
世
之
介
の
恋
文

1
近
世
都
市
文
学
と
し
て
の
再
生
1

『
好
色
一
代
男
』
巻
一
四
一
「
は
づ
か
し
な
が
ら
文
一
呈
」
(
以
下
、
「
文
言
芭
は
、
世
之
介
が
手
習
い
の
師
匠
で
あ
る
出
家
無
文
の
代
筆
を

依
頼
す
る
と
い
う
、
「
霜
な
手
紙
」
を
野
と
し
た
話
で
あ
る
。
『
太
平
記
』
巻
二
十
一
「
塩
冶
判
官
鬻
死
ノ
事
」
長
る
、
吉
田
兼
好
の
響
代

筆
事
件
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
中
村
幸
彦
氏
が
、

マ
マ

『
一
代
男
』
の
巻
一
の
「
は
づ
か
し
な
が
ら
文
言
葉
」
は
、
世
之
助
が
ま
だ
文
書
く
す
べ
も
知
ら
な
い
で
、
従
姉
に
恋
文
を
つ
け
る
話
だ
が
、

手
習
の
師
匠
に
書
い
て
も
ら
つ
て
、
は
り
物
す
る
召
使
女
が
こ
れ
を
従
姉
に
千
わ
た
す
。
こ
れ
は
『
太
平
記
一
で
高
師
直
が
、
兼
好
法
師
と
使

マ
マ

女
を
つ
か
つ
て
、
塩
谷
の
妻
無
文
を
送
つ
た
一
事
の
俳
諧
化
で
あ
る
。

(
注
1
)

と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
兼
好
の
艷
書
代
筆
事
件
を
八
歳
の
世
之
介
の
行
動
と
し
て
俳
諧
化
し
た
も
の
と
す
る
の
が
一
般
的
な
解
醒
あ
る
。

た
し
か
に
、
文
字
も
満
足
に
書
け
な
い
八
歳
の
世
之
介
が
、
従
姉
ヘ
の
恋
文
の
代
筆
を
手
習
い
の
師
匠
に
依
頼
し
て
い
る
様
子
は
滑
稽
で
あ
る
。

そ
れ
は
巻
一
の
一
「
け
し
た
所
鳶
の
は
じ
ま
り
」
で
、
「
ま
だ
本
の
事
も
さ
だ
ま
ら
」
な
い
七
歳
の
世
之
介
が
腰
元
の
袖
を
ひ
く
姿
を
描
い
た
の

と
同
様
、
早
熟
な
世
之
介
の
あ
り
方
を
誇
張
し
て
描
い
た
も
の
と
い
ぇ
る
。

は
じ
め
に

子

生

羽
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た
だ
し
前
田
金
五
郎
氏
は
、
こ
の
ヌ
網
稽
な
手
紙
」
と
い
う
題
材
が
、
兼
好
の
艷
書
代
筆
事
件
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
近
世
初
期
以

(
庄
2
)

来
笑
話
に
お
い
て
ょ
く
使
わ
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

本
文
(
筆
者
注
一
「
は
づ
か
し
な
が
ら
文
言
葉
」
)
の
場
合
は
、
こ
の
需
(
筆
者
注
一
『
太
平
記
』
の
兼
好
に
ょ
る
艷
書
代
筆
を
描
い
兪
話
)

の
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
る
と
と
も
に
、
近
世
初
期
以
来
の
笑
話
の
一
類
型
の
誇
張
化
と
思
わ
れ
る

そ
し
て
前
田
氏
は
、
い
く
つ
か
の
笑
話
に
み
ら
れ
る
類
型
説
話
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
類
型
説
話
は
、
「
滑
稽
な
手
紙
」
を
め
ぐ
る
近
世

初
期
以
来
の
笑
い
の
あ
り
か
を
教
え
て
く
れ
る
と
同
時
に
、
「
文
言
葉
」
の
新
た
な
側
面
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
西
鶴
が
「
文
言
葉
」
に

お
い
て
な
ぜ
「
手
紙
」
と
い
う
ア
イ
テ
ム
を
と
り
あ
げ
た
の
か
と
い
う
、
根
本
的
な
問
題
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

従
来
、
『
好
色
一
代
男
』
巻
一
の
二
「
は
づ
か
し
な
が
ら
文
言
葉
」
は
、
『
太
需
』
の
兼
好
艷
書
代
筆
事
件
を
俳
需
語
張
し
た
も
の
と
袈

さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
本
墾
は
、
『
太
平
記
』
に
描
か
れ
る
艶
書
代
筆
事
件
や
先
行
鐙
型
説
話
と
の
比
較
を
と
お
し
て
、
巻
一
の
二
に

お
い
て
西
鶴
が
「
手
紙
」
を
と
り
あ
げ
た
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

『
太
平
記
』
が
江
戸
時
代
に
広
く
享
受
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
改
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
中
世
期
か
ら

紹
僧
で
あ
る
「
太
器
女
」
に
ょ
っ
て
語
ら
れ
た
『
太
平
記
』
は
、
江
戸
時
代
に
は
講
談
需
ら
れ
る
物
語
の
一
つ
と
な
っ
た
。
元
禄
赤
穂
事

件
が
起
こ
る
と
、
竹
田
出
雲
ら
が
『
太
平
記
』
の
「
塩
冶
判
官
の
物
語
」
を
下
敷
き
に
し
た
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
を
創
作
す
る
な
ど
、
『
太
平
記
』
、

特
に
高
師
直
と
塩
冶
判
官
の
話
に
つ
い
て
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。
兼
好
の
艷
書
代
筆
事
件
は
、
こ
の
塩
冶
判
官
の
一
連
の
話
の
中
で
語
ら
れ
る
工

ピ
ソ
ー
ド
で
あ
り
、
西
鶴
当
時
の
人
々
に
も
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
西
鶴
が
「
文
言
葉
」
に
お
い
て
兼

好
の
知
ら
れ
ざ
る
一
面
を
描
い
て
み
せ
た
と
考
え
る
必
要
は
な
い
と
い
ぇ
る
。

一
兼
好
の
代
筆
艶
書
と
世
之
介
の
恋
文
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『
太
平
記
』
巻
二
十
一
「
塩
冶
判
官
讃
死
ノ
事
」
の
あ
ら
す
じ
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

侍
従
の
局
か
ら
塩
冶
高
貞
の
奥
方
が
絶
世
の
美
女
だ
と
聞
い
た
高
師
直
は
、
奥
方
を
何
と
か
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
が
、
な
か
な
か
う
ま
く

い
か
な
い
。
そ
こ
で
吉
田
兼
好
に
恋
文
を
代
筆
さ
せ
る
こ
と
に
す
る
。

兼
好
と
云
ひ
け
る
能
滂
人
を
暫
寄
せ
て
、
紅
葉
重
ね
の
薄
様
の
、
取
る
手
も
薫
る
ば
か
り
な
る
に
、
人
知
れ
ぬ
、
心
の
奥
を
く
れ
ぐ
れ

