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一
．
は
じ
め
に

　
　

─
─
武
蔵
屋
本
が
同
時
代
に
果
た
し
た
役
割
と
文
学
者

　

明
治
期
に
お
け
る
浄
瑠
璃
本
の
出
版
と
普
及
に
は
金
属
活
字
を
用
い
た
翻

刻
が
そ
の
中
心
的
な
役
割
を
は
た
し
、
な
か
で
も
元
禄
文
が
脚
光
を
あ
び
る

明
治
二
〇
年
代
前
半
の
近
松
門
左
衛
門
の
受
容
を
考
え
る
う
え
で
見
逃
す
こ

と
が
で
き
な
い
も
の
に
「
武
蔵
屋
本
」
と
呼
ば
れ
る
書
物
が
あ
る１
。
四
六
判
、

「
向
イ
鳳
凰
丸
紋
散
ら
し
」
を
表
紙
に
あ
し
ら
っ
た
仮
製
本
仕
立
て
、
定
価

七
銭
。
手
軽
さ
に
加
え
、
価
格
面
で
も
読
者
が
親
し
み
や
す
い
こ
の
冊
子
を

刊
行
し
た
の
は
、「
義
太
夫
狂
」
と
称
さ
れ
た２
武
蔵
屋
叢
書
閣
主
人
こ
と
早

矢
仕
民
治
で
あ
る
。
民
治
の
こ
の
事
業
に
対
す
る
意
向
は
、
い
く
つ
か
の
武

蔵
屋
本
に
付
け
ら
れ
た
序
文
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

実
に
其
著
作
に
か
ゝ
る
院
本
ハ
洒
々
落
々
一
種
言
ふ
べ
か
ら
ざ
る
有

味
の
妙
文
字
に
し
て
（
略
）
古
来
梓
に
上
り
た
る
所
の
者
ハ
世
に
丸
本

と
称
す
る
も
の
に
て
単
に
梨
園
社
会
の
用
を
計
り
た
る
も
の
な
れ
ば
之

を
見
る
も
何
と
な
く
煩
は
し
き
心
地
し
且
つ
其
刻
本
と
て
も
日
を
追
ふ

て
散
逸
に
流
れ
終
に
は
迹
を
斯
文
壇
に
絶
す
る
の
憂
な
き
に
あ
ら
す

（
出
版
者
謹
白
「
序
」『
十
二
段
』（
近
松
門
左
衛
門
作
）
叢
書
閣
、
明
治
二
二

年
一
一
月
）

　

近
松
の
文
章
を
評
価
し
、
丸
本
を
読
み
や
す
く
す
る
こ
と
で
幅
広
い
読
者

に
提
供
で
き
る
冊
子
づ
く
り
を
め
ざ
す
。
そ
の
背
景
に
は
、
浄
瑠
璃
本
の
散

逸
に
対
す
る
危
惧
が
あ
る
。
藤
木
秀
吉
氏
は
「
武
蔵
屋
本
考
」
で
民
治
が
残

し
た
功
績
を
、
近
松
物
を
中
心
と
し
た
浄
瑠
璃
本
の
収
集
、
丸
本
か
ら
活
字

本
へ
の
「
読
み
や
す
さ
」
に
重
点
を
置
い
た
翻
刻
、
坪
内
逍
遙
の
近
松
研
究

の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
ら
れ
た
等
の
読
書
界
へ
の
寄
与
、
の
ち
の
近
松
集

の
底
本
に
も
な
っ
た
と
評
価
し
た３
。

　

と
こ
ろ
で
、こ
の
よ
う
な
功
績
を
も
つ
武
蔵
屋
本
の
出
版
事
業
に
は
、「
相

談
役
」
と
し
て
同
時
代
の
ふ
た
り
の
文
学
者
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
当
時
批
評
家
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
内
田
不
知
庵
（
の
ち
の

魯
庵
）
と
、
江
戸
時
代
の
文
学
に
精
通
し
、
自
ら
創
作
も
し
て
い
た
饗
庭
篁

村
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
行
研
究
が
拠
る
魯
庵
の
回
想
（
近
松
二
百
年
忌
に
お

け
る
講
演
。
注（
２
）参
照
）
に
は
、
ふ
た
り
が
翻
刻
の
相
談
に
の
っ
た
と
い
う

　

内
田
不
知
庵
と
武
蔵
屋
叢
書
閣

─
─ 「
武
蔵
屋
本
」
出
版
事
業
と
〈
ド
ラ
マ
〉
論 

─
─

大　

貫　

俊　

彦
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発
言
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
以
上
具
体
的
な
こ
と
に
は
触
れ
ず
、
隔
靴
掻
痒
の

感
を
ぬ
ぐ
え
な
い
。
藤
木
氏
が
「
廿
五
年
に
出
た
武
蔵
屋
本
の
合
本
「
近
松

世
話
浄
瑠
璃
」
に
、（
引
用
者
注
…
魯
庵
）
氏
は
堂
々
と
近
松
の
芸
術
を
論
じ

た
長
文
の
序
文
を
書
い
て
ゐ
た
り
（
略
）
当
時
か
ら
相
当
に
面
倒
を
見
て
ゐ

た
も
の
と
思
は
る
ゝ
」（
同
、
九
九
頁
）
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
じ
っ
さ
い
の

武
蔵
屋
叢
書
閣
と
の
関
係
は
も
っ
と
深
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。

　

本
稿
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
現
在
演
劇
博
物
館
が
所
蔵
す
る
明
治
二
〇

年
代
に
不
知
庵
が
逍
遙
に
あ
て
た
書
簡
を
手
が
か
り
に
不
知
庵
の
側
か
ら
迫

る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
た
武
蔵
屋
叢
書
閣
に
か
か
わ
る
記
述
を
も

と
に
、
不
知
庵
が
武
蔵
屋
本
に
お
い
て
試
み
よ
う
と
し
た
近
松
を
は
じ
め
と

す
る
浄
瑠
璃
の
評
価
を
析
出
し
、
当
時
文
学
観
と
し
て
思
案
し
て
い
た
〈
ド

ラ
マ
〉
の
問
題
と
関
わ
ら
せ
な
が
ら
、
武
蔵
屋
本
の
出
版
事
業
に
お
い
て
不

知
庵
の
〈
ド
ラ
マ
〉
が
果
し
た
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

二
．
不
知
庵
の
書
簡
と
武
蔵
屋
本
「
緒
言
」

　
　

─
─
新
し
い
〈
ド
ラ
マ
〉
と
し
て

二
‐
①　

二
通
の
書
簡
と
「
新
編
倭
文
範
発
行
の
趣
意
」

　

ま
ず
は
武
蔵
屋
叢
書
閣
と
不
知
庵
の
か
か
わ
り
を
探
る
た
め
の
手
が
か
り

と
な
る
二
通
の
書
簡
を
紹
介
し
、
検
討
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
て
み
た

い
。

　

こ
の
書
簡
は
「
内
田
魯
庵
書
簡
集
」（
博
物
資
料
、
一
二
二
五
番
）
に
納
め

ら
れ
、
す
で
に
林
京
平
氏
が
翻
刻
し
、
小
番
号
と
お
お
よ
そ
の
年
代
を
推
定

し
て
い
る
（「
諸
家
の
書
簡
四 

内
田
魯
庵
」『
坪
内
逍
遙
研
究
資
料
』
第
四
集
、
新
樹

社
、
昭
和
四
八
年
七
月
）。
本
稿
で
注
目
す
る
の
は
三
番
と
三
〇
番
で
あ
る
。

三
番
（
翻
刻
者
推
定
、
明
治
二
三
年
三
月
ご
ろ
）
か
ら
見
て
み
よ
う
。

　

…
「
歌
祭
文
」
は
神
田
叢
書
閣
（
近
松
も
の
翻
刻
元
）
の
蔵
書
に
候
得

ば　

早
速
同
主
人
に
話
し
を
き
候
に
つ
き　

多
分
そ
の
う
ち
持
参
の
事

と
存
じ
候　

な
ほ
外
に
も
少
々
の
蔵
本
は
可
有
之
候

小
生
も
此
ご
ろ
日
本
を
ド
ラ
マ
（
院
本
）
国
と
思
は
れ
候
故　

ポ
ツ

〳
〵
研
究
の
存
念
に
付
い
ろ
〳
〵
御
教
示
に
あ
づ
か
り
度
候

　

近
松
巣
林
子
を
は
じ
め
名
あ
る
作
者
ど
も
の
骨
髄
と
思
は
る
ゝ
も
の　

概
ネ
失
当
か
と
考
へ
ら
れ
候　

且
は
其
志
せ
し
処
馬
栞マ
マ

一
流
と
大
に
異

な
り
し
点
も
あ
べ
き
な
と
思
は
れ
候
得
ど
も　

従
来
の
読
者
見
遁
せ
し

な
れ
ば　

随
分
を
も
し
ろ
き
問
題
と
存
じ
ら
れ
候

　

坪
内
逍
遙
に
叢
書
閣
の
蔵
書
を
貸
す
約
束
を
し
て
い
る
内
容
で
あ
る
。

「
歌
祭
文
」
と
は
「
新
版
歌
祭
文
」（
近
松
半
二
作
）
を
指
す
。
注
目
す
べ
き

は
そ
の
直
後
で
不
知
庵
が
逍
遙
に
、
こ
の
頃
日
本
を
「
ド
ラ
マ
（
院
本
）
国
」

と
思
う
と
説
き
、
近
松
ら
浄
瑠
璃
作
者
の
「
骨
髄
」
と
思
わ
れ
る
も
の
を
「
失

当
」
と
し
、
従
来
の
読
者
は
見
落
と
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
を
も
し
ろ

き
問
題
」
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。「
ポ
ツ
〳
〵
研
究
の
存
念
に

