
叱ら
れ
し
人
々

1
『
当
世
妙
々
奇
談
』
私
想
ー

山
　
本
　
和
　
明

は
じ
め
に

　
文

政末
年
か
ら
大
流
行
し
た
「
妙
々
奇
談
」
モ
ノ
（
中
野
三
敏
『
江
戸
名
物
評
判
記
案
内
』
六
九
頁
参
照
）
に
連
な
る
作
品
の
一
つ
に
、
何

毛

呉
飴内
な
る
人
物
の
手
に
な
る
『
当
世
妙
々
奇
談
』
上
下
二
冊
が
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
「
水
濤
を
評
し
て
羅
貫
中
馬
琴
を
罵
し
る
」
「
俳
　
　
　
　
一

譜を
論
じ
て
桃
青
翁
鳳
朗
を
懲
ら
す
」
「
董
太
史
塩
河
岸
に
盛
儀
を
訪
ふ
」
（
以
上
、
巻
之
上
）
、
「
谷
文
晃
八
丁
堀
に
武
清
に
遇
ふ
」
「
難
語
之
　
　
　
2
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考
浜臣
守
部
を
嘲
け
る
」
「
先
哲
之
話
原
念
齋
琴
台
を
説
く
」
「
地
獄
之
奇
談
」
（
以
上
、
巻
之
下
）
の
七
話
よ
り
成
っ
て
お
り
、
当
代
の
戯
作
　
　
　
　
一

者
・
俳
譜
師
・
文
人
な
ど
を
、
理
屈
っ
ぼ
く
罵
倒
し
て
い
て
痛
快
で
す
ら
あ
る
。
そ
の
ス
タ
イ
ル
は
、
お
お
む
ね
「
妙
々
奇
談
」
モ
ノ
の

嗜
矢と
も
言
え
る
周
滑
平
『
学
者
必
読
　
妙
々
奇
談
』
二
冊
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　当
時
著
名
な
文
人
た
ち
七
名
が
、
そ
れ
と
わ
か
る
戯
名
で
登
場
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
の
先
達
（
故
人
）
が
訪
れ
て
き
て
、
そ
の
俗
物
ぶ
り

や未
熟
さ
を
椰
楡
す
る
。
「
妙
々
奇
談
」
の
形
式
の
中
に
は
、
〈
楽
屋
落
ち
〉
の
要
素
も
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し

かも
先
人
の
納
得
の
い
く
主
張
が
、
大
い
に
物
議
を
醸
し
だ
し
、
続
編
の
類
が
綿
々
と
続
い
た
と
い
う
。
そ
の
諸
相
は
、
『
江
戸
名
物
評
判

記案
内
』
に
詳
述
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
氏
は
「
妙
々
奇
談
」
モ
ノ
の
背
景
・
特
徴
を
次
の
よ
う
に
総
括
し
て
お
ら
れ
る
。

　
　

「
妙
々

奇談
」
モ
ノ
の
特
色
は
も
っ
ぱ
ら
ア
ラ
探
し
、
揚
足
取
り
の
辛
刺
さ
に
あ
る
。
天
明
期
ま
で
の
評
判
記
が
、
何
は
と
も
あ
れ

　
　
賞め
言
葉
を
先
行
さ
せ
た
の
に
比
べ
て
、
こ
ち
ら
は
い
わ
ば
「
悪
口
組
」
の
独
檀
場
と
で
も
言
え
ば
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
何
と
い
っ



　
　
て
も
対
象
と
な
る
学
者
・
文
人
の
生
活
そ
の
も
の
が
、
市
井
の
垢
に
汚
れ
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
汚
れ
を
隠
さ
な
く
な
っ
て
ア
ラ
深
し

　
　
の種
が
多
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
第
一
の
理
由
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
根
本
に
は
、
卑
俗
化
し
市
井
化
し
た
戯
作
そ
の

　
　も
の
の
特
徴
と
し
て
、
よ
り
刺
激
的
な
、
よ
り
攻
撃
的
な
表
現
や
描
写
が
好
ま
れ
る
と
い
う
傾
向
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
何
は
と

　
　も
あ
れ
賞
め
よ
う
と
い
う
応
揚
さ
が
姿
を
消
し
、
何
が
何
で
も
け
な
し
つ
け
よ
う
と
い
う
痂
癖
性
が
台
頭
す
る
。
一
言
で
い
え
ば
、

　
　そ
れ
だ
け
近
代
が
近
づ
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（
『
江
戸
名
物
評
判
記
案
内
』
一
六
九
頁
）

　
こ
う
し
た
「
妙
々
奇
談
」
モ
ノ
の
面
白
み
は
、
先
述
の
よ
う
に
そ
の
刊
行
時
に
生
き
て
い
る
同
時
代
の
著
名
人
を
、
過
去
に
そ
の
分
野

に

お

い

て

大
成し
た
故
人
た
ち
が
厳
し
く
叱
責
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
の
際
、
故
人
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
〈
事
実
〉
は
、
当
然
の
ご

と
く
読
者
に
と
っ
て
「
さ
も
あ
り
な
ん
」
と
思
わ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
故
人
が
生
き
て
い
た
ら
こ
う
い
っ
た
　
　
　
　
一

であ
ろ
う
と
云
う
内
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
誹
諦
中
傷
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
批
判
の
対
象
の
著
名
人
達
に
と
っ
て
、
憤
慨
す
　
　
　
2
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べき
な
に
か
が
備
わ
る
の
で
あ
ろ
う
し
、
物
議
を
お
こ
し
て
当
然
と
な
る
の
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
当
代
戯
作
者
・
文
人
た
ち
へ
の
挑
発
的
　
　
　
　
一

文言
が
、
た
し
か
に
作
品
の
価
値
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

　
一
方
で
ま
た
、
こ
う
し
た
内
容
を
備
え
た
も
の
が
、
刊
行
物
と
し
て
呈
示
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
。
例

え
ば
こ
れ
が
日
記
で
あ
る
と
か
、
書
簡
と
言
う
形
で
私
的
に
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
執
筆
し
た
者
の
憤
激
の
あ
り

よ
う
や
考
え
方
を
、
今
日
、
研
究
と
い
う
名
の
も
と
に
私
た
ち
は
、
の
ぞ
き
見
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
書
簡
の
よ
う
に
、

ご
く
限
ら
れ
た
者
た
ち
に
対
し
て
の
み
開
か
れ
た
形
で
、
己
れ
の
見
解
を
示
す
と
い
う
場
合
も
想
定
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
少
数
の
限
定
さ

れた
読
者
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　そ
れ
に
対
し
て
、
多
数
の
読
者
が
想
定
さ
れ
う
る
刊
本
の
場
合
、
匿
名
の
作
者
に
よ
る
当
代
の
著
名
人
へ
の
誹
諺
中
傷
が
、
大
多
数
の

読
者
の

眼前
に
呈
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ら
ば
、
「
楽
屋
落
ち
」
が
楽
屋
な
ら
ぬ
公
衆
に
開
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。



そ
こ
に
は
、
読
者
に
と
っ
て
も
新
し
い
情
報
、
暴
露
話
、
さ
ら
に
は
捏
造
さ
れ
た
偏
狭
な
見
解
な
ど
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
「
楽
屋
落
ち
」
の
内
容
が
真
実
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
に
、
「
読
者
」
に
対
す
る
説
得
力
と
い
う
意
味
合
い
に
お
い
て
、

納
得
し
う
る
「
さ
も
あ
ら
ん
」
と
考
え
る
〈
事
実
〉
が
多
く
ち
り
ば
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
後
者
の
点
に
私
は

深く
興
味
を
覚
え
る
。

　
論者
の
興
味
は
、
こ
う
し
た
書
物
に
お
い
て
、
当
然
の
こ
と
と
さ
り
げ
な
く
記
さ
れ
た
事
柄
、
誹
誘
中
傷
の
類
を
成
立
さ
せ
る
、
当
時