と
引
き
返
し
引
き
返
し
、
黒
み
過
ぎ
て
ぞ
造
は
し
け
る
。
返
事
遅
し
と
待
っ
と
こ
ろ
に
、
使
頓
力
て
立
ち
掃
り
申
し
け
る
は
、
「
御
文
を
ば

ゞ
 
C
)
、
開
け
て
だ
に
見
玉
は
司
Σ
。
反
亘
に
抽
之
て
ら
れ
つ
る
を
、
人
目
に
懸
1
け
じ
と
叫
又
つ
て
帰
.
り
た
る
な
り
L

奥
方
は
師
直
の
恋
文
を
手
に
は
取
っ
た
も
の
の
開
け
て
見
る
こ
と
も
せ
ず
、
庭
に
捨
て
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
0
 
使
い
は
人
目
に
ψ
れ
て
は

ま
ず
ぃ
と
手
紙
を
持
ち
帰
る
。
こ
の
首
尾
に
機
嫌
を
悪
く
し
た
師
直
は
、
そ
れ
以
後
兼
好
の
出
入
り
を
禁
じ
た
。

き
人
よ
し

師
直
は
、
薬
師
寺
二
郎
左
衛
門
尉
公
義
の
提
案
で
も
う
一
度
手
誓
送
る
こ
と
に
す
る
。
公
義
は
思
案
し
て
、
和
歌
だ
け
を
鴛
た
手
舐
を

送
っ
た
。返

す
さ
ヘ
手
や
触
け
ん
と
思
に
ぞ
我
文
な
が
ら
打
。
も
を
か
れ
ぬ

(
返
さ
れ
た
に
せ
よ
、
あ
な
た
の
お
手
が
触
れ
た
だ
ろ
う
と
想
像
し
ま
す
と
、
私
の
書
い
た
手
紙
で
は
あ
っ
て
も
捨
て
て
お
か
れ
ず
、
も

う
一
度
差
し
上
げ
る
次
第
で
す
)

こ
の
手
紙
に
対
し
て
は
、
奥
方
か
ら
「
重
き
が
上
の
小
夜
衣
」
と
の
返
り
ご
と
が
あ
っ
た
。
師
直
は
歌
の
意
味
を
里
解
で
き
ず
、
ー
、
W
を
た

く
さ
ん
欲
し
い
と
い
う
こ
と
か
、
な
ど
と
言
っ
て
い
た
が
、
一
楽
師
寺
の
解
説
に
ょ
り
、
「
心
は
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
人
目
を
は
ば
か
っ
て

い
る
の
だ
」
と
解
し
、
奥
方
ヘ
の
恋
心
を
募
ら
せ
る
。
さ
ら
な
る
手
引
き
を
責
め
立
て
ら
れ
困
り
果
て
た
侍
従
の
局
は
、
「
奥
方
の
湯
上
が
り

の
姿
を
み
せ
た
ら
熱
も
冷
め
る
だ
ろ
う
」
と
考
え
、
風
呂
上
が
り
の
奥
方
の
姿
を
の
ぞ
か
せ
る
が
、
そ
の
姿
を
見
た
師
直
は
ま
す
ま
す
恋
、
心
を

募
ら
せ
る
。
つ
ぃ
に
師
直
は
塩
冶
判
官
を
謬
訴
し
て
追
い
詰
め
る
。
夫
婦
は
子
供
を
連
れ
二
手
に
分
か
れ
て
領
国
出
貫
逃
亡
を
図
る
が
、
師

直
の
追
っ
手
に
か
か
り
悲
惨
な
最
期
を
遂
げ
る
。
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一
方
、
「
文
言
葉
」
の
あ
ら
す
じ
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

世
之
介
は
八
歳
で
、
小
学
に
入
る
年
に
な
っ
た
。
世
之
介
は
山
崎
の
伯
母
の
と
こ
ろ
に
預
け
ら
れ
て
い
た
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
近
く
に
、
滝

本
流
の
書
を
上
手
に
書
か
れ
る
法
師
が
い
た
の
で
弟
子
入
り
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
弟
子
入
り
の
日
、
世
之
价
は
手
本
紙
を
差
し
上
じ
て
、
印

匠
に
手
紙
の
代
筆
を
依
頼
し
た
。
師
匠
は
熊
て
「
そ
う
は
言
っ
て
も
、
何
を
書
け
と
い
う
の
か
」
と
聞
く
と
、
世
之
介
は
文
穿
を
述
ベ
る

そ
の
内
容
に
あ
き
れ
果
て
た
師
匠
は
、
「
も
う
鳥
の
子
も
な
い
」
と
言
う
が
、
世
之
介
は
「
し
か
ら
ば
な
ほ
な
ほ
書
き
を
」
と
望
む
「
ま
ず
は

こ
れ
で
出
し
な
さ
い
」
と
話
を
打
ち
切
り
、
手
本
と
し
て
「
い
ろ
は
」
を
書
い
て
手
習
い
を
さ
せ
た

世
之
介
は
下
女
を
通
じ
て
従
姉
の
「
お
さ
か
殿
」
に
手
紙
を
渡
す
。
一
向
に
覚
え
の
な
い
差
出
人
不
明
の
恋
文
に
、
お
さ
か
は
困
惑
し
て
下

女
を
叱
る
0
 
母
親
が
な
だ
め
て
手
紙
を
見
る
と
、
筆
跡
は
ま
さ
し
く
手
習
い
の
師
匠
の
も
の
で
あ
る
。
内
容
的
に
は
師
匠
の
も
の
と
も
思
わ
れ

な
い
が
、
も
し
か
し
て
、
と
、
師
匠
坊
は
世
問
か
ら
あ
ら
ぬ
疑
い
を
か
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

世
之
介
は
差
出
人
は
自
分
で
あ
る
こ
と
を
伯
母
に
打
ち
明
け
る
。
伯
母
は
「
ま
だ
子
供
だ
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
の
に
。
明
日
に
も
妹
に
会

ら
せ
て
、
京
で
も
大
笑
い
さ
せ
て
や
ろ
う
」
と
思
っ
た
が
顔
に
は
出
さ
ず
、
「
娘
は
器
量
も
人
並
み
な
も
の
だ
か
ら
、
も
う
縁
付
く
先
は
沙
ま
っ

て
い
る
0
 
年
さ
え
釣
り
合
え
ば
世
之
介
の
嫁
に
や
っ
て
も
い
い
の
だ
け
ど
」
と
何
事
も
自
分
の
心
に
す
べ
て
を
納
め
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
世