付
」
と
は
言
う
も
の
の
、
こ
の
書
き
ぶ
り
か
ら
察
し
て
不
知
庵
に
は
か
な
り

確
固
と
し
た
考
え
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
日
本
を
「
ド
ラ

マ
（
院
本
）
国
」
と
思
う
と
い
う
発
言
に
つ
い
て
は
、
武
蔵
屋
本
の
緒
言
を

検
討
し
た
後
に
あ
ら
た
め
て
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

　

つ
づ
い
て
三
〇
番
の
書
簡
で
あ
る
。
年
未
詳
と
さ
れ
て
い
る
が
内
容
は
三

番
と
対
応
し
て
い
る４
。

　

そ
の
ゝ
ち
御
無
沙
汰
仕
候　

昨
晩
叢
書
閣
主
人
参
り
て
新
板
歌
ざ
い

文
出
板
の
よ
し
申
候
に
つ
き　

甚
だ
御
気
の
ど
く
様
に
候
得
ど
も　

右
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院
本
御
届
け
被
下
度　

小
生
曽
て
御
話
し
申
せ
し
お
そ
め
久
松
と
は

「
油
屋
お
そ
め
袂
の
し
ら
し
ぼ
り
」
に
て　

作
者
菅
専
輔　

此
人
の
作

最
も
近
松
の
心
中
物
に
ち
か
し
と
の
事
に
候　

そ
の
う
ち
取
よ
せ
て
貴

覧
に
そ
ふ
べ
く
候

　

叢
書
閣
か
ら
「
新
版
歌
祭
文
」
の
出
版
が
決
定
し
た
の
で
、
返
却
を
求
め

て
い
る
内
容
で
あ
る
。
ま
た
「
お
染
久
松
袂
の
白
し
ぼ
り
」（
書
簡
に
は
「
作

者
菅
専
輔
」
と
あ
る
が
紀
海
音
作
）
も
近
松
の
心
中
物
に
近
い
と
述
べ
て
い
る

こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
近
松
の
心
中
物
が
ひ
と
つ
の
評
価
軸
と
な
っ
て
い
る

様
子
を
こ
こ
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
話
題
と
な
っ
て
い
る
「
新
版
歌
祭
文
」
を
収
め
る
武
蔵
屋

本
を
さ
が
す
と
、
明
治
二
四
年
五
月
刊
行
の
『
新編
大
和
文
範
』
と
い
う
本
が

該
当
す
る
。
奥
付
と
凡
例
に
よ
れ
ば
、
こ
の
書
物
は
富
貴
館
と
の
共
同
資
本

に
よ
っ
て
出
版
し
た
逐
次
刊
行
物
で
あ
り
、
近
松
門
左
衛
門
以
外
の
「
貞
享

元
禄
の
古
き
よ
り
天
明
寛
政
の
新
ら
し
き
に
到
る
ま
で
尽
く
網
羅
せ
ん
と

す
」
と
い
う
大
部
な
計
画
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
第
一
編
に
「
新

版
歌
祭
文
」
は
収
録
さ
れ
て
い
る５
。
そ
し
て
こ
の
本
の
巻
頭
に
は
「
新
編
倭

文
範
発
行
の
趣
意
」（
以
下
「
発
行
の
趣
意
」
と
す
る
）
と
い
う
緒
言
が
あ
る
。

こ
の
文
章
に
つ
い
て
藤
木
氏
は
、「「
発
行
者
識
」
と
あ
る
の
み
で
、
筆
者
は

明
か
で
無
い
が
、
恐
ら
く
魯
庵
、
篁
村
等
の
、
武
蔵
屋
応
援
団
の
一
人
の
筆

に
為
る
の
で
あ
ら
う
」
と
見
当
を
つ
け
、「
狂
言
作
者
が
俳
優
の
掣
肘
に
よ

つ
て
作
品
を
支
配
さ
れ
た
の
に
対
し
、
浄
瑠
璃
作
者
は
比
較
的
自
由
な
立
場

に
在
つ
て
筆
を
執
つ
た
こ
と
、
浄
瑠
璃
が
妄
誕
不
稽
の
語
を
為
す
と
の
批
難

に
対
し
て
、
院
本
は
歴
史
に
非
ず
と
す
る
弁
駁
、
風
俗
好
尚
を
異
に
す
る
欧

米
直
訳
の
演
劇
改
良
論
に
対
す
る
論
難
な
ど
、
堂
々
た
る
も
の
が
あ
る
」（
六

〇
頁
）
と
そ
の
要
旨
を
ま
と
め
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
重
要
な
要
素
が
抜
け

落
ち
て
い
る
。「
発
行
の
趣
意
」
は
、
そ
の
冒
頭
に
「
詩
の
一
体
人
事
を
咏

ず
る
も
の
是
を
「
ド
ラ
マ
」
と
云
ふ
」
と
あ
り
、
従
来
の
武
蔵
屋
本
の
緒
言

に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
「
ド
ラ
マ
」
の
観
点
に
よ
る
浄
瑠
璃
論
が
展
開
さ
れ

て
い
る
の
だ
が
、
藤
木
氏
は
こ
の
「
ド
ラ
マ
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
触
れ
て

い
な
い
。
逍
遙
宛
て
書
簡
と
の
関
わ
り
か
ら
み
て
も
、
こ
の
緒
言
は
「
ド
ラ

マ
」
の
観
点
に
よ
る
検
討
が
必
要
と
な
る
こ
と
は
明
白
だ
。

　

そ
れ
で
は
「
発
行
の
趣
意
」
を
具
体
的
に
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
の
文
章

は
「
詩
の
一
体
人
事
を
咏
ず
る
も
の
是
を
「
ド
ラ
マ
」
と
云
ふ
」
と
い
う
、

こ
れ
ま
で
の
武
蔵
屋
本
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
で
書
か
れ

て
い
る
。
そ
の
内
容
を
簡
単
に
ま
と
め
れ
ば
、
冒
頭
で
は
神
代
に
遡
っ
て
演

劇
の
濫
觴
を
説
き
起
こ
し
、
従
来
演
劇
の
評
価
が
俳
優
に
あ
っ
た
こ
と
を
批

判
し
て
「
各
国
の
進
歩
と
仝
じ
く
我
が
演
劇
界
も
「
ド
ラ
マ
チ
ス
ト
」
の
助

け
し
処
頗
る
大
な
り
」
と
作
者
の
重
要
性
を
説
く
。
さ
ら
に
「
ド
ラ
マ
チ
ス

ト
」
を
二
種
に
分
け
、
俳
優
の
言
い
な
り
に
脚
本
を
書
く
狂
言
作
者
を
退
け
、

音
律
の
存
在
な
ど
若
干
外
見
が
異
な
る
た
め
に
「
欧
州
の
「
ド
ラ
マ
」
と
異

な
れ
り
と
為
せ
ど
も
、
其
精
神
に
到
つ
て
は
毫
も
相
違
の
点
を
見
ず
」
と

「
錯
綜
せ
る
人
事
を
咏
」
じ
た
浄
瑠
璃
作
者
を
高
く
評
価
す
る
。
シ
ェ
イ
ク

ス
ピ
ア
な
ど
を
引
い
て
一
見
大
き
い
西
洋
の
「
演
劇
」
と
い
う
観
点
で
日
本

の
「
演
劇
」（
狂
言
・
浄
瑠
璃
）
を
再
評
価
す
る
か
に
み
え
る
こ
の
緒
言
は
、

同
時
に
書
き
手
の
解
釈
を
取
り
入
れ
た
〈
ド
ラ
マ
〉
の
本
質
論
と
も
な
っ
て

い
る６
。
つ
ま
り
緒
言
の
書
き
手
は
「
詩７
」
の
一
つ
と
し
て
、「
演
劇
」（
狂
言
・

浄
瑠
璃
）
の
中
で
も
内
容
を
「
重
視
」
し
た
浄
瑠
璃
を
形
式
で
は
な
く
「
精

神
」
に
お
い
て
〈
ド
ラ
マ
〉
と
再
定
義
し
、
そ
こ
に
は
「
錯
綜
せ
る
人
事
」
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が
描
か
れ
て
い
る
と
述
べ
る
。
で
は
、
そ
の
〈
ド
ラ
マ
〉
に
必
要
な
「
錯
綜

せ
る
人
事
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
時
代
物
と
世
話
物
を
例
に
挙
げ
て
説
明
し

て
い
る
次
の
一
節
に
も
っ
と
も
明
確
に
表
れ
て
い
る
。

　

就
中
時
代
物
に
到
つ
て
は
猛
将
策
士
毫
も
猛
将
策
士
の
質
を
供
へ
ず

し
て
女
ら
し
き
愚
痴
を
覆
し
子
供
ら
し
き
大
言
を
吐
き
殆
ん
ど
茶
番
狂

言
染
た
る
事
を
演
じ
更
に
英
豪
の
実
な
き
が
如
し
。（
略
）
又
主
人
の

娘
と
忍
び
〳
〵
の
転
び
寝
に
無
分
別
の
死
を
遂
げ
し
若
衆
頭
の
久
松
が

武
家
の
胤
に
て
宝
刀
探
索
の
為
め
町
人
奉
公
せ
し
事
の
極
め
て
巧
み
な

る
に
服
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
唯
是
等
の
短
処
を
厳
し
く
批
判
し
て
其

最
も
精
密
に
人
情
の
微
を
穿
ち
て
能
く
運
命
の
果
敢
な
き
を
直
覚
せ
し

む
る
無
双
の
才
藻
を
埋
歿
す
る
に
忍
び
ざ
る
な
り
。

（
発
行
者
識
「
新
編
倭
文
範
発
行
の
趣
意
」『
新編
大
和
文
範
』
第
一
冊
、
富
貴
館
・

叢
書
閣
、
明
治
二
四
年
五
月
）

　

