
『
新
可
笑
記
』
巻
二
の
一
「
炭
焼
き
も
火
宅
の
合
点
」
の
検
討　

―
戦
国
武
将
豊
臣
秀
吉
と
秀
次
切
腹
事
件
―

羽

生

紀

子

は
じ
め
に
：
類
聚
方
針
と
し
て
の
武
将
逸
話
列
伝

こ
れ
ま
で
私
は
、『
新
可
笑
記
』
の
巻
一
の
一
か
ら
巻
一
の
五
、
巻
二
の
五
・

六
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
、
そ
の
三
層
構
造
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
（
注
１
）。
巻

二
の
五
・
六
は
元
巻
一
の
五
・
六
、
巻
一
の
五
は
元
は
巻
二
の
一
で
あ
っ
た
が
、

出
版
時
の
編
集
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
現
在
の
位
置
に
移
動
さ
せ
ら
れ
た
も
の

で
あ
り
、
巻
一
の
一
か
ら
巻
一
の
四
、
巻
二
の
五
・
六
の
六
章
が
元
巻
一
で
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
た
。そ
し
て
序
文
に
い
う「
二
つ
の
笑
い
」は
、

具
体
的
に
は
第
二
層
の
本
話
と
第
三
層
の
重
層
世
界
に
み
ら
れ
る
笑
い
で
あ
る

こ
と
も
論
じ
た
。

従
来
『
新
可
笑
記
』
の
重
層
世
界
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
指
摘
さ
れ
る
こ

と
が
な
か
っ
た
。
元
巻
一
の
重
層
世
界
は
、
朝
廷
に
お
け
る
草
薙
の
剣
盗
難
事

件
、
南
北
朝
正
閏
論
争
、
徳
川
家
光
・
忠
長
の
将
軍
位
継
承
争
い
、
家
光
と
保

科
正
之
の
主
従
関
係
、
武
田
信
玄
の
上
洛
宣
言
、
信
玄
の
上
洛
作
戦
の
挫
折
と

遺
志
の
付
託
で
あ
り
、
巻
一
の
五
（
元
巻
二
の
一
）
の
そ
れ
は
、
豊
臣
秀
吉
に

よ
る
千
利
休
の
切
腹
事
件
と
長
浜
時
代
の
逸
話
で
あ
っ
た
。

各
章
の
三
層
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
章
の
創
作
主
題
も

明
ら
か
に
な
っ
た
。
巻
一
の
一
・
二
は
神
国
日
本
に
お
け
る
武
士
の
あ
り
方（
理

の
た
め
の
存
在
、
正
義
の
た
め
の
存
在
）、
巻
一
の
三
・
四
は
徳
川
幕
府
に
お
け

る
武
士
の
あ
り
方
（
忠
と
主
命
、
新
し
い
主
従
関
係
）、
巻
二
の
五
・
六
（
元
巻

一
の
五
・
六
）
は
天
下
取
り
を
め
ざ
し
た
武
将
の
あ
り
方
（
言
辞
へ
の
矜
持
、

覚
悟
・
夢
の
継
承
）
で
あ
っ
た
。
巻
一
の
五
（
元
巻
二
の
一
）
は
、
戦
国
を
勝

ち
抜
い
た
武
将
の
生
き
方
（
体
面
・
評
判
の
重
視
）
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
『
新
可
笑
記
』
の
巻
頭
章
か
ら
巻
一
の
五
（
元
巻
二
の
一
）、

さ
ら
に
元
巻
一
の
五
・
六
で
あ
る
巻
二
の
五
・
六
の
七
章
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね

て
き
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
重
層
世
界
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た

と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
元
巻
一
の
六
章
、
元
巻
二
の
一
を
合
わ
せ
た
七
章

に
つ
い
て
は
正
し
く
理
解
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
え
、
西
鶴
の
作
意
は
見
過

ご
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、『
新
可
笑
記
』
そ
の
他
の
章
に
つ

い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
他
章
の
重
層
世
界
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討

し
て
い
く
が
、
元
巻
一
の
六
章
の
あ
り
方
は
、『
新
可
笑
記
』
全
章
の
類
聚
方

針
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
西
鶴
の
『
新
可
笑
記
』
の
類
聚
方
針
に
つ
い

て
も
、
部
分
的
な
各
章
間
の
連
関
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
も
の

の
（
注
２
）、
こ
れ
ま
で
明
確
に
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

元
巻
一
は
、
神
国
日
本
に
お
け
る
武
士
、
徳
川
幕
府
に
お
け
る
武
士
、
天
下

取
り
を
目
指
し
た
武
将
の
宣
言
と
挫
折
と
い
う
連
関
で
類
聚
さ
れ
て
い
た
が
、

元
巻
二
の
一
は
、
そ
の
天
下
取
り
を
受
け
て
、
戦
国
を
勝
ち
抜
い
た
武
将
を
取
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り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
元
巻
二
の
巻
頭
章
で
あ
る
巻
一
の
五
は
、
元
巻

二
全
体
が
、
戦
国
を
勝
ち
抜
い
た
武
将
の
逸
話
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
類

聚
方
針
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
類
聚
方
針
は
、
元
巻
二
の
五
章
を
検
討
す
る
こ

と
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
、巻
二
の
一
（
元
巻
二
の
二
）

「
炭
焼
き
も
火
宅
の
合
点
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

あ
ら
す
じ
：
巻
一
の
五
（
元
巻
二
の
一
）
と
の
相
似

巻
一
の
五
（
元
巻
二
の
一
）「
先
例
の
命
乞
ひ
」
と
、
本
章
巻
二
の
一
（
元

巻
二
の
二
）
と
は
プ
ロ
ッ
ト
が
よ
く
似
て
い
る
。

・
浅
妻
の
遊
女
座
敷
で
殺
人
―
大
工
の
作
法
に
よ
り
命
乞
い
―
「
心
ざ
し
」

に
よ
り
二
人
赦
免
―
「
万
事
を
沙
汰
す
る
事
な
か
れ
」
―
大
工
の
無
用
の

命
乞
い
―
処
刑

・
飾
磨
で
室
津
の
遊
女
を
招
き
遊
興
・
鞘
当
て
殺
人
―
「
世
の
人
心
」
で
の

命
乞
い
―
妹
の
代
わ
る
べ
き
「
心
ざ
し
」
に
よ
り
赦
免
を
約
束
―
「
こ
の

事
必
ず
外
へ
も
ら
す
な
」
―
長
男
の
無
用
の
口
出
し
―
処
刑

朝
妻
と
室
津
の
遊
里
に
つ
い
て
、『
好
色
一
代
男
』
巻
五
の
三
「
欲
の
世
の

中
に
こ
れ
は
又
」
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
（
注
３
）。

本
朝
遊
女
の
は
じ
ま
り
は
、
江
州
の
朝
妻
、
播
州
の
室
津
よ
り
事
起
り
て
、

今
国
々
に
な
り
ぬ
。
朝
妻
に
は
い
つ
の
こ
ろ
に
か
絶
え
て
、
賤
の
屋
の
淋

し
く
縞
布
を
織
る
。
男
は
大
網
を
引
き
て
夜
日
を
送
り
ぬ
。
室
は
西
国
第

一
の
湊
、
遊
女
も
昔
に
ま
さ
り
て
、
風
儀
も
さ
の
み
大
坂
に
か
は
ら
ず
と

い
ふ
。

朝
妻
か
ら
室
津
へ
ス
ム
ー
ズ
に
展
開
し
、同
様
の
要
素「
殺
人
」「
作
法
・
人
心
」

の
命
乞
い
、「
心
ざ
し
」「
無
用
の
口
出
し
」「
処
刑
」
が
嵌
め
込
ま
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
は
、
本
章
と
前
章
は
二
話
セ
ッ
ト
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
詳
し
く

は
後
述
す
る
が
、
前
章
の
重
層
世
界
が
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
千
利
休
の
切
腹
事

件
と
長
浜
時
代
の
逸
話
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
な
が
ら
、
本
話
は
読
む
べ
き

で
あ
る
。
少
々
詳
細
に
な
る
が
、
あ
ら
す
じ
を
冒
頭
文
と
①
②
③
に
分
け
て
示

す
（
注
４
）。

「
古
代
よ
り
欲
心
に
身
を
滅
ぼ
す
事
は
常
な
り
」。

①
播
州
飾
磨
の
市
は
繁
盛
し
、
都
を
移
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
酒
屋
で

の
一
杯
の
酒
、
ま
た
室
津
の
遊
女
を
招
い
て
の
仮
枕
、
歌
舞
伎
踊
り
や
賭

け
的
、
武
士
も
町
人
も
入
り
乱
れ
て
遊
ん
で
い
た
。
そ
の
中
で
自
然
の
鞘

当
て
で
喧
嘩
と
な
り
、
土
地
の
商
売
人
を
斬
り
捨
て
て
逃
げ
て
行
く
者
が

い
た
。
捕
え
て
国
里
を
聞
い
て
も
答
え
な
い
た
め
牢
舎
し
た
。「
己
が
覚

悟
の
所
な
り
」。

こ
の
者
の
親
里
は
津
の
国
有
馬
郡
で
、「
金
銀
十
分
の
有
徳
」、
男
子
二

人
、
娘
一
人
の
家
で
あ
っ
た
。
母
親
は
非
常
に
嘆
い
た
が
、
父
親
は
「
前

世
の
定
ま
り
事
と
あ
き
ら
め
、
人
を
恨
み
ず
、
我
が
子
を
惜
し
ま
ず
、
た

だ
常
に
変
は
ら
ず
」
に
い
た
。
こ
の
人
は
、
昔
は
豊
島
郡
池
田
山
の
奥

で
白
炭
を
焼
い
て
細
々
と
暮
ら
し
て
い
た
が
、「
正
直
の
頭
か
う
べ
を
よ
ご
し
、

身
を
堅
固
に
働
き
、
世
渡
り
に
私
わ
た
く
し
な
く
、
こ
れ
天
性
の
分
限
、
一
国

一
人
と
名
を
指
さ
れ
て
、
な
ほ
徳
に
入
る
道
を
守
り
、
貧
者
を
救
ひ
病
者

は
湯
治
を
い
た
さ
せ
、野
夫
に
は
希
な
る
人
」
で
あ
っ
た
。
妻
は
愚
か
で
、

子
の
命
を
嘆
い
た
。

そ
こ
で
父
親
は
「
今
の
世
の
人
心
、
欲
で
固
め
し
時
な
れ
ば
、
金
に
て

命
買
は
る
事
も
あ
ら
ん
。
年
々
積
も
り
し
金
銀
は
、か
か
る
時
の
為
な
り
」

と
「
二
千
金
二
箱
に
入
れ
」、
十
四
に
な
る
娘
に
兄
の
命
を
乞
い
受
け
る

よ
う
に
申
し
含
め
た
と
こ
ろ
、
長
男
が
聞
き
つ
け
て
「
世
間
の
取
り
沙
汰

に
あ
ふ
と
い
ひ
、
弟
が
言
ふ
所
も
口
惜
し
」
と
、
自
分
を
行
か
せ
る
よ
う

― 36 ―



に
願
う
。
母
親
も
願
う
の
で
、「
無
用
と
は
思
ひ
な
が
ら
」
妹
に
同
道
さ

せ
た
。

②
飾
磨
の
奉
行
の
屋
形
に
密
か
に
行
き
、
妹
は
二
千
両
を
差
し
出
し
て
父

親
の
教
え
通
り
「
斬
ら
れ
し
人
の
親
類
へ
香
花
の
た
め
に
こ
の
金
を
遣
は

さ
れ
、何
と
ぞ
御
心
入
れ
を
も
つ
て
、牢
舎
を
御
赦
免
」と
願
い
出
た
。「
代

は
る
べ
き
心
ざ
し
女
の
面
に
顕
れ
」、
奉
行
は
不
憫
に
な
り
、「
千
金
に
て

は
そ
れ
が
跡
を
弔
は
せ
、
又
千
金
は
娘
に
取
ら
せ
、
兄
が
命
を
助
け
ん
」

と
し
ば
ら
く
考
え
、
ひ
と
ま
ず
二
千
金
を
受
け
取
っ
て
「
こ
の
事
必
ず
外

へ
も
ら
す
な
」
と
密
か
に
約
束
し
た
。

　