之
介
を
気
を
つ
け
て
み
れ
ば
み
る
ほ
ど
、
本
当
に
こ
ざ
か
し
い
様
子
で
あ
っ
た
。
「
す
べ
て
ど
ん
な
こ
と
で
も
、
道
に
夕
れ
た
こ
と
は
頼
ま

れ
て
も
書
く
も
の
で
は
な
い
」
と
、
迷
惑
を
か
け
ら
れ
た
法
師
が
言
わ
れ
た
こ
と
だ
。

以
上
の
二
話
を
比
較
し
て
み
る
と
、
西
鶴
が
「
文
言
往
ざ
で
利
用
し
た
の
は
、
大
き
く
と
ら
え
る
と
次
の
二
点
で
あ
る
。

兼
好
が
師
直
の
恋
文
を
代
筆
す
る
↓
手
習
い
の
師
匠
が
世
之
介
の
恋
文
を
代
筆
す
る

う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
た
め
師
直
の
機
嫌
を
損
ね
、
兼
好
が
出
入
り
禁
止
と
な
る
金
貝
任
も
な
い
の
に
兼
好
な
惑
を
か
け
ら
れ
た
)
↓
筆
跡

か
ら
、
お
さ
か
無
文
を
出
し
た
の
は
手
習
い
の
師
匠
で
は
な
い
か
と
噂
か
た
ち
、
師
匠
が
迷
惑
す
る

こ
の
ほ
か
、
細
か
い
点
に
つ
い
て
も
パ
ロ
デ
ィ
化
が
み
ら
れ
る
。
師
直
が
「
紅
葉
重
ね
の
深
の
取
る
手
も
薫
る
ば
か
り
な
る
」
と
い
う
、
恋
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文
に
ふ
さ
わ
し
い
美
し
斡
紙
を
用
意
し
た
の
に
対
し
、
世
之
介
は
「
手
本
紙
」
で
あ
っ
た
。
「
手
本
紙
」
で
あ
っ
て
も
、
世
之
介
が
持
参
し
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
質
は
さ
ほ
ど
悪
く
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は
り
恋
文
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
師
直
が
「
人
知
れ
ぬ
心
の
奥
を
く
れ

ぐ
れ
と
引
き
返
し
引
き
返
し
、
黒
み
過
ぎ
」
る
ほ
ど
多
く
の
呈
を
費
や
し
た
恋
文
を
書
か
せ
た
の
に
対
し
、
世
之
介
も
長
々
と
文
章
を
連
ね
、
師

匠
が
「
鳥
の
子
も
な
い
」
(
こ
れ
以
上
は
書
け
な
い
)
と
言
う
と
、
尚
々
書
き
を
要
求
し
た
の
で
あ
っ
た
。
長
文
の
恋
文
も
時
に
は
よ
い
も
の
で
あ

ろ
う
が
、
「
黒
み
過
ぎ
て
」
(
師
直
の
恋
文
)
、
「
師
匠
も
あ
き
れ
は
て
て
」
(
世
之
介
の
恋
文
)
と
表
現
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
は
、
両
者
と
も
に
度
を

超
し
た
長
文
の
、
不
粋
な
恋
文
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
が
両
話
の
共
通
点
で
あ
る
が
、
こ
の
恋
文
が
も
た
ら
し
た
結
果
は
異
な
っ
て
い
る
。
兼
好
の
代
筆
に
ょ
る
師
直
の
恋
文
は
、
奥
方
に
勇
で

も
ら
う
こ
と
も
で
き
ず
持
ち
帰
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
失
敗
に
怒
っ
た
師
直
は
、
責
任
を
兼
好
に
押
し
付
け
て
出
入
り
禁
止
と
し
た
の
で
あ

る
。
た
だ
、
公
義
の
発
案
に
ょ
り
師
直
は
も
う
一
度
恋
文
を
出
す
。
そ
れ
は
和
歌
を
一
首
の
み
き
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
奥
方
は
そ
の
恋
文
に
は

反
応
し
、
「
重
き
が
上
の
小
夜
衣
」
と
い
う
一
憂
を
発
し
た
の
で
あ
っ
た
。
結
局
、
こ
の
奥
方
の
一
系
師
直
に
曲
解
さ
れ
る
こ
と
に
ょ
り
、
師
直

が
塩
冶
判
官
を
陥
れ
る
具
体
的
な
行
動
を
と
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
か
ら
塩
冶
夫
婦
の
悲
劇
ヘ
と
突
き
進
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
恋
文
の
問

題
に
戻
る
と
、
師
直
の
恋
文
に
は
二
通
あ
っ
た
こ
と
に
気
が
付
く
。
一
通
は
兼
好
代
筆
の
森
な
ほ
ど
に
言
葉
を
尽
く
し
た
恋
文
、
も
う
一
通
は
公

義
発
案
の
和
歌
の
み
を
書
い
た
恋
文
で
あ
る
。

『
太
平
記
』
に
は
兼
好
に
代
筆
さ
せ
た
恋
文
の
文
案
者
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
言
及
は
な
い
が
、
師
直
が
考
え
た
と
み
て
ょ
い
だ
ろ
う
。
兼
好
は
「
能

書
家
」
で
あ
る
か
ら
呼
ば
れ
た
の
で
あ
り
、
「
人
知
れ
ぬ
、
心
の
奥
を
く
れ
ぐ
れ
と
引
き
返
し
引
き
返
し
」
た
文
章
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

師
直
本
人
し
か
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
二
通
目
の
恋
文
は
、
「
(
公
義
が
)
師
直
に
替
っ
て
文
を
書
き
け
る
が
、
詞
を
ば
候
に
書
く
と
も
、
思
ふ
心

の
色
を
知
ら
せ
が
た
け
れ
ぱ
と
て
」
和
歌
だ
け
を
書
く
こ
と
し
た
も
の
で
、
そ
の
和
歌
も
公
義
が
考
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
奥
方
の
「
重
き
が
上
の

小
夜
衣
」
と
い
う
言
葉
を
師
直
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
師
直
は
和
歌
的
教
養
の
な
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
二
通
目
の
恋
文
は
、
成
功
し
た
と
は
い
ぇ
な
い
も
の
の
、
奥
方
の
反
応
を
導
き
出
し
た
。
奥
方
は
一
憂
を
費
や
し
た
一
通
目
の
恋
文
に
は
反

- 19-



応
し
な
か
っ
た
が
、
恋
歌
に
は
反
応
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
世
ま
で
の
恋
の
世
界
で
あ
っ
た
と
い
ぇ
る
だ
ろ
う
。
共
通
の
知
識
を
前
提
と
し
た
、

共
通
の
文
化
基
盤
を
も
つ
共
同
体
の
中
で
や
り
と
り
さ
れ
る
恋
文
の
出
界
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
師
直
は
、
伝
統
的
な
文
化
基
盤
か
ら
は
み
出
る
人