こ
こ
で
書
き
手
は
時
代
物
を
「
茶
番
狂
言
」
じ
み
て
い
る
と
し
て
批
判
す

る
だ
け
で
な
く
、
世
話
物
の
「
趣
向
」（
脚
色
）
を
も
批
判
す
る
。
引
用
文

中
に
あ
る
「
主
人
の
娘
と
忍
び
〳
〵
の
転
び
寝
に
…
」
の
く
だ
り
は
「
新
版

歌
祭
文
」
の
「
座
摩
社
」、「
長
町
」
の
段
に
相
当
す
る
。
つ
ま
り
「
発
行
の

趣
意
」
の
〈
ド
ラ
マ
〉
の
要
点
は
「
時
代
物
」
で
も
、「
世
話
物
」
の
「
趣
向
」

で
も
な
く
、「
世
話
物
」
が
も
つ
「
最
も
精
密
に
人
情
の
微
を
穿
ち
て
能
く

運
命
の
果
敢
な
き
を
直
覚
せ
し
む
る
」
と
い
う
部
分
に
こ
そ
あ
り
、
こ
の
要

素
を
〈
ド
ラ
マ
〉
の
「
精
神
」
と
し
て
提
示
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
表
れ
た
「
人
情
の
微
を
穿
つ
」、「
運
命
の
果
敢
な
き
を
直
覚
せ
し

む
る
」
と
は
、
不
知
庵
が
自
ら
の
文
学
観
を
主
張
す
る
と
き
に
用
い
る
常
套

句
で
あ
る
。

　

曲
亭
馬
琴
は
文
化
時
代
の
我
国
小
説
の
改
革
者
に
し
て
文
学
史
中
に

特
筆
す
べ
き
大
家
な
れ
ど
も
其
改
革
は
全
般
よ
り
評
す
れ
ば
我
小
説
を

退
歩
せ
し
め
し
に
あ
ら
ず
や
。（
略
）
中
興
の
西
鶴
其
碩
の
著
述
を
見

る
に
趣
向
よ
り
は
寧
ろ
人
情
の
微
を
穿
つ
に
意
を
専
ら
に
せ
し
が
如

し
。
其
文
章
は
極
め
て
婉
曲
な
り
し
故
後
人
の
称
揚
す
る
は
単
に
是
れ

の
み
に
止
ま
り
し
か
ど
、
反
覆
熟
読
せ
ば
情
致
を
曲
写
せ
し
巧
妙
忘
れ

が
た
し
。

（
ふ
、
ち
、「
馬
琴
小
説
の
効
果
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
六
五
号
、
明
治
二
二
年

六
月
八
日
。
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）

　

今
日
の
文
学
界
に
て
最
も
は
び
こ
る
は
ア
ー
ト
主
義
に
て
候
、
文
字

結
構
若
く
は
人
情
を
う
が
つ
な
ど
を
も
て
第
一
義
と
考
ふ
る
人
ば
か
り

沢
山
御
座
候
、
誠
に
〳
〵
困
り
し
事
に
候
、
未
だ
熟
せ
ざ
る
考
に
候
得

ど
も
、
小
説
と
は
社
会
世
事
を
そ
の
ま
ゝ
に
写
し
て
、
人
間
内
界
の
運

命
を
直
覚
せ
し
む
る
を
も
て
第
一
義
と
為
す
と
存
じ
候
（
是
は
フ
イ
ツ

キ
ス
ド
、
ア
イ
デ
ア
に
無
之
候
得
ば
御
内
々
）

（
安
成
二
郎
「
内
田
魯
庵
の
書
翰
」
田
辺
花
圃
宛
そ
の
二
『
書
物
展
望
』
第
四

八
号
、
昭
和
一
〇
年
六
月
）

　

不
知
庵
の
文
学
観
は
、
逍
遙
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
初
期
評
論
か
ら

少
し
ず
つ
変
化
を
見
せ
る
が
、
そ
の
変
遷
を
よ
く
表
し
て
い
る
の
が
、
花
圃

に
宛
て
た
書
簡
で
あ
る
。
そ
し
て
「
人
間
の
運
命
」
に
焦
点
を
あ
て
た
作
品

評
は
、
同
時
期
の
近
松
以
外
の
武
蔵
屋
本
に
も
見
ら
れ
る８
。
さ
ら
に
そ
れ
は

『
文
学
一
斑
』（
博
文
館
、
明
治
二
五
年
三
月
）
の
〈
ド
ラ
マ
〉
の
定
義
、「「
ド

ラ
マ
」
ハ
最
も
進
歩
し
た
る
人
種
に
属
す
る
詩
な
り
と
云
は
む
。（
略
）
詩

─
─
最
も
進
歩
し
た
る
詩
ハ
人
間
の
運
命
を
示
し
社
会
と
人
性
の
関
係
を
明



〔　　〕49

ら
か
に
す
る
も
の
な
り
」（
三
〇
一
‐
三
〇
二
頁
）
と
い
う
主
張
と
も
通
底
す

る
。
つ
ま
り
こ
の
「
発
行
の
趣
意
」
に
は
、
批
評
家
不
知
庵
の
〈
ド
ラ
マ
〉

の
影
響
が
色
濃
く
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る９
。

　

以
上
の
よ
う
な
「
錯
綜
せ
る
人
事
」
と
い
う
〈
ド
ラ
マ
〉
の
評
価
軸
に
よ

り
、『
新編
大
和
文
範
』
の
緒
言
は
「
我
等
素
よ
り
深
く
浄
瑠
璃
を
味
ひ
し
も

の
に
あ
ら
ず
。
又
能
く
其
微
を
侗
視
す
る
の
批
評
脳
を
畜
ふ
る
も
の
に
あ
ら

ず
。
此
故
に
穂
積
以
貫
を
学
ん
で
一
々
穿
細
的
に
評
註
し
て
世
に
紹
介
す
る

の
能
な
く
又
潜マ
マ

越
に
も
以
貫
流
の
評
註
を
施
す
は
現
代
に
於
て
却
て
無
益
に

属
す
る
を
信
ず
」
と
い
う
当
代
に
お
け
る
浄
瑠
璃
の
価
値
を
提
示
す
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
武
蔵
屋
叢
書
閣
が
新
た
に
近
松
以
外
の
作
品
を
翻
刻

し
よ
う
と
い
う
試
み
に
は
、〈
ド
ラ
マ
〉
の
概
念
に
よ
る
浄
瑠
璃
の
再
評
価

を
孕
ん
だ
緒
言
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

二
‐
②　
『
近
松
世
話
浄
瑠
璃
』
の
〈
ド
ラ
マ
〉
論
（
付
、『
文
学
一
斑
』）

　

不
知
庵
の
書
簡
を
手
が
か
り
に
、『
新編
大
和
文
範
』
に
表
れ
た
〈
ド
ラ
マ
〉

論
を
み
て
き
た
が
、
こ
の
後
武
蔵
屋
本
で
再
び
〈
ド
ラ
マ
〉
と
い
う
概
念
を

用
い
て
浄
瑠
璃
を
捉
え
る
序
文
が
見
ら
れ
る
の
が
『
近
松
世
話
浄
瑠
璃 
自

元
禄
十
三
年
至
宝
永
五
年
』（
明
治
二
五
年
四
月
）
で
あ
るＡ
。
な
お
不
知
庵
の

『
文
学
一
斑
』
は
ほ
ぼ
同
時
期
の
刊
行
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
こ
の
中
で
不

知
庵
は
近
松
門
左
衛
門
を
〈
ド
ラ
マ
〉
の
観
点
か
ら
評
価
し
て
お
り
、
両
者

に
み
ら
れ
る
〈
ド
ラ
マ
〉
論
に
は
共
通
す
る
部
分
が
多
い
。

　
「
不
知
庵
主
人
」
の
署
名
が
つ
い
た
『
近
松
世
話
浄
瑠
璃
』
の
「
序
」
が

強
調
す
る
の
は
、「
余
は
翁
（
引
用
者
注
…
近
松
）
が
文
辞
に
拙
な
る
や
否
や
、

典
故
に
暗
き
や
否
や
、
歴
史
を
誤
ま
れ
る
や
否
や
、
是
等
一
切
を
束
ね
て
悉

く
不
問
に
置
き
。
唯
翁
が
作
は
詩
の
最
も
進
歩
し
た
る
ド
ラ
マ
た
る
を
認

む
」
と
い
う
「
詩
」
の
価
値
体
系
に
よ
る
近
松
門
左
衛
門
の
新
し
い
評
価
の

試
み
で
あ
る
。
そ
し
て
「
発
行
の
趣
意
」
が
、
今
読
ま
れ
る
べ
き
浄
瑠
璃
と

い
う
立
場
か
ら
、「
以
貫
流
の
評
註Ｂ
」
を
批
判
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
近

松
が
「
我
国
唯
一
の
ド
ラ
マ
チ
ス
ト
た
る
を
信
ず
る
の
外
は
一
切
の
事
歴
を

挙
て
悉
く
之
を
暗
黒
の
中
に
投
ず
る
も
毫
も
翁
が
述
作
せ
る
諸
篇
の
価
値
を

損
ぜ
ざ
る
を
知
る
」
と
近
松
の
事
歴
よ
り
も
、
近
松
の
作
品
を
重
視
す
る
姿

勢
を
み
せ
る
。「
詩
」
─
─
不
知
庵
が
「
序
」
の
な
か
で
元
禄
年
間
の
文
学

を
「
叙
事
詩
人
と
し
て
の
井
原
西
鶴
、
叙
情
詩
人
と
し
て
の
松
尾
芭
蕉
、
及

び
ド
ラ
マ
チ
ス
ト
と
し
て
の
近
松
門
左
衛
門
」
と
捉
え
て
い
る
よ
う
に
、
こ

の
「
詩
」
と
は
美
学
に
お
け
る
「
詩
」
の
三
分
類
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
だ
。
そ
し
て
、
近
松
に
与
え
て
い
る
「
ド
ラ
マ
チ
ス
ト
」
と
は
作
中