奉
行
は
城
下
に
行
き
、「
市いち
ま
ち町
は
国
家
繁
盛
の
た
め
な
る
に
、
わ
づ
か

の
咎
め
に
牢
舎
の
難
儀
」
と
い
う
、
高
砂
の
明
神
の
託
宣
が
あ
っ
た
と
言

上
し
た
。
殿
は
「
人
を
助
く
る
天
理
」
に
も
叶
う
も
の
で
あ
る
と
、
罪

人
の
赦
免
の
上
意
を
下
し
た
。
す
る
と
長
男
は
俄
か
に
欲
心
を
起
こ
し

「
二
千
金
は
過
分
な
り
。
千
金
に
て
も
済
む
べ
し
」
と
考
え
、
奉
行
の
も

と
に
行
っ
て
、「
千
金
は
わ
れ
〳
〵
渡
世
の
種
」
と
嘆
い
た
。
奉
行
は

二
千
金
を
返
し
て
「
我
を
疑
ふ
所
心
外
な
り
」、
赦
免
は
す
で
に
出
て
い

た
が
、「
こ
の
う
ち
有
馬
郡
の
何
某
は
、
人
の
命
を
取
り
し
者
、
こ
れ
を

御
助
け
あ
り
て
は
、
世
の
掟
立
ち
難
し
。
神
の
憐
れ
み
給
ふ
も
さ
の
み
科

な
き
人
の
事
な
り
」
と
、「
重
ね
て
そ
の
道
理
」
を
殿
に
言
上
し
た
の
で
、

次
男
の
み
首
を
打
た
れ
た
。

③
妹
は
嘆
き
、長
男
も
後
悔
、母
親
も
嘆
き
悲
し
ん
だ
。
し
か
し
父
親
は
、「
初

め
よ
り
こ
の
は
ず
」、「
妹
ば
か
り
と
申
せ
し
に
、
言
は
れ
ざ
る
兄
を
遣
は

し
、
か
く
な
る
事
」
と
「
無
常
を
合
点
せ
ら
る
る
」
様
子
で
あ
っ
た
。
皆

が
不
審
に
思
っ
て
尋
ね
る
と
、
父
親
は
「
兄
は
我
貧
賤
な
る
時
生
じ
て
、

一
銭
も
世
に
な
き
物
と
惜
し
み
ぬ
。
妹
は
長
者
に
な
つ
て
の
子
な
れ
ば
、

万
両
も
瓦
石
と
思
ひ
、
欲
を
離
る
る
よ
り
命
を
助
く
る
所
あ
り
」
と
述
べ

た
の
で
、「
こ
の
理
こ
と
わ
り
に
各
々
道
理
を
感
じ
け
る
」。「
人
を
殺
し
て
命
を

取
ら
る
る
は
職もと
な
り
」
と
、
父
親
は
そ
れ
か
ら
は
浮
世
を
捨
て
、「
尼
が

崎
浦
の
初
島
に
身
を
隠
れ
」、
次
第
に
年
を
重
ね
て
「
こ
の
世
を
皆
に
な

し
け
る
」。

巻
二
の
一
の
素
材
：『
是
楽
物
語
』
の
陶
朱
公

本
章
の
素
材
と
し
て
、「
范
蠡
の
故
事
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
５
）。「
范

蠡
の
故
事
」
は
、『
史
記
』（
越
世
家
第
十
一
）
に
載
る
も
の
で
あ
る
が
、『
智

恵
鑑
』
巻
二
の
九
「
陶
朱
公
が
子
楚
の
国
に
て
殺
さ
る
ゝ
事
」
に
引
か
れ
て
い

る
の
で
、
そ
ち
ら
を
素
材
と
す
る
説
も
あ
る
（
注
６
）。
し
か
し
、『
智
恵
鑑
』
は

非
常
に
簡
略
化
さ
れ
て
お
り
、
説
話
と
し
て
重
要
な
荘
生
へ
の
訴
え
や
、
范
蠡

の
移
住
の
契
機
な
ど
に
つ
い
て
も
省
略
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え「
范
蠡
の
故
事
」

が
著
名
で
省
略
さ
れ
て
い
て
も
支
障
な
い
と
考
え
る
と
し
て
も
（
注
７
）、
あ
え

て
『
智
恵
鑑
』
に
拠
っ
た
と
考
え
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。『
智
恵
鑑
』
は
、

陶
朱
公
が
惣
領
と
末
子
の
金
銭
に
対
す
る
考
え
の
違
い
の
拠
り
所
を
明
か
す
と

こ
ろ
に
焦
点
を
あ
わ
せ
た
知
恵
話
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。し
か
し
、『
史
記
』

そ
の
も
の
だ
け
が
素
材
な
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
『
是
楽
物
語
』
中
に
載
る

「
陶
朱
公
の
故
事
」
を
素
材
と
し
て
い
る
（
注
８
）。

『
史
記
』
そ
の
も
の
が
参
照
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は

西
鶴
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
付
加
的
に
素
材
と
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
炭
焼

き
で
あ
っ
た
父
親
の
あ
り
方
に
重
ね
ら
れ
た
、
范
蠡
の
越
か
ら
斉
へ
、
さ
ら
に

定
陶
へ
の
逃
避
と
も
い
え
る
移
住
の
契
機
に
つ
い
て
、
ま
た
陶
朱
公
の
隠
棲
に

つ
い
て
、『
是
楽
物
語
』
で
は
や
や
記
述
が
不
足
し
て
お
り
、『
史
記
』
の
知
識

を
加
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
直
接

― 37 ―



の
素
材
は
『
是
楽
物
語
』
に
よ
る
と
考
え
る
の
は
、
前
後
の
章
と
の
関
連
性
に

よ
る
。
前
章
巻
一
の
五
「
先
例
の
命
乞
ひ
」
の
大
工
は
、
何
な
に
が
し某
是
楽
の
あ
り
方

を
踏
ま
え
た
も
の
と
指
摘
し
た
（
注
９
）。
次
章
巻
二
の
二
「
官
女
に
人
の
知
ら

ぬ
灸
所
」
に
つ
い
て
は
別
稿
で
検
討
す
る
が
、
玄
宗
の
逸
話
が
踏
ま
え
ら
れ
て

い
る
。『
是
楽
物
語
』
中
巻
で
は
、
是
楽
が
陶
朱
公
の
故
事
に
つ
い
て
語
る
場

面
の
前
に
、
秦
の
始
皇
帝
が
驪
山
の
温
泉
に
行
幸
し
た
こ
と
、
そ
の
温
泉
を
玄

宗
が
「
花
清
宮
」
と
改
め
楊
貴
妃
と
二
人
で
湯
浴
み
し
た
こ
と
な
ど
、
玄
宗
と

楊
貴
妃
の
逸
話
を
長
々
と
語
っ
て
い
る
。『
新
可
笑
記
』の
こ
れ
ら
三
章
は
、『
是

楽
物
語
』
を
そ
れ
ぞ
れ
素
材
の
一
部
と
し
て
踏
ま
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
是
楽
物
語
』中
巻
に
あ
る
陶
朱
公
の
故
事
は
、次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る（
注 

  10
）。

ⅰ
陶
朱
公
（
范
蠡
）
は
初
め
越
に
仕
え
、勾
践
に
会
稽
の
恥
を
す
す
が
せ
た
。

そ
の
後
、
斉
に
移
り
、「
海
辺
に
た
が
へ
し
身
を
苦
し
め
力
を
尽
く
し
て
、

父
子
共
に
」
富
貴
と
な
り
、
朱
公
は
斉
の
宰
相
に
迎
え
ら
れ
る
。
し
か
し

「
久
し
く
尊
名
を
受
く
る
も
不
祥
な
り
」
と
、「
そ
の
財
を
散
ら
し
親
し
き

友
に
与
へ
」
て
、
斉
を
去
り
陶
に
移
る
。
そ
し
て
ま
た
「
父
子
諸
共
に
、

時
に
従
ひ
物
を
転
じ
侍
り
て
、
程
な
く
万
金
を
重
ね
け
る
」。

　

陶
で
子
が
生
ま
れ
そ
の
子
も
成
人
し
た
後
、
朱
公
の
中
子
（
次
男
）
が

人
を
殺
し
て
楚
国
に
捕
ら
わ
れ
た
。
朱
公
は
「
人
を
殺
し
て
死
ぬ
る
は
職もと

也
。
さ
り
な
が
ら
、
我
聞
く
、
千
金
を
持
て
る
も
の
の
子
た
る
者
は
、
市

に
殺
さ
る
ゝ
事
な
し
、
如いか
ん何
が
し
て
か
、
此
罪
を
贖あか
は
ん
」
と
い
う
こ
と

で
、
末
子
に
千
金
を
持
た
せ
て
命
乞
い
に
行
か
せ
よ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ

が
長
男
は
、
長
子
で
あ
る
自
分
が
行
け
な
い
の
で
あ
れ
ば
自
殺
す
る
と
い

う
。
朱
公
は
仕
方
な
く
長
男
を
行
か
せ
、
旧
知
の
荘
生
に
手
紙
を
送
り
、

長
男
に
は
荘
生
に
一
切
を
任
せ
る
よ
う
指
示
す
る
。

ⅱ
ａ
長
男
は
「
ま
た
自
ら
数
百
金
を
」
持
ち
、楚
に
至
っ
て
荘
生
を
訪
ね
る
。

長
男
は
父
の
教
え
通
り
に
書
状
と
千
金
を
渡
し
た
。
荘
生
は
、
す
ぐ
に
楚

を
去
り
弟
が
助
命
さ
れ
て
も
そ
の
子
細
を
詮
索
す
る
な
と
言
う
。
し
か
し

長
男
は
、
荘
生
に
知
ら
せ
る
こ
と
な
く
数
百
金
を
使
っ
て
楚
王
の
側
近
に

近
づ
い
た
。

荘
生
は
廉
直
で
、
楚
王
以
下
、
皆
に
尊
ば
れ
て
お
り
、
千
金
は
朱
公
に

返
す
心
積
も
り
で
妻
に
も
命
じ
て
お
い
た
。
し
か
し
長
男
は
、
荘
生
を
何

の
変
哲
も
な
い
人
物
と
判
断
し
て
い
た
。

ⅱ
ｂ
荘
生
は
、
星
の
動
き
に
つ
い
て
「
楚
に
害
あ
ら
ん
祥
さ
と
し
な
り
」
と
楚
王

に
言
上
し
、「
独
り
徳
を
も
つ
て
、
此
禍
を
除
く
べ
し
」
と
勧
め
た
。
楚

王
は
恩
赦
を
行
う
た
め
に
、三
銭
の
府
を
封
じ
さ
せ
た
。
楚
王
の
側
近
は
、

三
銭
の
府
が
封
じ
ら
れ
た
の
で
恩
赦
が
行
わ
れ
る
と
長
男
に
知
ら
せ
る
。

長
男
は
恩
赦
が
あ
る
な
ら
ば
荘
生
へ
の
千
金
は
空
し
い
と
考
え
、
荘
生
を

訪
ね
る
。
荘
生
は
長
男
が
ま
だ
楚
に
留
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
知
り
、
金
を