物
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
新
し
い
時
代
の
武
士
と
し
て
の
人
物
像
が
現
わ
れ
て
い
た
と
い
ぇ
る
。

一
方
、
「
文
言
呈
の
恋
文
は
一
通
の
み
で
あ
る
。
思
い
の
た
け
を
つ
づ
っ
た
師
直
の
「
黒
み
過
ぎ
」
会
文
に
対
し
て
、
世
之
介
も
長
々
と
文

章
を
つ
ら
ね
た
。
そ
し
て
こ
の
出
之
介
の
恋
文
は
、
恋
の
成
就
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
伯
母
の
反
応
を
引
き
出
す
こ
と
と
な
る
。
具
体
的
に

は
、
こ
の
恋
文
騒
動
を
き
つ
か
け
に
世
之
介
が
「
峡
に
む
か
つ
て
こ
こ
ろ
の
程
を
申
」
す
と
い
う
機
会
を
得
る
。
そ
の
気
持
ち
を
聞
い
た
伯
母
は
最

初
は
「
妹
に
知
ら
せ
て
大
笑
い
さ
せ
よ
う
」
と
考
え
る
が
、
さ
ら
に
「
年
だ
に
大
方
な
ら
ぱ
世
之
介
に
と
ら
す
べ
き
も
の
を
」
と
、
年
齢
さ
え
孑
者

合
が
な
け
れ
ば
、
恋
の
成
就
を
予
感
さ
せ
る
よ
う
な
反
応
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
西
程
「
文
憂
」
に
お
い
て
兼
好
の
艶
書
代
筆
事
件
を
題
材
と

し
た
が
、
そ
の
恋
文
に
ょ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
結
果
は
反
対
で
あ
っ
た
。
兼
好
の
代
筆
し
た
恋
文
は
奥
方
か
ら
の
反
応
も
引
き
出
せ
ず
失
敗
に
終
わ
っ

た
が
、
世
之
介
の
恋
文
は
あ
る
意
味
で
成
功
だ
っ
た
と
い
ぇ
る
。

八
歳
の
世
之
介
が
手
習
い
の
初
日
に
恋
文
の
代
筆
を
さ
せ
る
と
い
う
趣
向
は
、
確
か
に
兼
好
の
艶
書
代
筆
事
件
の
俳
諧
化
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
こ

こ
で
着
目
す
べ
き
は
、
な
ぜ
こ
の
巻
一
の
二
と
い
う
早
い
段
階
の
章
に
お
い
て
西
鶴
か
「
手
紙
」
を
取
り
上
げ
た
の
か
で
あ
ろ
う
。
西
鶴
は
恋
文
を

代
筆
す
る
と
い
う
、
通
常
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
外
れ
る
兼
好
の
意
外
な
一
面
に
着
目
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
「
二
呈
を
尽
く
し
た
恋
文
」
と
い

う
も
の
に
着
目
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
人
と
人
と
の
新
し
い
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
で
あ
っ
た
。
師
直
は
さ
ほ
ど
教
養
の
あ
る

人
物
で
は
な
く
、
と
に
か
く
自
分
の
心
を
一
生
奏
叩
説
明
し
た
恋
文
を
送
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
開
封
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
拒
絶
さ
れ
て
し
ま
う

中
世
ま
で
の
伝
統
的
共
同
体
の
世
界
で
は
こ
の
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
は
拒
絶
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

『
太
平
記
』
で
は
こ
の
言
葉
を
尽
く
し
会
文
は
機
能
し
な
か
っ
た
が
、
『
一
代
男
』
に
お
い
て
は
お
さ
か
も
伯
母
も
恋
文
を
読
ん
で
ぃ
る
。
こ
の

時
点
で
は
、
差
出
人
は
手
習
い
の
師
匠
か
と
誤
解
を
生
ん
だ
が
、
さ
ら
に
世
之
介
か
言
葉
を
尽
く
し
て
説
明
す
る
こ
と
に
ょ
り
、
伯
母
が
「
年
さ
え

あ
え
ば
」
と
思
う
に
至
る
の
で
あ
る
。
成
就
は
し
な
い
も
の
の
世
之
介
の
恋
文
は
機
能
し
た
の
で
あ
る
。
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従
来
「
文
一
呈
」
は
、
兼
好
の
艷
書
代
筆
事
件
を
俳
諧
化
し
た
も
の
で
、
八
歳
の
世
之
介
の
年
齢
不
相
応
な
早
繋
り
を
描
い
た
も
の
と
と
ら
え

ら
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
倫
釈
に
異
曹
な
い
が
、
こ
こ
ま
で
み
た
よ
う
な
恋
文
の
あ
り
方
を
考
え
る
と
、
「
文
呈
」
で
は
近
世
の
新
し

い
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
が
描
か
れ
て
い
た
と
い
ぇ
る
。
「
手
紙
」
(
恋
文
)
と
い
う
ア
イ
テ
ム
に
ょ
っ
て
、
近
世
的
価
値
観
が
表
現
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
つ
た
。

原
拠
で
あ
る
『
太
平
記
』
の
恋
文
と
比
較
す
る
こ
と
に
ょ
り
、
「
文
当
里
に
お
い
て
は
近
世
期
の
新
し
い
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
と

し
て
「
手
紙
」
(
恋
文
)
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
近
世
的
価
値
観
が
表
現
さ
れ
て
い
た
と
吐
豁
し
た
が
、
さ
ら
に
類
型
難
叫
と
の
比

較
に
ょ
り
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
老
メ
祭
を
深
め
た
い
。

前
田
金
五
郎
氏
は
、
笑
話
に
み
ら
れ
轟
型
説
話
と
し
て
四
,
諄
て
い
る
。
『
醒
睡
笑
』
の
語
と
『
当
世
吾
鵬
揃
』
、
『
当
"
口
手
打
笑
』

各
一
話
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
必
ず
し
も
西
鶴
が
原
拠
に
し
た
と
い
う
意
味
で
挙
げ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
「
文
幕
禾
」
が
直
接
的
に
摂
取
し
た
と

い
う
も
の
で
は
な
い
が
、
近
世
初
期
の
〔
手
紙
」
を
め
ぐ
る
一
つ
の
類
型
で
あ
り
、
西
条
手
紙
を
と
り
あ
げ
る
基
盤
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
醒
睡
笑
』
の
二
話
は
、
巻
三
「
t
の
品
々
」
に
み
ぇ
る
「
根
来
に
て
岩
室
の
1
」
お
よ
び
「
さ
も
と
ら
し
き
女
一
房
の
1
」
で
始
ま
る
話
で
あ
る
。
逮