に
次
の
よ
う
な
要
素
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
。

　
「
ド
ラ
マ
」
に
到
つ
て
ハ
第
一
に
人
間
各
個
の
本
性
を
本
と
し
其
内

裡
の
質
を
詳
か
に
し
、
以
て
内
外
二
界
の
間
に
生
ず
る
衝
突
及
び
破
壊

即
ち
人
其
自
身
が
生
ず
る
運
命
を
明
か
に
す
。

（
不
知
庵
主
人
述
「
戯
曲
、
一
名
世
相
詩
（
ド
ラ
マ
）」『
文
学
一
斑
』
前
掲
、

二
三
〇
頁
）

　

先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
武
蔵
屋
本
に
あ
っ
た
〈
ド
ラ
マ
〉
論

と
一
致
す
る
。『
文
学
一
斑
』
で
は
こ
の
観
点
に
沿
い
、「
心
中
天
網
島
」
の

本
文
を
引
用
し
な
が
ら
小
春
や
治
兵
衛
が
置
か
れ
た
状
況
を
分
析
す
る
。

「
親
方
が
せ
く
も
太
兵
衛
が
張
合
ふ
も
何
恐
ろ
し
か
る
べ
き
と
ジ
ツ
ト
堪
へ

て
紙
治
と
の
縁
を
維
ぐ
も
意
地
な
り
。
お
さ
ん
よ
り
の
一
筆
に
応
へ
て
紙
治

と
の
縁
を
絶
つ
も
意
地
な
り
。
此
二
ッ
の
意
地
胸
裡
に
闘
ふ
て
…
」（
二
六
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五
頁
）
と
こ
の
よ
う
に
不
知
庵
が
近
松
の
心
中
物
に
見
出
す
価
値
は
、
作
中

に
現
れ
た
人
物
が
陥
る
境
遇
、
さ
ら
に
そ
の
人
物
に
待
ち
受
け
て
い
る
「
治

兵
衛
ハ
女
房
お
さ
ん
が
貞
実
な
る
意
見
に
従
ひ
形
の
如
く
計
ふ
て
再
び
世
に

出
で
む
と
せ
し
に
俄
然
大
波
濤
を
起
し
未
来
の
望
悉
く
絶
え
し
か
バ
今
ハ
唯

─
「
死
」
─
是
よ
り
外
に
救
は
る
ゝ
道
な
か
り
き
」（
二
七
八
頁
）
と
い
う
終

局
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
、
同
時
代
に
近
松
の
心
中
物
を
高
く
評

価
し
、「
大
破
裂
」
と
い
う
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
に
注
目
し
た
坪
内
逍
遙
と

類
似
し
て
は
い
る
も
の
の
、
た
と
え
ば
逍
遙
が
「
近
松
が
時
代
物
」（『
小
羊

漫
言
』
有
斐
閣
書
房
、
明
治
二
六
年
六
月
）
や
「「
め
い
ど
の
飛
脚
」
を
読
み
て

梅
川
を
評
す
」（『
後
の
月
か
げ
』
春
陽
堂
、
明
治
二
四
年
一
二
月
）
で
説
い
た
「
因
」

と
「
縁
」
に
よ
っ
て
物
語
を
動
的
に
把
握
す
る
分
析
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
浄
瑠
璃
の
文
章
、
脚
色
、
形
式
を
不
問
に
付
し
、〈
ド
ラ
マ
〉
の

要
素
に
よ
っ
て
の
み
作
品
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
不
知
庵
の
試
み
は
、『
文

学
一
斑
』
で
は
次
の
よ
う
な
脱
領
域
的
な
発
言
と
な
っ
て
小
説
・
戯
曲
の
別

な
く
再
編
成
さ
れ
て
い
る
。

　

戯ド
ラ
マ曲
ハ
最
も
進
歩
し
た
る
詩
に
し
て
、
院
本
及
び
脚
本
類
ハ
惣
て
此

中
に
属
す
。
ギ
ヨ
ー
テ
、
シ
エ
ー
ク
ス
ピ
ー
ヤ
の
諸
作
ハ
素
よ
り
近
代

魯
国
の
文
豪
ゴ
ン
チ
ヤ
ロ
ー
フ
及
び
ド
ス
ト
イ
エ
フ
ス
キ
ー
の
著
ハ
皆

此
種
に
し
て
、
我
国
に
て
ハ
近
松
巣
林
子
の
世
話
浄
瑠
璃
盖
し
最
好
の

標
本
た
ら
む
。

 

（
不
知
庵
主
人
述
「
詩
（
ポ
ー
エ
ト
リ
イ
）」『
文
学
一
斑
』
前
掲
。
六
八
頁
）

　

さ
ら
に
そ
れ
は
「
我
国
の
近
松
巣
林
子
の
作
も
韻
文
体
な
る
を
も
て
、「
ド

ラ
マ
」
と
云
へ
バ
則
ち
脚
本
と
同
じ
き
感
あ
れ
ど
も
（
略
）「
ド
ラ
マ
」
ハ

必
ず
し
も
脚
本
体
に
限
れ
る
に
あ
ら
ず
。（
略
）「
ド
ラ
マ
」
の
精
神
だ
に
備

ふ
る
な
ら
ん
に
ハ
寧
ろ
散
文
体
即
ち
、「
ド
ラ
マ
」
的
の
小
説
を
望
む
も
の

な
り
」（
三
〇
三
頁
）
と
い
う
近
松
評
価
へ
と
展
開
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
武
蔵
屋
か
ら
刊
行
し
た
『
新編
大
和
文
範
』
の
「
発
行
の
趣
意
」

と
『
近
松
世
話
浄
瑠
璃
』
の
「
序
」
は
、『
文
学
一
斑
』
へ
通
じ
る
〈
ド
ラ
マ
〉

の
観
点
か
ら
の
、
近
松
物
を
含
め
た
浄
瑠
璃
の
新
た
な
価
値
を
提
示
し
た
緒

言
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
こ
で
同
時
期
に
近
松
を
研
究
し
て
い
た
坪
内
逍
遙
を
補
助
線
に
し
て
、

も
う
一
度
「
日
本
を
ド
ラ
マ
（
院
本
）
国
」
で
あ
る
と
説
い
た
不
知
庵
の
発

言
に
戻
っ
て
み
た
い
。
従
来
こ
の
時
期
の
逍
遙
と
不
知
庵
の
文
学
観
は
類
似

す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
がＣ
、
不
知
庵
が
〈
ド
ラ
マ
〉
の

観
点
か
ら
近
松
の
世
話
物
を
評
価
す
る
の
に
対
し
、
逍
遙
は
世
話
物
を
重
視

し
つ
つ
も
、
時
代
物
も
含
め
た
総
体
で
近
松
を
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張

し
て
い
るＤ
。
さ
ら
に
「
ド
ラ
マ
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、「
我
会
の
諸

君
に
云
ふ　

英
語
の
ド
ラ
マ
ハ
爾
来
言
語
の
侭
に
用
ふ
べ
し　

院
本
と
訳
す

れ
バ
誤
解
を
招
く
恐
れ
あ
る
べ
しＥ
」
と
『
延
葛
集
』
同
人
に
対
し
て
「
ド
ラ

マ
」
の
安
易
な
適
用
に
注
意
を
促
し
、「
ド
ラ
マ
」
と
浄
瑠
璃
を
別
の
も
の

と
す
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
るＦ
。
し
た
が
っ
て
「
日
本
を
ド
ラ
マ
（
院
本
）

国
」
と
す
る
不
知
庵
の
主
張
を
逍
遙
は
容
れ
な
い
は
ず
で
あ
り
、
こ
の
『
延

葛
集
』
の
書
入
れ
を
、
同
人
の
言
葉
の
使
用
に
対
す
る
指
導
で
あ
る
と
同
時

に
、
不
知
庵
批
判
と
読
む
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
一
方
の
不
知
庵
が
意
図
し

た
の
は
、
趣
向
と
文
体
を
賞
賛
し
模
倣
す
る
同
時
代
の
近
松
受
容
を
批
判
し

（「
か
つ
ら
姫
」『
国
民
之
友
』
第
一
〇
三
号
、
明
治
二
三
年
一
二
月
一
三
日
）、
そ
れ

ら
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
新
し
い
価
値
を
提
示
す
る
試
み
で

あ
っ
た
。
武
蔵
屋
本
の
「
緒
言
」
か
ら
『
文
学
一
斑
』
を
通
じ
て
不
知
庵
は
、
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自
ら
が
説
く
「
詩
」
の
精
神
に
よ
っ
て
「
演
劇
（
浄
瑠
璃
）」
を
〈
ド
ラ
マ
〉

化
（「
演
劇
」
の
失
効
、
す
な
わ
ち
「
散
文
」
化Ｇ
）
し
よ
う
と
試
み
た
の
だ
。
し

か
し
、
武
蔵
屋
本
の
緒
言
に
表
れ
た
こ
の
よ
う
な
近
松
の
評
価
は
、
民
治
の

出
版
事
業
と
齟
齬
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
。

二
‐
③　

武
蔵
屋
本
「
緒
言
」
の
〈
ド
ラ
マ
〉
論
と
内
容
の
齟
齬

　

不
知
庵
の
影
響
の
も
と
武
蔵
屋
叢
書
閣
か
ら
刊
行
し
た
『
新編
大
和
文
範
』、

『
近
松
世
話
浄
瑠
璃
』
の
緒
言
に
は
、
浄
瑠
璃
や
近
松
門
左
衛
門
の
新
た
な

価
値
を
提
示
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
書
物
の
緒
言
と
内
容
に