惜
し
む
事
を
察
し
て
、
金
を
持
ち
帰
ら
せ
る
。

荘
生
は
「
長
男
に
売
ら
れ
し
事
を
恥
ぢ
思
ひ
腹
立
ち
」、
再
度
楚
王
に

面
会
す
る
。
そ
し
て
先
の
言
上
の
帰
路
、
陶
の
富
人
朱
公
の
子
を
金
銀
で

贖
う
の
で
あ
り
、
今
回
の
恩
赦
は
王
の
徳
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
、
と

人
々
が
評
判
し
て
い
る
の
を
聞
い
た
と
言
上
し
た
。
楚
王
は
怒
り
、
朱
公

の
子
だ
け
を
殺
し
、
そ
の
後
で
恩
赦
を
行
っ
た
。

ⅲ
朱
公
の
長
男
は
泣
く
泣
く
弟
の
亡
骸
を
持
ち
帰
っ
た
。
母
を
初
め
里
人
は

皆
悲
し
ん
だ
が
、
朱
公
は
笑
っ
て
言
っ
た
。「
長
男
は
、
我
と
共
に
生
業

を
勤
め
て
、
宝
の
得
難
き
事
を
知
れ
り
」。「
我
少
子
は
、
我
家
富
み
て
後

設
け
た
る
子
」
な
の
で
、「
宝
の
得
難
き
所
を
知
ら
」
な
い
。
少
子
を
遣

わ
そ
う
と
し
た
の
は
、「
宝
を
塵
芥
よ
り
軽
ん
じ
て
、
中
子
を
助
け
さ
せ

ん
為
也
。
長
男
は
宝
を
惜
し
み
、
心
の
外
な
る
中
子
を
殺
さ
ん
事
、
事
の
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道
理
」
で
あ
り
予
期
し
て
い
た
こ
と
だ
と
。

こ
の
『
是
楽
物
語
』
陶
朱
公
の
話
は
、『
史
記
』（「
越
世
家
第
十
一
」）
の
范

蠡
の
故
事
を
ほ
ぼ
網
羅
し
て
い
る
が
、
省
略
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
本

来
、『
史
記
』
に
あ
っ
た
部
分
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
注 

  11
）。

＊
范
蠡
遂
に
去
り
、
斉
よ
り
大
夫
種
し
ょ
う
に
書
を
遺おく
り
て
曰
く
、
蜚ひ
鳥てう尽
き
て
、

良
弓
蔵
さ
れ
、
狡
兎
死
し
て
、
走
狗
烹に
ら
る
。
越
王
の
人
と
為
り
、

長
ち
ょ
う

頸けい烏う
喙かいな
り
、
与とも
に
患
難
を
共
に
す
可
し
、
与
に
楽
を
共
に
す
可
か
ら
ず
。

子
何
ぞ
去
ら
ざ
る
、
と
。

＊
范
蠡
以おも
為へ
ら
く
、
大たい
め
い名の
下もと
は
、
以
て
久
し
く
居
り
難
し
。
且
つ
句こう
せ
ん践の

人
と
為
り
、
与
に
患
う
れ
ひ
を
同
じ
う
す
可
く
、
与
に
安
き
に
処を
り
難
し
と
。

＊
故
に
范
蠡
三
た
び
徙うつ
り
、名
を
天
下
に
成
す
。
苟
く
も
去
る
の
み
に
非
ず
、

止とどま
る
所
必
ず
名
を
成
す
。
卒つひ
に
陶
に
老
死
す
。
故
に
世
伝
へ
て
陶
朱
公

と
曰
ふ
。

『
是
楽
物
語
』
の
陶
朱
公
の
話
の
前
後
に
、
＊
印
の
移
住
の
理
由
と
老
死
を

付
加
す
れ
ば
、本
話
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
井
上
敏
幸
氏
は
『
蒙
求
』

「
范
蠡
泛
湖
」
の
「
范
蠡
三
タ
ビ
徙
ル
」
を
踏
ま
え
る
と
す
る
が
（
注 

  12
）、
あ
え

て
『
蒙
求
』
を
素
材
と
す
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。

巻
二
の
一
の
解
釈
：
范
蠡
の
故
事
か
ら
の
飛
躍

范
蠡
は
、
越
王
勾
践
を
春
秋
五
覇
王
に
ま
で
押
し
上
げ
た
名
将
で
、
勾
践
が

覇
王
と
な
っ
た
時
、安
楽
を
共
に
は
で
き
な
い
と
斉
に
逃
避
し
大
富
豪
と
な
る
。

斉
で
宰
相
に
迎
え
ら
れ
る
が
、
全
財
産
を
人
に
譲
り
陶
に
逃
避
、
陶
朱
公
と
名

乗
り
、
ま
た
大
富
豪
に
な
る
。
最
後
は
店
を
子
に
譲
り
隠
退
す
る
。

①
で
は
こ
の
陶
朱
公
を
、
陶
（
器
）
の
縁
で
炭
焼
き
か
ら
分
限
に
な
っ
た
有

馬
の
父
親
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
＊
印
に
范
蠡
が
常
に
世
の
評
判
を
心
掛
け
、

難
を
避
け
る
生
き
方
を
し
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
父
親
も
「
正
直
の
頭
を
よ
ご

し
…
世
渡
り
に
私
な
く
…
一
国
一
人
と
名
を
指
さ
れ
て
、
な
ほ
徳
に
入
る
道
を

守
り
、
貧
者
を
救
ひ
病
者
は
湯
治
い
た
さ
せ
」
と
い
う
人
物
で
、
常
に
世
間

を
憚
り
、
自
己
の
生
き
方
を
律
し
て
い
る
。
杉
本
好
伸
氏
は
、
こ
の
父
親
の

あ
り
方
に
慰
謝
の
心
が
な
い
と
し
て
批
判
す
る
と
こ
ろ
か
ら
本
話
を
解
釈
す

る
が
（
注 

  13
）、
そ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
な
父
親
の
真
意
や
立
場
、
重
層
世
界
を

読
み
取
っ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
本
論
で
は
そ
の
解
釈
は
と
ら

な
い
。

父
親
は
、
次
男
が
人
を
殺
し
捕
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
聞
い
て
も
、「
た
だ

常
に
変
は
ら
ず
」
に
い
る
。
心
の
内
を
悟
ら
れ
ず
取
り
乱
さ
な
い
で
い
た
が
、

母
親
の
嘆
き
に
の
っ
て
救
出
に
動
く
。「
今
の
世
の
人
心
、
欲
で
固
め
し
時
な

れ
ば
」
と
、
金
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
。「
范
蠡
の
故
事
」
の
末
子
は
男
子
で

あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
末
子
の
「
十
四
に
な
る
娘
」
に
、
千
両
の
倍
の
二
千
両

を
持
た
せ
よ
う
と
す
る
。
俗
に
言
う
、「
千
金
を
持
て
る
も
の
の
子
た
る
者
は
、

市
に
殺
さ
る
ゝ
事
な
し
」
の
世
の
習
わ
し
の
千
両
で
は
な
く
、
次
男
が
殺
し
た

相
手
へ
の
慰
謝
を
示
す
こ
と
で
、
世
の
評
判
を
取
ろ
う
と
巧
妙
に
計
算
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
長
男
が
聞
き
つ
け
て
自
分
が
行
く
と
主
張
し
、
行
く
こ
と
が
で

き
な
け
れ
ば
、
自
害
す
る
と
ま
で
言
い
張
っ
た
が
、
こ
れ
も
世
の
評
判
を
理
由

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
や
む
を
得
ず
長
男
が
行
く
こ
と
を
承
諾
し
た
よ
う
に

見
え
る
が
、
実
は
父
親
は
長
男
の
言
い
分
を
拒
否
で
き
な
い
。
長
男
が
世
間
や

弟
の
評
判
を
気
に
す
る
の
は
、
父
親
の
生
き
方
を
見
習
っ
て
き
た
か
ら
で
、
長

男
の
主
張
を
拒
否
す
れ
ば
、
父
親
自
身
の
生
き
方
、
こ
れ
か
ら
や
ろ
う
と
し
て

い
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

『
是
楽
物
語
』
の
陶
朱
公
の
場
合
も
同
様
で
、
斉
で
は
「
海
辺
に
た
が
へ
し

身
を
苦
し
め
力
を
尽
く
し
て
、
父
子
共
に
」、
陶
で
も
「
父
子
諸
共
に
、
時
に
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従
ひ
物
を
転
じ
侍
り
て
」
と
、「
父
子
共
」
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
本
話
は
素
材
の
ⅱ
ａ
を
省
い
て
い
る
。
長
男
は
陶
朱
公
の
指
示
と

は
別
に
、「
数
百
金
」
を
携
え
独
自
に
行
動
す
る
。
さ
ら
に
父
親
と
は
異
な
っ

て
荘
生
を
何
の
変
哲
も
な
い
人
物
と
判
断
し
て
い
る
。
素
材
の
范
蠡
の
故
事
で

は
、
父
親
と
長
男
は
「
父
子
共
」
に
と
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
全
く
同
じ
存
在

と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
金
銭
の
捉
え
方
が
育
ち
の
境
遇
に
よ
っ
て
違

う
と
い
う
考
え
を
示
す
も
の
に
過
ぎ
な
い
。こ
の
父
子
の
相
違
を
省
い
た
の
が
、

本
話
な
の
で
あ
る
。
相
違
を
省
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
父
親
と
長
男
が
同
じ
考
え

を
も
つ
一
心
同
体
の
存
在
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
話
が
范

蠡
の
故
事
の
単
な
る
翻
案
で
な
い
こ
と
を
示
す
重
要
な
点
で
あ
る
。

②
で
は
、
素
材
と
異
な
り
、
妹
と
同
道
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
妹
は
密
か
に

奉
行
を
訪
ね
、
父
親
の
教
え
通
り
に
二
千
両
を
「
斬
ら
れ
し
人
の
親
類
へ
香
花

の
た
め
」
と
言
い
、「
何
と
ぞ
御
心
入
れ
を
も
つ
て
、牢
舎
を
御
赦
免
」
と
願
う
。

奉
行
は
、
娘
の
「
代
は
る
べ
き
心
ざ
し
」
を
憐
れ
み
、
千
両
を
香
花
に
、
残
り

の
千
両
は
娘
に
返
そ
う
と
思
案
し
て
、
赦
免
を
約
束
す
る
。
父
親
の
巧
妙
な
計

算
通
り
運
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
奉
行
は
、
娘
が
自
分
の
判
断
で
二
千
両
も

の
金
を
持
っ
て
き
た
と
は
思
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
背
後
に
い
る
父
親
が
、
次
男

の
命
乞
い
に
香
花
の
千
両
、
習
わ
し
の
千
両
、
合
わ
せ
て
二
千
両
と
し
た
と
察

し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
娘
に
千
両
を
返
し
て
、
賄
賂
は
受
け
取
ら

な
い
と
決
め
た
の
で
あ
る
。

奉
行
は
「
慈
悲
の
心
」
か
ら
、
高
砂
の
明
神
の
託
宣
「
わ
づ
か
の
咎
め
に
牢

舎
の
難
儀
」
と
偽
り
を
言
上
し
て
、「
人
を
助
く
る
天
理
」「
科
人
残
ら
ず
御
赦

免
」
の
許
し
を
得
る
。
と
こ
ろ
が
長
男
は
奉
行
の
慈
悲
の
行
為
に
気
付
か
ず
、

偶
然
の
託
宣
に
よ
っ
て
赦
免
の
沙
汰
が
出
た
と
思
い
、
奉
行
を
訪
ね
て
賄
賂
の

千
両
は
「
渡
世
の
種
」
だ
か
ら
と
返
却
を
求
め
る
。
奉
行
は
「
我
を
疑
ふ
所
心

外
」
だ
と
二
千
両
す
べ
て
を
返
し
、
人
を
殺
し
た
者
を
赦
免
し
て
は
「
世
の
掟

立
ち
難
し
。
神
の
憐
れ
み
給
ふ
も
さ
の
み
科
な
き
人
の
事
」
だ
と
「
重
ね
て
そ

の
道
理
」
を
言
上
し
て
、
次
男
だ
け
が
打
ち
首
と
な
っ
た
。

長
男
の
無
用
の
口
出
し
は
、
父
親
を
表
面
的
に
し
か
理
解
で
き
て
い
な
か
っ

た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
父
親
の
心
の
中
を
代
弁
し
た
も
の
な

