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趙

心

如

一
、
は
じ
め
に

貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
正
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
大
本
五
巻
五
冊
は
、
各
巻
七
話
計
三
十
五
話
よ
り
な
る
短
編
説

話
集
で
あ
る
。
作
者
西
鶴
は
、
日
本
の
全
国
を
舞
台
に
し
な
が
ら
、
各
地
の
奇
談
逸
話
を
取
り
上
げ
、
自
分
な
り
の
見
方
と
解
釈
を
加
え

て
話
を
再
構
成
し
よ
う
と
し
た
。「
西
鶴
」
が
日
常
か
ら
脱
出
し
、「
諸
国
」
を
遍
歴
す
る
旅
に
得
た
不
思
議
さ
に
満
ち
る
話
材
を
用
い
、

常
識
を
超
え
る
「
は
な
し
」
を
書
い
た
と
い
う
創
作
姿
勢
か
ら
見
れ
ば
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
は
「
西
鶴
様
式
・
諸
国
話
形
式
・
は
な

し
の
方
法
」
と
い
う
越
境
の
重
層
構
造
が
備
わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
も
そ
も
西
鶴
の
浮
世
草
子
の
第
一
作
『
好
色
一
代
男
』
に
つ
い

て
は
、
す
で
に
「
二
つ
の
対
立
す
る
世
界
―
遊
里
・
堂
上
／
浮
世
・
地
下
と
、
そ
れ
を
隔
て
る
境
界
、
そ
し
て
境
界
を
自
由
に
越
え
る
主

人
公
」
で
構
成
さ
れ
る
基
本
的
な
作
品
構
造
が
あ
る
盧
。
本
稿
は
、
越
境
と
い
う
視
点
を
一
つ
の
切
り
口
と
し
て
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』

の
解
読
、
分
析
を
試
み
た
。

六
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二
、
境
界
と
越
境

境
界
と
は
、
二
つ
以
上
の
領
域
が
相
接
す
る
と
こ
ろ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
簡
明
か
つ
具
体
的
な
定
義
か
ら
、
境
界
は
同
質
の
領

域
を
包
括
し
、
異
質
の
領
域
を
区
別
す
る
た
め
の
存
在
で
あ
る
と
わ
か
る
。
一
般
的
に
は
境
界
と
い
う
概
念
は
、
こ
う
し
た
地
理
的
分
断

や
区
切
り
の
意
味
に
お
い
て
よ
く
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、
抽
象
的
な
視
角
か
ら
見
れ
ば
、
境
界
は
境
界
の
内
側
、
つ
ま
り
自
分
の
力
が
及

ぶ
範
囲
と
、
未
知
な
イ
メ
ー
ジ
が
伴
い
、
制
御
の
き
か
な
い
境
界
の
外
側
を
隔
て
る
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
確
か
に
境
界
の
内
側

と
外
側
の
秩
序
を
強
化
し
、
外
来
者
の
侵
入
を
阻
む
た
め
に
は
、
境
界
の
存
在
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
包
摂
と
排
除
の
論
理
、
分
割
と
媒

介
の
機
能
こ
そ
境
界
の
特
徴
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

文
学
研
究
に
お
け
る
都
市
論
の
先
駆
的
研
究
者
で
あ
る
前
田
愛
氏
は
、
民
俗
学
と
文
化
人
類
学
の
研
究
成
果
を
都
市
空
間
論
に
巧
み
に

織
り
込
み
、
境
界
と
い
う
概
念
に
対
し
て
独
自
な
見
地
を
披
露
し
た
。
都
市
小
説
論
の
集
大
成
と
し
て
の
『
都
市
空
間
の
な
か
の
文

学
盪
』
の
中
で
、
前
田
氏
は
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
・
社
会
学
者
で
あ
る
Ｇ
・
ジ
ン
メ
ル
の
エ
ッ
セ
イ
「
橋
と
扉
」
を
引
用
し
、
結
合
と
分
割

の
両
義
性
を
は
ら
ん
だ
橋
の
境
界
性
を
と
き
あ
か
し
た
う
え
で
、
橋
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
の
は
人
間
の
意
志
の
領
域
が
空
間
へ
と
拡
張
さ

れ
て
行
く
姿
で
あ
る
と
い
う
西
洋
的
な
見
方
と
、
橋
と
扉
の
ほ
か
に
峠
・
坂
・
渚
・
三
叉
路
・
十
字
路
な
ど
の
、
よ
り
自
然
的
な
境
界
を

つ
け
く
わ
え
、
橋
を
ふ
く
め
て
こ
れ
ら
の
境
界
は
昔
か
ら
土
地
の
精
霊
が
宿
る
禁
忌
の
場
所
と
し
て
畏
怖
さ
れ
崇
敬
さ
れ
て
き
た
と
い
う

日
本
人
の
認
知
を
比
較
分
析
し
た
。
ま
た
柳
田
国
男
氏
が
採
集
し
た
境
界
に
ま
つ
わ
る
民
俗
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
境
界
の
両
義
的
な
性
格