〈

事実
〉
と
目
さ
れ
て
い
た
「
噂
」
話
の
側
に
あ
る
。
当
時
一
般
に
広
く
知
ら
れ
て
い
た
、
知
り
え
た
内
容
も
、
時
代
の
経
過
と
と
も
に

薄
れ
て
い
く
。
だ
と
し
た
ら
、
匿
名
に
よ
る
一
方
的
な
「
悪
口
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
背
後
に
潜
む
当
時
の
情
況
を
伺
う
資
料
と
し
て

の

価
値を
、
も
っ
と
再
認
識
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　従来
の
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
は
見
る
視
線
で
こ
と
な
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
藤
田
徳
太
郎
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
　
　
　
　
一

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
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「
妙々

奇
談
」
や
「
し
り
う
ご
と
」
に
較
べ
る
と
、
そ
の
内
容
は
著
し
く
貧
弱
で
、
前
二
者
程
に
学
問
の
あ
る
人
の
著
述
と
は
思
は
　
　
　
　
一

　
　
れな
い
。
罵
ら
ん
が
為
め
に
罵
つ
た
や
う
な
所
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（
「
妙
々
奇
談
」
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
六
年
二
月
）

藤
田

氏は
「
罵
ら
ん
が
為
め
に
罵
つ
た
」
悪
口
と
し
て
の
側
面
を
見
て
い
た
。
近
年
、
こ
う
し
た
見
解
と
は
別
の
視
座
か
ら
、
「
妙
々
奇
談
」

モ
ノ
の
意
義
は
再
確
認
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　
　
匿名
作
者
が
、
当
代
の
文
人
や
戯
作
者
等
を
罵
倒
し
扱
下
し
た
も
の
で
、
歯
に
衣
を
着
せ
な
い
毒
舌
は
読
む
者
の
苦
笑
を
誘
う
。
か

　
　
つ
て

の古
き
よ
き
時
代
の
黄
表
紙
に
見
ら
れ
た
〈
う
が
ち
〉
や
〈
楽
屋
落
ち
〉
ほ
ど
は
品
が
よ
く
な
い
が
、
幕
末
の
く
悪
摺
V
ほ
ど

　
　は
ひ
ど
く
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
文
人
界
や
戯
作
壇
に
精
通
し
て
い
な
け
れ
ば
書
け
な
い
内
容
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。
あ

　
　る
い
は
書
隷
が
こ
れ
ら
の
情
報
の
接
点
に
立
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
木
元
（
『
江
戸
読
本
の
研
究
』
　
五
〇
八
頁
）

「罵ら
ん
が
為
め
に
罵
つ
た
」
も
の
と
し
て
み
る
の
で
は
な
く
、
「
文
人
界
や
戯
作
壇
に
精
通
し
て
い
な
け
れ
ば
書
け
な
い
内
容
」
と
み
る

の

であ
る
。
高
木
元
氏
は
、
有
力
な
当
時
の
こ
と
に
精
通
す
る
作
者
像
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
書
か
れ
た
情
報
に
重
き
を
お
い

て

み
て

おら
れ
る
。

　
思う
に
、
こ
う
し
た
誹
読
中
傷
の
書
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
に
、
そ
れ
を
成
り
立
た
せ
る
多
く
の
〈
情
報
〉
が
鐘
め
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、

そ
う
し
た
〈
情
報
〉
と
い
う
観
点
に
注
目
し
つ
つ
、
興
味
の
所
在
に
基
づ
き
二
二
二
、
私
感
を
述
べ
て
み
よ
う
と
思
う
。

検
証さ
れ
得
る
∧
情
報
〉

　各
々
の
話
に
お
い
て
、
話
題
と
な
っ
て
い
る
事
柄
は
、
一
体
ど
の
程
度
確
認
し
う
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
当
時
の
資
料
を
通
じ
て
そ
の
　
　
　
一

こ
と
を
確
認
し
て
み
た
い
。
ま
ず
は
じ
め
に
、
巻
之
上
「
俳
譜
を
論
じ
て
桃
青
翁
鳳
朗
を
懲
ら
す
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
（
な
お
、
　
　
　
3
1

『当
世
妙
々
奇
談
』
本
文
は
、
別
途
研
究
論
集
に
お
い
て
翻
刻
を
行
っ
て
い
る
。
適
時
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　

「
俳
譜を
論
じ
て
桃
青
翁
鳳
朗
を
懲
ら
す
」
は
、
芭
蕉
一
五
〇
年
忌
に
様
々
な
行
動
を
し
て
芭
蕉
を
神
と
し
て
崇
め
、
自
ら
の
権
威
付

け
に
役
立
て
た
俳
譜
師
鳳
朗
に
対
し
、
芭
蕉
の
霊
が
一
言
非
難
す
る
と
と
も
に
、
当
代
の
俳
譜
師
た
ち
へ
も
苦
言
を
呈
す
る
と
い
っ
た
内

容
の

話
であ
る
。

　
鳳
朗は
鴬
笠
・
自
然
堂
と
号
し
た
俳
譜
師
で
、
『
芭
蕉
葉
ぶ
ね
』
を
刊
行
す
る
な
ど
し
、
真
正
蕉
風
を
宣
言
し
た
。
文
政
一
二
年
か
ら
は

し
ば
ら
く
上
方
を
歴
遊
し
、
江
戸
に
戻
っ
て
か
ら
は
自
然
堂
を
設
け
て
鳳
朗
と
改
号
。
芭
蕉
一
五
〇
年
忌
の
天
保
一
四
年
二
八
四
三
）
に

は
、
京
の
二
条
家
に
請
う
て
芭
蕉
に
「
花
下
大
明
神
」
の
神
号
を
許
さ
れ
、
自
身
も
「
花
下
翁
」
の
称
を
受
け
て
い
る
。
梅
室
・
蒼
軋
と

と
も
に
天
保
期
を
代
表
す
る
俳
譜
師
で
あ
り
、
そ
の
足
跡
は
中
村
俊
定
「
田
川
鳳
朗
」
（
明
治
・
俳
句
講
座
3
）
な
ど
に
詳
し
い
。

さ
て
『
当
世
妙
々
奇
談
』
に
記
さ
れ
た
内
容
に
関
わ
る
事
柄
は
、
当
代
の
読
者
た
ち
に
ど
う
映
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
幸
い
近
年
発
表



さ
れ
た
富
田
志
津
子
氏
の
論
考
「
二
条
家
俳
譜
ー
宗
匠
の
系
譜
ー
」
（
近
世
文
芸
七
〇
）
に
、
鳳
朗
を
巡
る
事
情
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、

そ
れ
に
拠
っ
て
検
証
し
て
み
る
。

　そ
れ
に
従
え
ば
、
鳳
朗
の
申
請
に
よ
り
、
芭
蕉
は
「
花
本
大
明
神
」
の
神
号
が
贈
ら
れ
、
鳳
朗
自
ら
は
二
条
家
よ
り
「
花
の
本
」
が
免

許さ
れ
た
と
い
う
。
「
去
繕
紳
家
よ
り
花
の
下
大
明
神
と
あ
が
め
ま
つ
る
べ
き
よ
し
御
さ
し
づ
あ
り
け
る
」
（
上
九
ウ
）
と
は
二
條
家
の
こ
と

であ
っ
た
。
既
に
百
回
忌
の
際
に
「
正
風
宗
師
」
が
二
条
家
よ
り
追
号
さ
れ
、
権
威
を
付
与
さ
れ
て
い
た
芭
蕉
で
あ
る
が
、
さ
ら
な
る
神

格
化
がな
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
二
条
家
に
と
っ
て
み
て
も
、
絶
対
権
威
の
在
り
処
と
し
て
、
そ
の
存
在
を
人
々
に
再
確
認

さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
富
田
氏
は
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
花
の
本
」
の
免
許
も
芭
蕉
追
号
も
、
権
威
を
ほ
し
が
る
側
と
権
威
を
与
え
る
こ

と
で
自
己
の
存
在
意
義
を
知
ら
し
め
よ
う
と
す
る
側
と
の
、
双
方
の
思
惑
が
一
致
し
た
出
来
事
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