の
で
あ
る
。
父
親
は
二
千
両
の
う
ち
千
両
は
賄
賂
で
あ
り
、
そ
れ
で
「
命
買
は

る
事
も
あ
ら
ん
」
と
思
っ
て
い
た
わ
け
で
、
娘
を
除
い
て
長
男
に
も
奉
行
に
も

父
親
の
意
図
は
察
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
奉
行
は
賄
賂
を
取
る
と
思
わ
れ

て
い
た
こ
と
を
「
心
外
」
と
怒
り
、「
香
花
の
た
め
」
と
い
う
の
も
評
判
を
得

る
た
め
の
功
利
的
計
算
に
よ
る
と
判
断
し
た
か
ら
返
却
し
た
の
で
あ
る
。

荘
生
は
、
星
の
動
き
を
占
っ
て
「
独
り
徳
を
も
つ
て
、
此
禍
を
除
く
べ
し
」

と
恩
赦
を
進
言
し
た
。
恩
赦
は
「
禍
を
除
く
」
た
め
の
楚
王
の
行
為
で
あ
る
。

楚
王
が
荘
生
の
再
度
の
進
言
を
入
れ
て
、
陶
朱
公
の
次
男
を
殺
す
の
も
、
楚
王

の
人
間
と
し
て
の
行
為
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
本
話
で
は
、
高
砂
の
明
神
の
託
宣
で
あ
り
「
天
理
」
に
よ
っ

て
恩
赦
が
な
さ
れ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
を
阻
ん
だ
の
は
、「
世

の
掟
立
ち
難
し
」
と
い
う
人
間
の
「
道
理
」
な
の
で
あ
る
。
奉
行
は
「
重
ね
て

そ
の
道
理
」を
い
う
。
先
の
道
理
は
天
理
で
、神
は
殺
人
す
ら「
わ
づ
か
の
咎
め
」

と
し
た
の
で
あ
る
が
、
後
の
道
理
は
人
間
の
道
理
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
別
の

言
い
方
を
す
れ
ば
、人
間
の
親
子
の
、あ
る
い
は
兄
妹
の
情
愛
を
、「
慈
悲
の
心
」

で
受
け
止
め
「
天
理
」
で
救
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、そ
れ
は
「
世
の
掟
」「
道

理
」
で
は
許
さ
れ
な
い
も
の
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

③
で
、
そ
の
結
果
を
聞
い
た
父
親
は
、「
更
に
嘆
き
な
く
、「
初
め
よ
り
こ
の

は
ず
」」
と
「
無
常
を
合
点
せ
ら
る
る
」
と
な
る
。
章
題
は
「
炭
焼
き
も
火
宅

の
合
点
」
で
あ
っ
た
。「
火
宅
」
と
「
無
常
」
は
、『
歎
異
抄
』（
第
三
部
、後
記
）
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に
次
の
よ
う
に
み
え
る
（
注 

  14
）。

煩
悩
具
足
の
凡
夫
、
火
宅
無
常
の
世
界
は
、
万
の
言こと
、
皆
以
て
、
虚そら
ご
と言
・

戯たは
こ
と
言
、
実
ま
こ
と
あ
る
言こと
な
き
に
、
た
だ
、
念
仏
の
み
ぞ
実
に
て
お
は
し
ま
す

父
親
は
何
を
「
虚
言
・
戯
言
」
と
合
点
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
周
囲
の
人
に
聞

か
れ
る
と
父
親
は
、
長
男
は
貧
賤
の
時
の
子
で
一
銭
で
も
大
切
に
思
う
が
、
娘

は
長
者
に
な
っ
て
か
ら
の
子
で
欲
を
離
れ
る
の
で
命
を
助
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る

と
思
っ
た
と
説
明
す
る
。
一
見
筋
が
通
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
父
親
は

「
道
理
」
を
言
っ
た
の
で
は
な
く
、
范
蠡
の
故
事
に
見
え
た
知
恵
、
理
屈
を
言
っ

た
に
過
ぎ
な
い
。
人
々
は
「
こ
の
理
に
各
々
道
理
を
感
じ
け
る
」
と
、「
道
理
」

と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
奉
行
の
い
う
人
間
世
界
の
掟
や
「
道
理
」
で
は
な

く
、
単
な
る
知
恵
・
理
屈
に
感
心
し
た
の
で
あ
る
。
父
親
は
、
そ
の
よ
う
に
考

え
た
り
、
香
花
に
二
千
両
を
当
て
た
り
す
る
な
ど
、
次
男
へ
の
情
愛
に
動
か
さ

れ
て
さ
ま
ざ
ま
に
思
案
を
巡
ら
せ
た
こ
と
自
体
を
、「
虚
言
・
戯
言
」
と
合
点

し
た
の
だ
ろ
う
。
道
理
と
い
う
の
は
、
次
に
続
く
「
人
を
殺
し
て
命
を
取
ら
る

る
は
職
な
り
」
と
い
う
人
間
の
掟
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

父
親
を
合
点
さ
せ
た
も
の
は
何
か
。
父
親
の
生
き
方
は
常
に
世
を
憚
る
も
の

で
あ
り
、
常
に
評
判
を
大
切
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は

非
な
る
も
の
、
道
理
を
超
え
た
も
の
を
是
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
父
親

は
今
回
に
限
っ
て
、
次
男
の
命
乞
い
の
た
め
に
「
娘
の
心
ざ
し
」
や
「
香
花
」

を
巧
み
に
用
い
、
道
理
を
曲
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
自

ら
の
代
弁
者
の
行
為
に
よ
っ
て
破
綻
す
る
。
奉
行
の
思
慮
深
い
揺
る
ぎ
な
い
対

応
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
父
親
は
道
理
を
超
え
よ
う
と
し
た
こ
と

を
「
虚
言
・
戯
言
」
と
合
点
し
た
わ
け
で
あ
る
。
評
判
は
道
理
を
超
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
目
録
副
題
「
武
士
は
道
理
に
命
を
取
る
事
」
に
合
致
し
た
価
値

観
で
あ
る
。
父
親
は
武
士
で
は
な
い
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
重
層
世
界
で
は

武
士
で
あ
る
。

さ
て
、冒
頭
文
に
い
う
「
古
代
よ
り
欲
心
に
身
を
滅
ぼ
す
事
は
常
な
り
」
は
、

父
親
と
長
男
が
、
肉
親
の
情
愛
に
よ
っ
て
「
道
理
」
を
超
え
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
が
、
つ
い
金
を
惜
し
ん
で
失
敗
し
た
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
見

そ
の
よ
う
に
解
釈
で
き
そ
う
で
あ
る
が
、
父
親
と
長
男
は
「
身
を
滅
ぼ
」
し
た

わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
「
渡
世
の
種
」
を
惜
し
む
こ
と
を
「
欲
心
」
と
も
言
い

難
い
の
で
あ
る
。「
欲
心
に
身
を
滅
ぼ
す
事
は
常
な
り
」
の
当
事
者
が
誰
か
と

い
う
と
、
本
話
に
は
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
な
い
次
男
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
本
話
の
重
層
世
界
を
示
す
シ
グ
ナ
ル
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

巻
二
の
一
の
重
層
世
界
：
情
愛
と
道
理
の
相
克

第
二
層
と
し
て
の
本
話
は
、
范
蠡
の
故
事
を
素
材
と
し
な
が
ら
も
単
な
る
翻

案
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
范
蠡
の
故
事
は
、
例
え
ば
『
智
恵
鑑
』
で
は
、
陶

朱
公
が
惣
領
と
末
子
の
金
銭
に
対
す
る
考
え
の
違
い
の
拠
り
所
を
明
か
す
と
こ

ろ
に
焦
点
を
合
わ
せ
、陶
朱
公
の
知
恵
話
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た『
是

楽
物
語
』
で
は
、
陶
朱
公
の
話
を
始
め
る
契
機
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

あ
る
人
云
出
侍
る
は
、「
世
話
に
、
長
者
二
代
な
し
と
い
ひ
て
、
大
方
は

楽
し
き
人
の
子
は
、後
に
貧
し
く
な
り
侍
る
は
、い
か
な
る
道
理
ぞ
や
」と
、

問
ひ
侍
れ
ば
、
是
楽
が
曰
、「
そ
れ
は
、
金
銀
を
得
る
事
の
為
難
き
を
知

ら
ぬ
故
、
必
ず
富
貴
な
る
人
の
子
は
其
様
に
な
れ
り
。
こ
ゝ
に
、
そ
れ
と

は
聊
い
さ
ゝ
か
心
は
違
ひ
侍
れ
共
、
大
方
似
寄
つ
た
る
事
あ
り
、
…
…

や
は
り
こ
こ
で
も
、「
金
銀
を
得
る
事
の
為
難
き
を
知
ら
ぬ
故
」
と
、
長
男

と
末
子
の
金
銭
に
対
す
る
捉
え
方
の
違
い
を
取
り
上
げ
、「
聊
心
は
違
ひ
侍
れ

共
、
大
方
似
寄
つ
た
る
」
話
と
捉
え
て
い
る
。

本
話
は
、
そ
の
よ
う
な
育
ち
方
に
よ
る
金
銭
の
捉
え
方
の
相
違
を
素
材
と
は
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し
て
い
る
が
、
父
親
と
長
男
、
さ
ら
に
末
娘
の
情
愛
・
心
ざ
し
を
取
り
上
げ
、

天
理
と
人
間
の
道
理
、
情
愛
と
道
理
の
対
立
の
話
に
す
る
な
ど
、
范
蠡
の
故
事

を
換
骨
奪
胎
し
た
、
実
に
面
白
い
話
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
序
文
に
い
う

「
二
つ
の
笑
い
」
の
内
の
一
つ
の
笑
い
に
十
分
に
応
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

西
鶴
は
も
う
一
つ
の
笑
い
と
し
て
、
さ
ら
に
第
三
層
で
あ
る
重
層
世
界
を
重

ね
て
い
る
。
前
章
巻
一
の
五
（
元
巻
二
の
一
）「
先
例
の
命
乞
ひ
」
か
ら
は
、

大
工
の
処
刑
と
次
男
の
処
刑
、
ま
た
評
判
を
大
切
に
す
る
生
き
方
で
繋
が
る
。

前
章
の
場
所
は
具
体
的
に
は
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
長
浜
で
あ
る
と
み
る

こ
と
が
で
き
た
。
長
浜
と
播
磨
は
秀
吉
と
弟
秀
長
・
養
女
豪
姫
で
関
わ
る
。
何

よ
り
も
『
是
楽
物
語
』
で
是
楽
が
陶
朱
公
の
話
を
す
る
有
馬
温
泉
は
、
秀
吉
と

関
わ
り
が
深
い
。
あ
ら
す
じ
①
の
部
分
で
、
炭
焼
き
で
あ
っ
た
父
親
は
、「
な

ほ
徳
に
入
る
道
を
守
り
、
貧
者
を
救
ひ
病
者
は
湯
治
を
い
た
さ
せ
、
野
夫
に
は

希
な
る
人
」
と
描
か
れ
て
い
た
。「
湯
治
を
い
た
さ
せ
」
に
注
目
す
る
と
、『
太

閤
記
』
巻
十
六
「
秀
吉
公
有
馬
御
湯
治
之
事
」
が
想
起
さ
れ
る
（
注 

  15
）。

卯
月
廿
九
日
御
湯
治
に
付
て
、
歴
々
の
御
伽
衆
十
九
人
召めし
つ
れ
列
ら
れ
、
御なぐ
さ
み慰

の
か
ず
〳
〵
云
は
ん
か
た
も
な
し
。
御
逗
留
中
方
々
よ
り
捧
さ
ゝ
げ
物
其
数
を

知しらず
。
有
馬
中
へ
鳥
目
二
百
貫
、
湯ゆ
女な
共
に
五
十
貫
下
さ
れ
、
谷
中
の
に

ぎ
は
ひ
い
と
目めで
出たく見
え
し
。
五
月
十
二
日
御
上
り
な
さ
れ
け
り
。

こ
れ
は
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
の
記
事
で
あ
る
が
、
秀
吉
に
は
そ
れ
以
前