を
強
調
し
て
い
る
山
口
昌
男
氏
の
境
界
論
蘯
を
援
用
し
、
テ
ク
ス
ト
空
間
の
な
か
の
境
界
は
、
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
障
壁
と
し
て
固

定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
登
場
人
物
の
行
動
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
が
顕
在
化
し
て
く
る
と
把
握
し
た
。
文
学

テ
ク
ス
ト
の
中
の
境
界
は
、
必
ず
し
も
実
在
す
る
空
間
の
境
界
に
対
応
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
と
考
え
た
前
田
氏
は
、
透
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明
化
し
て
い
る
境
界
が
作
中
人
物
の
越
境
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
は
じ
め
て
隠
さ
れ
て
い
る
意
味
合
い
を
浮
上
さ
せ
た
。
換
言
す
れ
ば
、

境
界
の
意
義
は
越
え
ら
れ
る
時
点
で
こ
そ
、
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
で
は
、
異
類
が
人
間
界
に
闖
入
し
、
ま
た
人
間
が
異
界
へ
訪
問
す
る
な
ど
の
越
境
行
為
は
、
確
か
に
既
存
の
秩

序
を
大
胆
に
破
壊
し
、
果
敢
に
禁
忌
に
挑
戦
す
る
行
動
と
も
い
え
る
。
一
方
、
越
境
に
よ
り
、
境
界
の
両
側
の
接
触
や
交
流
が
深
め
ら

れ
、
話
の
新
し
い
可
能
性
も
賦
与
さ
れ
た
。『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
お
け
る
越
境
の
意
味
を
究
明
す
る
に
は
、
ま
ず
序
文
か
ら
検
討
を

始
め
る
。

三
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
お
け
る
越
境
―
序
文
か
ら
の
展
開

本
文
と
の
つ
な
が
り
が
い
つ
も
重
要
視
さ
れ
る
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
の
序
文
は
、
西
鶴
の
読
書
圏
と
情
報
源
を
確
認
す
る
た
め
の
糸

口
と
し
て
多
く
の
研
究
者
が
素
材
や
典
拠
の
探
求
に
没
頭
し
、
数
々
の
業
績
を
残
し
て
き
た
。
こ
の
序
文
を
通
し
て
西
鶴
は
広
い
世
間
に

目
を
向
け
、
各
地
の
珍
物
奇
事
に
興
味
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
西
鶴
の
創
作
意
識
も
巧
み
に
序
文
に
託
し
、
作
品
の

主
題
が
明
ら
か
に
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
序
文
の
文
脈
を
確
か
め
る
た
め
に
、
原
文
を
引
用
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

世
間
の
広
き
事
、
国
々
を
見
め
ぐ
り
て
、
は
な
し
の
種
を
も
と
め
ぬ
。
熊
野
の
奥
に
は
、
湯
の
中
に
ひ
れ
ふ
る
魚
有
。
筑
前
の
国
に
は
、
ひ
と
つ

を
さ
し
荷
ひ
の
大
蕪
有
。
豊
後
の
大
竹
は
手
桶
と
な
り
、
わ
か
さ
の
国
に
、
弐
百
余
歳
の
し
ろ
び
く
に
の
す
め
り
。
近
江
の
国
堅
田
に
、
七
尺
五
寸

の
大
女
房
も
有
。
丹
波
に
、
一
丈
弐
尺
の
か
ら
鮭
の
宮
あ
り
。
松
前
に
、
百
間
つ
ゞ
き
の
荒
和
布
有
。
阿
波
の
鳴
戸
に
、
竜
女
の
か
け
硯
あ
り
。
加

賀
の
し
ら
山
に
、
ゑ
ん
ま
わ
う
の
巾
着
も
あ
り
。
信
濃
の
寐
覚
の
床
に
、
浦
島
が
火
う
ち
筥
あ
り
。
か
ま
く
ら
に
、
頼
朝
の
こ
づ
か
ひ
帳
有
。
都
の

嵯
峨
に
、
四
十
一
迄
大
振
袖
の
女
あ
り
。
是
を
お
も
ふ
に
、
人
は
ば
け
も
の
、
世
に
な
い
物
は
な
し
盻
。
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一
見
す
れ
ば
、
素
材
の
羅
列
と
奇
談
の
集
録
と
い
う
も
の
が
序
文
の
大
部
分
を
占
め
る
の
で
あ
る
。「
国
々
を
見
め
ぐ
り
て
」、
諸
国
を

歴
訪
し
て
い
た
西
鶴
は
、「
世
間
の
広
き
事
」
を
驚
嘆
し
な
が
ら
、
途
中
の
見
聞
を
「
は
な
し
の
種
」
と
し
て
収
集
し
て
い
た
と
い
う
冒