は
大
き
な
編
集
上
の
懸
隔
が
み
ら
れ
る
。
ま
ず
『
新編
大
和
文
範
』
か
ら
見
れ

ば
、「
発
行
の
趣
意
」
で
触
れ
て
い
た
「
新
版
歌
祭
文
」
を
除
い
て
、
収
録

作
品
は
時
代
物
中
心
に
編
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
編
の
編
集
方
針
は

〈
ド
ラ
マ
〉
論
を
も
つ
「
緒
言
」
よ
り
「
編
中
集
む
る
処
紀
海
音
竹
田
出
雲

以
下
十
数
人
、
凡
そ
大
名
を
場
の
内
外
に
馳
せ
し
も
の
（
略
）
尽
く
網
羅
せ

ん
と
す
」
と
い
う
「
凡
例
」
に
沿
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
各
作
品
に
つ
い
て
い

る
「
作
者
小
伝
」
で
は
、「
近
松
門
左
衛
門
、
紀
海
音
は
文
藻
を
以
て
称
せ

ら
れ
竹
田
出
雲
近
松
半
二
は
脚
色
の
妙
を
以
て
称
せ
ら
る
」
と
近
松
半
二
を

「
発
行
の
趣
意
」
で
批
判
し
て
い
た
「
脚
色
」
の
点
か
ら
評
価
し
て
い
る
の

だ
。
文
章
や
脚
色
を
評
価
し
、
多
く
の
作
品
を
掲
載
し
よ
う
と
い
う
こ
の
方

針
は
、
本
論
の
は
じ
め
で
触
れ
た
早
矢
仕
民
治
の
出
版
意
図
に
近
い
。『
新編

大
和
文
範
』
の
「
発
行
の
趣
意
」
と
内
容
と
の
間
に
は
こ
の
よ
う
な
ね
じ
れ

が
生
じ
て
い
る
。

　
『
近
松
世
話
浄
瑠
璃
』
も
同
様
で
あ
る
。「
叢
書
閣
主
人
」
と
署
名
し
た
凡

例
で
、
民
治
は
近
松
門
左
衛
門
の
伝
記
と
、
浄
瑠
璃
の
歴
史
に
関
す
る
書
物

の
刊
行
を
約
束
し
、
近
松
を
総
体
的
に
捉
え
よ
う
と
い
う
出
版
意
図
を
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
『
新編
大
和
文
範
』
や
『
近
松
世
話
浄
瑠
璃
』
の

緒
言
は
、
浄
瑠
璃
が
も
つ
音
律
を
「
束
縛
」
と
し
、
人
形
を
「
客
」
と
み
な

し
、
以
貫
流
の
評
註
を
排
す
る
こ
と
で
、
作
品
の
な
か
に
描
か
れ
た
「
社
会

の
人
事
複
雑
せ
る
現
象
」
を
新
た
な
〈
ド
ラ
マ
〉
と
い
う
価
値
と
し
て
提
示

し
て
い
た
。
一
方
、『
新編
大
和
文
範
』
収
録
の
作
品
は
時
代
物
中
心
で
あ
り
、

貞
享
か
ら
寛
政
ま
で
の
浄
瑠
璃
を
網
羅
し
た
作
品
を
読
者
に
提
供
す
る
こ
と

を
企
図
し
た
逐
次
刊
行
物
と
し
て
出
版
さ
れ
、
そ
こ
に
は
浄
瑠
璃
や
近
松
を

全
体
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
早
矢
仕
民
治
の
姿
勢
が
立
ち
現
れ
て
く
る
。
で

は
、
武
蔵
屋
の
出
版
事
業
に
関
わ
っ
て
い
た
も
う
一
人
の
人
物
、
饗
庭
篁
村

の
近
松
観
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
武
蔵
屋
本
に
お
け
る
不
知
庵
の
位
置
を

よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、
武
蔵
屋
の
出
版
事
業
に
関
わ
っ
て
い
た
も
う
一

人
の
人
物
、
饗
庭
篁
村
に
つ
い
て
も
見
て
お
こ
う
。

三
．「
武
蔵
屋
本
」
に
お
け
る
篁
村
と
不
知
庵

　
　

─
─
篁
村
の
近
松
理
解
に
対
す
る
不
知
庵
の
批
判
か
ら

　
『
早
稲
田
文
学
』
創
刊
以
前
、
明
治
二
三
年
頃
に
お
け
る
近
松
門
左
衛
門

を
通
じ
た
坪
内
逍
遙
と
饗
庭
篁
村
の
交
流
は
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

の
頃
の
近
松
観
に
関
す
る
篁
村
自
身
の
発
言
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
本
稿

で
は
篁
村
周
辺
の
逍
遙
、
不
知
庵
ら
の
発
言
か
ら
そ
の
近
松
観
に
迫
る
こ
と

に
し
た
い
。

　
『
読
売
新
聞
』（
明
治
二
三
年
八
月
五
日
附
録
欄
）
の
「
今
年
初
半
文
学
界
（
小

説
界
）
の
風
潮
（
続
）」
で
逍
遙
は
、「
竹
の
や
主
人
ハ
専
ら
近
松
の
著
書
を
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調
べ
て
其
伝
と
論
を
も
の
せ
ん
と
し
」
と
篁
村
が
近
松
の
伝
記
に
つ
い
て
ま

と
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
二
ヵ
月
後
、
坪
内
逍

遙
を
中
心
と
し
た
東
京
専
門
学
校
の
研
究
会
の
席
で
、
篁
村
は
近
松
門
左
衛

門
に
つ
い
て
の
講
演
を
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
篁
村
は
「
近
松
出
る
に
及

ひ　

勧
善
懲
悪
を
示
し　

悲
哀
の
情
を
起
さ
し
め　

而
し
て
后
無
情
を
悟
ら

し
め
ん
と
企
て
た
り　

但
し
偏
に
仏
に
傾
く
を
免
れ
ん
と
て　

儒
教
を
加
へ

た
り　

而
し
在
来
の
人
形
を
止
め
人
情
の
上
に
て
可
笑
し
き
事
を
も
見
せ
た

りＨ
」
と
近
松
の
登
場
を
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
発
言
の
背
景
に
は
、

前
年
に
増
補
版
が
出
た
齋
藤
月
岑
編
『
声
曲
類
纂
』
の
「
元
よ
り
和
漢
の
書

籍
を
学
ひ
博
識
に
し
て
し
か
も
よ
く
時
世
の
人
情
を
察
し
下
情
を
穿
ち
て
百

余
番
の
浄
瑠
璃
狂
言
を
作
れ
り
」（
天
保
十
年
成
稿
、
弘
化
四
年
刊
。
福
田
榮
造

よ
り
明
治
二
二
年
一
〇
月
刊
。
巻
二
、
七
丁
オ
）
の
よ
う
な
記
述
を
想
起
す
る
こ

と
が
で
き
、
ま
た
篁
村
が
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
は
定
か
で
は
な
い

が
、『
音
曲
道
智
編
』
巻
之
弐
（
明
和
頃
成
立
）
に
も
「
全
体
文
柄
拙
か
ら
す

儒
仏
神
に
能
渡
り
字
相
た
と
へ
こ
と
を
引
に
も
耳
に
か
ゝ
ら
す
貴
賎
の
わ
か

ち
都
鄙
の
国
ふ
り
品
位
と
も
さ
こ
そ
あ
ら
め
と
滑
稽
を
つ
く
し
道
行
ふ
し
事

か
け
事
も
伊
勢
源
氏
の
俤
を
文
に
つ
ゝ
け
し
か
も
俗
間
の
流
言
お
か
し
く
自

然
と
貴
人
高
位
の
御
耳
に
ふ
れ
さ
せ
給
ひ
し
よ
り
打
続
て
数
の
趣
向
を
う
み

い
た
せ
りＩ
」
と
あ
り
、
篁
村
の
発
言
と
重
な
る
。
さ
ら
に
近
松
の
浄
瑠
璃
本

に
「
釈
」（
解
釈
）
と
「
評
」（
評
註
）
を
つ
け
て
い
る
「
巣
林
子
院
本
評
釈
」

（「
巣
林
子
院
本
評
釈 

序
」『
早
稲
田
文
学
』
第
一
号
、
明
治
二
四
年
一
〇
月
二
〇
日
）

を
見
れ
ば
、「
人
情
の
秘
密
蔵
を
発
き
世
態
の
種
々
相
を
諭
し
た
る
は
世
話

物
に
あ
り
」
と
い
う
発
言
も
見
ら
れ
、
篁
村
も
世
話
物
を
評
価
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

　

不
知
庵
も
同
じ
く
世
話
浄
瑠
璃
を
評
価
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
見
て
き
た

よ
う
に
そ
の
近
松
評
価
は
篁
村
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
そ
れ
は

『
近
松
世
話
浄
瑠
璃
』
の
「
序
」
で
「（
引
用
者
注
…
近
松
）
翁
を
尊
ぶ
も
の
は

曰
く
翁
は
博
学
多
識
深
く
儒
仏
の
教
を
極
め
、
事
取
凡
近
而
義
発
勧
懲
す
る

を
以
て
主
と
為
し
、
聖
賢
の
説
く
処
到
底
里
耳
に
入
ら
ざ
る
を
悟
て
、
卑
近

な
る
浄
瑠
璃
に
幽
奥
な
る
哲
理
を
寓
し
専
ら
倫
理
綱
常
を
正
ふ
し
世
道
人
心

を
補
益
す
る
に
力
を
費
し
ぬ
ト
」
と
い
う
要
素
は
些
事
で
あ
る
と
し
、「
唯

世
の
嗜
好
に
媚
び
む
が
為
に
浄
瑠
璃
を
作
り
し
売
文
郎
と
す
る
も
焉
ん
ぞ
翁

が
作
の
其
価
値
を
減
ず
べ
け
む
や
。
詩
の
価
値
は
単
に
其
目
的
の
如
何
に
依

て
高
下
す
る
を
得
ざ
れ
ば
な
り
」
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
両
者
の
差