五十
余
年
ぶ
り
の
「
花
の
本
」
復
活
と
、
芭
蕉
の
神
格
化
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
芭
蕉
百
五
十
回
忌
は
二
条
家
に
と
つ
て
み
て
も
意
義
深
　
　
　
　
一

い
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
2

　天保
一
四
年
九
月
に
、
芭
蕉
神
号
の
「
御
開
眼
之
御
俳
譜
御
連
歌
」
が
、
鳳
朗
の
御
文
台
開
と
兼
ね
併
せ
て
行
わ
れ
、
そ
の
後
鳳
朗
は
、
　
　
　
一

伊賀
上
野
ま
で
出
向
い
て
、
芭
蕉
追
号
を
告
げ
て
い
る
（
『
声
の
栞
』
『
名
録
』
、
以
上
富
田
論
文
に
従
う
）
。
『
当
世
妙
々
奇
談
』
中
に
芭
蕉
の

言
葉と
し
て
、
「
鳳
朗
と
も
云
白
痴
い
つ
ぞ
や
遠
忌
の
せ
つ
駕
籠
に
の
つ
て
廟
前
へ
来
り
し
こ
と
あ
り
」
（
上
十
一
ウ
）
と
い
う
記
述
が
あ
っ

た
が
、
こ
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
鳳
朗
の
行
為
に
対
し
て
、
梅
通
『
舎
利
風
語
』
（
弘
化
二
年
刊
）
の
「
麦
慰
舎
随
筆
」
は
厳
し
く
批
判
の
言
葉
を
投
げ
か
け
て
い

る
。

　
　
近頃
、
あ
る
者
、
形
客
来
舶
人
の
如
く
異
体
に
て
、
し
ら
べ
空
言
を
吐
、
雑
俳
を
売
、
愚
昧
を
あ
ざ
む
き
、
虚
名
を
も
と
め
て
つ
ひ

　
　
に

堂
上
に

取入
、
自
分
花
の
本
宗
匠
の
号
を
免
さ
れ
、
芭
蕉
翁
に
花
の
本
大
明
神
の
神
号
を
申
下
し
て
、
世
上
に
流
布
す
。
か
な
し

　
　き
か
な
、
芭
蕉
老
人
一
世
に
明
眼
を
開
き
、
風
雅
の
も
と
を
さ
ぐ
り
て
四
海
に
弘
通
し
、
乞
食
頭
陀
の
境
界
を
あ
ま
ん
じ
、
末
代
の



　
　
愚
民を
向
上
の
一
路
に
み
ち
び
き
た
も
ふ
。
其
高
徳
を
覆
ひ
隠
さ
ん
と
は
か
る
事
、
何
ぞ
や
。
た
ぶ
己
が
名
利
に
か
〉
は
り
て
祖
師

　
　
の

大
意を
し
る
事
能
は
ず
。
人
を
し
て
迷
倒
な
さ
し
む
。
に
く
む
べ
き
事
な
り
か
し
。

さ
て
、
こ
の
梅
通
の
批
判
は
、
一
面
に
お
い
て
、
鳳
朗
の
身
勝
手
な
行
動
を
良
く
は
思
わ
ぬ
俳
譜
師
た
ち
の
意
識
を
表
し
て
い
る
の
だ
と

も
言
い
う
る
だ
ろ
う
。
富
田
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
に
は
裏
事
情
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
では
『
当
世
妙
々
奇
談
』
は
、
梅
通
同
様
、
そ
う
し
た
俳
譜
師
た
ち
の
声
を
反
映
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
あ

る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
「
末
代
の
愚
民
を
向
上
の
一
路
に
み
ち
び
き
た
も
ふ
」
と
い
う
よ
う
な
芭
蕉
崇
拝
そ
の
も
の
ま
で

も
、
芭
蕉
自
身
の
言
葉
に
仮
託
し
て
批
判
を
重
ね
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
『
当
世
妙
々
奇
談
』
よ
り
引
用
す
る
。

　
　
我
生
前
風
流
の
こ
x
う
え
た
が
い
よ
り
あ
ら
ぬ
乞
食
の
ま
ね
を
し
て
大
切
な
主
人
の
禄
を
す
て
世
界
を
ま
ご
つ
き
あ
る
き
し
こ
と
死

　
　後甚

め
ん
ひ
な
く
そ
ん
じ
い
ま
で
も
藩
中
に
発
句
俳
譜
な
ど
す
る
も
の
あ
れ
ば
ま
た
我
ま
ね
を
し
て
人
の
家
で
死
や
う
な
め
に
あ
は
　
　
　
　
一

　
　
ね
ば
よ
い
と
か
げ
な
か
ら
な
げ
か
は
し
く
思
ふ
ほ
ど
の
こ
と
に
て
実
に
俳
譜
ほ
ど
世
上
に
つ
ま
ら
ぬ
も
の
は
な
け
れ
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
3
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（
上
＋
オ
）
　
　
　

　
　
わ

れ
生前
こ
の
み
ち
に
ふ
け
り
主
人
の
家
を
出
て
不
忠
不
義
の
人
と
な
り
し
と
い
ま
さ
ら
ふ
か
く
な
げ
き
後
悔
千
万
に
ぞ
ん
ず
る
と

　
　こ
ろ
な
れ
ば
何
ど
ぞ
人
も
俳
譜
な
ど
せ
ぬ
や
う
に
し
て
す
こ
し
は
世
上
の
用
に
も
た
つ
べ
き
道
を
ま
な
べ
か
し
と
お
も
ふ
と
こ
ろ
な

　
　
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（
上
十
六
ウ
）

そ
の
意
味
で
、
当
代
の
俳
譜
師
た
ち
の
言
動
に
も
、
批
判
的
に
関
心
を
払
っ
て
い
る
人
物
の
手
に
な
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
認
識

は
、
決
し
て
一
部
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
『
当
世
妙
々
奇
談
』
の
こ
の
話
を
み
て
、
ニ
ン
マ
リ
と
し
た
読
者
は
少
な
か
ら
ず

いた
は
ず
な
の
だ
か
ら
。

　と
も
あ
れ
、
本
話
に
示
さ
れ
た
端
々
の
内
容
に
関
し
て
、
全
く
の
嘘
偽
り
の
虚
構
の
話
題
で
は
な
い
こ
と
は
確
認
し
う
る
だ
ろ
う
。
ち



な
み
に
本
話
の
場
合
、
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
の
に
鳳
朗
の
没
年
の
こ
と
が
あ
る
。
鳳
朗
は
弘
化
二
年
二
八
四
五
）
十
一
月
二
十
八
日
に

没し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
成
立
年
次
を
明
ら
か
に
し
な
い
『
当
世
妙
々
奇
談
』
の
成
立
時
期
を
も
推
定
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る

〔こ
の
点
は
後
述
〕
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　も
う
一
つ
別
の
例
を
確
認
し
た
い
。
こ
こ
で
は
巻
之
下
「
先
哲
之
話
原
念
齋
琴
台
を
説
く
」
を
取
り
上
げ
る
が
、
い
わ
ば
出
版
に
関
わ

る
株
の
問
題
が
話
題
と
な
っ
て
い
る
。
原
念
齋
は
名
を
善
、
字
を
公
道
と
言
い
、
山
本
北
山
門
人
。
文
政
三
年
三
月
十
九
日
に
四
十
七
歳

で
没し
て
い
る
。
『
先
哲
叢
談
』
の
著
者
と
し
て
夙
に
知
ら
れ
る
処
で
あ
る
。
批
判
さ
れ
る
側
の
東
條
琴
台
は
、
名
を
信
耕
・
耕
、
字
は
子

蔵
、
通
称
文
左
衛
門
。
琴
台
・
呑
海
翁
と
も
号
し
、
山
本
北
山
・
亀
田
鵬
斎
・
大
田
錦
城
な
ど
に
師
事
し
、
弘
化
四
年
二
八
四
七
）
、
高

田

藩
の

儒臣
と
な
っ
て
い
る
。
明
治
十
一
年
九
月
二
十
七
日
没
。
享
年
八
十
四
歳
で
あ
っ
た
。
著
に
先
哲
叢
談
後
編
八
巻
．
先
哲
叢
談
続
　
　
　
　
一