頭
の
一
句
か
ら
、
西
鶴
取
材
の
基
本
的
な
姿
勢
が
看
取
で
き
る
と
思
う
。
こ
こ
の
「
世
間
」
と
は
、
日
常
的
、
直
接
的
に
経
験
す
る
視
圏

以
外
の
領
域
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
日
常
的
な
生
活
圏
以
外
の
範
囲
を
意
味
し
て
い
る
。
人
間
は
未
知
の
世
界
に
対
し
、
好

奇
心
あ
る
い
は
冒
険
心
が
自
然
に
湧
い
て
く
る
の
で
、
つ
い
に
日
常
を
離
れ
、
非
日
常
に
出
発
し
た
。「
熊
野
の
奥
・
・
・
」
以
下
、
各

地
の
珍
し
い
特
産
物
や
常
識
で
は
理
解
不
能
の
人
間
模
様
が
描
か
れ
た
。
西
鶴
は
虚
・
実
の
間
に
存
在
す
る
境
界
を
曖
昧
模
糊
さ
せ
、
話

の
空
間
を
創
出
し
よ
う
と
試
み
、
現
実
か
ら
遊
離
す
る
世
界
の
拡
張
に
よ
っ
て
物
語
の
新
し
い
地
盤
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
虚
実

ま
じ
り
の
一
連
の
話
材
を
増
幅
さ
せ
て
い
っ
た
末
、「
人
は
ば
け
も
の
」
と
い
う
人
間
の
真
の
姿
の
発
見
で
結
ん
だ
。
つ
ま
り
人
間
こ
そ

怪
異
的
な
存
在
で
あ
り
、
真
に
不
思
議
な
存
在
で
あ
る
人
間
に
対
し
、
西
鶴
は
限
り
な
い
関
心
を
示
し
て
い
た
。

そ
う
い
う
よ
う
な
人
間
観
察
の
目
に
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
浮
橋
康
彦
氏
は
、
近
世
と
い
う

時
代
背
景
を
合
わ
せ
て
論
述
を
行
っ
た
。

「
人
は
化
物
」（
諸
国
咄
序
）
と
言
う
人
間
観
は
、
西
鶴
の
文
学
方
法
に
対
応
す
る
面
と
同
時
に
、
人
間
じ
た
い
の
近
世
的
特
質
か
ら
も
来
て
い
る
。

中
世
に
お
い
て
自
然
と
連
続
し
た
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
た
人
間
が
、
商
業
資
本
主
義
と
封
建
体
制
の
秩
序
化
に
よ
っ
て
、
人
間
的
情
動
を
多
様
に

解
放
し
て
い
く
、
そ
れ
が
「
人
は
化
物
」
と
い
う
不
可
思
議
感
、
多
様
感
を
支
え
て
い
る
眈
。

中
世
に
お
い
て
「
自
然
と
連
続
し
た
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
た
」
人
間
が
、
近
世
と
い
う
「
秩
序
化
」
さ
れ
た
時
代
に
「
人
間
的
情
動

を
多
様
に
解
放
し
て
い
く
」
と
い
う
視
点
は
一
見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
よ
く
考
え
る
と
、
物
事
が
極
端
に
な
る
と
必
ず
逆
の

結
果
が
生
じ
る
と
い
う
法
則
に
裏
付
け
ら
れ
る
と
考
え
る
。
秩
序
に
束
縛
さ
れ
る
人
間
は
、
極
限
状
態
に
置
か
れ
て
し
ま
っ
た
と
き
に
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は
、
必
ず
出
口
を
探
し
て
み
よ
う
と
す
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
無
限
の
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
人
間
と
い
う
も
の
は
、
時
に
は
異

様
な
姿
や
形
に
化
け
て
現
れ
た
り
、
時
に
は
異
常
な
能
力
を
見
せ
た
り
し
て
可
変
的
で
把
握
で
き
な
い
「
ば
け
も
の
」
的
な
存
在
に
な

る
。
言
い
換
え
れ
ば
厳
し
く
規
範
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
既
存
の
境
界
を
超
越
し
よ
う
と
す
る
衝
動
が
生
ま
れ
、
人
間
本
来
の
姿
が
具
現
化

さ
れ
る
と
考
え
る
。
西
鶴
は
「
人
は
ば
け
も
の
」
を
基
軸
と
し
、
人
間
存
在
の
不
可
解
さ
と
人
間
の
心
の
不
思
議
さ
に
焦
点
を
当
て
、
読

者
に
人
間
の
多
面
性
を
感
得
さ
せ
る
新
し
い
奇
談
を
作
り
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

好
色
物
作
者
と
し
て
出
発
し
た
西
鶴
は
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
ま
で
に
、『
好
色
一
代
男
』『
諸
艶
大
鑑
』
を
刊
行
し
、『
西
鶴
諸
国
は

な
し
』
が
出
版
さ
れ
た
翌
年
に
『
好
色
五
人
女
』
や
『
好
色
一
代
女
』
を
世
に
出
し
た
。
こ
れ
ら
の
一
群
の
好
色
物
の
中
間
に
発
表
さ
れ