は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
不
知
庵
は
篁
村
の
小
説
『
勝
鬨
』（
春
陽
堂
、
明

治
二
三
年
四
月
）
に
表
れ
た
近
松
の
影
響
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

　

勝
鬨
は
（
引
用
者
注
…
篁
村
）
先
生
が
近
松
或
は
上
田
を
凌
が
ん
と
欲

し
て
作
り
し
も
の
な
り
と
信
ぜ
ず
、
然
れ
ど
も
先
生
が
平
日
近
松
及
上

田
を
信
仰
し
て
余
に
説
か
れ
し
美
は
少
な
く
も
其
篇
中
に
現
れ
し
が
如

し
。
其
文
字
荘
重
流
麗
、
ま
ゝ
妖
艶
梟
娜
の
姿
あ
り
又
高
潔
典
雅
の
風

あ
り
。
其
脚
色
往
々
奇
絶
妙
巧
に
し
て
時
に
は
意
想
外
に
出
づ
。
是
文

字
脚
色
即
ち
先
生
が
近
松
と
秋
成
に
於
て
服
す
る
処
に
し
て
計
ず
も
勝

鬨
に
於
て
現
れ
し
も
の
た
ら
ん
。（
略
）
篁
村
先
生
、
先
生
果
し
て
近

松
の
霊
気
に
感
得
せ
し
や
、
然
ら
ば
其
末
技
た
る
文
字
と
脚
色
を
学
ば

ず
し
て
可
な
り

（
不
知
庵
主
人
「
勝
鬨
を
読
ん
で
篁
村
先
生
に
与
ふ
」『
国
民
新
聞
』
明
治
二
三

年
六
月
一
日
）

　

こ
の
よ
う
に
篁
村
の
近
松
評
価
は
、
浄
瑠
璃
と
作
者
の
歴
史
的
変
遷
、
お
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よ
び
注
釈
を
通
じ
て
世
話
浄
瑠
璃
を
評
価
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

は
本
稿
で
す
で
に
確
認
し
た
叢
書
閣
主
人
民
治
の
近
松
理
解
に
近
い
。
不
知

庵
は
篁
村
の
小
説
に
表
れ
た
「
文
字
」
と
「
脚
色
」
の
面
に
お
け
る
近
松
の

影
響
を
篁
村
の
近
松
理
解
と
し
て
批
判
し
、
そ
れ
ら
に
対
し
作
品
が
も
つ
内

在
性
（「
詩
の
本
来
」、「
霊
気
」、「
精
神
」）
を
主
張
す
る
。
不
知
庵
が
言
及
し

な
か
っ
た
武
蔵
屋
本
の
出
版
事
業
に
関
わ
っ
て
い
た
ふ
た
り
の
文
学
者
の
近

松
観
に
は
こ
の
よ
う
な
違
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四
．
惹
句
と
し
て
の
〈
ド
ラ
マ
〉

　
　

─
─
「
近
松
世
話
浄
瑠
璃
」
二
四
編
の
集
成
と
不
知
庵

　

武
蔵
屋
本
の
緒
言
に
表
れ
た
〈
ド
ラ
マ
〉
に
よ
る
近
松
評
価
の
問
題
か
ら
、

武
蔵
屋
本
の
出
版
事
業
に
関
わ
っ
た
人
物
の
近
松
評
価
を
見
て
き
た
が
、
で

は
、
彼
ら
の
近
松
評
価
は
す
れ
違
う
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で

は
両
者
の
接
点
を
見
出
す
た
め
に
武
蔵
屋
叢
書
閣
の
出
版
事
業
の
ピ
ー
ク
を

な
し
、
現
在
ま
で
通
用
し
て
い
る
近
松
の
世
話
浄
瑠
璃
二
四
編
の
「
成
立
」

と
い
う
出
来
事
に
焦
点
を
あ
て
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
不
知
庵
の
〈
ド
ラ
マ
〉

が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

藤
木
氏
が
数
多
く
の
武
蔵
屋
本
を
収
集
す
る
な
か
か
ら
ま
と
め
、
秋
本
鈴

史
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
明
治
二
四
年
か
ら
二
五
年
に
か
け
て
武
蔵
屋
は

「
戯
曲
叢
書
」「
近
松
叢
書
」
と
題
し
て
「
世
話
物
」
を
重
点
的
に
刊
行
す
る
。

秋
本
氏
は
こ
の
出
版
傾
向
に
つ
い
て
「
少
な
く
と
も
二
十
四
年
三
月
頃
に
武

蔵
屋
と
し
て
「
世
話
物
」
を
集
め
る
と
い
う
新
た
な
方
針
が
立
て
ら
れ
た
こ

と
が
推
定
さ
れ
る
」
と
説
く
がＪ
、
こ
れ
が
第
二
節
で
取
り
上
げ
た
『
新編
大
和

文
範
』
の
出
版
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
強
調
し
て
お
き

た
い
。
つ
ま
り
こ
の
動
向
は
武
蔵
屋
本
の
緒
言
に
お
け
る
〈
ド
ラ
マ
〉
論
の

登
場
と
連
動
し
て
い
る
と
い
え
る
。「
発
行
の
趣
意
」
の
主
張
と
収
録
作
品

に
齟
齬
を
き
た
し
て
い
た
『
新編
大
和
文
範
』
が
、
全
一
二
編
で
の
完
結
を
約

束
し
な
が
ら
第
一
編
以
降
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
す
で
に
見
て
き
た
。

そ
の
代
わ
り
に
武
蔵
屋
が
世
話
物
同
士
を
合
本
し
た
冊
子
を
刊
行
し
は
じ
め

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
同
論
文
で
秋
本
氏
は
、
近
松
の
「
世
話
物
」
二
四
編
を
初
め
て
列

挙
し
た
の
は
塚
越
芳
太
郎
『
近
松
門
左
衛
門
』（
民
友
社
、
明
治
二
七
年
一
一
月
）

で
あ
る
と
い
う
従
来
の
説
を
修
正
し
、
武
蔵
屋
の
『
近
松
世
話
浄
瑠
璃
』
二

冊
に
す
で
に
現
行
の
二
四
編
が
集
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
るＫ
。

　

そ
し
て
こ
の
近
松
世
話
浄
瑠
璃
の
「
完
成
」
を
謳
っ
た
『
近
松
世
話
浄
瑠

璃
』
に
付
い
て
い
た
袋
お
よ
び
刊
行
前
後
の
広
告
に
は
、「
詩
の
最
も
進
み

た
る
ド
ラ
マ
」
と
い
う
「
序
」
の
一
節
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
書
物
の

価
値
を
象
徴
す
る
言
葉
と
な
っ
て
い
る
。
明
ら
か
に
〈
ド
ラ
マ
〉
論
は
武
蔵

屋
の
出
版
事
業
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。し
か
し
、民
治
が
不
知
庵
の
〈
ド

ラ
マ
〉
論
の
す
べ
て
を
受
け
入
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
確
認
し

た
。
す
る
と
む
し
ろ
こ
の
一
節
は
不
知
庵
の
〈
ド
ラ
マ
〉
論
が
持
つ
理
論
面

よ
り
も
、
そ
の
「
先
進
性
」
に
注
目
し
た
、
今
読
ま
れ
る
べ
き
近
松
世
話
浄

瑠
璃
と
い
う
武
蔵
屋
の
出
版
事
業
に
沿
っ
た
惹
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
句
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い

る
様
子
が
み
え
て
く
る
。
つ
ま
り
武
蔵
屋
本
に
あ
ら
わ
れ
た
惹
句
と
し
て
の

〈
ド
ラ
マ
〉
論
の
引
用
の
仕
方
に
は
、
広
告
的
な
意
味
と
同
時
に
武
蔵
屋
本

に
お
い
て
不
知
庵
の
〈
ド
ラ
マ
〉
論
が
果
た
し
た
役
割
を
も
暗
示
し
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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五
．
結
論

　

こ
こ
ま
で
の
考
察
を
ま
と
め
て
み
た
い
。
武
蔵
屋
本
の
緒
言
に
〈
ド
ラ
マ
〉

と
い
う
言
葉
が
表
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
浄
瑠
璃
が
論
じ
ら
れ
る
の
は
『
新編
大

和
文
範
』
以
降
で
あ
り
、
や
が
て
武
蔵
屋
の
出
版
事
業
は
近
松
の
世
話
物
の

重
点
的
な
出
版
と
、
そ
の
「
完
成
」
へ
と
至
る
。

　

武
蔵
屋
本
の
出
版
事
業
の
頂
点
を
な
す
「
近
松
世
話
浄
瑠
璃
」
の
「
集
成
」

と
「
完
成
」
に
は
、
不
知
庵
の
逍
遙
宛
て
書
簡
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
日
本

を
「
ド
ラ
マ
（
院
本
）
国
」
と
思
う
と
い
う
発
言
に
も
と
づ
く
〈
ド
ラ
マ
〉

論
が
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
不
知
庵
が
武
蔵
屋
本
を
通
じ
て