睡
笑
』
は
元
和
九
年
(
一
六
三
己
成
立
の
安
楽
庵
策
伝
著
の
噌
本
(
"
需
集
)
で
あ
る
。
「
根
来
に
て
岩
室
の
・
・
」
は
短
い
牙
の
で
、
次
に
本

文
を
引
用
す
る
。

根
来
に
て
岩
室
の
梅
松
と
か
や
聞
え
し
若
衆
に
、
ぎ
こ
つ
な
き
法
師
の
思
ひ
を
寄
せ
な
が
ら
、
い
ひ
寄
ら
ん
た
よ
り
も
な
け
れ
ば
、
せ
せ
り
書

す
る
人
を
か
た
ら
ひ
、
「
文
を
一
つ
営
て
く
れ
ら
れ
よ
。
文
章
の
こ
と
は
、
わ
れ
好
ま
ん
」
と
な
り
。
「
と
も
か
く
も
」
と
筆
を
染
め
、
う
か

居
.
け
れ
ぱ
、
、
「
お
れ
は
そ
な
た
に
ほ
れ
た
げ
な
。
恋
の
心
、
か
、
か
し
ら
力
ゞ
い
た
い
、
一
と
。

二
笑
話
の
類
型
説
話
に
お
け
る
「
手
紙
」
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こ
こ
で
は
滑
稽
な
恋
文
を
出
す
の
は
「
ぎ
こ
つ
な
き
(
・
無
愛
墾
と
っ
つ
き
鴛
い
)
法
師
」
で
あ
る
。
「
ぎ
こ
つ
な
き
法
師
」
は
岩
室
の
梅

松
と
い
う
若
衆
に
思
い
を
寄
せ
た
が
、
言
い
寄
る
手
立
て
が
な
い
。
そ
こ
で
「
せ
せ
り
書
(
・
書
き
散
ら
す
こ
と
)
す
る
人
」
に
頼
ん
で
恋
文
を
代

筆
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
文
章
は
法
師
自
ら
が
考
え
た
(
・
わ
れ
好
ま
ん
)
の
で
あ
る
が
、
そ
の
文
面
は
率
直
と
い
う
べ
き
か
、
素

朴
に
過
ぎ
る
と
い
う
べ
き
か
。
「
お
れ
は
そ
な
た
に
ほ
れ
た
げ
な
。
恋
の
心
か
、
か
し
ら
が
い
た
い
」
と
い
う
、
恋
の
情
緒
も
教
養
も
感
じ
ら
れ
な

い
文
面
で
あ
っ
た
。
本
話
は
法
師
が
恋
を
し
た
も
の
の
、
「
ぎ
こ
つ
な
き
」
性
格
そ
の
ま
ま
の
口
調
の
文
章
を
書
く
こ
と
を
依
頼
し
た
話
で
あ
り
、

法
師
の
無
教
養
か
ら
紡
ぎ
だ
さ
れ
た
「
恋
文
」
に
笑
い
の
あ
る
話
で
あ
る
。

『
醒
睡
笑
』
巻
三
に
載
る
も
う
一
つ
の
語
土
説
話
は
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。

下
女
を
連
れ
た
相
当
な
身
分
ら
し
き
女
房
が
清
水
寺
に
参
詣
し
た
。
舞
台
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
た
た
ず
ん
で
い
た
が
、
順
礼
で
、
矢
立
(
U

携
帯
用
の
文
旦
じ
を
も
っ
た
侍
め
い
た
人
物
を
見
つ
け
る
と
、
下
女
を
造
わ
し
て
「
は
な
は
だ
恐
縮
で
す
が
、
人
か
ら
も
ら
つ
た
手
紙
に
返
事

し
た
い
も
の
の
、
誰
も
頼
む
者
も
い
ま
せ
ん
。
ど
う
ぞ
お
力
添
え
く
だ
さ
い
」
と
頼
ん
だ
。
順
礼
は
あ
れ
こ
れ
言
っ
た
り
せ
ず
に
、
女
房
の
と

こ
ろ
に
や
っ
て
き
た
。

女
房
は
懐
よ
り
料
紙
を
出
し
て
渡
し
、
い
ろ
い
ろ
文
章
に
つ
い
て
注
文
を
つ
け
た
。
と
こ
ろ
が
実
は
順
礼
は
い
ろ
は
を
さ
え
習
わ
な
か
っ
た

ら
く
力
き

者
で
あ
っ
た
。
今
、
回
の
西
国
物
詣
で
の
際
に
楽
書
す
る
た
め
に
、
「
筑
後
の
国
の
住
人
柳
川
の
な
に
が
し
」
だ
け
が
書
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、

そ
の
他
は
一
字
も
書
け
な
か
っ
た
。
料
祭
真
っ
黒
に
な
る
く
ら
い
に
書
き
く
ど
い
た
文
は
す
べ
て
「
筑
後
の
国
の
住
人
柯
川
の
な
に
が
し
」

で
埋
め
ら
れ
て
い
て
、
上
書
き
も
こ
れ
で
あ
っ
た
。
ま
っ
た
く
、
恋
も
さ
め
て
し
ま
う
趣
き
で
あ
る
こ
と
よ
。

こ
の
話
は
、
無
筆
の
女
房
が
手
紙
の
代
筆
を
無
筆
者
に
依
頼
し
て
し
ま
っ
た
話
で
あ
る
。
女
房
は
、
見
た
目
で
順
礼
か
文
字
が
書
け
る
人
物
で
あ

、
ヨ
Ξ
は
川
頁
ネ
L
も
,
氏
節
1
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
川
頁
ネ
し
は
^
国
物
^
卵
で
に
あ
た
り
驫
]
^
後
の
国
の
f
モ
人
利
1
川
の
な
に
力
ゞ
し
L
一
だ

け
は
書
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
順
礼
は
恋
文
の
代
筆
を
断
ら
ず
、
女
房
が
さ
ま
ざ
ま
考
え
た
文
案
を
す
べ
て
「
筑
後
の
国
の
1
」
だ
け

を
繰
り
返
し
書
い
て
い
た
と
い
う
笑
い
雫
あ
る
。
こ
れ
も
女
房
・
順
礼
の
無
教
養
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
笑
い
の
世
界
と
い
ぇ
る
。
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『
当
世
軽
口
唱
揃
』
は
延
宝
七
年
全
六
七
九
)
刊
行
の
鵬
本
で
あ
る
。
語
土
需
は
巻
四
の
十
一
「
文
盲
な
る
女
房
文
章
を
好
む
事
」
で
あ
る
。

ま
っ
た
く
一
文
字
も
書
く
こ
と
の
で
き
な
い
女
房
が
お
り
、
そ
の
男
は
江
戸
に
い
た
。
共
稼
ぎ
を
し
て
生
き
て
行
こ
う
と
、
呼
び
寄
せ
る
た