た
、
前
の
主
題
や
作
品
の
傾
向
と
は
大
分
違
っ
て
い
る
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
は
、
西
鶴
の
浮
世
草
子
作
者
と
し
て
の
活
動
が
徐
々
に
本

格
化
し
、
多
様
性
を
帯
び
る
時
期
の
到
来
を
象
徴
し
た
の
で
あ
る
眇
。
遊
里
と
い
う
好
色
の
世
界
か
ら
諸
国
に
お
け
る
浮
世
の
諸
相
へ
と

新
し
い
方
向
に
進
ん
で
い
っ
た
と
い
う
西
鶴
作
品
風
格
の
変
遷
は
、
創
作
上
の
越
境
と
も
見
な
せ
る
と
思
う
。
さ
ら
に
こ
の
作
品
の
序
文

で
は
、
西
鶴
は
日
常
生
活
圏
「
以
外
」
の
世
界
へ
突
入
し
、
視
圏
外
に
発
生
す
る
「
意
外
」
を
発
見
し
た
。
こ
こ
で
越
境
の
中
の
越
境
、

つ
ま
り
越
境
の
二
重
性
が
生
み
出
さ
れ
、
作
品
読
み
に
新
し
い
視
角
を
提
供
す
る
と
思
う
。

四
、
異
類
か
ら
の
訪
問

『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
と
い
う
西
鶴
が
「
世
間
の
広
き
事
」
を
創
作
原
点
と
し
て
諸
国
を
次
々
に
舞
台
に
設
定
し
な
が
ら
、「
は
な
し
の

種
」
を
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
作
品
は
、
千
姿
万
態
の
世
相
の
縮
影
に
な
り
、
異
事
奇
聞
の
集
大
成
と
も
い
え
る
。
序
文
の
「
世
間
の
広
き

事
」
と
は
、
後
に
来
る
人
間
の
常
識
範
囲
外
の
現
象
を
導
き
出
し
た
一
句
で
あ
り
、
間
接
的
に
人
間
以
外
の
異
類
の
存
在
を
認
め
た
の
で

あ
る
。
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異
類
と
は
、
人
間
の
生
活
空
間
に
入
り
込
む
非
人
間
的
な
存
在
を
意
味
す
る
。
動
物
や
化
け
物
、
幽
霊
な
ど
は
こ
の
類
に
属
し
て
い

る
。
こ
の
中
で
は
、
特
に
動
物
は
人
間
と
日
常
生
活
圏
域
を
共
に
し
な
が
ら
非
常
に
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
人
間
に
と
っ
て

最
も
身
近
に
い
る
異
類
に
対
し
、
人
間
は
馴
染
み
を
持
つ
一
方
、
広
漠
の
荒
野
と
い
う
未
開
の
土
地
に
棲
息
す
る
動
物
に
時
々
不
可
解
さ

を
感
じ
、
そ
こ
か
ら
信
頼
と
不
安
の
錯
綜
す
る
人
獣
交
渉
が
だ
ん
だ
ん
成
り
立
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
題
材
は
文
学
作
品
に
お
い
て
い

つ
も
扱
わ
れ
、
動
物
が
よ
く
支
配
と
征
服
、
あ
る
い
は
嫌
悪
と
恐
怖
の
対
象
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
の
動
物

譚
は
そ
れ
以
外
、
人
間
と
動
物
の
愛
情
や
鐚
藤
に
着
目
す
る
傾
向
も
見
ら
れ
る
。
巻
一
の
七
「
狐
四
天
王
」
は
人
間
が
狐
へ
の
何
気
な
い

悪
戯
を
き
っ
か
け
と
し
て
展
開
さ
れ
、
最
後
に
狐
の
「
恨
」
に
よ
る
復
讐
と
い
う
形
で
結
末
を
迎
え
る
。「
世
間
の
眉
毛
お
も
ふ
ま
ゝ
に

読
て
、
人
を
な
ぶ
る
事
自
由
な
り
」
と
い
う
本
文
の
冒
頭
の
叙
述
か
ら
本
話
の
狐
一
族
は
単
に
平
凡
な
動
物
で
は
な
く
、
人
間
を
上
回
る

超
能
力
を
備
え
る
異
類
で
あ
る
と
う
か
が
え
、
人
間
が
頂
点
に
あ
る
秩
序
の
中
で
人
間
に
支
配
さ
れ
て
い
る
動
物
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
門
兵
衛
は
何
気
な
く
小
狐
を
誤
殺
し
た
後
、
死
体
を
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
し
ま
い
、「
ふ
び
ん
と
ば
か

り
お
も
」
い
つ
つ
去
っ
て
い
っ
た
。
狐
た
ち
は
仕
返
し
の
た
め
、
門
兵
衛
の
家
屋
に
石
の
雨
を
落
下
さ
せ
た
と
い
う
予
告
を
は
じ
め
、
犯