提
示
し
よ
う
と
し
た
問
題
と
は
、〈
ド
ラ
マ
〉
論
に
よ
る
浄
瑠
璃
の
新
し
い

評
価
の
試
み
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
〈
ド
ラ
マ
〉

と
は
、
浄
瑠
璃
作
者
の
歴
史
的
な
観
点
か
ら
の
評
価
で
も
、
読
み
物
と
し
て

浄
瑠
璃
本
を
「
文
章
」
や
「
趣
向
、
脚
色
」
の
点
で
評
価
す
る
も
の
で
も
な

く
、「
錯
綜
せ
る
人
事
」
と
い
う
〈
ド
ラ
マ
〉
の
唯
一
の
要
素
か
ら
捉
え
た

「
演
劇
（
浄
瑠
璃
）」
の
「
散
文
」
化
の
試
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
脱
領
域
的
な

把
握
の
仕
方
は
、
逍
遙
の
警
鐘
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
近
松
や
ひ
い
て
は
浄

瑠
璃
の
固
有
性
を
抹
消
し
か
ね
な
い
が
、
裏
を
か
え
せ
ば
そ
の
よ
う
な
〈
ド

ラ
マ
〉
に
よ
る
線
の
引
き
な
お
し
こ
そ
が
、
明
治
二
〇
年
代
前
半
に
問
わ
れ

て
い
た
「
小
説
」
に
対
す
る
一
批
評
家
の
問
題
提
起Ｌ
と
し
て
ひ
と
つ
の
価
値

を
提
示
し
、
確
立
す
る
た
め
の
力
と
も
な
っ
て
い
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

同
じ
く
仮
説
の
域
を
出
な
い
が
、「
義
太
夫
狂
」
の
民
治
が
こ
の
時
期
の

不
知
庵
に
見
た
の
は
ま
さ
に
そ
の
〈
ド
ラ
マ
〉
論
の
負
の
部
分
、〈
ド
ラ
マ
〉

を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
る
浄
瑠
璃
の
歴
史
性
、
作
者
性
の
排
除
の
部
分
で
は

な
か
っ
た
か
。
今
回
の
考
察
で
は
、
民
治
と
篁
村
の
関
係
に
ま
で
は
言
及
で

き
な
か
っ
た
が
、
民
治
と
篁
村
の
近
松
観
が
似
て
お
り
、
そ
の
関
係
も
長
く

続
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測
で
き
る
。
後
に
武
蔵
屋
は
『
近
松
時
代
浄
瑠

璃
』（
明
治
二
七
～
二
九
年
）
を
刊
行
し
、
院
本
の
探
索
と
刊
行
を
続
け
る
が
、

そ
こ
に
協
力
者
と
し
て
篁
村
は
挙
げ
ら
れ
る
が
、
不
知
庵
の
姿
は
も
は
や
見

ら
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
近
松
世
話
浄
瑠
璃
」
の
重
点
的
な
刊
行
と

「
完
成
」
と
は
、
両
者
─
─
近
松
ら
浄
瑠
璃
作
者
の
伝
記
と
歴
史
を
評
価
し

悉
皆
翻
刻
を
志
す
民
治
と
篁
村
、「
詩
の
最
も
進
み
た
る
ド
ラ
マ
」
に
よ
っ

て
世
話
浄
瑠
璃
を
捉
え
な
お
そ
う
と
す
る
不
知
庵
─
─
の
近
松
観
が
交
差
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
武
蔵
屋
本
の
出
版

事
業
の
な
か
で
〈
ド
ラ
マ
〉
論
が
果
た
し
た
役
割
と
は
、
惹
句
と
い
う
引
用

に
象
徴
さ
れ
る
「「
先
進
性
」
と
し
て
の
〈
ド
ラ
マ
〉」
で
あ
っ
た
。

　

現
在
ま
で
つ
づ
く
近
松
世
話
浄
瑠
璃
二
四
編
の
「
完
成
」
と
は
、「
義
太

夫
狂
」
民
治
の
熱
意
と
篁
村
の
浄
瑠
璃
作
者
や
歴
史
に
対
す
る
知
識
に
加

え
、「
小
説
」
と
は
何
か
と
い
う
同
時
代
の
問
題
に
批
評
家
と
し
て
果
敢
に

取
り
組
み
、
答
え
を
出
そ
う
と
し
て
い
た
不
知
庵
の
〈
ド
ラ
マ
〉
論
が
交
錯

し
、
そ
の
先
鋭
性
と
話
題
性
が
抽
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
し
え
た
、
ひ

と
つ
の
「
結
晶
」
で
あ
る
。

注（
１
）　

近
松
研
究
史
に
お
け
る
武
蔵
屋
本
の
位
置
づ
け
は
『
近
松 

増
補
国
語
国
文

学
研
究
史
大
成
10
』（
三
省
堂
、
昭
和
五
二
年
九
月
）
を
、
武
蔵
屋
本
に
つ
い

て
の
先
行
研
究
は
藤
木
秀
吉
「
武
蔵
屋
本
考
」（『
武
蔵
屋
本
考
そ
の
他
』
非
売
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品
、
昭
和
一
五
年
四
月
）
を
参
照
し
た
。
武
蔵
屋
本
に
関
す
る
言
及
は
他
に
も

あ
る
が
、
い
ず
れ
も
こ
の
二
書
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。

（
２
）　

高
野
辰
之
「
近
松
忌
」『
歌
舞
演
劇
講
話
』
宝
文
館
、
昭
和
四
年
一
〇
月
。

二
九
四
頁
。
引
用
箇
所
は
近
松
二
百
年
忌
に
お
け
る
魯
庵
の
講
演
（
大
正
一
二

年
一
二
月
二
九
日
）
の
一
節
で
あ
る
。

（
３
）　

藤
木
秀
吉
「
武
蔵
屋
本
考
」『
武
蔵
屋
本
考
そ
の
他
』
前
掲
。「
出
版
の
苦
心
」

八
九
‐
九
一
頁
、「
武
蔵
屋
本
の
功
績
」
一
一
五
頁
。

（
４
）　

こ
の
書
簡
の
年
代
は
、
内
容
か
ら
判
断
し
て
『
新編
大
和
文
範
』
の
刊
行
（
明

治
二
四
年
五
月
）
前
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
。

（
５
）　

そ
の
他
「
御
所
桜
堀
川
夜
討
」、「
鎌
倉
三
代
記
」、「
男
作
五
鴈
金
」、「
仁
徳

天
皇
万
年
車
」、「
金
平
法
問
諍
」。「
新
編
」
と
あ
る
の
は
丸
善
刊
『
や
ま
と
文

範
』（
全
三
編
。
小
野
田
孝
吾
編
、
明
治
一
四
年
‐
一
五
年
）
を
意
識
し
て
の

命
名
で
あ
ろ
う
。

（
６
）　

本
論
で
以
下
取
り
上
げ
る
「
発
行
の
趣
意
」
の
〈
ド
ラ
マ
〉
と
の
差
を
際
立

た
せ
る
た
め
、
同
時
代
の
一
般
的
な
「
ド
ラ
マ
」
の
語
義
を
補
っ
て
お
く
。

「D
ram
a, s. the action of a play; a poem

戯ジ
ヤ
ウ
ル
リ
曲
。
詩シ

」、「D
ram
atist, s. 

a w
riter of plays

戯
曲
ノ
作サ
ク

者シ
ヤ

。
戯ゲ

作サ
ク

者シ
ヤ

」（
棚
橋
一
郎
訳
『
英
和
双
解
字
典
』

丸
善
、
明
治
一
八
年
一
二
月
）、「D

ram
a, n.

戯
曲
、
戯
曲
ニ
似
タ
ル
実
事
、

浄
瑠
璃
」、「D

ram
atist, n.

戯
曲
ノ
作
者
」（
島
田
豊
纂
訳
『
附
音
挿
図
和
訳
英
字
彙
』

大
倉
書
店
、
明
治
二
一
年
一
月
）。

（
７
）　
「
詩
の
一
体
」
と
し
て
の
「
ド
ラ
マ
」
と
い
う
発
言
の
背
景
に
は
、
叙
事
詩
、

抒
情
詩
、
劇
詩
と
い
う
「
詩
」
の
三
分
類
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
８
）　

