に
対
し
て
東
の
鬼
外
と
は
、
現
在
か
ら
見
て
こ
そ
バ
ラ
ン
ス
を

欠
く
よ
う
で
あ
る
が
、
先
述
の
通
り
、
あ
る
意
味
で
は
決
し
て
不
自
然
な
並
称
で
は

な
か
っ
た
」
と
指
摘
さ
れ
る
当
代
の
評
価
は
見
落
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、

又
問
、
仏
も
本
は
凡
夫
と
い
ひ
、
富
貴
の
本
は
金
に
あ
り
、
金
の
本
は
土
な
り
、

か
ら
鉄
炮
を
は
な
す
に
も
本
の
な
い
事
は
い
ひ
に
く
し
。

答
曰
、
善よ
い

哉か
な

、
問
こ
と
。
詩
文
章
は
滄そ
う

溟め
い

弇え
ん

州し
ゆ
うと
傲お
ほ
た
ば然
に
、
倭
や
ま
と

歌う
た

は
古
今
万

葉
と
幽む
つ
か玄
し
。
宋
学
は
屁
を
ひ
つ
て
理
屈
を
つ
け
、
古
文
辞
は
秦
漢
以
上
と
嬉

し
が
る
。
極
意
伝
授
の
巻
物
に
元
祖
の
思
ひ
つ
き
を
書
き
残
し
、
神
楽
巫
女
の

芸げ
い

尽づ
く
しに

天あ
ま

の
岩い

わ

と
般
戸
の
余よ

風ふ
う

あ
り
。（
中
略
）
春
狂
言
の
新
し
き
も
曽
我
を
た

て
に
し
、
福ふ

く

内ち

氏
の
戯き

作さ
く

も
近
松
が
準な

は

縄ば
り

を
出
ず
。

 

（
安
永
五
年
『
風
俗
問
答
』）

と
い
う
、
鬼
外
が
近
松
の
系
譜
を
引
く
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
石
上
氏
も

用
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
、

近ち
か

松ま
つ

福ふ
く

内ち

が
綴つ

ゞ
りし

劇
じ
や
う
る
り
ほ
ん

本
は
操あ

や
つ
り
し
ば
ゐ

芝
居
に
て
用も

ち

ひ
、
桜さ

く
ら
だ
な
み
き

田
並
木
が
作つ

く
りし

正
本
は

歌か

ふ

き
舞
伎
の
劇け

し
や
う場

に
て
控も

ち
ゆ。 

（
享
和
二
年
『
青
楼

言
解
』）

若も
し

此こ
の

上う
へ

に
も
お
望の
ぞ
みな
ら
ば
、
三
八
の
日
を
定
め
て
、
近ち
か

松ま
つ

が
院じ
や
う
る
り本を
講か
う

じ
、
風ふ
う

来ら
い

が
狂
き
や
う

文ぶ
ん

を
論ろ
ん

す
べ
き
歟
。
夫そ
れ

も
可を
か
し笑
く
て
茶ち
や

な
る
べ
し
。

 

（
文
化
八
年
『
客
者
評
判
記
』）

と
い
う
よ
う
な
源
内
没
後
に
も
続
く
把
え
ら
れ
方
で
あ
っ
た
。
源
内
が
近
松
と
並
称

さ
れ
る
そ
の
源
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
源
内
自
身
の
言
説
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
近
松
と
鬼
外
に
つ
い
て
は
、
次
の
近
石
泰
秋
氏
の
優
れ
た
評
価

（
先
掲
『
操
浄
瑠
璃
の
研
究
』）
を
以
て
、
拙
考
の
代
弁
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

場
面
々
々
の
描
写
が
す
ぐ
れ
て
ゐ
る
の
と
、
単
純
で
あ
る
に
し
て
も
趣
向
の
駆

使
に
お
い
て
は
極
め
て
確
か
な
所
が
あ
る
の
で
、
こ
の
時
代
の
一
流
の
作
者
と
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平賀源内『神霊矢口渡』について

し
て
何
等
遜
色
は
な
い
。
た
だ
我
々
は
平
賀
源
内
の
各
方
面
に
分
散
さ
せ
た
あ

の
才
能
を
ど
れ
か
一
つ
に
、
た
と
へ
ば
浄
瑠
璃
の
方
面
に
統
一
さ
せ
て
、
そ
れ

に
生
涯
を
か
け
さ
せ
た
な
ら
ば
ど
う
で
あ
つ
た
か
と
考
へ
て
み
る
の
で
あ
る
。

恐
ら
く
は
近
松
が
浄
瑠
璃
史
上
に
残
し
た
業
績
に
比
較
し
得
る
も
の
が
出
来
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
水
谷
不
倒
翁
以
来
の
説
で
、「
こ
の
平
賀
源
内
が
福
内
鬼
外
の
戯
号
を
用

ひ
た
の
は
、
紀
上
太
郎
の
勧
め
に
よ
つ
た
の
で
あ
る
」（
園
田
民
雄
『
浄
瑠
璃
作
者

の
研
究
』）
と
い
う
紀
上
太
郎
と
の
関
係
は
後
考
に
期
し
た
い
と
思
う
。

２　
『
神
霊
矢
口
渡
』

杉
山
其
日
庵
『
浄
瑠
璃
素
人
講
釈
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る（
４
）。