か
ら
有
馬
と
の
関
わ
り
が
あ
る
。

『
有
馬
温
泉
史
料
』
に
よ
る
と
、
秀
吉
が
有
馬
に
関
わ
る
最
初
の
記
事
は
天

正
七
年
（
一
五
七
九
）
三
月
十
日
付
の
文
書
で
、
織
田
信
長
を
有
馬
に
迎
え
る

た
め
の
道
普
請
を
有
馬
の
人
々
に
実
施
さ
せ
た
と
い
う
『
有
馬
温
泉
記
』
の
記

事
で
あ
る
（
注 

  16
）。
こ
の
時
期
有
馬
が
秀
吉
の
所
領
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

『
有
馬
郡
誌
』
に
は
、
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
正
月
、
三
木
城
が
落
城
し
別

所
氏
当
主
長
治
が
自
害
、
二
月
に
秀
吉
は
有
馬
温
泉
に
浴
し
、「
二
昼
夜
を
通

じ
て
眠
る
」
と
あ
る
（
注 

  17
）。
こ
れ
が
秀
吉
の
有
馬
入
湯
に
関
す
る
最
古
の
記

事
で
あ
る
。

『
有
馬
温
泉
史
料
』
で
は
、
秀
吉
の
有
馬
湯
治
は
九
回
確
認
で
き
る
。

（
１
）
天
正
十
一
年
八
月
十
七
日
、（
２
）
天
正
十
二
年
八
月
二
日
、（
３
）

天
正
十
三
年
正
月
十
七
日
、（
４
）
天
正
十
三
年
九
月
十
四
日
、（
５
）
天

正
十
八
年
九
月
二
十
五
日
、（
６
）
天
正
十
九
年
八
月
九
日
、（
７
）
文
禄

二
年
九
月
二
十
七
日
、（
８
）
文
禄
三
年
四
月
二
十
九
日
、（
９
）
文
禄
三

年
十
二
月
八
日

天
正
十
年
六
月
二
十
七
日
に
も
秀
吉
は
有
馬
湯
治
を
公
に
し
て
い
る
が
、
こ

れ
は
柴
田
勝
家
ら
の
謀
殺
計
画
を
知
り
、
有
馬
湯
治
と
称
し
て
拠
城
長
浜
に

帰
っ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
実
際
に
は
湯
治
は
し
て
い
な
い
。

こ
の
他
に
も
秀
吉
が
有
馬
と
関
わ
る
記
事
は
多
い
。
そ
の
い
く
つ
か
を
あ
げ

る
と
、
天
正
十
三
年
二
月
五
日
、
天
正
四
年
の
大
火
災
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
薬

師
堂
復
興
の
た
め
、
金
子
千
五
百
貫
お
よ
び
地
領
毎
年
百
石
の
寄
進
を
北
政
所

（
寧
々
）
の
願
い
に
よ
っ
て
実
施
し
た
と
あ
る
。
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
に

は
大
が
か
り
な
別
荘
「
湯
山
御
殿
」
を
造
営
し
た
が
、慶
長
元
年
（
一
五
九
六
）

閏
七
月
十
二
日
に
発
生
し
た
「
慶
長
伏
見
地
震
」
に
よ
っ
て
全
壊
。
復
興
に
力

を
貸
し
、
慶
長
三
年
五
月
に
は
御
殿
も
再
建
し
た
。
天
正
十
八
年
九
月
二
十
五

日
の
湯
治
は
長
期
に
渡
り
、
十
月
四
日
に
金
湯
山
蘭
若
院
阿
弥
陀
堂
に
て
大
茶

会
を
実
施
し
て
い
る
。

秀
吉
は
湯
治
を
含
め
て
、
湯
山
御
殿
を
建
て
る
な
ど
、
有
馬
に
深
く
関
わ
っ

て
い
た
。
前
章
の
殿
（
秀
吉
に
あ
た
る
）
も
「
世
間
へ
遠
慮
あ
そ
ば
し
け
る
」

と
常
に
世
の
評
判
を
大
切
に
し
て
い
た
。
本
章
の
有
馬
の
分
限
も
、
常
に
世
間

を
憚
り
自
己
の
生
き
方
を
律
し
て
い
た
。
卑
賎
か
ら
立
身
し
た
秀
吉
を
、
有
馬
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の
分
限
に
重
ね
た
の
で
あ
ろ
う
。
范
蠡
（
陶
朱
公
）
と
秀
吉
は
、
有
馬
の
分
限

を
介
し
て
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
大
き
く
三
点
に
つ
い
て
対
比
し
て
み
る
。

Ａ
勾
践
の
会
稽
の
恥
を
す
す
が
せ
る
。

Ｂ
斉
へ
移
住
、財
産
を
人
々
に
与
え
て
、陶
へ
移
住
。（
越
→
斉〈
湖
畔
〉→
陶
）

Ｃ
陶
朱
公
と
呼
ば
れ
る
が
、
次
男
を
刑
死
さ
せ
る
。

ａ
秀
吉
は
信
長
の
弔
い
合
戦
に
勝
利
す
る
。

ｂ
秀
吉
の
二
度
の
金
配
り
。（
尾
張
→
長
浜
〈
湖
畔
〉
→
大
坂
〈
尼
崎
〉）

ｃ
太
閤
に
な
っ
た
が
、
豊
臣
秀
次
を
切
腹
さ
せ
る
。

本
話
の
有
馬
の
分
限
の
次
男
の
処
刑
が
、
Ｃ
范
蠡
の
故
事
の
次
男
の
処
刑
を

素
材
と
し
、
そ
こ
に
ｃ
秀
次
の
切
腹
事
件
を
重
層
世
界
と
し
て
重
ね
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
、
Ａ
ａ
、
Ｂ
ｂ
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。

Ａ
ａ
は
本
話
に
具
体
的
に
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
Ａ
越
王
勾
践
は
、

会
稽
山
の
戦
い
で
呉
王
夫
差
に
敗
れ
て
辱
め
を
受
け
た
が
、
范
蠡
は
常
に
勾
践

を
助
け
、
二
十
余
年
後
つ
い
に
呉
を
滅
ぼ
し
た
。
范
蠡
は
越
を
去
り
、
斉
か
ら

大
夫
種
に
書
簡
を
送
り
、
覇
王
と
な
っ
た
勾
践
を
「
越
王
の
人
と
為
り
、
長
頸

烏
喙
な
り
」
と
評
し
、「
与
に
患
難
を
共
に
す
可
し
、
与
に
楽
を
共
に
す
可
か

ら
ず
」
と
越
を
去
る
こ
と
勧
め
る
。
越
に
残
っ
た
種
は
謀
反
の
疑
い
を
か
け
ら

れ
自
害
す
る
。
范
蠡
は
最
後
に
は
陶
で
老
死
す
る
こ
と
に
な
る
。
ａ
の
秀
吉
は

信
長
に
仕
え
て
武
功
を
重
ね
、
信
長
の
覇
業
を
助
け
る
。
覇
王
と
も
い
え
る
立

場
に
な
っ
た
信
長
が
明
智
光
秀
の
謀
反
に
よ
っ
て
本
能
寺
で
討
た
れ
る
と
、
信

長
の
恥
を
す
す
ぐ
こ
と
に
な
る
。
話
は
逆
転
し
て
い
る
が
、勾
践
に
は
信
長
が
、

大
夫
種
に
は
光
秀
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。本
話
の
③
で
、

有
馬
の
分
限
は
「
尼
が
崎
浦
の
初
島
に
身
を
隠
れ
」、次
第
に
年
を
重
ね
て
「
こ

の
世
を
皆
に
な
し
け
る
」
と
あ
っ
た
。
こ
の
唐
突
に
出
て
き
た
地
名
「
尼
が
崎

浦
」
は
、
秀
吉
に
と
っ
て
重
要
な
転
換
点
と
な
っ
た
場
所
で
あ
る
。『
太
閤
記
』

巻
三
「
為
二
信
長
公
吊
合
戦
一
秀
吉
上
洛
之
事
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

同
六
月
六
日
未
之
刻
高
松
を
引
払
ひ
、
沼
の
城
ま
で
帰
陣
有
。
折
節
甚
雨

疾
風
に
因
て
所
々
之
大
河
洪
水
出
し
か
ば
、
七
日
ハ
滞
留
有
て
、
八
日
姫

地
に
至
り
て
帰
城
せ
し
め
に
け
り
。
其
日
は
諸
卒
休
息
の
た
め
、
出
勢
延

引
有
て
、
九
日
未
明
に
姫
地
を
立
、
急
ぎ
給
ひ
し
か
ば
、
十
一
日
午
前
に

尼
崎
に
至
り
て
参
陣
し
、
頓やが
て
落
髪
有
ぬ
。
か
く
て
三
七
殿
、
丹
羽
五
郎

左
衛
門
尉
、
池
田
紀
伊
守
長
子
勝
九
郎
な
ど
へ
、
使
者
を
以
て
中
国
之
義

隙ひまを
明あけ
、
今
日
是
ま
で
参
陣
致
し
候
、
軍
い
く
さ
評
定
有
て
明
日
惟
任
を
打
ち
果

た
す
可
き
旨
申
し
入
れ
ら
れ
し
か
ば
、
何
れ
も
尼
崎
へ
寄
合
ひ
評
議
有
。

「
尼
が
崎
浦
の
初
島
に
身
を
隠
れ
」
と
あ
る
の
は
、
落
髪
し
て
信
長
の
弔
い

合
戦
に
向
か
う
こ
と
を
重
ね
た
も
の
で
あ
る
。
范
蠡
が
勾
践
の
恥
を
す
す
い
だ

よ
う
に
、
秀
吉
は
弔
い
合
戦
に
勝
利
し
て
信
長
の
恥
を
す
す
い
だ
の
で
あ
る
。

ａ
は
時
代
前
後
し
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
本
話
は
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

秀
吉
が
そ
の
後
次
第
に
年
を
重
ね
て
「
こ
の
世
を
皆
に
な
し
」
た
の
は
大
坂
で

あ
っ
た
。

范
蠡
は
陶
に
お
い
て
年
老
い
た
が
、『
是
楽
物
語
』
で
、
陶
は
「
こ
ゝ
は
天

下
の
中ちう
に
し
て
、
交
易
買
売
の
便
た
よ
り
に
よ
ろ
し
き
津
な
れ
ば
」
と
記
さ
れ
、『
史

記
』
で
は
「
此
れ
天
下
の
中
な
り
、有
無
を
交
易
す
る
の
路
通
ず
。
生
を
為
し
、

以
て
富
を
致
す
可
し
と
以お
為も
へ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
陶
に
大
坂
が
重
ね
ら