発
行
者
識
「
緒
言
」『
傾
城
買
二
筋
道
』（
梅
暮
里
谷
峨
作
）
丸
善
・
叢
書
閣
、

明
治
二
四
年
六
月
。

（
９
）　
「
発
行
の
趣
意
」
の
人
名
表
記
が
不
知
庵
の
用
例
と
合
致
し
な
い
こ
と
も
あ

り
（「
ス
ヱ
ー
ク
ス
ピ
ー
ヤ
」（「
発
行
の
趣
意
」）、「
シ
エ
ー
ク
ス
ピ
ー
ヤ
」（「
現

代
文
学 

其
一
」『
国
民
之
友
』
第
一
三
七
号
、
明
治
二
四
年
一
一
月
）、
本
論

で
は
不
知
庵
の
「
影
響
」
と
捉
え
た
。

（
10
）　
『
近
松
世
話
浄
瑠
璃
』
は
二
冊
あ
り
（「
自
宝
永
七
年
至
享
保
七
年
」
明
治
二

五
年
一
月
、「
自
元
禄
十
三
年
至
宝
永
五
年
」
明
治
二
五
年
四
月
）、「
序
」
が

つ
い
て
い
る
の
は
後
者
で
あ
る
。
以
下
本
論
で
い
う
『
近
松
世
話
浄
瑠
璃
』
と

は
後
者
を
さ
す
。

（
11
）　

近
石
泰
秋
氏
は
「「
難
波
土
産
」
の
本
文
評
註
に
つ
い
て
」（『
操
浄
瑠
璃
の

研
究
』
風
間
書
房
、
昭
和
三
六
年
三
月
）
で
、
特
徴
と
し
て
漢
籍
や
仏
典
等
の

字
句
の
註
解
を
す
る
ほ
か
に
、
以
貫
筆
の
「
発
端
」
と
の
つ
な
が
り
、
近
松
へ

の
敬
慕
に
基
づ
い
た
評
価
、
作
者
評
判
記
と
し
て
の
性
格
を
挙
げ
て
い
る
が
、

「
発
行
の
趣
意
」
の
文
脈
か
ら
察
し
て
「
字
句
の
詳
細
な
註
解
」
と
理
解
し
て

お
く
。

（
12
）　

越
智
治
雄
「
逍
遙
に
お
け
る
「
ド
ラ
マ
」
の
問
題
」『
明
治
大
正
の
劇
文
学
』

塙
書
房
、
昭
和
四
六
年
九
月
。
三
四
頁
。
初
出
は
『
国
語
と
国
文
学
』
第
三
七

巻
一
一
号
、
昭
和
三
五
年
一
一
月
。

（
13
）　
「
近
松
の
浄
瑠
璃
」『
文
学
そ
の
折
々
』
春
陽
堂
、
明
治
二
九
年
九
月
。
な
お

『
逍
遙
選
集
』
第
八
巻
（
春
陽
堂
、
大
正
一
五
年
一
〇
月
。
六
六
五
頁
）
に
は
「
明

治
廿
三
年
頃
」
と
あ
る
。

（
14
）　

筑
水
生
「
時
代
世
話
劇
鎌
倉
三
代
記
を
読
み
て
」『
延
葛
集
』
第
二
号
、
明

治
二
三
年
一
一
月
二
日
編
集
。
引
用
は
『
未
刊
・
坪
内
逍
遙
資
料
集 

三
』
逍

遙
協
会
、
平
成
一
三
年
一
一
月
。
二
五
一
頁
。

（
15
）　
「
辞
書
の
「D

ram
a, n.

戯ジ
ヤ
ウ
ル
リ
曲
」（『
付
音
挿
図
英
和
字
彙
』）
と
い
う
項
目
は
、
逍
遥

に
と
っ
て
、D

ram
a

の
「
戯ジ
ヤ
ウ
ル
リ曲
」
へ
の
等
価
な
翻
訳
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ

れ
は
、
あ
く
ま
で
も
互
い
に
異
な
っ
た
も
の
の
取
り
合
わ
せ
で
あ
り
な
が
ら
、

同
時
に
、
そ
う
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
顕
在
し
え
な
い
普
遍
と
し
て
の
「
詩
」

ま
た
は
「
文
学
」
─
「
我
が
謂
ふ
没
理
想
は
、
没
却
理
想
ま
た
不
見
理
想
の
両

義
を
含
め
り
」（「
没
理
想
の
語
義
を
弁
ず
」『
文
学
そ
の
折
々
』）
─
を
そ
の
空

隙
に
招
請
し
て
い
る
と
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
谷
川
恵
一
「
ジ
ャ
ン

ル
の
翻
訳
」『
歴
史
の
文
体 

小
説
の
す
が
た
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
八
年
二
月
。

二
三
三
‐
二
三
四
頁
。
初
出
は
『
文
学
』
第
九
巻
第
一
号
、
一
九
九
八
年
冬
号
）。

（
16
）　
「「
演
劇
」
の
失
効
」
と
は
、「
形
式
」（
節
章
や
上
演
技
法
）
を
見
ず
に
「
詩
」

の
精
神
か
ら
評
価
す
る
批
評
態
度
に
、「「
散
文
」
化
」
と
は
前
掲
『
文
学
一
斑
』

（
三
〇
三
頁
）
か
ら
着
想
を
得
た
。
ま
た
、
詩
の
「
普
ユ
ニ
バ
ー
サ
リ
チ
ー

遍
性
」
に
つ
い
て
は
『
文

学
一
斑
』
の
「
詩
」（
六
六
‐
六
七
頁
）
に
詳
し
い
。
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（
17
）　
「
元
禄
時
代
の
院
本
及
演
劇
」『
葛
の
葉
』
第
六
号
、
明
治
二
三
年
一
〇
月
五

日
編
集
。
引
用
は
『
未
刊
・
坪
内
逍
遙
資
料
集 

二
』
逍
遙
協
会
、
平
成
一
二

年
一
二
月
。
二
九
九
頁
。

（
18
）　
『
音
曲
叢
書
』
第
二
編
、
非
売
品
、
演
芸
珍
書
刊
行
会
、
大
正
三
年
六
月
。

二
八
頁
。

（
19
）　

秋
本
鈴
史
「
丸
本
か
ら
武
蔵
屋
本
へ
」『
文
林
』
第
二
二
号
、
昭
和
六
二
年

一
二
月
。
二
四
頁
。

（
20
）　

秋
本
鈴
史
「
丸
本
か
ら
武
蔵
屋
本
へ
」
前
掲
。
二
七
頁
。

（
21
）　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「「
強
硬
」
な
不
知
庵
─
『
浮
城
物
語
』
論

争
に
お
け
る
内
田
不
知
庵
の
「
小
説
」
の
保
持
」（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学

研
究
科
紀
要
』
第
54
輯
第
３
分
冊
、
平
成
二
一
年
二
月
）
で
一
部
検
討
し
て
い

る
。

　

＊
本
論
の
執
筆
、
資
料
の
引
用
に
あ
た
り
旧
字
は
適
宜
新
字
に
あ
ら
た
め
、
ル
ビ

は
省
略
し
た
。

　

＊
本
論
は
、
平
成
二
一
年
度
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
秋
季
大
会
（
平
成
二
一
年
一

一
月
二
八
日
）
に
お
け
る
同
題
の
研
究
発
表
を
一
部
修
正
、
加
筆
し
た
も
の
で

あ
る
。
な
お
、
本
研
究
は
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
の
ご
協
力
、
逍
遙
協
会
林

京
平
氏
の
ご
教
示
を
賜
っ
た
。

新　

刊　

紹　

介

加
藤
邦
彦
著

『
中
原
中
也
と
詩
の
近
代
』

　

気
鋭
の
中
原
中
也
研
究
者
で
あ
る
著
者
の
、
博

士
論
文
を
基
に
し
た
一
冊
。
著
者
は
先
頃
完
結
し

た
、『
新
編
中
原
中
也
全
集
』
の
編
集
に
携
わ
る

と
い
う
稀
有
な
経
験
を
持
つ
。
そ
の
経
験
が
活
か

さ
れ
た
論
考
に
も
見
る
べ
き
も
の
が
多
い
が
、
著

者
は
我
々
が
全
集
を
通
じ
て
、
詩
人
・
作
家
を
固

定
的
に
捉
え
て
し
ま
う
危
険
を
自
覚
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
著
者
の
目
は
詩
人
が
生
き
て
い
た
時

代
に
向
か
い
、
活
字
だ
け
で
は
見
え
て
こ
な
い
、

詩
人
の
生
き
た
姿
を
捉
え
る
作
業
に
向
か
う
。
そ

の
動
機
が
明
確
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
各
論
考
が
強

い
説
得
力
を
持
つ
。
単
な
る
流
行
か
ら
、
同
時
代

現
象
を
調
べ
る
こ
と
に
淫
し
て
い
る
と
し
か
思
え

な
い
研
究
が
横
行
す
る
昨
今
、
久
々
に
王
道
の
成

果
を
見
た
思
い
が
す
る
。
後
進
た
る
我
々
に
と
っ

て
学
ぶ
べ
き
点
が
多
く
、
詩
を
研
究
対
象
と
す
る

か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
必
読
の
一
冊
。

（
二
〇
一
〇
年
三
月　

角
川
学
芸
出
版　

Ａ
５
判

三
九
七
頁　

税
込
六
三
〇
〇
円
） 

〔
宮
坂
康
一
〕

佐
藤
公
一
著

『
小
林
秀
雄
の
日
本
主
義

 

『
本
居
宣
長
』
論
』

　
『
本
居
宣
長
』
の
功
罪
を
決
定
し
た
の
は
、
小

林
秀
雄
が
生
涯
貫
い
た
「
批
評
と
は
オ
マ
ー
ジ
ュ

で
あ
る
」
と
い
う
姿
勢
に
あ
る
事
を
本
書
は
暴
い

て
い
る
。
小
林
は
、
宣
長
に
、
そ
の
内
部
に
入
り

込
み
一
体
化
し
よ
う
と
す
る
程
の
信
を
置
い
た
。

そ
し
て
、
小
林
は
日
本
語
の
生
成
、
成
長
過
程
を

宣
長
の
著
書
か
ら
明
ら
か
に
し
た
。

　

佐
藤
氏
は
小
林
の
そ
う
し
た
学
問
的
戦
略
を

も
、
文
学
芸
術
を
信
じ
批
評
研
究
の
対
象
に
し
た

宣
長
の
姿
勢
そ
の
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い

る
。

　

宣
長
の
学
問
的
戦
略
と
は
、
訓
詁
註
解
か
ら
離

れ
古
文
献
の
本
文
そ
の
も
の
を
享
受
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
、
固
定
観
念
に
縛
ら
れ
た
賀
茂
真
淵
が

「
古
事
記
」
の
解
釈
に
お
い
て
「
高
天
原
」
と
い

う
言
葉
に
躓
い
た
時
、
宣
長
は
優
れ
た
時
空
感
覚

と
「
本
文
そ
の
も
の
の
享
受
」
に
よ
っ
て
乗
り
越

え
た
。

　

宣
長
や
小
林
に
寄
り
そ
っ
た
本
書
は
、
彼
ら
の

研
究
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
伝
え

る
事
に
成
功
し
て
い
る
。
文
学
を
学
ぶ
者
に
と
っ

て
、
刺
激
的
な
一
冊
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

（
二
〇
一
〇
年
四
月　

ア
ー
ツ
ア
ン
ド
ク
ラ
フ
ツ　

四
六
判　

一
四
一
頁　

税
込
一
八
九
〇
円
）

 

〔
宮
下
京
子
〕