往む
か
し昔
よ
り
こ
の
段
は
、
三
味
線
弾
な
ど
が
、
何
の
味
も
な
い
雑
用
な
譜て

が
付
け

て
あ
る
と
軽け

蔑な

す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
大
間ま

違ち
が
いで
あ
る
。
そ
の
何
で
も
な
い
所

に
、
深
い
深
い
云
う
に
云
わ
れ
ぬ
力
の
入は

い

る
修
行
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
即
ち
住
太
夫
風
で
あ
る
。（
中
略
）
即
ち
こ
の
「
矢
口
」
の
よ
う
な
物

は
、
き
っ
と
そ
の
風
を
弁わ
き
まえ
て
修
行
す
れ
ば
、
三
味
線
弾
も
太
夫
も
そ
の
風
を

習
得
す
る
好
材
料
で
あ
る
と
思
う
。 

（「
神
霊
矢
口
渡　

頓
兵
衛
内
の
段
」）

其
日
庵
は
「
○
○
風ふ

う

」
に
拘
る
の
だ
が
、
彼
に
よ
れ
ば
『
矢
口
渡
』
の
「
頓
兵
衛

内
の
段
」
は
住
太
夫
風
の
習
得
の
好
材
料
で
あ
る
と
い
う
。
作
品
内
容
で
は
な
く
、
そ

の
音
楽
性
に
つ
い
て
言
及
し
た
数
少
な
い
指
摘
の
一
つ
で
あ
る
。
源
内
自
身
も
『
矢

口
渡
』
に
は
自
信
が
あ
っ
た
よ
う
で
、「
義
太
夫
節
の
長
き
事
も
、
忠
臣
蔵
・
矢
口

渡
は
望
み
次
第
」（
安
永
三
年
『
放
屁
論
』）
と
あ
っ
て
、
義
太
夫
節
の
代
表
作
『
仮

名
手
本
忠
臣
蔵
』
と
並
べ
て
み
せ
て
い
る
。
そ
の
自
信
を
支
え
て
く
れ
て
い
た
の
が

竹
本
住
太
夫
が
『
矢
口
渡
』
三
段
目
切
と
四
段
目
切
を
語
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う

で
、
同
じ
『
放
屁
論
』
に
「
住
太
夫
は
葺
屋
町
に
義
太
夫
節
の
骨
髄
を
語
る
」
と
し

て
住
太
夫
を
称
え
て
い
る
。
住
太
夫
に
つ
い
て
は
中
村
幸
彦
氏
の
解
説
を
引
い
て
お

く（
５
）。

田
中
文
蔵
。
屋
号
丸
屋
。
二
代
目
竹
本
政
太
夫
門
。
し
ば
し
ば
江
戸
に
下
り
、

石
町
に
住
み
、
石
町
の
親
玉
（
執
心
録
）
と
う
た
わ
れ
た
名
人
。
文
化
七
年
没

（
浄
瑠
璃
大
系
図
な
ど
）。
評
判
鶯
宿
梅
に
「
過
ぎ
し
矢
口
の
三
の
切
も
あ
た
り

は
づ
さ
ず
」。
執
心
録
に
「
矢
口
新
浄
瑠
璃
三
四
と
も
大
当
り
（
中
略
）、
其
次

が
矢
口
渡
益
〳
〵
大
当
り
、
今
に
も
抜
本
に
て
御
存
じ
住
太
夫
大
手
柄
な
り
」

な
ど
あ
っ
て
、
こ
の
後
、
矢
口
渡
を
得
意
と
し
た
。

其
日
庵
の
『
矢
口
渡
』
評
価
は
住
太
夫
の
語
り
に
と
ど
ま
ら
ず
、

即
ち
、
平
賀
流
の
文
才
名
筆
に
な
る
「
コ
レ
イ
ナ
ア
、
コ
レ
、
こ
ち
ら
向
い
て

下
さ
ん
せ
と
、
右
よ
左
と
付
け
廻
す
、
琥こ

珀は
く

の
塵ち
り

や
磁じ

石し
や
くの
針
、
粋す
い

も
無ぶ

粋す
い

も

一
様
に
、
迷
ふ
が
上
の
迷ま
よ
いな
り
」
と
書
捨
て
、
ま
た
、「
な
ん
ぼ
田
舎
生
ま
れ

で
も
、
惚ほ
れ

た
が
因
果
惚
れ
ら
れ
た
が
、
不
肖
と
思
つ
て
下
さ
ん
せ
」「
ハ
ル
、

サ
ワ
リ
」
と
な
っ
て
「
日
影
の
木
々
も
花
咲
け
ば
、
岩
の
は
ざ
ま
の
溜
り
水
、

月
も
宿
る
（
清す

め
ば
住
む
世
、
と
も
あ
る
）
を
思
ひ
出
に
叶
へ
て
や
ら
う
と
つ

い
一
口
、
云
ふ
て
く
れ
た
が
よ
い
わ
い
な
と
、
縋す
が

り
付
い
た
る
袖
袂
、
さ
は
ら

で
落
る
玉た
ま

笹ざ
さ

の
、
あ
ら
れ
も
な
い
が
恋
路
な
り
」
と
何
の
屈く
つ

托た
く

も
な
く
書
き
運

ん
だ
名
文
に
、
付
け
て
あ
る
譜
は
ま
た
サ
ラ
サ
ラ
と
し
て
何
の
屈
托
も
な
く
、

全
く
文
章
に
負
け
ぬ
力
が
あ
る
譜て

と
思
わ
る
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如ご

と

き
力
あ

る
物
を
、
非ひ

力り
き

の
三
味
線
弾
や
太
夫
が
馬
鹿
に
し
て
、
ト
ウ
ト
ウ
世
に
流は

行や

ら

ぬ
よ
う
に
し
て
し
も
う
た
と
は
、
何
た
る
嘆な
げ

か
わ
し
い
事
で
あ
ろ
う
。

 