れ
い
る
の
で
あ
る
。

Ｂ
范
蠡
は
、『
是
楽
物
語
』
で
は
斉
を
去
る
に
際
し
て
「
其
財
を
散
ら
し
親

し
き
友
に
与
へ
侍
り
て
、
足
ら
ざ
る
を
足
る
心
地
せ
り
」
と
記
さ
れ
、『
史
記
』

で
は
「
尽
く
其
の
財
を
散
じ
、以
て
知
友
郷
党
に
分
与
し
」
と
描
か
れ
て
い
る
。

本
話
の
①
で
、「
年
々
積
も
り
し
金
銀
は
、
か
か
る
時
の
為
な
り
」
と
、
范
蠡

の
故
事
の
千
金
を
倍
に
し
て
「
二
千
金
二
箱
に
入
れ
」、
十
四
に
な
る
娘
に
兄
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の
命
乞
い
に
行
か
せ
よ
う
と
す
る
。
ｂ
の
秀
吉
に
「
金
配
り
」
の
逸
話
が
あ
る
。

『
太
閤
記
』
巻
七
「
金かね
賦
く
ば
り
之
事
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

秀
吉
公
御
蔵
入
領
弐
百
万
石
余
有
し
か
ば
、
金
銀
米
銭
あ
つ
ま
り
ぬ
る

事
夥
し
き
事
な
り
。
か
や
う
に
年
を
逐
を
つ
て
財
宝
あ
つ
ま
り
来
た
る
を
施

さ
ゞ
れ
ば
、
慳
貪
く
づ
れ
と
や
ら
ん
に
あ
ふ
よ
し
な
り
。
さ
も
あ
る
事
も

や
と
、
由
己
法
眼
に
問
給
ふ
に
、
仰
い
と
宜
し
く
侍
る
旨
申
上
し
か
ば
、

さ
ら
ば
施
し
て
ん
よ
と
て
、
天
正
十
三
年
初
秋
の
比
、
金
子
五
千
枚
銀

子
三
万
枚
、
諸
侯
大
夫
に
施
し
給
へ
り
。
聚
楽
惣
門
南
の
か
た
に
し
て
、

台
に
据
へ
並
べ
、
御
賦
く
ば
り
有
し
が
、
朝
よ
り
晩
に
至
て
事
尽つきに
け
り
。
此

後
又
其
沙
汰
に
及
び
給
へ
り
。
京
童
わ
ら
ん
べ
見
物
し
て
興
さ
め
つ
ゝ
云
や
う

は
、
活
か
は
つ
潑ぱつ
々ばつ
地ぢ
な
る
事
か
な
、
古
今
に
傑
出
し
給
へ
る
君
な
り
と
て
、

感
じ
あ
へ
り
き
。

「
此
後
又
其
沙
汰
に
及
び
給
へ
り
」
と
あ
る
の
は
、『
鹿
苑
日
録
』
二
十
六
の

天
正
十
七
年
五
月
の
記
事
に
あ
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
（
注 

  18
）。

廿
日
。
関
白
殿
為
御
遺
物
。
金
銀
被
遣
諸
大
名
。
惣
配
分
之
金
銀
。
金
者

六
千
枚
。
銀
者
弐
万
五
千
枚
云
々
。
人
之
死
生
不
可
定
。
臨
其
終
者
。
病

苦
死
苦
不
知
前
後
之
事
在
之
。
故
先
可
有
御
配
分
云
々
。
善
首
座
・
我
竹

者
赴
聚
楽
見
之
云
々
。

『
豊
鑑
』
巻
四
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
（
注 

  19
）。

同
十
七
年
の
春
、
秀
吉
公
お
も
ひ
た
ま
へ
る
は
、
わ
れ
今
日
本
を
こ
ゝ
ろ

の
ま
ゝ
に
は
か
り
、
万
と
ぼ
し
か
ら
ず
、
金
銀
多
く
つ
み
置
て
も
何
に
か

は
せ
ん
。
用
ひ
ざ
れ
ば
是
た
ゞ
石
か
は
ら
を
た
く
は
ゆ
る
に
こ
と
な
る
べ

か
ら
ず
。
年
頃
随
へ
る
ず
さ
ど
も
に
く
ば
り
あ
た
へ
て
、
其
家
を
も
に
ぎ

は
さ
せ
ん
と
て
、

秀
吉
の
「
金
配
り
」
の
意
図
は
、「
慳
貪
く
づ
れ
と
や
ら
ん
に
あ
ふ
」
と
あ

る
よ
う
に
、
貪
欲
を
避
け
て
評
判
を
重
ん
じ
て
い
る
た
め
と
い
え
る
が
、
同
時

に
「
用
ひ
ざ
れ
ば
是
た
ゞ
石
か
は
ら
を
た
く
は
ゆ
る
に
こ
と
な
る
べ
か
ら
ず
」

と
あ
る
よ
う
に
、
金
銀
の
働
き
に
も
注
目
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で

陶
朱
公
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
言
え
る
。

本
話
は
、
ａ
・
ｂ
の
信
長
の
弔
い
合
戦
や
金
配
り
と
い
う
逸
話
を
重
ね
、
さ

ら
に
范
蠡
の
三
度
の
移
住
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
、
有
馬
の
分
限
の
豊
島
郡
池

田
山
か
ら
有
馬
郡
、
尼
崎
へ
の
隠
棲
を
、
秀
吉
の
尾
張
か
ら
湖
畔
の
長
浜
、
さ

ら
に
大
坂
へ
の
移
住
に
重
ね
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
中
心
的
な
ｃ
秀
次
切
腹
事

件
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
前
章
に
お
い
て
、
長
浜
時
代
に
逸
話
を
重
ね

た
上
で
、
中
心
的
な
千
利
休
切
腹
事
件
を
取
り
上
げ
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。

Ｃ
ｃ
で
、
范
蠡
の
故
事
の
范
蠡
、
そ
れ
を
素
材
と
す
る
有
馬
の
分
限
と
、
重

層
世
界
で
あ
る
秀
次
の
切
腹
事
件
の
秀
吉
と
で
は
大
き
く
異
な
る
も
の
が
あ

る
。
ⅰ
范
蠡
と
有
馬
の
分
限
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ⅱ
荘
生
・
奉
行
に
依
頼
し
て
、
ⅲ

楚
王
・
殿
に
次
男
の
助
命
を
願
う
。
重
層
世
界
の
秀
吉
は
ⅰ
で
あ
り
な
が
ら
ⅲ

に
も
あ
た
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
父
親
で
あ
る
自
分
が
、
自
分
が
罰
し
よ
う
と

し
て
い
る
次
男
の
助
命
を
働
き
か
け
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
複

雑
な
人
間
心
理
を
取
り
上
げ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
范
蠡
の
故
事
の
単
な
る
翻
案

で
は
終
わ
ら
な
い
本
話
の
巧
み
さ
が
あ
る
。
有
馬
の
父
親
が
、「
前
世
の
定
ま

り
事
と
あ
き
ら
め
、
人
を
恨
み
ず
、
我
が
子
を
惜
し
ま
ず
、
た
だ
常
に
変
は
ら

ず
」
に
い
た
の
は
、
秀
吉
を
重
ね
て
み
る
と
、
自
ら
の
手
で
次
男
を
罰
す
る
が

故
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
母
親
の
嘆
き
も
あ
り
、
自
身
の
情
愛
も
あ
っ
て
助
命

に
動
く
。
そ
の
情
愛
は
、
天
理
に
よ
っ
て
い
っ
た
ん
達
せ
ら
れ
る
か
に
見
え
た

が
、
世
の
掟
で
あ
る
道
理
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
る
。
范
蠡
の
知
恵
話
か
ら
情
愛
と

掟
、
い
わ
ば
情
と
理
の
話
に
転
換
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ⅱ
の
奉
行
に
は
石
田
三
成
な
ど
の
奉
行
が
あ
て
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
登
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場
人
物
に
重
ね
ら
れ
た
人
物
に
つ
い
て
考
え
て
お
く
。

ま
ず
「
十
四
に
な
る
娘
」
は
、秀
吉
の
養
女
豪
姫
を
あ
て
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

豪
姫
は
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
十
四
歳
の
時
、
秀
吉
の
猶
子
で
あ
っ
た
宇

喜
多
秀
家
に
嫁
ぐ
。
秀
家
の
領
国
に
は
播
磨
三
郡
が
含
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
豪

姫
は
秀
吉
と
共
に
、
一
時
姫
路
に
い
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

長
男
に
は
秀
吉
の
弟
秀
長
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
秀
長
は
秀
次
事
件
の
起
き

た
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
の
四
年
前
の
天
正
十
九
年
に
大
和
郡
山
で
没
し
て

お
り
、
時
代
的
に
齟
齬
は
あ
る
が
、
西
鶴
は
時
代
前
後
に
こ
だ
わ
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
秀
長
は
天
正
十
一
年
か
ら
天
正
十
三
年
ま
で
播
磨
を
領
し
て
い

た
。
秀
次
は
甥
に
あ
た
り
、
天
正
十
二
年
、
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
で
秀
次
が

犯
し
た
失
態
を
、
後
の
紀
伊
・
四
国
へ
の
遠
征
で
回
復
さ
せ
よ
う
と
尽
力
し
て

い
る
。
な
に
よ
り
も
秀
長
は
、
豊
臣
政
権
の
内
外
の
政
務
お
よ
び
軍
事
面
で
調

整
役
と
し
て
活
躍
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
秀
吉
の
代
弁
者
で
も
あ
り
、
似
た
側

面
も
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
大
和
郡
山
で
没
し
た
時
、
金
子
五
万
六
千

余
枚
、
銀
子
は
二
間
四
方
の
部
屋
に
満
杯
に
な
る
程
備
蓄
さ
れ
て
い
た
と
い

う
。
家
督
は
秀
次
の
弟
秀
保
に
継
が
せ
る
が
、秀
保
は
秀
次
事
件
の
文
禄
四
年
、

十
七
歳
で
没
し
て
家
は
断
絶
し
た
。

本
話
の
重
層
世
界
で
あ
る
秀
吉
に
よ
る
養
子
秀
次
の
切
腹
事
件
は
、
そ
の
理

由
に
つ
い
て
、
秀
次
の
謀
反
説
、
三
成
の
讒
言
説
、
秀
次
の
鬱
病
説
、
秀
次
の

不
要
説
、
秀
吉
の
秀
頼
溺
愛
説
、
さ
ら
に
曲
無
瀬
道
三
の
天
脈
拝
診
怠
業
説
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
伝
え
ら
れ
謎
が
多
い
。
今
な
お
確
定
的
な
結
論
に
は
至
っ
て

い
な
い
が
、
一
つ
の
有
力
な
説
を
あ
げ
る
。
矢
部
健
太
郎
氏
に
よ
る
も
の
で
、

次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
（
注 

  20
）。

文
禄
四
年
当
時
、
三
成
な
ど
の
政
権
側
は
秀
次
追
放
の
た
め
の
「
軽
微
な

罪
」
を
探
り
、「
天
脈
拝
診
怠
業
」
事
件
を
格
好
の
口
実
と
し
て
、
秀
次

を
高
野
山
へ
追
放
し
た
。
秀
吉
の
真
意
は
、
秀
次
の
「
高
野
住
山
」
で
穏

便
に
決
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
秀
次
が
身
の
潔
白
を
証

明
し
よ
う
と
し
て
自
害
す
る
と
い
う
「
切
腹
事
件
」
が
発
生
し
た
。
政
権

側
は
政
治
的
動
揺
を
抑
え
る
必
要
性
か
ら
、「
謀
反
説
」な
ど
を
流
布
さ
せ
、

妻
子
を
公
開
処
刑
し
て
秀
次
の
罪
状
を
宣
伝
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の

で
あ
る
。

秀
吉
の
真
意
や
秀
次
の
意
志
に
よ
る
切
腹
と
い
う
見
方
は
ま
だ
定
着
し
た
も

の
で
は
な
い
と
思
う
が
、
謀
反
の
企
み
や
、「
殺
生
関
白
」
と
い
わ
れ
る
不
行

跡
な
ど
を
冤
罪
と
す
る
見
方
、
政
治
的
な
争
い
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
と
す
る

見
方
は
一
般
的
で
あ
る
と
思
う
。

本
稿
は
、
秀
次
事
件
を
学
術
的
に
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
西