編十
二
巻
・
同
序
目
年
表
一
巻
な
ど
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
4

　
『
当
世
妙
々
奇
談
』
に
は
、
既
に
亡
き
原
念
斎
が
、
既
に
『
先
哲
叢
談
後
編
』
（
文
政
十
年
序
）
を
刊
行
し
お
え
、
い
ま
続
編
を
刊
行
し
よ
　
　
　
　
一

う
と
し
て
い
た
琴
台
に
対
し
、
「
先
哲
叢
談
の
株
は
某
へ
御
か
へ
し
く
だ
さ
れ
書
名
御
と
り
か
へ
く
だ
さ
れ
た
し
」
（
下
十
六
オ
）
と
意
見
を

述
べ
て
い
る
く
だ
り
が
あ
る
。

　
書
騨
慶
元
堂
主

人
の

求
め

に
よ
っ
て
、
儒
者
東
條
琴
台
が
『
先
哲
叢
談
』
後
編
を
仕
立
て
た
旨
は
後
編
序
・
例
言
に
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
余向
草
儒
林
小
史
。
閑
散
分
宜
記
二
書
。
専
以
知
三
百
年
来
。
儒
林
文
苑
士
之
事
実
為
主
。
上
自
廊
廟
絹
紳
。
下
及
山
沢
隠
逸
。

　
　

（略
）
乙
酉
之
歳
。
書
佑
慶
元
堂
。
見
余
二
書
稿
本
。
将
刻
布
之
。
其
巻
秩
浩
潜
。
以
不
便
子
剤
磨
。
故
請
就
二
書
中
。
繁
簡
執
中
。

　
　
約為
二
十
四
巻
。
換
改
名
題
。
日
先
哲
叢
談
。
又
摘
各
家
生
卒
年
月
。
出
虜
居
趾
之
要
者
。
以
爲
年
表
焉
。
余
既
雁
其
所
請
。
襲
用

　
　
原
公
道
著目
。
日
後
編
日
績
編
日
除
編
。
毎
篇
八
巻
。
別
作
年
表
一
巻
。
校
訂
畢
成
。
授
之
慶
元
堂
　
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
先
哲
叢
談
後
篇
』
序
よ
り
抜
粋
）



　
　
○
此編
は
本
と
先
哲
叢
談
を
讃
ん
で
、
事
實
を
捜
索
す
る
者
の
爲
に
す
、
故
に
収
録
す
る
所
の
人
物
も
其
敷
に
蓋
く
、
績
鯨
両
編
載

　
　
す
る
所
一
百
四
十
四
人
、
其
稿
既
に
成
り
て
俵
底
に
藏
し
、
未
だ
全
く
世
に
刊
布
せ
ず
、
頃
者
慶
元
堂
懇
に
敷
人
を
側
補
し
、
新
に

　
　
鬼
録
に

上る
一
二
の
巨
儒
を
増
入
せ
ん
と
請
ふ
、
余
之
を
許
諾
し
、
再
び
遺
事
を
招
撚
す
、
淺
見
薄
聞
、
蒐
輯
未
だ
了
ら
ず
、
別
に

　
　
此
書を
纂
め
、
大
要
を
穂
括
し
、
各
家
の
事
歴
を
し
て
此
に
瞭
然
た
ら
し
む
、
既
晦
を
先
修
に
聞
護
し
、
未
顯
を
後
進
に
開
登
す
る

　
　
能は
ず
と
錐
も
、
讃
者
は
各
家
の
年
代
、
彼
此
臆
連
、
早
晩
甑
別
し
て
、
以
て
尚
論
の
一
助
と
為
す
に
庶
幾
ら
ん
か

　
　
文

政
丁
亥
冬
十月
既
望
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
條
耕
記
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
『先
哲
叢
談
後篇
』
例
言
よ
り
抜
粋
）

　ま
た
『
雅
俗
』
掲
載
論
考
「
先
哲
叢
談
衆
議
」
に
よ
れ
ば
、
慶
元
堂
が
琴
台
を
念
斎
の
子
息
徳
斎
の
許
へ
携
え
、
『
後
編
』
の
出
版
承
知

を
求
め
た
と
の
こ
と
（
資
料
未
見
）
。
徳
斎
は
二
人
の
要
請
を
受
け
入
れ
、
先
人
の
遺
稿
と
、
資
料
集
『
史
氏
備
考
』
を
も
提
供
し
た
が
、
　
　
　
　
一

琴
台
は
こ
れ
を
用
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
5

　既
に指
摘
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
『
慶
元
堂
書
記
』
を
見
る
と
き
、
念
斎
逝
去
と
同
じ
文
政
三
年
三
月
に
、
原
家
は
、
金
十
一
両
と
引
　
　
　
一

き
換
え
に
、
家
蔵
の
『
先
哲
叢
談
』
板
木
株
式
い
っ
さ
い
を
書
騨
慶
元
堂
に
売
り
払
っ
て
い
る
。
参
考
の
た
め
該
当
箇
所
を
引
用
す
る
。

　
　　
一
、
先
哲
叢
談
　
　
弐
軒
之
一
軒
ま
へ
／
墨
付
百
八
丁

　
　右
は
我
等
所
持
の
板
木
株
式
此
度
貴
殿
へ
売
渡
代
金
拾
壱
両
也
、
唯
今
樋
に
請
取
申
候
、
然
る
上
は
右
板
木
に
付
故
障
等
一
切
無
之

　
　候
、
後
日
の
た
め
証
此
の
如
く
に
御
座
候
　
　
已
上

　
　文
政
三
年
／
辰
三
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
売
主
　
原
三
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

証
人
　
和
泉
屋
庄次
郎

　
　
松
沢
孫
太
郎
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
『
松
沢老
泉
資
料
集
』
四
七
頁
）



『当
世
妙
々
奇
談
』
の
記
す
内
容
は
、
株
譲
渡
と
い
っ
た
限
ら
れ
た
人
々
の
知
り
う
る
話
題
を
、
知
っ
た
上
で
の
作
り
ざ
ま
で
あ
る
と
も

読
め
る
。
本
話
の
時
代
設
定
が
、
『
先
哲
叢
談
後
編
』
刊
行
後
に
あ
た
る
文
政
十
年
以
降
で
あ
り
、
早
く
か
ら
琴
台
が
続
編
執
筆
に
か
か
っ

て
い
た
こ
と
は
序
文
に
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
た
だ
続
篇
の
出
版
に
至
ら
ぬ
ま
ま
に
、
琴
台
は
天
保
改
革
中
に
取
り
締
ま
ら
れ
て
し
ま
っ

た
。
嘉
永
三
年
に
自
著
『
伊
豆
七
島
全
図
』
が
発
禁
と
な
っ
て
以
来
、
著
述
出
版
を
も
差
し
止
め
ら
れ
て
い
た
経
緯
が
あ
る
に
せ
よ
、
な

ぜ
か

『先
哲
叢
談続
編
』
十
二
巻
六
冊
は
、
琴
台
没
後
の
明
治
十
六
年
に
な
っ
て
か
ら
刊
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
続
編
に
掲
載
す
る
琴
台

識
語
に言
う
、

　
　向
に
書
借
慶
元
堂
甘
泉
生
、
余
が
措
散
分
宜
史
を
以
て
、
奇
貨
置
く
べ
し
と
爲
し
、
之
を
刊
布
せ
ん
こ
と
を
請
ふ
、
乃
ち
謂
つ
て
曰

　
　く
、
原
念
齋
が
先
哲
叢
談
、
世
に
顯
る
と
錐
も
、
其
牧
載
す
る
所
、
僅
に
七
十
二
家
、
鉦
匠
名
流
遺
漏
少
か
ら
ず
、
後
を
纏
ぐ
の
志

　
　あ

る
も
、
未
だ
果
さ
ず
し
て
残
す
、
僕
貴
著
を
讃
む
、
宏
覧
博
采
、
叙
事
明
暢
、
佳
致
最
も
多
し
、
願
く
は
書
目
を
換
へ
、
傲
う
て
　
　
　
　
一