め
に
た
び
た
び
人
を
下
し
た
が
、
男
は
「
問
も
な
く
上
り
ま
し
ょ
う
」
と
返
事
を
す
る
ぱ
か
り
で
上
っ
て
こ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
女
房
は
腹

を
立
て
、
人
を
雇
い
、
「
江
戸
の
男
の
と
こ
ろ
に
出
す
手
紙
を
代
筆
し
て
く
だ
さ
い
」
と
依
頼
し
た
。
相
手
が
「
簡
単
な
こ
と
で
す
。
何
と
書

き
ま
し
ょ
う
か
」
と
尋
ね
る
と
、

ま
づ
、
わ
ざ
と
一
筆
申
し
上
げ
候
。
洪
人
じ
や
。
上
ろ
上
ろ
と
云
ふ
て
ぱ
か
り
ゐ
て
、
ど
り
や
ど
こ
に
上
っ
た
、
と
書
い
て
下
さ
れ
よ

と
注
文
を
つ
け
た
。
こ
ん
な
文
章
は
あ
る
ま
い
。

本
話
は
『
醒
睡
笑
』
「
根
来
に
て
岩
室
の
1
」
と
同
じ
種
努
笑
い
と
い
ぇ
る
。
無
筆
ゆ
え
に
代
筆
を
頼
み
、
手
紙
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
文
面
を
書

く
こ
と
を
依
頼
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
依
頼
主
の
無
教
養
を
笑
う
内
{
谷
で
あ
る
。
鉦
芋
無
教
養
を
笑
い
の
対
象
と
し
て
お
り
、
現
代
的
観
点
か
ら

す
れ
ば
趣
味
の
い
い
笑
い
と
は
い
ぇ
な
い
が
、
江
戸
時
代
初
期
の
笑
い
の
あ
り
方
の
一
端
が
う
か
が
え
る
。

あ
る
お
や
ぢ

『
当
世
手
打
笑
』
は
延
宝
九
年
全
六
八
こ
刊
行
の
叫
本
で
あ
る
。
語
土
説
要
巻
四
の
八
「
或
親
仁
人
に
状
を
頼
む
事
」
で
あ
る
。

文
字
の
読
み
書
き
が
で
き
な
い
あ
る
親
父
が
い
た
。
他
国
に
息
子
が
い
た
が
、
嫁
が
亡
く
な
っ
た
と
聞
い
て
息
子
に
手
紙
を
や
る
こ
と
に
し
、

代
筆
を
頼
ん
だ
。
親
父
は
少
し
ぱ
か
り
一
筆
お
願
い
し
ま
す
と
代
筆
者
に
注
文
し
た
も
の
の
、
後
が
続
か
な
い
。
そ
こ
で
代
筆
者
が
「
「
依
っ
て
"

と
書
き
ま
し
ょ
う
か
」
と
尋
ね
る
と
、
親
父
は
「
い
や
、
ど
こ
へ
も
寄
ら
な
い
。
す
ぐ
に
や
り
ま
す
」
と
の
返
事
で
話
が
通
じ
な
い
。
そ
こ
で

他
の
者
が
「
俺
が
文
章
を
考
え
ま
し
ょ
う
。
お
夏
が
死
ん
だ
と
の
こ
と
で
あ
る
が
仕
方
が
な
い
、
小
ノ
し
も
嘆
く
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
次
の

嫁
を
呼
ん
だ
が
い
い
。
気
持
ち
を
し
つ
か
り
も
つ
て
、
死
ん
だ
人
の
こ
と
を
忘
れ
て
、
茶
を
飲
む
よ
う
に
し
な
さ
い
(
・
平
常
心
を
も
ち
な
さ

い
)
」
と
い
う
文
章
を
注
文
し
た
。

本
話
も
、
基
本
的
に
は
無
教
養
に
起
因
す
る
笑
い
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
欝
な
手
紙
の
内
容
は
手
紙
の
差
出
人
で
あ
る
親
父
が
考
え
た
も
の
で

は
な
い
が
、
親
父
は
文
案
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
そ
し
て
気
を
利
か
せ
た
他
の
者
の
考
え
た
文
案
が
、
こ
れ
ま
た
ひ
ど
い
内
容
で
あ
っ
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た
と
い
う
こ
と
で
、
さ
ら
な
る
無
教
養
を
笑
い
の
対
象
と
し
て
い
る
。

前
田
氏
は
「
文
言
葉
」
の
「
文
章
を
こ
の
ま
ん
」
の
「
こ
の
む
」
と
い
う
曹
着
目
し
、
『
一
代
男
』
前
後
の
用
例
を
検
討
し
た
上
で
、
次
の
よ

(
注
b
)

う
に
説
明
し
て
い
る
。

文
盲
な
者
が
滑
稽
な
手
紙
の
文
章
を
「
こ
の
む
」
の
は
当
時
の
笑
話
の
一
類
型
で
あ
り
、
本
章
(
筆
者
注
一
「
文
言
葉
」
)
の
場
合
は
、
そ
の

類
型
を
龍
六
い
な
が
ら
、
八
歳
世
之
介
の
、
こ
ま
ち
ゃ
く
れ
会
文
の
「
こ
の
み
」
と
い
う
点
に
、
西
鶴
技
巧
の
冴
え
が
見
ら
れ
る
・
,
・
・
・
・
西
鶴
は

本
章
に
於
い
て
、
「
太
平
記
」
器
話
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
、
当
時
の
笑
話
の
一
努
お
換
月
具
鴛
を
行
な
い
、
世
之
介
の
ア
ン
フ
ァ
ン
・
テ
リ

ブ
ル
ぶ
り
を
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

前
田
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
文
字
器
み
書
き
が
で
き
な
い
者
が
手
紙
の
代
筆
を
依
頼
し
、
そ
こ
で
考
え
出
さ
れ
る
滑
稽
な
文
章
に
ょ
っ
て
笑

い
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
の
は
当
時
の
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
語
土
説
話
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
田
氏
は
、
西
鶴
が
こ

の
パ
タ
ー
ン
を
利
用
し
な
が
ら
、
『
一
代
男
』
で
は
世
之
介
の
ア
ン
フ
ァ
ン
・
テ
リ
ブ
ル
ぶ
り
(
大
人
を
条
せ
る
早
熟
ミ
非
凡
さ
)
を
表
現
し

た
と
結
論
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
い
ま
少
し
詳
細
に
先
行
の
類
型
説
話
と
『
一
代
男
』
を
比
較
し
て
お
き
た

0

し

類
型
需
四
話
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
、
次
頁
の
【
表
】
の
よ
う
に
な
る
。

い
ず
れ
の
話
も
、
基
本
的
に
は
手
紙
の
書
き
手
の
無
教
養
を
笑
う
タ
イ
プ
の
話
で
あ
る
。
『
醒
睡
笑
』
「
さ
も
と
ら
し
き
女
房
の
1
」
は
小
ノ
し
異
な