（「
神
霊
矢
口
渡　

頓
兵
衛
内
の
段
」）

と
し
て
、
源
内
の
「
名
文
」
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
「
名
文
」
に
つ
い

て
は
、
南
畝
『
奴
凧
』
に
「
矢
口
渡
の
名
文
は
、
忠
臣
義
士
の
た
め
な
み
だ
、
天
に
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通
ぜ
ば
あ
ま
の
川
、
つ
ゝ
み
も
き
れ
て
流
る
ら
む
、
と
い
ふ
文
句
を
自
讃
せ
り
」

（『
奴
凧
』）
と
あ
っ
て
、
源
内
自
身
は
三
段
目
切
の
方
を
自
画
自
賛
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
其
日
庵
は
、

コ
レ
イ
ナ
ア
、
コ
レ
、
こ
ち
ら
向
い
て
下
さ
ん
せ
と
、
右
よ
左
と
付
け
廻
す
、

琥こ

珀は
く

の
塵ち

り

や
磁じ

石し
や
くの

針
、
粋す

い

も
無ぶ

粋す
い

も
一
様
に
、
迷
ふ
が
上
の
迷ま

よ
いな

り
。

と
い
う
四
段
目
切
の
一
節
以
下
を
「
文
才
名
筆
」
と
し
て
評
価
す
る
の
だ
が
、
こ
の

琥
珀
う
ん
ぬ
ん
の
文
辞
に
つ
い
て
ま
ず
問
題
と
し
た
い
。
こ
の
文
辞
に
つ
い
て
は
、

や
は
り
南
畝
が
『
奴
凧
』
で
、

琥
珀
の
ち
り
や
磁
石
の
針
、
粋
も
不
粋
も
一
様
に
、
迷
ふ
が
上
の
ま
よ
ひ
也
、

と
い
ふ
文
句
は
、
例
の
物
類
品
隲
の
余
習
い
ま
だ
ぬ
け
ず
、
旧
癖
の
お
こ
り
た

る
も
を
か
し
。

と
評
し
た
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
一
節
に
つ
い
て
は
従
来

し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
い
る
。
文
中
の
『
物
類
品
隲
』
が
源
内
の
本
草
学
に
お
け
る

代
表
的
著
書
な
の
で
、
南
畝
が
「
余
習
い
ま
だ
ぬ
け
ず
」
と
言
う
か
ら
に
は
、
こ
の

琥
珀
う
ん
ぬ
ん
の
記
事
は
本
草
書
に
拠
る
の
で
あ
ろ
う
と
安
易
に
考
え
が
ち
で
あ

る
。
こ
こ
を
捉
え
て
城
福
勇
氏
は
「
本
草
趣
味
」
と
評
し（
６
）、

中
村
幸
彦
氏
は
『
大
和

本
草
』
と
『
和
漢
三
才
図
会
』
を
も
っ
て
注
釈
を
試
み
て
い
る（
７
）。
確
か
に
源
内
の
浄

瑠
璃
作
品
に
は
城
福
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
本
草
趣
味
」
に
よ
る
文
辞
が
散
見
し

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
琥
珀
う
ん
ぬ
ん
の
文
辞
を
「
本
草
趣
味
」
と
断
じ

る
に
は
、
ま
ず
そ
の
出
典
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
出
典
は
蘇
東
坡

の
『
物
類
相
感
志
』「
磁
石
引
レ

針
ヲ

琥
珀
拾
レ

芥
ヲ

」（
総
論
）
で
あ
る
。
源
内
は
『
根

無
草
後
編
』（
明
和
六
年
）
二
巻
に
も
「
そ
れ
造
化
の
か
ぎ
り
な
き
、
小
見
を
以
て

は
か
る
べ
か
ら
ず
」
と
し
て
、「
千
変
万
化
の
か
ぎ
り
な
き
、
張
華
も
博
物
の
看
板

を
お
ろ
し
、
東
坡
も
相
関
志
の
店
を
た
た
む
」
と
蘇
東
坡
『
物
類
相
関
志
』
を
引
い

て
い
る
。
蘇
東
坡
『
物
類
相
関
志
』
は
彼
の
お
気
に
入
り
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
点
を
ま
ず
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

蘇
東
坡
と
『
物
類
相
関
志
』
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
は
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
本
草
書
や
医
学
書
だ
と
断
定
す
る
に
は
抵
抗
の
あ
る
こ
と
は
事
実
で

あ
ろ
う
。
従
来
、
こ
の
有
名
な
一
節
は
、
南
畝
の
言
に
も
引
か
れ
て
、
い
か
に
も
科

学
者
（
本
草
学
者
）
源
内
の
文
章
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
安
易
な
福
内
鬼
外
論
が
説

か
れ
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
典
拠
が
蘇
東
坡
『
物
類
相
関
志
』
で
あ
る
こ
と