　
　
後
編と
作
さ
ば
、
則
ち
傳
播
極
め
て
廣
ま
ら
ん
、
僕
の
生
理
の
大
幸
な
り
と
、
余
素
と
人
の
眼
脚
に
依
る
を
欲
せ
ず
、
苦
鮮
す
れ
ど
　
　
　
3
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　も允
さ
ず
、
輸
鳴
歎
誠
、
至
ら
ざ
る
所
な
し
、
希
合
敷
回
、
峻
拒
す
べ
か
ら
ず
、
遂
に
其
請
に
雁
じ
て
、
髄
裁
列
に
從
ひ
、
敢
て
其
　
　
　
　
一

　
　美
を
襲
は
ず
は
、
以
て
先
鞭
の
功
を
封
揚
す
る
に
足
ら
ん
、
念
齋
、
若
し
之
を
知
る
あ
ら
ば
、
宣
に
悦
ば
ざ
ら
ん
や
、
生
、
時
情
に

　
　
諸
ん
じ
、
甚
だ
貨
置
に
巧
に
し
て
、
劃
磨
速
に
成
り
、
初
め
二
千
部
を
刷
版
す
、
是
よ
り
先
、
坊
刻
諸
書
、
未
だ
期
年
に
及
ば
ず
し

　
　て
、
實
告
繁
彩
、
未
だ
曾
て
あ
ら
ざ
る
所
な
り
と
云
ふ
、
生
、
又
懇
索
し
て
、
斯
編
壁
び
鯨
別
遺
三
編
各
十
二
巻
あ
り
、
亦
陸
績
之

　
　を
開
離
せ
ん
と
欲
す
、
故
に
斯
編
を
以
て
、
剤
磨
に
授
く
、
鳴
呼
余
と
志
を
同
じ
う
す
る
者
、
賢
を
蕗
言
卓
行
に
希
ふ
あ
ら
ば
、
則

　
　ち
必
ず
し
も
小
補
な
し
と
せ
ず
、

一
方
で
、
校
訂
凡
例
に
示
さ
れ
た
出
版
経
緯
を
掲
げ
る
な
ら
、

　　
一
、
襲
時
原
念
齋
、
先
哲
叢
談
を
著
す
、
已
に
し
て
琴
書
東
條
先
生
、
之
が
後
編
を
作
り
、
且
つ
將
に
績
編
・
飴
編
の
作
あ
ら
ん
と

　
　す
、
其
績
編
纏
に
稿
を
属
す
、
而
し
て
先
生
下
世
す
、
余
の
東
京
に
居
る
、
先
生
の
嗣
子
信
升
と
、
門
に
封
し
て
居
る
、
朝
夕
相
見



　
　え
、
談
偶
々
之
に
及
ぶ
、
信
升
、
乃
ち
嘱
す
る
に
、
斯
の
編
を
以
て
す
、
曰
く
此
れ
先
人
の
遺
著
、
未
だ
稿
を
畢
ら
ざ
る
者
な
り
、

　
　
子幸
に
校
正
し
て
、
諸
を
世
に
公
に
せ
ば
、
亦
善
か
ら
ず
や
、
余
是
に
於
て
、
二
三
の
同
好
と
、
相
與
に
魯
魚
を
訂
し
、
以
て
剤
磨

　
　
氏
に

授く
と
云
ふ
、

琴台
識
語
の
如
く
「
斯
編
を
以
て
、
剤
磨
に
授
」
け
ら
れ
て
い
た
の
か
、
校
訂
凡
例
の
如
く
「
此
れ
先
人
の
遺
著
、
未
だ
稿
を
畢
ら
ざ
る

者な
り
」
な
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
後
篇
か
ら
続
篇
に
か
け
て
の
間
隔
の
長
さ
を
思
う
と
き
、
そ
の
背
景
に
『
当
世
妙
々
奇
談
』
の

語る
よ
う
な
出
来
事
が
、
例
え
ば
徳
斎
と
の
間
に
生
じ
て
い
た
と
、
ま
こ
と
し
や
か
に
想
定
す
る
者
が
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
の
だ
ろ

う
。
事
実
云
々
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
可
能
性
の
問
題
で
あ
る
。
琴
台
と
い
う
人
物
を
巡
っ
て
は
、
そ
う
し
た
悪
い
噂
が
多
分
に
起
こ

り
得
た
こ
と
も
一
役
か
っ
て
い
る
。
『
当
世
妙
々
奇
談
』
に
示
さ
れ
た
、
琴
台
を
巡
る
噂
の
箇
所
を
引
用
す
る
。

　
　書

買
を
だ
ま
か
し
山
師
の
ご
と
き
行
を
せ
ら
れ
遂
に
先
輩
に
擦
斥
せ
ら
れ
鄙
劣
な
了
間
を
出
し
て
度
々
書
画
会
の
催
あ
り
あ
る
ひ
は
　
　
　
　
一

　
　
扇
面亭
と
同
謀
に
て
人
名
録
を
こ
さ
へ
金
百
疋
の
入
用
を
出
せ
ば
非
人
で
も
か
ま
は
ず
録
中
へ
加
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
四
オ
）
　
　
　
3
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こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
た
と
え
ば
嘉
永
四
年
、
平
気
亭
『
妙
々
戯
談
』
上
巻
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
亀井
戸
辺
に
ト
居
す
る
文
盲
山
人
と
呼
べ
る
者
あ
り
。
年
々
歳
々
番
附
を
著
は
す
こ
と
数
限
り
も
な
し
。
最
初
の
内
は
、
文
人
水
潜

　
　伝
、
文
人
評
判
記
の
、
或
は
名
流
品
藻
、
又
は
芸
苑
名
家
競
の
、
和
漢
各
体
歌
鑑
の
、
又
は
名
物
流
行
鏡
な
ど
を
綴
り
、
文
人
よ
り

　　
一
朱
二
朱
づ
x
倉
り
し
が
、
其
番
付
に
載
せ
ら
れ
し
文
人
達
も
、
面
に
は
渋
々
し
な
が
ら
、
己
が
名
を
売
る
梯
子
ぞ
と
、
遂
懐
中
よ

　
　り
ひ
ね
り
出
し
、
や
れ
ば
戴
く
文
盲
三
人
、
夫
よ
り
し
て
此
頃
、
寿
命
付
と
標
題
せ
る
古
今
不
思
議
の
番
付
を
持
え
、
又
文
人
魚
尽
、

　
　文
人
花
の
顔
見
世
あ
り
、
扱
々
歎
か
は
し
き
こ
と
な
り
。
（
略
）
其
慾
の
深
き
こ
と
は
彰
湖
海
よ
り
も
深
く
、
書
画
会
の
世
話
役
、
文

　
　
人
の畠
荒
し
、
琴
大
杯
と
同
店
に
て
、
爪
の
長
き
こ
と
計
知
る
べ
か
ら
ず
。
そ
こ
で
、
青
軒
杯
と
い
ふ
才
子
は
、
早
く
其
機
を
見
て
、

　
　
入
口
に
、
書
画
会
出
席
一
切
御
こ
と
は
り
申
と
云
札
を
出
せ
り
。

ち
な
み
に
文
盲
山
人
と
は
畑
銀
鶏
、
琴
大
は
東
條
琴
台
、
青
軒
は
寺
門
静
軒
の
こ
と
。
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
石
井
研
堂
（
『
新
編
雅
三
俗



四
』
　
書
誌
学
月
報
別
冊
4
）
は
次
の
如
く
評
し
て
い
る
。
曰
く
「
銀
鶏
真
に
此
の
如
き
人
物
な
ら
ん
に
は
、
今
日
の
所
謂
羽
織
ご
ろ
つ
き

に
て
、
人
類
中
の
寄
生
虫
と
や
謂
は
ん
か
。
」
と
。
言
う
よ
う
に
、
琴
台
と
て
同
様
の
存
在
に
他
な
ら
な
か
っ
た
（
文
人
の
畠
荒
し
、
琴
大
杯