リ
、
女
房
は
そ
れ
な
り
の
文
章
を
考
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
代
筆
を
依
頼
し
た
相
手
が
実
は
無
筆
で
あ
っ
た
と
い
う
落
ち
で
あ
る
。
た
だ
し
こ

れ
も
、
無
教
養
を
笑
い
の
種
に
す
る
と
い
う
姿
勢
は
同
じ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
蘭
説
話
の
手
紙
の
あ
り
方
と
「
文
言
葉
」
の
世
之
介
の
手
紙
を
比
較
す
る
と
、
大
き
く
違
い
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
世
之
介
は
手

Ξ
世
之
介
の
手
紙
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習
い
の
師
匠
に
代
筆
を
依
頼
し
た
が
、
そ
れ
は
年
少
の
た
め
文
字
を
あ
ま
二
国
け
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
先
行
の
類
型
説
話
で
笑
い
の
種
に
さ
れ

て
い
る
「
掘
至
「
無
教
養
」
と
は
性
質
が
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
手
紙
の
内
容
は
、
『
醒
睡
笑
』
「
さ
も
と
ら
し
き
女
房
の
1
」
の
場
合
は
「
い
ろ

い
ろ
の
文
を
好
む
」
と
あ
る
だ
け
で
具
体
的
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
以
外
は
手
誓
文
章
と
し
て
は
不
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し

て
世
之
介
の
手
経
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

今
更
馴
れ
馴
れ
し
く
御
入
り
候
ヘ
ど
も
、
た
へ
か
ね
て
申
し
ま

ゐ
ら
せ
候
。
大
方
目
つ
き
に
て
も
御
合
点
あ
る
べ
し
。
二
三
日

跡
に
挨
さ
ま
の
昼
{
¥
な
さ
れ
た
時
、
こ
な
た
の
糸
ま
き
を
、

あ
る
と
も
し
ら
ず
踏
み
わ
り
ま
し
た
。
す
こ
し
も
く
る
し
う
ご

ざ
ら
ぬ
と
、
御
は
ら
の
立
ち
さ
う
な
る
事
を
腹
御
立
て
候
は
ぬ

は
、
定
め
て
お
れ
に
、
し
の
う
で
い
ひ
た
い
事
が
ご
ざ
る
か
。

ご
、
ざ
る
な
ら
ぱ
聞
き
ま
ゐ
ら
せ
候
ふ
べ
し

こ
れ
は
文
体
的
に
は
手
紙
文
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
内
容
の
問
題

は
別
と
し
て
、
先
一
頚
型
説
話
の
口
語
体
の
手
紙
と
は
異
な
っ
て
い

る
。
そ
の
文
章
は
「
し
ど
も
な
い
」
(
た
わ
い
な
い
)
も
の
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
は
無
如
至
に
起
因
す
る
も
の
と
は
い
ぇ
な
い
。
恋
文
の

文
草
と
し
て
適
当
で
は
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
は
先
行
類
型
説
話

と
同
じ
で
あ
る
が
、
笑
い
を
生
じ
さ
せ
る
ポ
イ
ン
ト
は
無
教
養
で
は

な
く
、
「
お
さ
か
殿
」
が
自
分
に
惚
れ
て
い
る
と
い
う
根
拠
の
な
い

自
信
を
世
之
介
が
も
つ
て
お
り
、
押
し
つ
け
が
ま
し
い
恋
文
を
注
文

【表】類型説話の内容

作。,

晒凱垂笑』「根
来にて岩室
の、・・」

手紙の
差出人

預星睡笑Nさ
もとらしき

女房の・・・」

法師

代筆者

せせり書
する人

『当世軽口1牝
則』巻四の

相当な身
分らしき

女性

「おれはそなたにほれたげ
な。恋の心、か、かしらがい

たい」という、手紙とは思
えない無骨'な文章。

手紙の内容

侍らしき
順礼

」1/

夫』
八

無筆の女'

世手打
巻四の

いろいろと心のたけを書い
てもらおうとしたが、実は
順礼は無筆で「筑後の国の
住人柳川のなにがし」しか
智め、れていなかった。

雇われた
人

親父

上京してこない男ヘの恨み
言であるが、手紙には不似
合いな文言(「このやうな
文章はあるまい」との評
言)で締めくくられる。

頼まれた

親父は手紙の文章が思いつ
かない。他の人が考えてく
れたが、嫁を亡くした忘、子
への配慮も何もない、ひど
し、内乏チ。
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し
て
み
せ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
書
き
出
し
こ
そ
恋
文
め
い
て
い
る
が
、
数
日
前
の
エ
ピ
ソ
】
ド
か
ら
相
手
の
気
持
ち
を
勝
手
に
推
し
量
り
、

つ
い
に
は
、
自
分
に
気
が
あ
る
の
だ
ろ
う
、
言
い
た
い
こ
と
が
あ
る
の
な
ら
ば
聞
い
て
や
る
ぞ
と
い
う
、
世
之
介
の
ま
っ
た
く
の
思
い
込
み
だ
け
が

前
面
に
出
さ
れ
た
内
容
で
あ
る
。
八
歳
と
い
う
年
齢
で
恋
文
を
出
す
と
い
う
世
之
介
の
早
熟
さ
も
面
白
い
が
、
頭
で
っ
か
ち
で
恋
と
い
う
も
の
を
理

解
し
て
い
な
い
の
に
、
い
っ
ぱ
し
の
色
男
を
気
取
っ
て
暴
走
し
て
い
る
点
に
も
笑
い
か
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
先
行
の
類
型
説
話

の
よ
う
な
、
無
教
養
を
暴
露
す
る
こ
と
に
ょ
る
笑
い
で
は
な
か
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
意
味
か
ら
も
、
こ
れ
ら
の
先
行
の
類
型
説
話
が
「
文
言
葉
」
の
直
接
的
な
原
拠
と
は
い
ぇ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し

近
世
期
初
頭
の
「
手
紙
」
を
め
ぐ
る
状
況
と
い
う
観
点
か
ら
老
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
努
土
説
話
は
重
要
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
努
土
説
邑
お

い
て
、
無
筆
の
人
々
の
無
教
養
か
ら
く
る
行
動
は
笑
い
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
「
さ
も
と
ら
し
き
女
房
の
1
」
の
女
性
に
つ
ぃ
て
は
、
「
さ
も
と
ら

し
き
」
(
し
か
る
べ
き
、
相
当
な
)
女
房
で
使
用
人
を
連
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
ま
で
無
教
養
な
人
物
と
は
い
ぇ
な
い
よ
う
に
も
思
う
が
、