が
判
明
し
た
今
、
そ
の
安
易
な
科
学
者
う
ん
ぬ
ん
の
鬼
外
論
は
修
正
が
求
め
ら
れ

よ
う
。

つ
い
で
、
従
来
ひ
そ
か
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
鬼
外
が
『
矢
口
渡
』
を
執
筆

し
た
理
由
で
あ
る
。

明
治
十
三
年
に
平
賀
源
内
の
百
年
忌
が
高
松
で
行
わ
れ
た
。
そ
の
際
に
編
ま
れ
た

『
闡
幽
編
』
に
、

○
武
州
矢
口
渡
、
有
二

新
田
義
興
祠
一

、
称
二

新
田
八
幡
一

、
無
二

人
ノ

祭
賽
一

、
堂

宇
荒
廃
、
祠
官
憂
レ

之
ヲ

一
日
謀
ル二

之
ヲ

翁
ニ一

、
翁
曰
、
是
易
々
耳
。
即
作
二

院
本
ヲ一

、

曰
二

神
霊
矢
口
渡
一

、
以
与
レ

之
、
既
而
子
女
争
賽
、
神
威
輝
二

赫
四
方
一

、
堂
宇

改
ム
トレ

観
云

と
記
さ
れ
る
。
新
田
神
社
が
荒
廃
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
祠
官
に
頼
ま
れ
、
源
内
が

『
矢
口
渡
』
を
書
い
た
と
こ
ろ
大
当
た
り
し
た
の
で
、
以
後
、
新
田
神
社
は
隆
盛
を

取
り
戻
し
た
と
い
う
。
こ
の
逸
話
は
何
に
拠
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
江
戸
か
ら
遠

く
離
れ
、
百
年
以
上
前
の
事
跡
、
し
か
も
源
内
を
称
え
る
と
い
う
特
別
な
状
況
で
編

ま
れ
た
『
闡
幽
編
』
と
い
う
配
り
本
に
記
さ
れ
た
こ
の
説
は
、
あ
る
い
は
当
時
の
希

望
的
巷
説
を
採
録
し
た
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
同
時
代
証
言
で
あ
る
、
秩
父

中
津
川
幸
島
家
の
逗
留
中
に
書
か
れ
た
と
す
る
「
鉱
山
日
誌
」
の
方
が
信
憑
性
が
高

い
よ
う
な
気
も
す
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
逸
話
が
時
に
は
事
実
で
あ
る
か
の
よ

う
に
説
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
水
谷
不
倒
翁
『
平
賀
源
内
』
よ
り
引
用
す
る
。
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平賀源内『神霊矢口渡』について

源
内
が
は
じ
め
こ
の
作
を
案
出
せ
し
は
、
か
ね
て
新
田
神
社
の
祠
官
は
源
内
と

親
し
か
り
し
が
、
一
日
祠
官
源
内
に
い
へ
る
は
、
本
廟
は
南
朝
の
忠
臣
新
田
義

興
ぬ
し
を
祭
れ
る
に
て
、
神
霊
殊
に
炳へ
い

焉え
ん

た
れ
ど
も
、
世
に
知
る
人
な
き
た
め
、

近
来
堂
宇
廃
頽
し
、
誰
れ
詣
づ
る
者
な
き
を
、
何な
に

卒と
ぞ

し
て
神
威
の
ほ
ど
を
知
ら

し
め
ん
と
願
ふ
が
、
足
下
に
も
我
が
志
を
助
け
給
へ
、
と
懇
ろ
に
頼
み
け
る
を
、

源
内
そ
は
安
き
こ
と
な
り
、
我
に
一
策
あ
り
、
待
ち
給
へ
と
て
別
れ
し
が
、
不

日
に
し
て
『
神
霊
矢
口
渡
』
の
出
来
、
幸
ひ
に
し
て
流
行
せ
し
た
め
、
俳
優
・

芸
妓
等
を
初
め
、
大
方
の
人
さ
へ
か
の
所
に
参
詣
し
、
さ
す
が
に
荒
れ
に
し
社

殿
も
、
た
ち
ま
ち
修
復
す
る
を
得
た
り
と
い
ふ
。

不
倒
翁
に
先
立
ち
関
根
正
直
氏
『
小
説
史
稿
』（
明
治
二
十
三
年
、
金
港
堂
刊
）

に
も
ほ
ぼ
同
文
が
載
る
の
で
、
不
倒
翁
は
関
根
正
直
氏
の
説
を
採
録
さ
れ
た
の
か
も

し
れ
な
い
が
、
そ
の
淵
源
は
『
闡
幽
編
』
の
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

饗
庭
篁
村
氏
に
反
論
が
あ
る
が
、
と
に
か
く
、
関
根
正
直
氏
、
水
谷
不
倒
翁
と
い
う

江
戸
碩
学
の
支
持
を
受
け
て
、
こ
の
い
か
に
も
と
い
う
逸
話
が
市
民
権
を
得
た
よ
う

で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
に
は
例
え
ば
進
藤
義
明
氏
『
平
賀
源
内
』（
高
山
書
院
、
昭