人
隠
匿
と
い
う
虚
構
の
罪
か
ら
門
兵
衛
の
息
子
門
右
衛
門
の
嫁
へ
の
誣
告
や
門
兵
衛
の
作
り
葬
礼
ま
で
行
い
、
最
も
忌
避
さ
れ
て
い
る
訃

報
で
狐
の
「
お
姫
さ
ま
」
を
殺
し
た
門
兵
衛
本
人
だ
け
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
一
家
全
員
に
懲
罰
を
加
え
た
。
こ
の
ブ
ラ
ッ
ク
ユ
ー
モ
ア

を
混
ぜ
た
筆
調
で
描
か
れ
て
い
る
一
話
は
、
最
後
に
「
髪
は
は
へ
ず
し
て
お
か
し
」
と
い
う
諧
謔
的
な
結
末
を
迎
え
る
。
こ
こ
で
狐
は
門

兵
衛
一
家
を
次
々
と
坊
主
頭
に
さ
せ
た
と
い
う
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
な
復
仇
手
段
の
裏
側
に
潜
ん
で
い
る
の
は
、
人
間
に
坊
主
の
慈
悲
心
を
思

い
出
さ
せ
、
確
実
に
殺
生
の
罪
を
反
省
さ
せ
よ
う
と
す
る
動
機
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
人
間
の
「
何
心
も
な
」
い
残
酷
へ
の
非
難
で
あ
る

と
考
え
る
。
確
か
に
狐
は
い
た
ず
ら
を
し
た
り
迷
惑
を
か
け
た
り
し
て
人
間
に
殺
生
の
悪
行
を
気
付
か
せ
た
が
、
人
間
の
命
を
奪
わ
な
か

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
意
味
も
な
く
小
狐
を
撃
殺
し
た
人
間
の
ば
け
も
の
性
が
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。「
狐
四
天
王
」

『
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は
、
狐
の
利
口
ぶ
り
で
窮
地
ま
で
追
い
込
ま
れ
た
人
間
の
愚
か
さ
を
徹
底
的
に
皮
肉
っ
た
と
同
時
に
、
人
間
と
動
物
と
の
交
渉
に
存
在
す

る
人
間
の
傲
慢
さ
を
も
指
摘
し
て
い
る
。

さ
ら
に
巻
四
の
一
「
形
は
昼
の
ま
ね
」
の
夜
中
に
人
形
に
「
執
心
」
し
て
勝
手
に
操
る
狸
も
、
異
能
で
人
間
に
驚
か
せ
た
。
上
述
の

狐
、
狸
の
い
た
ず
ら
と
は
違
い
、
巻
五
の
三
「
楽
の
ま
こ
の
手
」
の
遁
世
者
流
円
坊
に
円
山
上
人
の
衣
を
差
し
出
し
、
上
人
遷
化
を
通
知

す
る
霊
力
の
あ
る
ま
こ
は
、
人
間
に
対
し
て
親
交
の
深
い
友
達
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
親
密
な
人
獣
関
係
は
い
っ
た
ん
変

調
す
れ
ば
、
巻
四
の
七
「
鯉
の
ち
ら
し
紋
」
の
よ
う
な
人
間
に
よ
り
成
立
し
、
ま
た
人
間
に
よ
り
破
棄
さ
れ
た
人
鯉
恋
は
、「
惣
じ
て
生

類
を
、
ふ
か
く
て
な
れ
る
事
な
か
れ
」
と
い
う
遺
憾
な
結
果
に
終
わ
っ
た
。『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
お
け
る
動
物
は
ほ
と
ん
ど
異
類
性

と
人
間
性
を
兼
ね
て
い
る
存
在
と
描
か
れ
、
い
ず
れ
も
擬
人
化
さ
れ
た
姿
で
荒
原
か
ら
越
境
し
て
人
間
界
に
出
没
し
、
人
間
の
想
像
力
の

沃
野
で
活
躍
し
て
い
る
。
こ
の
動
物
を
人
間
と
同
じ
土
俵
に
上
げ
て
い
る
と
い
う
意
義
は
、
こ
れ
ら
の
話
を
通
し
、
人
間
の
幻
想
へ
の
満

足
と
人
性
へ
の
皮
肉
が
表
現
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

巻
二
の
一
「
姿
の
飛
の
り
物
」
と
い
う
女
の
怨
霊
に
よ
る
怪
異
も
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
お
け
る
異
類
話
の
一
類
型
を
示
し
て
い

る
。「
往
来
の
人
も
絶
」
え
た
無
人
の
環
境
で
一
挺
の
女
乗
物
が
放
置
さ
れ
、
そ
の
中
に
は
若
く
て
き
れ
い
な
女
性
が
い
た
。
そ
う
い
う