と
同
店
に
て
）
。
『
当
世
妙
々
奇
談
』
に
登
場
す
る
人
物
達
の
周
辺
に
は
、
そ
れ
な
り
に
ま
こ
と
し
や
か
に
語
ら
れ
る
土
壌
が
あ
っ
た
と
い
う

べき
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

話
の

信想
性
ー
問
題
の
派
生
へ
ー

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
各
編
に
お
い
て
故
人
の
語
る
話
題
に
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
当
時
に
お
い
て
も
確
認
し
う
る
事
柄
で
あ
っ
た
。

さ
り
げ
な
く
記
さ
れ
た
〈
事
実
〉
に
基
づ
き
、
故
人
の
力
を
借
り
て
当
代
文
人
戯
作
者
達
を
椰
楡
す
る
。
そ
れ
が
、
刊
行
さ
れ
公
に
さ
れ

る
こ
と
で
、
よ
り
一
層
人
々
の
知
る
と
こ
ろ
と
も
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
だ
と
す
る
と
、
問
題
を
孕
む
こ
と
に
な
る
。
記
さ
れ
た
事
柄
の
中
に
は
、
今
日
我
々
か
ら
見
れ
ば
、
大
き
な
問
題
と
な
り
う
る
こ
と
が
、
　
　
　
3
8

さ
り
げ
な
く
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
巻
之
上
「
難
語
之
考
濱
臣
守
部
を
嘲
け
る
」
に
示
さ
れ
た
「
長
歌
撰
格
」
盗
作
説
　
　
　
　
一

は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
事
に
関
し
て
、
従
来
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
　
長
歌
撰格
の
事
な
ど
、
事
実
と
は
思
へ
な
い
が
、
守
部
の
存
生
中
、
長
歌
撰
格
は
遂
に
上
梓
せ
ら
れ
な
か
つ
た
。
さ
て
、
清
水
浜
臣

　
　
が特
に
守
部
を
詰
つ
た
と
い
ふ
に
就
い
て
は
、
両
人
の
間
の
不
和
の
事
が
思
ひ
出
さ
れ
る
。
濱
臣
と
守
部
は
交
友
親
し
か
つ
た
が
、

　
　
後両
人
は
不
和
と
な
つ
た
。
守
部
の
家
集
「
穿
履
集
」
に
「
お
の
れ
幸
手
に
す
み
け
る
比
、
清
水
濱
臣
い
と
心
ぎ
た
な
き
事
の
あ
り

　
　け
る
に
、
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る
う
た
」
が
出
で
、
ま
た
「
此
後
濱
臣
た
び
く
と
ひ
き
て
、
ひ
た
ぶ
る
に
な
だ
め
け
れ
ば
」
と
て

　
　
短
歌を
載
せ
、
「
と
は
い
ひ
つ
け
れ
ど
、
猶
や
う
く
う
と
く
な
り
に
け
り
」
と
も
記
し
て
ゐ
る
。
温
厚
な
浜
臣
と
心
中
覇
気
を
蔵
す

　
　る
守
部
と
が
、
若
く
し
て
相
よ
く
、
遂
に
絶
す
る
に
至
つ
た
消
息
は
、
温
和
な
伴
信
友
と
、
覇
気
あ
る
平
田
篤
胤
が
、
始
め
水
魚
も

　
　た
だ
な
ら
ぬ
交
を
続
け
、
後
絶
交
す
る
に
至
つ
た
の
と
、
そ
の
間
の
関
係
が
似
て
ゐ
る
。
兎
に
角
、
「
当
世
奇
話
」
に
、
濱
臣
を
し
て
、



　
　
守
部を
罵
ら
せ
た
の
も
、
此
の
間
の
消
息
を
知
る
人
の
手
に
な
つ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
ら
う
。
〔
以
下
略
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（藤
田

徳
太
郎

「妙々

奇
談
」
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
六
年
二
月
）

橘
守部
は
、
池
庵
・
生
薬
園
・
椎
本
な
ど
と
も
号
し
た
国
学
者
で
、
天
明
元
年
二
七
八
こ
四
月
八
日
出
ま
れ
、
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）

五月
二
十
四
日
に
、
六
十
九
歳
で
没
し
て
い
る
。
従
来
師
承
な
し
と
さ
れ
て
い
た
が
、
浜
臣
の
門
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
国
会
図
書
館
所

蔵

『莞
翁
歌話
』
に
よ
っ
て
丸
山
季
夫
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
浜
臣
と
後
年
不
和
に
な
っ
た
こ
と
は
『
穿
履
集
』
な
ど
の
資
料
に

明ら
か
で
あ
る
。
そ
の
二
人
が
『
当
世
妙
々
奇
談
』
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

　序
・
祓
の
記
載
か
ら
、
守
部
存
命
の
時
に
は
刊
行
さ
れ
ず
、
明
治
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
長
歌
撰
格
』
で
は
あ
る
が
、
本
文
末
尾
に
は

「守
部
艸
／
文政
二
年
三
月
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
早
く
か
ら
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
し
う
る
。
だ
が
、
な
ぜ
か
出
版
に
は
至
ら
な

か
っ
た
。
他
の
「
撰
格
」
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
対
し
て
盗
作
と
の
見
解
を
示
す
『
当
世
妙
々
　
　
　
　
一

奇談
』
の
説
を
、
藤
田
徳
太
郎
の
よ
う
に
「
事
実
と
は
思
わ
れ
な
い
」
と
し
て
、
果
た
し
て
一
蹴
し
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
当
　
　
　
3
9

代
の
読
者
の
み
な
ら
ず
、
守
部
自
身
も
ま
た
こ
の
『
当
世
妙
々
奇
談
』
を
読
み
う
る
立
場
に
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
『
当
世
妙
々
　
　
　
　
一

奇談
』
の
作
者
は
、
未
だ
刊
行
さ
れ
ぬ
『
長
歌
撰
格
』
の
存
在
や
そ
の
背
景
を
も
知
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
も
甚
だ
興
味

深
い

話と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　私
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
興
味
を
引
く
の
は
上
之
巻
「
水
濫
を
評
し
て
羅
貫
中
馬
琴
を
罵
し
る
」
に
記
さ
れ
た
京
伝
馬
琴
の
不
和
説
を

め
ぐ
る
話
柄
で
あ
る
。

　
　
此
外京
伝
と
絶
交
し
て
今
の
京
山
な
ど
へ
は
存
外
の
無
沙
汰
を
し
な
が
ら
せ
ん
年
書
画
会
を
な
す
と
て
配
り
も
の
を
持
参
し
て
京
山

　
　を
訪
た
る
始
末
な
ど
市
井
の
匹
夫
も
な
さ
ぶ
る
と
こ
ろ
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
九
オ
）



『当
世
妙
々
奇
談
』
の
中
で
は
、
京
伝
馬
琴
不
仲
と
い
う
噂
は
、
当
然
人
々
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
書
画
会
一
件
の
方
に
重

き
を
お
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
な
に
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
高
木
元
氏
の
よ
う
に
、
二
人
の
対
立
を
書
舜
に
よ
っ

て

演出
さ
れ
た
も
の
と
す
る
な
ら
、
書
緯
に
よ
り
流
布
さ
れ
た
〈
噂
〉
の
反
映
な
の
だ
と
も
言
え
よ
う
が
、
今
は
む
し
ろ
、
そ
う
し
た

〈

噂
〉

が
刊本
と
い
う
形
を
と
っ
て
流
布
し
て
い
た
こ
と
に
興
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。

　
噂が
、
如
何
な
る
媒
体
を
通
じ
て
な
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
点
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
重
要
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
せ

い

ぜ
い

研
究史
的
立
場
か
ら
言
え
ば
、
京
山
の
写
本
「
蜘
蛛
の
糸
巻
」
の
存
在
に
注
目
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
近
世
後
期
と
は

い
え
、
馬
琴
存
命
の
時
に
刊
行
物
の
な
か
に
示
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
当
代
の
人
々
の
知
り
う
る
情
報
で
あ
っ
た
と
い
う
点