和
十
八
年
）
に
も
説
か
れ
、
現
在
も
ち
ら
ほ
ら
と
目
に
す
る
逸
話
と
な
っ
た
。
し
か

し
、
こ
れ
は
石
上
敏
氏
が
説
か
れ
る
よ
う
な
後
に
付
与
さ
れ
た
「
評
価
の
変
遷
」
で

あ
っ
て
、
源
内
の
『
矢
口
渡
』
執
筆
理
由
と
す
る
に
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
鬼
外
が
自
作
の
浄
瑠
璃
に
郷
里
の
風
景
を
描
い
て
い
る
こ
と
は
意
外

と
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
源
内
の
出
身
地
は
讃
岐
志
度
、
八
島
古
合
戦
場
の
ほ
ん

の
近
く
「
志
度
合
戦
」
の
あ
っ
た
場
所
で
あ
る
。
平
家
が
陣
取
っ
た
志
度
寺
は
源
内

の
生
家
と
目
の
鼻
の
先
に
あ
る
。
源
内
が
志
度
を
描
い
た
作
品
は
『
弓
勢
智
勇
湊
』

（
明
和
八
年
）
四
段
目
で
あ
る
。

隙
行
ク

駒
の
足
早
く
元げ
ん

暦り
や
く

二
年
弥
生
の
空
。
春
め
く
野
邊
の
、
花
曇く
も
り

飛
か
ふ

蝶て
ふ

の
、
牟
礼
高
松
長の
ど
け閑

き
、
景け

色し
き

引
キ

か
へ
て
源
平
互
に
立
別
れ
、
け
ふ
矢

合
セ

の
八
嶋
の
戦
ヒ

、
入
リ

江
を
隔

へ
だ
つ

一
ト

構か
ま

へ
要よ

う

害が
い

の
地
を
瓜
生
が
岡
、
義
経
公
の

陣
所
に
は
、
去
年
の
秋
よ
り
人
質
の
、
建
礼
門
院
傅

か
し
づ
き

て
饗き

や
う
を
う応

愚
も
な
か
り

け
り
。

「
牟
礼
高
松
」「
八
嶋
」
は
『
平
家
物
語
』
に
名
が
見
え
る
。「
瓜
生
が
岡
」
は
『
吾

妻
鏡
』『
源
平
盛
衰
記
』
に
名
が
見
え
る
。
こ
れ
ぐ
ら
い
の
地
名
は
、
別
に
讃
岐
志

度
出
身
で
な
く
て
も
知
っ
て
い
る
範
囲
で
あ
ろ
う
か
。
瓜
生
が
岡
を
八
嶋
と
「
入
江

を
隔
つ
」
と
書
け
る
の
は
現
地
を
知
っ
て
い
る
人
間
に
こ
そ
可
能
と
言
っ
て
し
ま
う

の
は
我
田
引
水
の
そ
し
り
を
受
け
よ
う
。
で
は
例
を
重
ね
よ
う
。
続
く
「
春
霞
八
嶋

ノ
礒
」
の
次
の
箇
所
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

義
経
五
位ゐ

に
至
る
時
此
馬
に
乗
た
る
故
、
太
夫
黒
と
号な

つ
けし

を
次
信
兼
ね
て
望
ミ

し
か
ど
、
朋ほ

う

輩ば
い

の
憎そ

ね
みを

思
ひ
是
迄
は
あ
た
へ
ざ
り
し
が
、
冥め

い

途ど

の
旅
の
餞は

な
む
け別

と

引
せ
給
へ
ば
。
ハ
ヽ
ハ
ツ
ト
忠
信
信
夫
が
有
が
た
涙
。
並
居
る
軍
兵
此
君
に
、

命
を
捨
る
は
惜お
し

か
ら
じ
と
感か
ん

じ
入
た
る
御
仁じ
ん

徳と
く

、
讃さ
ん

州し
う

牟む

礼れ

の
大
墓は

か

に
、
石
の

印
シ

の
朽く
ち

や
ら
ぬ
、
勇
士
の
塚つ

か

に
並
ン

た
る
馬
の
墓
迚
隠
れ
な
し
。

佐
藤
次
信
（
継
信
）
の
最
後
と
太
夫
黒
の
話
は
『
平
家
物
語
』
で
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
が
、
佐
藤
次
信
の
墓
お
よ
び
太
夫
黒
の
馬
墳
が
牟
礼
に
あ
る
こ
と
は
、
果
た
し

て
誰
も
が
有
し
得
る
知
識
と
し
て
処
理
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、

次
信
墓
と
馬
墳
は
、『
讃
岐
国
名
所
図
会
』（
嘉
永
七
年
）
に
「
寛
文
二
十
年
、
国
祖

源
英
公
こ
の
墓
お
よ
び
馬
の
墓
を
も
建
て
さ
せ
た
ま
ふ
」
と
あ
り
、『
金
比
羅
参
詣

名
所
図
会
』（
弘
化
三
年
）
に
も
「
時
に
寛
永
二
十
年
癸
未
夏
、
邦
君
こ
れ
を
憐
み

た
ま
ひ
、
こ
の
所
に
碑
を
た
て
さ
せ
た
ま
ふ
と
ぞ
」
と
あ
る
の
で（
８
）、

基
本
的
に
は
中

世
以
前
の
軍
記
に
は
記
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
も
の
で
あ
る
。
平
家
に
題
材
を
採
る
近

世
の
文
芸
は
多
い
の
で
、
そ
こ
に
は
次
信
墓
と
太
夫
黒
馬
墳
が
語
ら
れ
、
当
時
で
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
た
と
い
う
強
弁
も
成
り
立
つ
の
で
断
定
は
避
け
る
が
、
こ
れ
は