女
性
に
馬
方
が
言
い
寄
り
、
い
た
ず
ら
を
し
よ
う
と
す
る
瞬
間
に
、
女
は
、
も
と
の
「
都
め
き
た
る
女
良
」
の
容
姿
か
ら
「
左
右
へ
蛇
の

か
し
ら
を
出
し
、
男
ど
も
に
喰
付
」
い
た
悪
相
に
転
じ
、「
世
の
さ
ま
た
げ
と
な
」
っ
た
。
こ
の
豹
変
の
背
後
に
あ
る
原
因
と
い
え
ば
、

お
そ
ら
く
こ
の
女
は
以
前
に
馬
方
の
よ
う
な
身
分
の
い
や
し
い
「
荒
男
」
に
ひ
ど
い
目
に
遭
わ
さ
れ
た
の
で
発
狂
し
て
死
ん
だ
と
い
う
こ

と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
女
は
、
異
常
に
な
っ
た
体
験
が
再
現
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
こ
の
時
点
で
女
の
乱
れ
た
黒
髪
の
イ

メ
ー
ジ
と
重
な
っ
て
い
る
蛇
を
出
さ
せ
、
男
に
鐓
み
付
い
た
。
こ
こ
で
怪
異
へ
の
ス
イ
ッ
チ
を
押
す
の
は
荒
男
の
不
作
法
で
あ
り
、
言
い

換
え
れ
ば
人
間
の
ば
け
も
の
性
こ
そ
怪
談
を
次
々
と
爆
発
さ
せ
る
導
火
線
で
あ
る
と
西
鶴
は
示
唆
し
た
。
こ
の
女
乗
物
は
街
道
の
所
々
に
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飛
び
行
き
、
人
を
悩
ま
し
た
と
い
う
不
思
議
な
現
象
は
、「
慶
安
年
中
迄
は
あ
り
し
が
、
い
つ
と
な
く
絶
て
、『
橋
本
・
狐
川
の
わ
た
り

に
、
見
な
れ
ぬ
玉
火
の
出
し
』
と
、
里
人
の
語
り
し
」。
こ
の
怪
異
の
消
失
は
、
お
そ
ら
く
年
忌
行
事
と
関
連
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ

う
。
冒
頭
の
「
寛
永
弐
年
・
・
・
」
と
い
う
怪
異
発
生
の
序
曲
か
ら
「
慶
安
年
中
迄
・
・
・
」
と
い
う
怪
異
の
終
章
ま
で
は
お
よ
そ
四
半

世
紀
の
期
間
を
経
て
い
る
。
こ
の
二
十
数
年
の
長
さ
は
何
を
表
わ
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
こ
の
女
の
無
残
に
死
ん
だ
後
の
霊
は
、
成
仏

す
る
前
に
こ
の
世
に
ま
だ
い
ろ
い
ろ
な
恨
み
や
憤
り
と
か
を
持
っ
て
さ
ま
よ
い
続
け
、
不
特
定
な
男
性
に
対
し
て
片
っ
端
か
ら
懲
ら
し
め

て
や
る
。
し
か
し
ま
も
な
く
弔
い
上
げ
と
称
さ
れ
る
最
終
の
年
忌
で
あ
る
三
十
三
回
忌
を
迎
え
る
時
、
追
善
供
養
の
お
か
げ
で
今
ま
で
解

消
し
え
な
い
怨
念
が
だ
ん
だ
ん
薄
れ
て
い
き
、
最
後
に
名
残
り
と
し
て
「
玉
火
」
と
い
う
も
の
に
化
し
、
成
仏
へ
の
道
を
た
ど
り
つ
い
て

い
っ
た
。
ま
た
巻
三
の
四
「
紫
女
」
で
は
、
伊
織
と
い
う
一
人
暮
ら
し
の
男
が
「
仏
の
道
」
を
離
れ
、「
人
の
血
を
吸
、
一
命
を
と
」
っ

た
紫
女
の
美
貌
に
魅
了
さ
れ
て
次
第
に
衰
弱
し
て
い
っ
た
。
紫
女
と
い
う
夜
に
潜
伏
す
る
女
の
幽
霊
が
境
界
を
越
え
て
こ
の
世
に
飛
び
込

ん
で
き
、「
死
」
と
い
う
形
で
昼
に
活
動
す
る
人
間
の
男
の
「
生
」
を
次
第
に
侵
襍
す
る
。
こ
の
話
は
人
間
の
心
の
暗
部
に
迫
る
根
源
的

な
恐
怖
を
伝
達
す
る
一
方
、
人
間
の
ば
け
も
の
性
は
磁
石
の
よ
う
に
異
類
を
吸
い
つ
け
さ
せ
、
越
境
を
誘
発
す
る
こ
と
も
指
摘
し
た
。

こ
う
し
た
無
残
な
死
、
あ
る
い
は
非
業
の
死
を
遂
げ
、
自
分
の
死
亡
と
い
う
事
実
を
認
め
ら
れ
な
い
も
の
は
怨
霊
と
な
っ
て
生
と
死
の