近
世
初
頭
の
識
字
率
は
ま
だ
ま
だ
低
い
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
人
々
が
〔
手
紙
」
と
い
う
ア
イ
テ
ム
を
使
用
し
始
め
て
い

る
と
い
う
点
に
、
近
世
期
の
文
化
状
況
の
変
化
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
人
々
は
、
従
来
「
手
紙
」
を
使
用
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
人
々
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
手
紙
」
使
用
文
化
圏
の
埒
外
の
人
々

で
あ
っ
た
と
い
ぇ
る
。
し
か
し
江
戸
時
代
に
入
り
、
人
々
の
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
変
化
か
生
じ
て
い
た
。
『
醒
睡
笑
』
等
は
、
無
教
養
に
ょ

り
生
じ
る
不
完
全
さ
を
笑
い
の
対
象
と
し
、
無
筆
の
人
々
を
と
り
あ
げ
て
い
た
。
そ
の
描
き
方
は
、
知
識
層
の
倣
慢
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
あ
っ

た
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な
「
手
紙
」
に
か
か
わ
る
人
々
の
姿
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
を
そ
れ
ぞ
れ

の
作
品
が
と
り
あ
げ
た
の
は
、
そ
こ
に
新
し
い
庶
民
の
姿
が
現
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。
特
に
『
醒
睡
笑
』
巻
三
に
「
文
の
品
々
」
と
し
て

一
項
が
た
て
ら
れ
、
手
紙
の
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
巻
三
で
は
ほ
か
に
「
文
字
知
り
顔
」
(
知
っ
た
か
ぶ
り
)
、
「
不

文
字
」
(
文
字
を
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
、
そ
れ
を
気
づ
か
な
い
ふ
り
を
す
る
)
と
い
う
項
目
が
た
て
ら
れ
て
い
る
。
笑
い
の
対
象
と
し
て
い

る
に
し
て
も
、
手
紙
や
文
字
と
い
っ
た
も
の
が
庶
民
の
生
活
に
変
化
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
ら
が
生
活
の
中
で
大
き
な
意
味
を
も
ち
つ
っ
あ
る
と
い
う
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時
代
の
変
化
が
的
確
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
『
好
色
一
代
男
』
巻
一
の
二
「
は
づ
か
し
な
が
ら
文
一
呈
」
に
お
い
て
、
「
手
紙
」
と
い
う
ア
イ
テ
ム
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
意
味
に
つ

い
て
考
察
し
た
。
本
話
は
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
、
『
太
平
記
』
巻
二
十
一
に
揣
か
れ
る
兼
好
の
艷
書
代
筆
事
件
を
俳
誥
化
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
「
文
呈
」
は
単
に
こ
の
事
件
を
近
世
的
に
描
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
西
曾
「
恋
文
」
「
手
紙
」
と
い
う
ア
イ
テ
ム
に
着
目
し
、

そ
の
機
能
に
近
世
的
な
新
し
さ
を
感
じ
取
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
冒
頭
部
に
続
く
巻
一
の
二
と
い
う
、
作
品
世
界
に
お
い
て
重
要
な
位
置
で
こ
の
よ

、
つ
な
話
を
と
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

西
鶴
作
品
に
お
い
て
、
「
手
紙
」
は
し
ば
し
ぱ
登
場
す
る
ア
イ
テ
ム
で
あ
っ
た
が
、
希
集
に
『
万
の
文
反
古
』
(
元
禄
九
年
<
一
六
九
六
>
刊
)

と
い
う
き
白
簡
体
小
説
が
あ
る
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
「
手
紙
」
と
い
、
つ
、
古
く
て
新
し
い
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ー
ル
に
西
鶴
が
着
目

し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

西
鶴
の
浮
世
草
子
は
、
西
鶴
当
時
の
現
実
世
界
を
活
写
し
た
文
学
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
西
鶴
が
生
き
た
上
方
を
中
心
と
し
た
、
当
時
の
都
市
文
学

で
あ
っ
た
と
い
ぇ
る
。
都
市
は
さ
ま
さ
ま
な
階
層
の
人
々
が
集
う
と
こ
ろ
で
あ
り
、
自
分
た
ち
の
階
層
だ
け
に
共
通
の
文
化
基
盤
だ
け
に
頼
っ
て
い

た
の
で
は
、
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
成
立
し
な
い
。
特
に
町
人
は
自
八
刀
た
ち
の
文
化
圈
以
外
の
人
々
と
も
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
つ
つ
商

売
を
成
立
さ
せ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
自
分
た
ち
と
同
じ
文
化
圈
で
は
な
い
人
で
あ
っ
て
も
理
解
し
て
も
ら
い
、
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ

る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
、
新
し
い
共
同
体
が
聖
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
西
条
早
く
「
文
言
葉
」
に
お
い
て
「
手
紙
」
を
と

り
あ
げ
、
最
需
に
は
『
万
の
文
反
古
』
に
ま
で
結
実
さ
せ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
と
し
て
の
「
手
紙
」
に
着

目
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

-27ー



『
一
代
男
』
巻
一
の
一
「
け
し
た
所
姦
の
は
じ
ま
り
」
に
お
い
て
、
西
鶴
は
近
世
町
人
の
新
し
い
色
好
み
の
姿
を
提
示
し
、
近
也
の
新
た
な
価

値
観
を
表
現
し
て
い
た
。
そ
れ
経
く
巻
一
の
二
「
は
づ
か
し
な
が
ら
文
呈
」
で
も
、
西
鶴
は
近
世
の
新
し
い
共
同
体
の
新
た
な
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
形
を
象
徴
的
に
示
す
「
手
紙
」
と
い
う
ア
イ
テ
ム
に
着
目
し
、
近
世
の
新
し
い
価
値
観
を
描
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

、
、
イ(

]
)
中
村
幸
彦
「
西
鶴
入
門
」
(
『
国
斈
解
釈
と
讐
』
昭
和
四
十
四
年
十
月
)

(
2
)
前
田
金
五
郎
『
好
色
一
代
男
全
裟
』
上
巻
「
文
章
を
こ
の
ま
ん
」
の
項
(
角
W
店
、
昭
和
五
十
五
年
)

(
3
)
『
太
平
記
』
本
文
は
「
新
編
日
木
古
典
文
学
余
」
(
長
谷
川
端
荏
・
訳
小
学
館
)
に
ょ
る
。

(
4
)
前
掲
注
2
論
文

(
5
)
「
根
来
に
て
岩
室
の
と
が
「
文
一
呈
」
と
根
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
'
非
乙
男
に
も
指
摘
が
あ
る
(
『
張
名
作
集
』
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
昭
和
十

年
)
。

(
6
)
前
田
金
五
郎
「
嘉
散
考
」
(
『
専
修
国
文
』
第
二
十
号
、
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
)

(
は
に
ゅ
う
・
の
り
こ
崟
子
准
教
授
)
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