「
地
元
人
」
源
内
で
あ
れ
ば
容
易
に
書
け
る
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
異
論
が
な
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話
が
逸
れ
た
よ
う
だ
が
、
要
は
源
内
が
自
作
の
浄
瑠
璃
に
故
郷
の
風
景
を
書
き
込

ん
だ
可
能
性
を
確
認
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
確
認
の
狙
い
は
『
矢
口
渡
』
と

い
う
い
か
に
も
江
戸
を
舞
台
に
し
た
江
戸
浄
瑠
璃
に
於
い
て
も
、
源
内
は
同
様
の
意

識
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
『
矢
口
渡
』
は
新
田
義
興
の
矢
口
渡
で
の
非
業
の
死
を
扱
っ
た

も
の
で
、
新
田
神
社
縁
起
と
関
係
が
深
い
。
ゆ
え
に
、
先
の
『
闡
幽
編
』、
関
根
正

直
氏
、
水
谷
不
倒
翁
の
説
く
逸
話
が
真
実
味
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ

に
源
内
の
故
郷
の
風
景
を
持
ち
込
み
た
い
。

江
戸
っ
子
に
は
想
像
も
つ
か
な
い
だ
ろ
う
が
、
阿
波
、
伊
予
、
讃
岐
に
は
多
く
の

「
新
田
神
社
」
が
あ
る（
９
）。

多
く
は
新
田
義
宗
と
脇
屋
（
新
田
）
義
治
を
祭
神
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
新
田
義
宗
は
義
貞
の
子
ど
も
、
脇
屋
義
治
は
義
貞
の
弟
脇
屋
義
助
の

子
ど
も
で
あ
る
。
こ
の
新
田
義
宗
と
脇
屋
義
治
、
も
し
く
は
脇
屋
義
助
が
四
国
に
来

住
し
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
各
地
に
あ
る
の
で
あ
る
。
有
名
な
も
の
で
は
愛
媛
県
今

治
市
国
分
寺
脇
に
あ
る
脇
屋
義
助
墓
で
、
元
禄
二
年
に
江
島
為
信
が
縁
起
を
書
い
て

い
る）

10
（

。
関
係
図
を
示
す
。

当
然
な
が
ら
源
内
も
「
先
祖
の
名
折
れ
、
家
の
恥
、
父
義
貞
、
伯
父
義
助
」
と
義

興
に
言
わ
せ
て
い
る
の
で
、
右
の
関
係
図
は
頭
に
入
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
次
な

新
田
義
貞 

義
顕

 

義
興
（
矢
口
渡
で
横
死
、
江
戸
の
新
田
神
社
で
祭
ら
れ
る
）

 

義
宗
（『
矢
口
渡
』で
は
義
岑
。

 

　
　
　
史
実
で
は
没
地
不
明
。

 

　
　
　
伊
予
・
讃
岐
・
阿
波
来
住
の
伝
説
、
各
地
で
祭
ら
れ
る
）

脇
屋
義
助 

義
治
（
伊
予
・
讃
岐
・
阿
波
来
住
の
伝
説
、
各
地
で
祭
ら
れ
る
）

（
伊
予
没
）

か
ろ
う
。
さ
ら
に
も
う
一
例
と
し
て
、

爰
の
山
々
か
し
こ
の
谷
々
、
一
度
に
燈
す
松た

い

明ま
つ

は
、
宇
治
の
川
邊
の
蛍
火
も
か

く
や
と
計
リ

義
経
の
、
敵
の
英
気き

を
取
リ

挫ひ
し
ぐ

智ち

謀ぼ
う

は
今
に
云
伝つ
た

へ
、
八
栗く

り

が
嶽だ

け

の
山
続つ
ゞ
き

源
氏
が
峯み

ね

と
名
に
高
し
。

を
検
討
し
た
い
。
こ
の
「
八
栗
が
嶽
」
の
山
続
き
の
「
源
氏
が
峯
」
で
義
経
が
松
明

を
掲
げ
て
敵
を
圧
倒
し
た
ら
し
い
の
だ
が
、
こ
の
逸
話
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。『
讃

岐
国
名
所
図
会
』
に
は
、

八
栗
山
続
き
に
あ
り
。
元
暦
二
年
源
平
合
戦
の
と
き
、
源
義
経
主
こ
の
峯
に
登

り
、
両
陣
の
気
を
望
み
し
所
な
り
。
今
義
経
の
腰
掛
石
と
い
へ
る
あ
り
、
人
こ

の
石
に
か
く
れ
ば
災
あ
り
と
い
へ
り
。

と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
志
度
の
海
を
臨
む
「
源
氏
が
峯
」
は
地
元
な
ら
誰
も
が
知
る

場
所
で
あ
る
が
、
い
く
つ
か
の
地
名
辞
典
類
を
繙
い
て
も
、
腰
掛
け
石
の
逸
話
は
見

え
る
が
、
源
内
描
く
松
明
譚
は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
本
当
に
当
時
か
ら
「
名
に

高
し
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
源
内
の
時
代
に
は
「
名
に
高
し
」
で

あ
っ
た
が
、
す
ぐ
に
忘
れ
ら
れ
て
弘
化
三
年
の
『
讃
岐
国
名
所
図
会
』
時
に
は
記
さ

れ
な
か
っ
た
、
も
し
く
は
同
書
に
書
き
留
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
強
弁
も
成
立
し