ど
ち
ら
で
も
な
い
境
界
的
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
る
。『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
登
場
す
る
怨
霊
に
は
女
性
が
多
く
、
外
に
は
巻
二
の
三

「
水
筋
の
抜
け
道
」
の
店
の
主
人
の
女
房
に
虐
待
さ
れ
て
海
に
身
投
し
、
怨
霊
に
化
し
て
女
房
に
「
報
い
」
を
す
る
奉
公
の
女
ひ
さ
や
、

巻
二
の
五
「
夢
路
の
風
車
」
の
侍
に
仇
討
を
頼
む
二
人
の
女
商
人
の
幽
霊
な
ど
が
上
げ
ら
れ
る
。
幽
霊
は
人
の
世
だ
け
で
な
く
、
人
間
の

心
の
暗
部
や
影
の
領
域
ま
で
潜
ん
で
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

果
た
し
て
、
異
類
と
は
一
体
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
度
変
身
を
経
た
異
類
は
ど
こ
ま
で
が
人
間
で
、
ど
こ
か
ら
が
異
類
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
人
間
か
ら
見
れ
ば
、
異
類
は
疑
い
な
く
異
類
で
あ
る
が
、
も
し
見
方
を
反
転
す
る
と
、
異
類
か
ら
見
れ
ば
人
間
こ
そ
異
類
な
の
で

『
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あ
る
。
異
類
と
い
う
も
の
を
解
釈
し
分
類
す
る
権
力
を
握
る
人
間
は
、
自
ら
の
優
越
性
を
確
保
す
る
な
ど
の
理
由
に
基
づ
き
、
人
間
と
異

類
の
間
に
壁
を
立
て
、「
人
‥
ば
け
も
の
」
と
い
う
対
立
構
造
を
創
出
し
た
。
し
か
し
、
西
鶴
は
い
つ
も
人
と
ば
け
も
の
の
間
に
介
在
し

て
い
る
境
界
を
打
破
し
、「
人
は
ば
け
も
の
」
を
視
座
に
据
え
、「
人＝

ば
け
も
の
」
と
い
う
新
し
い
図
式
を
提
示
し
た
。「
人＝

ば
け
も

の
」
に
よ
り
打
開
さ
れ
た
人
間
と
異
類
が
接
続
さ
れ
る
通
路
は
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
の
話
を
越
境
の
果
て
へ
引
き
連
れ
て
い
く
の
で

あ
る
。
こ
の
特
異
な
双
方
向
性
に
よ
り
、
異
類
の
持
つ
獣
性
の
中
の
人
性
と
、
人
間
の
持
つ
人
性
の
中
の
獣
性
が
注
目
さ
れ
、
異
類
に
対

す
る
描
写
は
ま
さ
に
真
の
人
間
の
姿
を
映
し
出
す
鏡
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
、
異
界
へ
の
訪
問

異
界
と
は
、
人
間
が
周
囲
の
世
界
を
分
類
す
る
際
、
自
分
（
た
ち
）
が
属
す
る
（
と
認
識
す
る
）
世
界
の
外
側
の
世
界
の
こ
と
を
指
し
て

い
る
眄
。
こ
の
明
快
か
つ
簡
潔
な
定
義
を
詳
し
く
説
明
す
れ
ば
、
異
界
は
人
間
の
主
観
認
知
に
よ
り
、
日
常
生
活
を
営
む
空
間
の
周
辺
に

広
が
り
、
認
識
不
可
能
の
世
界
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
。
こ
こ
で
異
界
と
い
う
概
念
に
含
ま
れ
て
い
る
二
重
の
意
味
が
い
っ
そ
う
明
確
に

見
え
て
く
る
と
思
う
。
つ
ま
り
異
界
に
は
、
大
別
し
て
空
間
的
に
距
離
の
あ
る
所
に
存
在
す
る
と
信
じ
ら
れ
る
異
界
と
、
人
間
の
想
像
力

に
よ
り
生
み
出
さ
れ
、
現
実
世
界
と
重
な
り
合
い
な
が
ら
常
識
を
超
え
る
空
想
上
の
異
界
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
後
者
を
中
心
に
考
察
を

展
開
し
よ
う
と
思
う
。
異
界
の
観
念
は
、
境
界
の
観
念
と
深
く
関
わ
る
。
橋
・
坂
・
峠
な
ど
の
境
界
の
場
所
は
、
異
界
へ
の
回
路
で
あ

り
、
両
義
的
な
空
間
で
あ
る
眩
。
そ
も
そ
も
こ
の
均
質
で
は
な
い
世
界
が
大
地
と
い
う
座
標
の
上
に
、
山
、
森
や
湖
、
海
な
ど
と
い
っ
た

自
然
の
地
形
、
あ
る
い
は
門
、
壁
な
ど
の
人
為
的
な
建
造
物
に
よ
り
境
界
が
形
成
さ
れ
、
こ
の
境
界
の
外
側
に
位
置
す
る
禁
忌
さ
れ
る
混