鶴
当
時
に
は
、
秀
次
切
腹
事
件
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
れ

を
西
鶴
は
ど
の
よ
う
な
形
で
取
り
込
ん
で
い
る
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
政
権

側
は
意
図
的
に
「
謀
反
説
」
な
ど
を
流
布
し
た
わ
け
で
、
一
種
の
世
論
誘
導
が

行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
具
体
相
を
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

『
太
閤
記
』
巻
十
七
「
前
関
白
秀
次
公
之
事
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　

抑
そ
も
そ
も
関
白
秀
次
公
、
尾
州
之
太
守
た
り
し
時
に
は
相
替
り
、
天
下
之

御
家
督
を
請
給
ひ
て
よ
り
御
行かう
せ
き
跡
み
だ
り
が
は
し
く
、
万
あ
さ
は
か
に
な

ら
せ
ら
れ
、
諫
を
納いれ
ら
れ
ず
。
雅
意
な
る
御
翔
ふ
る
ま
ひ
共
、
月
に
累
り
年
に

弥
増
、
上
下
大
か
た
う
と
み
初
け
り
。
鹿
狩
よ
こ
な
ど
に
立
出
さ
せ
給
ふ

に
も
、
兵
具
を
ひ
そ
か
に
持
せ
給
ふ
て
、
武
を
忘
れ
給
ぬ
躰
あ
ら
ま
し
く

見
え
し
か
ば
、
供
奉
の
人
々
も
具
足
甲
を
挟
箱
に
か
く
し
入
、
御
用
に
相

立
つ
べ
き
之
翔
、
密
々
の
様
有
し
か
ど
、
…
…
秀
吉
公
へ
対
し
野
心
有
や

う
に
上
下
諷
し
け
れ
ば
、
此
あ
ら
ま
し
将
軍
ほ
の
聞
給
ひ
に
け
り
。
秀
次

公
さ
や
う
の
御
心
は
聊
も
な
か
り
し
か
共
、
件
の
御
行
跡
に
て
は
、
左
も
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い
へ
ば
い
は
る
ゝ
御
お
こ
な
ひ
な
り
。

（
謀
反
の
噂
が
た
っ
た
の
で
、
将
軍
（
秀
吉
）
は
、
虚
実
を
究
め
る
た
め

に
五
人
の
使
者
を
立
て
る
〈『
太
閤
さ
ま
軍
記
の
う
ち
』
に
は
七
月
三
日

と
あ
る
〉。
七
枚
つ
ぎ
の
誓
紙
を
要
求
し
、
秀
次
は
そ
れ
に
応
じ
る
。
七

月
五
日
、
毛
利
輝
元
よ
り
秀
次
へ
の
誓
紙
の
写
し
が
秀
吉
に
差
し
上
げ
ら

れ
る
。）

か
や
う
の
品
々
方
々
よ
り
言
上
し
け
れ
ば
、
謀
反
之
御
心
は
聊
以
な
か

り
し
か
共
、
歴
々
之
反
逆
人
に
ぞ
似
た
り
け
る
。

　

将
軍
は
都
鄙
さ
は
が
し
く
な
ら
ざ
る
や
う
に
、
此
事
を
静
め
度
お
ぼ
さ

れ
謀
り
給
ふ
や
う
は
、
と
か
く
父
子
之
間
こ
れ
か
れ
浮
説
出
来
侍
る
も
、

直
談
な
き
に
よ
れ
り
。
急
い
そ
ぎ
秀
次
是
へ
参
ら
れ
候
へ
。

（
秀
吉
は
秀
次
と
親
し
い
五
人
の
使
者
を
た
て
る
。
抵
抗
を
覚
悟
し
て
い

た
が
、
秀
次
は
説
得
に
応
じ
て
伏
見
へ
出
頭
す
る
。）

　

秀
次
公
伏
見
へ
至
ら
せ
給
へ
共
、
御
城
へ
入
給
は
ず
、
木
下
大
膳
亮
宿

所
へ
入いら
せ
給
ふ
。
将
軍
よ
り
御
使
者
を
以
御
対
面
に
も
及
ば
ざ
る
条
、
先まづ

高
野
山
へ
急
い
そ
ぎ
登
山
然
る
べ
き
之
旨
仰
せ
出
で
ら
れ
し
に
依
て
、
剃
髪
染

衣
の
御
身
と
な
ら
せ
給
ひ
し
か
ば
、
御
供
之
侍
百
余
人
ひ
た
く
と
か
み
お

ろ
し
致
し
奉
り
ぬ
。

こ
の
あ
た
り
は
太
田
牛
一
の
『
太
閤
さ
ま
軍
記
の
う
ち
』
に
拠
っ
た
も
の
と

さ
れ
て
お
り
、
政
権
側
の
意
図
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
度
目
の

使
者
の
派
遣
は
七
月
三
日
、
二
度
目
の
使
者
は
五
日
の
言
上
を
受
け
て
六
日
の

こ
と
だ
ろ
う
か
。
秀
次
は
八
日
に
伏
見
へ
出
頭
、
そ
の
日
の
晡
時
（
申
の
刻
）

高
野
山
へ
向
か
い
、
十
五
日
に
切
腹
す
る
。
こ
の
よ
う
に
謀
反
の
噂
は
、「
謀

反
之
御
心
は
聊
以
な
か
り
し
か
共
」
と
繰
り
返
さ
れ
な
が
ら
、
事
実
で
あ
る
か

の
よ
う
に
広
が
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
『
太
閤
記
』
巻
十
七
「
同
罪
と
号
し
切
腹
之
面
々
」
に
、「
殺
生
関

白
」
の
落
首
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
文
禄
二
年
正
月
五
日
に
正
親
町
上
皇

が
崩
御
し
、
そ
の
諒
闇
の
最
中
、
秀
次
が
殺
生
禁
断
の
比
叡
山
で
の
鹿
狩
り
を

し
、「
鉄
砲
の
音
な
ど
夥
し
」
か
っ
た
た
め
、「
院
の
御
所
手
向
の
た
め
の
か
り

な
れ
ば
こ
れ
を
せ
つ
し
や
う
関
白
と
い
ふ
」
と
落
書
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
著

名
な
盲
者
辻
斬
り
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。

（
文
禄
二
年
六
月
）
同
十
五
日
、
北
野
へ
成
せ
給
ふ
に
、
盲
者
一
人
杖
し

て
と
を
り
侍
る
を
、
秀
次
公
御
覧
な
さ
れ
、
酒
を
飲
せ
候
へ
と
て
手
を
ひ

か
せ
給
ふ
が
、
即
右
の
腕
を
う
ち
落
し
給
へ
り
。
…
…
盲
者
察
し
、
年
来

此
辺
に
て
殺
生
関
白
が
辻
切
を
物
し
侍
る
よ
し
、
聞
及
び
し
が
、
必
定
こ

れ
な
る
べ
し
と
思
ひ
つ
ゝ
、
…
…
急
ぎ
我
首
を
取
て
殺
生
関
白
の
名
を
後

代
ま
で
さ
ら
し
給
ふ
べ
し
。

ま
た
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
文
禄
四
年
七
月
十
二
日
の
記
事
に
は
、
秀
次

が
毎
年
朝
廷
に
白
銀
三
千
枚
を
献
上
し
、
何
時
の
こ
と
か
不
明
な
が
ら
、「
ふ

し
の
う
へ
は
し
れ
ぬ
事
」と
、「
わ
か
み
や
の
御
か
た
」（
第
一
皇
子
覚
深
法
親
王
）

に
五
百
枚
、「
し
ゆ
こ
う
」（
勧
修
寺
晴
子
）
に
五
百
枚
、「
女
御
」（
近
衛
晴
子
）

に
三
百
枚
、「
八
て
う
と
の
」（
八
条
宮
智
仁
親
王
）に
五
百
枚
、「
正
こ
ゐ
ん
と
の
」

（
聖
護
院
道
澄
）
に
五
百
枚
、「
こ
の
御
所
」
へ
五
千
枚
献
上
し
た
と
あ
る（
注 

  21
）。

こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
献
上
の
主
体
を
秀
吉
と
す
る
矢
部
健
太
郎
氏
の
別
解

も
あ
る
が
（
注 

  22
）、
何
か
事
件
に
関
わ
っ
て
の
も
の
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に

は
朝
廷
の
関
わ
り
も
浮
か
ん
で
く
る
。
秀
次
は
単
に
讒
言
に
よ
る
失
脚
と
い
う

こ
と
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

本
話
の
有
馬
の
分
限
の
次
男
に
秀
次
を
重
ね
る
と
、
冒
頭
文
「
古
代
よ
り
欲

心
に
身
を
滅
ぼ
す
事
は
常
な
り
」
の
「
欲
心
」
に
は
、
秀
次
の
謀
反
の
心
が
重

ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
本
話
①
で
、
有
馬
の
分
限
の
次
男
は
牢
舎
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し
、「
己
が
覚
悟
の
所
な
り
」
と
親
里
を
も
告
げ
な
い
。
素
材
の
范
蠡
の
故
事

に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
次
男
の
心
境
が
、唐
突
に
付
加
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
覚
悟
の
所
」
は
、
重
層
世
界
で
あ
る
秀
次
切
腹
事
件
、
秀
次
の
高
野
山

へ
向
か
う
時
の
「
剃
髪
染
衣
の
御
身
と
な
ら
せ
給
ひ
」
を
想
起
さ
せ
る
た
め
の

シ
グ
ナ
ル
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
次
男
の
心
境
と
は
関
わ
り
な
く
、
父
親

や
母
親
、
長
男
、
末
娘
た
ち
は
助
命
に
右
往
左
往
す
る
。
そ
こ
に
西
鶴
は
、
単

な
る
知
恵
話
と
し
て
で
は
な
く
、
複
雑
な
人
間
心
理
の
あ
り
よ
う
を
取
り
上
げ

た
の
で
あ
っ
た
。

有
馬
の
分
限
の
次
男
は
、高
砂
の
明
神
の
託
宣
に
も
関
わ
ら
ず
処
刑
さ
れ
た
。

前
章
巻
一
の
五
「
先
例
の
命
乞
ひ
」
で
、
素
材
と
さ
れ
た
真
田
昌
幸
・
信
繁
父

子
は
、
高
野
山
へ
送
ら
れ
助
命
さ
れ
て
い
る
。
秀
次
は
、
文
禄
四
年
七
月
八
日

高
野
山
へ
送
ら
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
切
腹
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
高
砂
の
明
神
に

高
野
山
を
重
ね
る
と
、
一
旦
助
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
な
が
ら
、
仏
の
加

護
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
切
腹
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
西
鶴
は
、
こ
こ
で
は

秀
次
自
身
が
自
ら
の
意
志
で
自
害
し
た
と
は
考
え
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
通

説
に
従
い
切
腹
は
秀
吉
の
命
じ
た
も
の
で
、
そ
の
よ
う
に
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
秀
吉
の
心
の
あ
り
方
に
注
目
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

秀
次
の
切
腹
に
続
い
て
家
臣
や
関
係
者
、
妻
妾
子
等
の
残
酷
な
処
刑
が
行
わ

れ
た
が
、
西
鶴
は
そ
こ
に
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
。
西
鶴
は
秀
次
に
謀
反

の
心
が
あ
り
、
切
腹
は
正
し
い
処
置
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
単

に
噂
を
鵜
呑
み
に
し
た
の
で
は
な
く
、
秀
吉
は
三
成
な
ど
の
奉
行
に
唆
さ
れ
た

わ
け
で
も
な
く
、
情
愛
に
悩
み
な
が
ら
も
、「
殺
生
関
白
」
の
異
名
を
と
っ
た

秀
次
を
「
人
を
殺
し
て
命
を
取
ら
る
る
は
職もと
な
り
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
豊
臣