よ
う
が
、
こ
こ
は
現
地
を
知
る
源
内
の
創
作
、
も
し
く
は
「
地
元
」
に
伝
わ
る
巷
説

を
彼
が
取
り
入
れ
た
と
素
直
に
見
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

以
上
、「
牟
礼
高
松
」「
瓜
生
が
岡
」「
佐
藤
次
信
墓
」「
太
夫
黒
馬
墳
」「
八
栗
が
嶽
」

「
源
氏
が
峯
」
の
列
挙
は
、
讃
岐
人
だ
か
ら
こ
そ
と
言
い
た
い
わ
け
だ
が
、
や
は
り

我
が
田
に
水
を
引
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
お
叱
り
を
覚
悟
の
上
で
、

『
弓
勢
智
勇
湊
』
の
四
段
目
は
、
江
戸
に
い
な
が
ら
、
子
ど
も
の
頃
に
駆
け
回
っ
た

故
郷
を
思
い
な
が
ら
筆
を
執
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
提
示
し
て
お
き
た

い
。
そ
れ
は
、
讃
岐
人
の
魂
を
売
り
渡
す
か
の
よ
う
に
江
戸
人
に
迎
合
し
、
江
戸
を

舞
台
に
し
た
と
い
う
従
来
の
福
内
鬼
外
論
に
根
本
的
な
修
正
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
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平賀源内『神霊矢口渡』について

る
問
題
は
、
源
内
の
脳
裏
に
は
こ
の
関
係
図
し
か
入
っ
て
い
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ

と
も
讃
岐
に
お
け
る
新
田
信
仰
や
新
田
神
社
も
浮
か
ん
で
い
た
の
か
ど
う
か
で
あ

る
。
讃
岐
の
新
田
神
社
の
知
名
度
に
つ
い
て
は
、『
讃
岐
国
名
勝
図
会
』
に
「
脇
屋

義
治
の
墓
」
が
記
さ
れ
る
こ
と
に
加
え
、
次
の
現
代
の
辞
書
で
あ
る
『
神
社
辞
典
』

（
東
京
堂
出
版
、
昭
和
五
十
四
年
）
が
参
考
と
な
る
（
傍
線
筆
者
）。

別
に
新
田
一
族
を
縁
故
の
地
に
祀
り
、
新
田
神
社
を
社
名
と
す
る
も
の
に
、
次

の
三
社
が
あ
る
。

▼
群
馬
県
太
田
市
金
山
町
。
旧
県
社
。
祭
神
は
新
田
義
貞
。（
以
下
略
）

▼ 

東
京
都
大
田
区
矢
口
（
旧
武
蔵
国
荏
原
郡
矢
口
村
）。
旧
府
社
。
祭
神
は
新

田
義
興
（
義
貞
の
次
男
）。
義
興
は
父
・
義
貞
の
戦
死
後
も
、
南
朝
方
の
武

将
と
し
て
東
国
で
活
躍
し
た
。（
以
下
略
）

▼ 

香
川
県
三
豊
郡
高
瀬
町
。
旧
郷
社
。
新
田
義
貞
と
そ
の
二
男
義
興
を
祀
る
。

（
以
下
略
）

伊
予
や
阿
波
の
新
田
神
社
関
係
者
に
は
不
本
意
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
辞
典
で
は
三

大
新
田
神
社
は
群
馬
県
太
田
市
、
東
京
矢
口
、
そ
し
て
香
川
県
三
豊
と
さ
れ
て
い
る
。

常
識
的
に
考
え
て
讃
岐
人
が
こ
の
知
名
の
新
田
神
社
を
承
知
し
て
い
な
い
と
は
思
わ

れ
な
い
の
で
、
源
内
が
『
矢
口
渡
』
を
構
想
し
た
際
に
は
讃
岐
の
新
田
信
仰
が
頭
に

浮
か
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
江
戸
っ
子
の
志
向
と
は
全
く
関
係
が
な
く
、

讃
岐
人
の
発
想
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
讃
岐
人
が
江
戸
に
来
た
か
ら
と
い
っ
て
た

だ
ち
に
故
郷
を
捨
て
去
る
筈
も
な
く
、
ま
た
そ
の
必
要
性
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
眼
前

の
江
戸
の
文
化
を
楽
し
み
つ
つ
、
そ
こ
に
お
の
ず
と
故
郷
の
風
景
が
重
な
り
融
和
す

る
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
。
源
内
が
い
か
に
も
「
お
江
戸
」
の
戯
作
で
あ
る

『
放
屁
論
』
に
「
讃
岐
の
行
脚
無
一
坊
、
神
田
の
寓
居
に
筆
を
採
る
」
と
記
す
の
は

そ
の
意
識
の
典
型
的
な
表
れ
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
「
筋
立
て
・
趣
向
は
も
と
よ

り
、
文
辞
の
末
に
い
た
る
ま
で
、
観
客
で
あ
る
江
戸
者
の
思
惑
を
考
慮
に
入
れ
、
彼

ら
の
人
気
に
投
ず
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
た
」
と
決
め
つ
け
る
城
福
勇
氏
の
福
内
鬼
外