で
、
ま
た
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
信
葱
性
の
も
っ
た
噂
と
し
て
流
布
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
、
や
は
り
注
目
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
【

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
0

　さ
て
、
こ
う
し
て
み
る
と
、
如
何
に
も
書
緯
な
ら
で
は
の
情
報
が
多
く
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
今
更
な
が
ら
に
気
づ
く
。
　
　
　
　
　
一

　
　し
か
る
に
当
時
戯
作
者
種
ぎ
れ
に
て
今
作
者
に
な
れ
ば
よ
い
時
節
な
り
と
て
無
下
に
文
盲
な
輩
で
き
も
せ
ぬ
く
せ
に
筆
を
弄
し
頻
に

　
　
思
案を
こ
ら
せ
ど
も
も
と
腹
に
な
い
こ
と
は
出
来
や
う
道
理
な
け
れ
ば
今
の
十
返
舎
一
九
・
柳
下
亭
種
員
・
万
亭
応
賀
・
松
亭
金
水
・

　
　
二
代目
春
水
・
画
工
英
泉
な
ど
毎
朝
わ
れ
く
が
霊
を
ま
つ
り
て
何
卒
戯
作
上
達
い
た
す
や
う
に
と
て
い
の
る
ほ
ど
に
わ
れ
く
も

　
　う
る
さ
く
お
も
ひ
此
間
中
よ
り
鬼
丈
を
ほ
や
う
に
つ
か
わ
し
彼
と
も
が
ら
の
形
骸
へ
い
れ
お
き
た
り
か
の
輩
六
人
と
も
に
鬼
丈
の
魂

　
　と
り
つ
き
い
た
れ
ば
定
め
て
種
々
の
う
は
こ
と
を
な
ら
べ
た
て
嚥
か
し
世
上
の
も
の
わ
ら
ひ
な
ら
ん
と
て
毎
日
う
は
さ
を
い
ひ
く
ら

　
　
せ
り
と
あ
る
に
栄
久
主
人
は
じ
め
て
こ
と
の
も
と
を
し
り
さ
て
は
左
様
に
て
候
か
い
か
に
も
う
は
こ
と
の
や
う
な
つ
ま
ら
ぬ
も
の
ば

　
　
かり
出
来
い
た
し
候
根
本
を
承
り
初
め
て
疑
心
氷
解
い
た
し
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
十
九
オ
）

下
之
巻

「
地
獄
之
奇談
」
の
一
節
で
あ
る
。
書
璋
栄
久
堂
山
本
平
吉
が
地
獄
で
京
伝
な
ど
に
会
い
、
当
代
の
戯
作
界
の
動
向
を
伝
え
る
と



いう
構
成
は
、
甚
だ
興
味
深
い
。
そ
の
内
容
か
ら
も
、
『
当
世
妙
々
奇
談
』
の
作
者
「
何
毛
呉
饅
内
」
は
、
書
舜
周
辺
に
関
わ
る
者
と
想
定

し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
当
時
存
命
の
作
者
達
の
中
で
、
「
地
獄
之
奇
談
」
な
ど
に
批
判
さ
れ
る
作
者
達
を
除
い
た
時
に
、
残
る
作
者
で
か

つ

俳
譜を
は
じ
め
と
し
て
様
々
な
分
野
と
の
交
流
（
あ
る
い
は
裏
事
情
）
を
知
り
う
る
人
物
、
か
つ
馬
琴
に
対
す
る
批
判
の
口
先
を
巻
頭
に

お

い
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
私
は
京
山
辺
り
を
作
者
に
想
定
し
て
み
た
い
衝
動
に
か
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
私
想
の

域を
出
な
い
。

作
品

成
立
に

関
わ
る
問
題

　
ひ
と
ま
ず
作
品
の
成
立
時
期
を
押
さ
え
て
か
か
ら
な
い
と
、
作
者
云
々
も
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
書
そ
の
も
の
の
成
立
を
巡

っ
て
、
今
も
っ
て
定
か
で
は
な
い
。
株
仲
間
解
散
令
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、
成
立
時
期
を
明
ら
か
に
し
な
い
よ
う
に
、
刊
記
を
も
た
ぬ
際
　
　
　
　
一

物
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
も
関
わ
り
が
あ
る
の
だ
が
、
時
期
を
特
定
し
う
る
材
料
に
乏
し
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
を
、
諸
本
を
　
　
　
4
1

検
討
す

る
な
か
で
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
現
存す
る
本
書
に
は
、
い
く
つ
か
の
書
名
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
京
都
大
学
蔵
本
の
場
合
、
次
の
よ
う
な
書
名
で
収
蔵
さ
れ
て

いる
。

　①
京
都
大
学
附
属
図
書
館
谷
村
文
庫
（
四
1
四
三
コ
）

　
　
＊
目
録
記
載
書
名
「
才
子
必
読
　
弘
化
奇
話
」

　
　
＊
題
策
「
才
子
必
読
　
当
世
妙
々
奇
談
」

②
京
都
大
学
文
学
部
図
書
館
エ
バ
ラ
文
庫
（
o
一
ひ
』
）

　　
＊
カ
ー
ド
「
才
子
必
読
　
当
世
奇
話
」

　　
＊
峡
・
題
策
「
才
子
必
読
　
妙
々
奇
談
」
（
乾
坤
二
冊
）



　
③京
都
大
学
文
学
部
図
書
館
（
昆
切
o
）

　
　
＊
カ
ー
ド
「
妙
々
奇
談
」

　
　
＊
題
答
「
才
子
必
読
　
妙
々
奇
談
」
（
乾
一
冊
の
み
）

確
認
す
る
に
②
と
③
は
表
紙
は
異
な
る
が
、
同
じ
系
統
。
①
と
山
本
が
研
究
論
集
に
て
翻
刻
し
た
も
の
と
が
同
じ
系
統
の
も
の
で
あ
る
。

他
に
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
藤
田
徳
太
郎
に
よ
る
論
考
「
妙
々
奇
談
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
六
年
二
月
）
で
は
、
次
の
よ
う
な
記
載
が

みら
れ
る
。

　
　
而し
て
、
国
学
者
漢
学
者
戯
作
者
を
交
へ
て
、
誹
諺
し
た
書
に
、
「
才
子
必
読
妙
々
奇
談
」
乾
坤
二
冊
の
書
が
あ
る
。
題
簸
に
は
、
か

　
　く
の
如
く
あ
る
が
、
内
題
に
は
「
才
子
必
讃
当
世
奇
話
」
と
あ
つ
て
、
初
篇
巻
之
上
、
巻
之
下
の
両
冊
と
な
つ
て
ゐ
る
。
（
二
篇
以
下

　
　は

多
分
出
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
）
何
も
呉
館
内
著
と
あ
る
。
（
中
略
）
太
平
萬
年
冬
至
之
日
、
水
鏡
山
人
撰
の
序
文
が
あ
る
。
水
鏡
山
　
　
　
一

　
　
人
の名
も
、
矢
張
り
「
妙
々
奇
談
」
よ
り
借
り
来
つ
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
2

残
念な
が
ら
水
鏡
山
人
の
序
文
掲
載
の
も
の
は
未
見
。
し
か
し
藤
田
論
文
中
に
引
用
さ
れ
た
標
題
作
は
、
そ
の
内
容
を
み
て
も
正
し
く
今
　
　
　
　
一

回

考
察す
る
『
当
世
妙
々
奇
談
』
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
題
嬢
に
「
才
子
必
読
妙
々
奇
談
」
、
内
題
に
「
才
子
必
讃
当
世
奇
話
」
と
あ
る

も
の
が
存
在
し
、
そ
れ
に
な
お
「
太
平
萬
年
冬
至
之
日
、
水
鏡
山
人
撰
」
の
序
文
を
有
す
る
も
の
が
存
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
を
確
認
し
た
上
で
整
理
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。

　
　A
　
　
外
題
『
才
子
必
読
　
当
世
妙
々
奇
談
』
上
下
・
内
題
「
才
子
必
読
　
弘
化
奇
話
」
（
①
・
山
本
架
蔵
）