政
権
は
、
有
馬
の
分
限
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
評
判
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
情
愛
に
よ
っ
て
道
理
を
超
え
た
り
曲
げ
た
り
す
れ
ば
悪
評
を
得

る
。
秀
吉
は
秀
次
の
助
命
に
悩
み
な
が
ら
、
目
録
副
題
「
武
士
は
道
理
に
命
を

取
る
事
」
と
い
う
、
武
士
の
あ
り
方
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
西
鶴
は
秀
次
事
件
を
通
し
て
、
そ
の
よ
う
な
秀
吉
の
武
士
と
し
て
の
あ
り

方
を
描
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に: 

武
士
は
道
理
に
生
き
る
存
在

巻
一
の
五
（
元
巻
二
の
一
）「
先
例
の
命
乞
ひ
」
は
、
戦
国
を
勝
ち
抜
い
た

武
将
の
生
き
方
（
体
面
・
評
判
の
重
視
）
を
主
題
と
し
て
い
た
。
こ
の
元
来
は

巻
二
の
巻
頭
章
で
あ
っ
た
巻
一
の
五
は
、
元
巻
二
全
体
が
、
戦
国
を
勝
ち
抜
い

た
武
将
の
逸
話
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
類
聚
方
針
を
示
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
元
巻
二
の
二
で
あ
っ
た
巻
二
の
一
「
炭
焼
き
も
火
宅
の
合
点
」
は
、
戦
国

を
勝
ち
抜
い
た
武
将
の
生
き
方
と
し
て
、
目
録
副
題
「
武
士
は
道
理
に
命
を
取

る
事
」
に
み
る
、
道
理
の
重
視
を
主
題
と
し
て
い
た
。

第
二
層
で
あ
る
本
話
は
、「
炭
焼
き
も
火
宅
の
合
点
」
と
い
う
章
題
か
ら
も

わ
か
る
よ
う
に
、
情
愛
や
道
理
に
振
り
ま
わ
さ
れ
る
生
き
方
を
「
火
宅
無
常
」、

「
虚
言
・
戯
言
」
と
す
る
話
で
あ
る
。
素
材
で
あ
る
范
蠡
の
故
事
を
自
在
に
転

換
し
た
面
白
い
話
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
西
鶴
は
、
そ
の
第
二
層
に
さ
ら

に
重
層
世
界
を
重
ね
て
、
読
者
の
笑
い
を
誘
っ
て
い
る
。
秀
次
の
切
腹
事
件
を

枠
組
み
と
し
て
、
秀
吉
の
信
長
の
弔
い
合
戦
や
金
配
り
の
逸
話
を
重
ね
て
い

た
。
秀
吉
は
天
下
人
に
な
る
た
め
に
い
く
つ
も
の
武
功
を
あ
げ
た
に
は
違
い
な

い
が
、
そ
れ
の
み
で
は
な
く
、
い
か
に
「
武
士
は
道
理
に
命
を
取
る
事
」
に
こ

だ
わ
り
、
道
理
を
大
切
に
し
て
い
た
か
が
、
重
層
世
界
と
し
て
重
ね
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
巻
二
の
一
は
、
戦
国
時
代
を
勝
ち
抜
い
た
武
将
と
し
て
の
秀

吉
の
生
き
ざ
ま
を
追
究
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
元
巻
二
の
一
に
続
け
て
、
元
巻
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二
の
二
と
し
て
置
か
れ
る
べ
き
内
実
を
備
え
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
巻
一
の
五

「
先
例
の
命
乞
ひ
」
と
巻
二
の
一
「
炭
焼
き
も
火
宅
の
合
点
」
は
、
続
け
て
置

か
れ
る
べ
き
二
話
セ
ッ
ト
と
も
言
う
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
重

層
世
界
と
し
て
秀
吉
の
さ
ま
ざ
ま
な
逸
話
が
取
り
上
げ
ら
れ
、秀
吉
の
処
世
観
、

評
判
と
道
理
を
常
に
大
切
に
す
る
あ
り
方
が
主
題
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

本
章
は
、
秀
吉
の
逸
話
で
あ
る
「
尼
が
崎
」
で
の
落
髪
を
取
り
上
げ
て
、
次

章
巻
二
の
二
「
官
女
に
人
の
知
ら
ぬ
灸
所
」
へ
と
展
開
す
る
。「
尼
が
崎
」
は

信
長
の
弔
い
合
戦
へ
の
出
発
の
地
で
あ
っ
た
。
次
章
の
重
層
世
界
は
、
戦
国
を

生
き
抜
い
た
武
将
織
田
信
長
に
よ
る
比
叡
山
焼
き
討
ち
事
件
で
あ
る
が
、
そ
れ

に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
す
る
。

注

１

羽
生
紀
子
①
「『
新
可
笑
記
』
の
重
層
性
―
巻
頭
章
と
草
薙
の
剣
盗
難
事
件
―
」（『
日

本
語
日
本
文
学
論
叢
』
第
十
四
号
、
二
〇
一
九
年
三
月
）、
②
「『
新
可
笑
記
』
巻
一

の
二
「
一
つ
の
巻
物
両
家
に
あ
り
」
の
読
み
―
南
北
朝
正
閏
争
い
と
「
二
つ
の
笑

い
」
の
内
実
―
」（『
武
庫
川
女
子
大
学
紀
要　

人
文
・
社
会
科
学
編
』
第
六
十
六
巻
、

二
〇
一
九
年
三
月
）、
③
「『
新
可
笑
記
』
巻
一
の
三
「
木
末
に
驚
く
猿
の
執
心
」
の

検
討
―
家
光
・
忠
長
の
将
軍
位
継
承
争
い
と
武
士
の
あ
り
方
―
」（『
武
庫
川
国
文
』

第
八
十
五
号
、
二
〇
一
八
年
十
一
月
）、
④
「『
新
可
笑
記
』
巻
一
の
四
「
生
き
肝
は

妙
薬
の
よ
し
」
の
構
造
―
夢
幻
能
の
利
用
と
家
光
・
正
之
の
主
従
関
係
―
（『
武
庫

川
国
文
』
第
八
十
六
号
、
二
〇
一
九
年
三
月
）、
⑤
「『
新
可
笑
記
』
巻
二
の
五
「
死

出
の
旅
行
く
約
束
の
馬
」
の
検
討
―
章
番
号
の
齟
齬
と
武
田
信
玄
の
上
洛
宣
言
―
」

（『
武
庫
川
国
文
』
第
八
十
七
号
、
二
〇
一
九
年
十
一
月
）、
⑥
「『
新
可
笑
記
』
巻
二

の
六
「
魂
呼
ば
ひ
百
日
の
楽
し
み
」
の
検
討
―
戦
国
武
将
武
田
信
玄
の
上
洛
作
戦
と

挫
折
―
」（『
日
本
語
日
本
文
学
論
叢
』
第
十
五
号
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）、
⑦
「『
新

可
笑
記
』
巻
一
の
五
「
先
例
の
命
乞
ひ
」
の
検
討
―
戦
国
武
将
豊
臣
秀
吉
の
生
き
方

と
千
利
休
切
腹
事
件
―
」（『
武
庫
川
女
子
大
学
紀
要
』
第
六
十
七
巻
、
二
〇
二
〇
年

三
月
）

２

杉
本
好
伸
「『
新
可
笑
記
』
の
作
品
構
成
―
各
章
間
に
お
け
る
相
互
関
連
の
検
証
を

中
心
に
し
て
―
」（『
鯉
城
往
来
』
第
二
号
、
一
九
九
九
年
一
〇
月
）、「『
新
可
笑
記
』

作
品
構
成
補
遺
攷
」（『
安
田
女
子
大
学
紀
要
』
第
二
十
八
号
、
二
〇
〇
〇
年
二
月
）

３
『
好
色
一
代
男
』
本
文
は
、『
井
原
西
鶴
集
①
』（「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
小
学
館
、

一
九
九
六
年
）
に
よ
る
。

４

以
下
『
新
可
笑
記
』
本
文
は
、『
井
原
西
鶴
集
④
』（
広
嶋
進
校
注
・
訳
「
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
」
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
よ
る
。

５

笠
井
清
『
西
鶴
と
外
国
文
学
』（
明
治
書
院
、
一
九
六
三
年
）

６

野
田
寿
男
「
第
五
節　

新
可
笑
記
」（『
日
本
近
世
小
説
史　

井
原
西
鶴
編
』
勉
誠
社
、

一
九
九
〇
年
）

７

井
上
敏
幸
「
西
鶴
文
学
の
世
界
―
中
国
文
学
と
の
か
か
わ
り
―
」（『
講
座
日
本
文
学　

西
鶴　

上
』
至
文
堂
、
一
九
七
八
年
一
月
）

８
『
是
楽
物
語
』
と
の
類
似
に
つ
い
て
は
、『
決
定
版　

対
訳
西
鶴
全
集　

九
』（
明
治

書
院
、
一
九
九
二
年
）
後
注
に
指
摘
が
あ
る
。

９

羽
生
前
掲
論
文
（
注
１
⑦
）

10 

以
下
『
是
楽
物
語
』
本
文
は
、『
仮
名
草
子
集
』（「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
岩
波
書
店
、

一
九
九
一
年
）
に
よ
る
。

11 
以
下
『
史
記
』
本
文
は
、『
史
記　

六
（
世
家
中
）』（「
新
釈
漢
文
大
系
」
明
治
書
院
、

一
九
七
九
年
）
に
よ
る
。

12 

井
上
氏
前
掲
論
文
（
注
７
）

13 

杉
本
好
伸
「〈
殺
害
〉
と
〈
慰
謝
〉
を
め
ぐ
る
短
編
―
『
新
可
笑
記
』
巻
一
の
四
・
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巻
二
の
一
―
」（『
安
田
女
子
大
学
紀
要
』
第
二
十
七
号
、
一
九
九
九
年
二
月
）

14 
『
歎
異
抄
』
本
文
は
、「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」（
小
学
館
、一
九
九
五
年
）
に
よ
る
。

15 

以
下
『
太
閤
記
』
本
文
は
、「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）

に
よ
る
。
漢
文
体
の
部
分
は
私
に
訓
み
下
し
た
。

16 

『
有
馬
温
泉
史
料
』
上
巻
（
風
早
恂
編
、有
馬
温
泉
史
料
刊
行
委
員
会
、一
九
八
一
年
）

17 

『
有
馬
郡
誌
』
上
（
有
馬
郡
誌
編
纂
管
理
者
、
一
九
二
九
年
）

18 

『
鹿
苑
日
録
』（
辻
善
之
助
編
、
太
洋
社
、
一
九
三
四
年
）

19 

『
豊
鑑
』（「
新
校
群
書
類
従
」
第
十
六
巻
、
内
外
書
籍
、
一
九
三
七
年
）

20 

矢
部
健
太
郎
「
関
白
秀
次
の
切
腹
と
豊
臣
政
権
の
動
揺
―
秀
吉
に
秀
次
を
切
腹
さ
せ

る
意
思
は
な
か
っ
た
―
」（『
国
学
院
雑
誌
』
第
一
一
四
巻
第
十
一
号
、
二
〇
一
三
年

十
一
月
）

21 

『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
本
文
は
、「
続
群
書
類
従
・
補
遺
」
三
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、

一
九
三
四
年
）
に
よ
る
。

22 

矢
部
健
太
郎
「『
御
湯
殿
上
日
記
』
と
秀
次
事
件
―
「
む
し
ち
ゆ
へ
」「
御
は
ら
き
ら

せ
ら
れ
候
」
―
」（『
戦
国
・
織
豊
期
の
西
国
社
会
』「
日
本
史
史
料
研
究
会
論
文
集
」
二
、

二
〇
一
二
年
）

（
は
に
ゅ
う
・
の
り
こ　

本
学
教
授
）
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