論
は
修
正
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

逆
に
考
え
れ
ば
、
水
谷
不
倒
翁
が
説
く
よ
う
な
新
田
神
社
荒
廃
の
事
実
が
仮
に

あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
再
興
を
目
論
む
着
想
を
持
ち
得
た
の
は
、
子
ど
も
の
頃
か

ら
新
田
信
仰
に
慣
れ
親
し
ん
だ
讃
岐
人
で
あ
る
か
ら
こ
そ
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
ま
た
、
四
国
に
は
義
興
で
は
な
く
、『
矢
口
渡
』
の
中
心
人
物
で
あ
る
義
岑
（
義

宗
）
を
祭
神
と
す
る
新
田
神
社
も
多
く
あ
る
。『
矢
口
渡
』
の
義
岑
へ
の
着
目
と
の

関
係
も
気
に
な
る
所
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
江
戸
に
出
た
か
ら
と
い
っ
て
た
だ
ち
に

故
郷
を
忘
れ
て
江
戸
人
に
迎
合
し
た
か
の
よ
う
な
、
軽
佻
浮
薄
で
故
郷
愛
も
な
い
人

間
味
の
感
じ
ら
れ
な
い
福
内
鬼
外
論
に
つ
い
て
は
見
直
し
を
求
め
た
い
と
思
う
。

以
上
、
本
稿
で
は
従
来
の
説
を
整
理
し
て
新
た
な
福
内
鬼
外
論
を
構
築
す
る
こ
と

を
目
論
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
ま
ず
『
矢
口
渡
』
の
「
琥
珀
の
ち
り
や
磁

石
の
針
」
と
い
う
有
名
な
一
節
が
、
本
草
学
者
や
科
学
者
と
い
う
に
は
少
し
抵
抗
の

あ
る
蘇
東
坡
『
物
類
相
関
志
』
を
典
拠
と
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
『
弓
勢
智

勇
湊
』
四
段
目
に
は
源
内
の
故
郷
の
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
、『
矢

口
渡
』
執
筆
に
際
し
て
、
そ
の
契
機
の
一
つ
に
四
国
に
於
け
る
新
田
信
仰
を
見
る
べ

き
だ
と
い
う
案
を
提
示
し
た
。
こ
れ
ら
の
積
み
重
ね
か
ら
福
内
鬼
外
論
を
再
構
築
し

た
い
と
思
う
。

【
注
】

（
1
）　
『
偉
人
史
叢　

第
六
巻　

平
賀
源
内
』（
明
治
二
十
九
年
、
裳
華
房
発
行
）

（
2
）　
『
平
賀
源
内
の
研
究
』（
昭
和
五
十
一
年
、
創
元
社
）

（
3
）　
『
平
賀
源
内
全
集　

補
遺
二
』（
昭
和
十
四
年
）
所
収
林
三
郎
氏
蔵
短
文
。

（
4
）　

初
出
、
大
正
十
四
年
五
月
『
黒
白
』
九
一
号
。
引
用
は
岩
波
文
庫
に
拠
っ
た
。
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（
5
）　
『
日
本
古
典
文
学
大
系
55　

風
来
山
人
集
』（
昭
和
三
十
六
年
、
岩
波
書
店
）
頭
注
。

（
6
）　

人
物
叢
書
『
平
賀
源
内
』（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
十
一
年
）

（
7
）　

注
（
5
）。

（
8
）　

年
代
が
『
讃
岐
国
名
所
図
会
』
で
は
寛
文
二
十
年
、『
金
比
羅
参
詣
名
所
図
会
』
で

は
、
寛
永
二
十
年
癸
未
夏
と
異
な
る
が
、
と
も
に
昭
和
五
十
六
年
角
川
書
店
『
日
本

名
所
風
俗
図
会
』
14
「
四
国
の
巻
」
に
拠
る
。

（
9
）　
『
脇
町
史
』
上
巻
（
平
成
十
一
年
）
に
「
脇
町
だ
け
で
は
な
く
、
特
に
美
馬
郡
・
三

好
郡
に
は
、
新
田
義
貞
・
義
宗
・
義
助
・
義
治
を
祭
神
と
す
る
新
田
神
社
が
多
く
点

在
し
」、「
江
戸
時
代
か
ら
新
田
義
宗
・
義
治
の
阿
波
来
住
を
説
く
伝
説
が
流
布
さ
れ

て
い
た
」
と
あ
る
。『
愛
媛
県
神
社
誌
』（
愛
媛
県
神
社
庁
、
昭
和
四
十
九
年
）
に
「
新

田
義
貞
公
を
は
じ
め
、
そ
の
御
子
息
義
顕
公
・
義
興
公
・
義
宗
公
、
そ
の
御
舎
弟
脇

屋
義
助
公
と
御
子
息
義
治
公
の
等
の
御
神
徳
を
慕
う
て
斎
き
ま
つ
っ
た
神
社
が
県
内

に
二
七
社
（
う
ち
一
三
社
の
境
内
社
）
あ
る
」
と
あ
る
。

（
10
）　

下
坂
憲
子
氏
「
愛
媛
初
の
小
説
家
│
今
治
・
江
島
為
信
」（『
え
ひ
め　

知
の
創
造

　

愛
媛
大
学
の
挑
戦
』、
平
成
十
九
年
、
愛
媛
新
聞
社
）、『『
江
島
家
文
書
』『
永
野
文

庫
』
目
録
』（
愛
媛
大
学
附
属
図
書
館
編
、
平
成
十
四
年
）
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