　
　B
1
　
外
題
『
才
子
必
読
　
妙
々
奇
談
』
乾
坤
・
内
題
「
才
子
必
読
　
当
世
奇
話
」
（
②
・
③
）

　
　B
2
　
外
題
『
才
子
必
読
　
妙
々
奇
談
』
乾
坤
・
内
題
「
才
子
必
読
　
当
世
奇
話
」
・
水
鏡
山
人
撰
序
文
有
り
。

　
先
掲
の
よ
う
に
、
高
木
元
氏
は
そ
の
論
考
中
で
、
本
書
の
こ
と
に
触
れ
て
い
る
が
、
内
題
に
「
当
世
奇
話
」
と
あ
る
も
の
の
方
を
改
修

後印
本
（
即
ち
B
群
）
と
さ
れ
た
。



　
　
　
弘
化年
間
［
随
］
才
子
必
読
弘
化
奇
話
　
　
中
二
巻
二
冊
　
何
毛
呉
銘
内
著
　
　
架
蔵

　
　
＊
画
工
板
元
刊
年
不
明
。
『
才
子
必
讃
當
世
妙
々
奇
談
』
（
外
題
）

　
　と
い
う
、
所
謂
妙
々
奇
談
物
の
末
流
に
位
置
す
る
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。
（
中
略
）
所
見
し
た
下
之
巻
の
内
題
は
「
才
子
必
讃
當
世
奇

　
　
マ
マ

　
　
談
初
篇
巻
之下
」
と
、
「
弘
化
」
に
入
木
し
「
當
世
」
と
し
た
改
修
後
印
本
。
内
題
下
に
「
何
毛
呉
飴
内
著
」
と
あ
る
。
こ
の
名
を
『
国

　
　
書
総目
録
』
の
著
者
別
索
引
で
は
「
な
に
も
く
れ
と
う
な
い
」
と
訓
ん
で
い
る
が
、
「
い
ず
れ
も
こ
あ
ん
な
い
」
と
訓
む
方
が
ふ
さ
わ

　
　し
い
。
全
部
で
七
つ
の
小
話
か
ら
な
り
、
最
終
話
を
除
い
て
各
一
葉
の
挿
絵
が
入
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（
『
江
戸
読
本
の
研
究
』
　
五
〇
八
頁
）

実
際
に

刊
本を
み
れ
ば
一
目
瞭
然
な
の
だ
が
、
B
1
の
場
合
、
埋
木
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
存
在
し
て
い
る
。
内
題
・
尾
題
に
記
載

さ
れ
る
「
当
世
奇
話
」
の
「
当
世
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
版
面
か
ら
も
他
の
箇
所
と
比
し
て
字
体
が
異
な
る
し
、
明
ら
か
に
入
木
さ
れ
た
痕
　
　
　
　
一

跡を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
を
考
え
て
み
て
も
、
B
系
統
は
A
系
統
の
「
弘
化
」
を
「
當
世
」
と
し
た
改
修
後
印
本
と
し
て
良
　
　
　
4
3

い

だ

ろ
う
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　わ
ず
か
な
改
修
で
あ
る
が
、
で
は
な
ぜ
こ
う
し
た
「
改
修
」
が
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
序
文
か
ら
引
用
し
、
成
立
時

期
、
改
変
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。
序
文
中
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
存
在
す
る
。

　
　時
農
鐘
一
声
、
睡
魔
正
去
、
座
客
不
在
、
舐
聞
戸
外
峨
々
之
声
、
蓋
鳳
朗
己
死
、
恐
其
鬼
実
、

「
蓋
鳳
朗
己死
、
恐
其
鬼
実
」
と
い
う
序
の
言
葉
は
、
弘
化
二
年
十
一
月
二
十
四
日
に
没
し
た
鳳
朗
の
死
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
編中
の
登
場
人
物
に
す
ぎ
な
い
鳳
朗
の
死
が
、
序
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
甚
だ
気
に
な
る
。
ま
た
「
地
獄
之
奇
談
」
冒
頭
に
「
弘
化

二
年
の
こ
と
な
り
し
栄
久
か
主
人
身
ま
か
り
て
冥
途
の
旅
に
趣
け
る
が
」
と
も
あ
り
、
と
も
に
弘
化
二
年
と
い
う
具
体
的
な
年
次
を
踏
ま

え
て
の
話
題
と
な
っ
て
い
る
。
「
弘
化
奇
話
」
と
題
さ
れ
た
本
書
の
成
立
を
考
え
る
時
、
少
な
く
と
も
弘
化
二
年
十
一
月
以
降
の
弘
化
年
間
、

即ち
弘
化
三
・
四
年
に
絞
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



　本
稿
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
「
妙
々
奇
談
」
モ
ノ
の
構
造
は
、
死
ん
だ
先
達
が
現
今
生
き
て
い
る
文
人
・
戯
作
者
達
に

対し
意
見
を
述
べ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
る
。
例
え
ば
「
地
獄
之
奇
談
」
の
場
合
、
死
ん
だ
書
緯
主
が
、
故
人
の
戯
作
者
の
も
と
を
訪

れ
、
実
世
界
の
戯
作
者
の
悪
口
を
言
う
と
い
う
趣
向
と
な
っ
て
い
て
、
一
見
例
外
的
と
も
思
え
る
が
、
直
接
的
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
な

いな
ら
、
現
世
の
も
の
を
故
人
が
批
判
す
る
と
い
う
意
味
で
、
同
じ
ス
タ
イ
ル
と
し
て
良
い
だ
ろ
う
。
問
題
と
な
る
の
は
、
鳳
朗
の
場
合

であ
る
。
想
像
の
域
を
出
な
い
が
、
あ
え
て
序
に
記
す
と
い
う
こ
と
は
、
『
当
世
妙
々
奇
談
』
の
著
者
に
と
っ
て
、
鳳
朗
の
死
は
予
想
だ
に

し
な
か
っ
た
事
柄
だ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
つ
ま
り
「
俳
譜
を
論
じ
て
桃
青
翁
鳳
朗
を
懲
ら
す
」
で
は
、
と
も
に
故
人
な
の
で

あ
る
。
生
き
て
い
て
椰
楡
さ
れ
る
べ
き
人
物
が
死
ん
で
し
ま
っ
て
は
、
こ
う
し
た
話
の
枠
組
そ
の
も
の
が
成
り
立
た
な
く
な
る
の
は
当
然

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
予
想
外
の
こ
と
と
は
言
え
、
鳳
朗
の
死
は
、
『
当
世
妙
々
奇
談
』
に
当
初
か
ら
致
命
的
な
欠
陥
を
生
じ
さ
せ
て
し
ま
っ

た
。
ま
た
、
時
代
が
弘
化
か
ら
嘉
永
に
変
わ
る
と
き
、
「
弘
化
奇
話
」
と
い
う
限
定
的
な
時
代
設
定
は
古
び
た
も
の
に
映
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
　
　
一

「弘
化
奇話
」
か
ら
「
当
世
奇
話
」
に
埋
木
修
訂
さ
れ
た
理
由
も
案
外
そ
う
し
た
点
に
理
由
を
求
め
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
　
　
　
4
4

み

た
い
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　と
ま
れ
、
本
書
の
内
容
を
今
一
度
検
討
し
て
み
る
こ
と
。
幕
末
期
に
記
さ
れ
た
様
々
な
「
妙
々
奇
談
」
モ
ノ
を
巡
っ
て
は
、
そ
う
い
っ

た
観
点
か
ら
光
を
当
て
て
み
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
問
題
も
多
く
存
在
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
そ
う
し
た
問
題
意
識
を
も

っ

て

私
感を
述
べ
て
み
た
。

※
な
お
、
引
用
文
中
、
今
日
か
ら
み
れ
ば
不
適
切
と
思
わ
れ
る
表
現
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
研
究
上
、
そ
の
ま
ま
引
用
さ
せ
て

いた
だ
い
た
こ
と
を
附
記
し
て
お
く
。