沌
と
し
た
空
間
は
異
界
と
見
な
さ
れ
た
。
要
す
る
に
境
界
は
、
隔
離
と
連
結
と
い
う
互
い
に
対
立
し
な
が
ら
依
存
す
る
機
能
を
果
た
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
現
世
と
異
界
と
い
う
二
極
化
さ
れ
た
空
間
認
識
は
、
各
学
問
領
域
に
お
い
て
世
界
を
解
読
す
る
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
語
ら
れ

て
き
た
。『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
か
ら
切
り
込
み
、『
好
色
一
代
男
』、『
諸
艶
大
鑑
』、『
男
色
大
鑑
』、『
好
色
五
人
女
』、『
日
本
永
代

蔵
』、『
世
間
胸
算
用
』
な
ど
の
作
品
を
例
証
と
し
て
西
鶴
の
描
い
た
非
日
常
の
世
界
を
分
析
し
た
森
耕
一
氏
は
、「
異
界
」
と
い
う
こ
と

ば
は
、
主
人
公
た
ち
が
住
む
世
界
の
日
常
的
秩
序
と
は
異
な
っ
た
秩
序
（
あ
る
い
は
無
秩
序
）
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
世
界
、
異
な
っ
た
情

念
や
行
動
の
論
理
が
人
間
を
動
か
し
て
い
る
非
日
常
的
な
世
界
と
定
義
づ
け
た
の
で
あ
る
眤
。
こ
の
文
学
の
作
品
世
界
に
お
け
る
異
界
の

定
義
は
、「
秩
序
」
や
「
無
秩
序
」
と
い
う
文
脈
に
従
い
、
民
俗
学
の
よ
う
に
異
界
の
「
怪
」
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
と
は
違
っ
て
「
異
」

と
い
う
部
分
が
重
視
さ
れ
る
と
も
い
え
る
。『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
で
は
異
界
へ
の
憧
れ
と
好
奇
心
に
駆
ら
れ
、
禁
忌
の
境
界
を
侵
犯
し

て
異
界
に
参
入
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
作
中
人
物
の
行
動
を
通
し
、
西
鶴
が
不
可
視
の
異
界
に
対
す
る
想
像
を
作
品
に
反
映
し
、
読
者
も

紙
上
で
構
築
さ
れ
た
異
界
を
巡
遊
し
、
擬
似
体
験
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。

巻
二
の
二
「
十
二
人
の
俄
坊
主
」
は
、
紀
州
の
国
守
、
徳
川
頼
宣
が
加
太
の
浦
で
の
船
遊
び
を
描
く
一
篇
で
あ
る
。
本
話
の
中
心
は
、

こ
の
に
ぎ
や
か
な
る
遊
び
の
最
中
、
淡
島
神
社
の
あ
た
り
か
ら
、
高
波
と
と
も
に
大
蛇
が
現
わ
れ
、
小
舟
ご
と
十
二
人
の
つ
わ
も
の
を
呑

み
込
ん
で
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
人
間
が
陸
地
よ
り
不
可
視
の
海
の
彼
岸
へ
の
憧
憬
が
大
き
い
と
い
う
傾
向
が
み
ら
れ
、
海
上
移
動

と
い
う
日
常
性
を
脱
却
す
る
不
安
定
な
状
態
に
伴
い
、
怪
奇
で
あ
り
不
思
議
な
出
来
事
も
そ
れ
に
付
随
し
て
発
生
す
る
。
西
鶴
は
こ
こ
で

大
蛇
の
出
た
理
由
を
「
阿
波
嶋
の
神
垣
の
あ
た
り
も
荒
し
、
若
も
人
々
酒
興
せ
し
に
」
と
阿
波
嶋
神
社
の
神
域
に
侵
入
し
て
荒
し
た
神
罰

と
す
る
。
結
局
大
蛇
の
し
り
へ
抜
け
た
が
、
皆
は
「
か
し
ら
髪
一
筋
も
な
く
」、
俄
坊
主
と
な
っ
た
。
西
鶴
は
、
海
と
い
う
背
景
に
カ
ッ

ト
シ
ー
ン
み
た
い
、
一
見
繋
が
り
が
薄
い
三
つ
の
話
を
組
み
合
わ
せ
、
最
後
に
大
蛇
に
呑
み
込
ま
れ
た
と
い
う
恐
怖
な
体
験
に
、
全
員
が

丸
坊
主
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
滑
稽
味
を
加
え
る
。
陸
上
の
生
活
空
間
か
ら
離
れ
、「
お
ふ
ね
は
浦
々
め
ぐ
れ
ば
」、
自
由
自
在
に
船
に

乗
っ
て
行
楽
し
、
阿
波
嶋
の
神
垣
と
い
う
聖
域
へ
の
侵
犯
ま
で
し
て
お
り
、
精
神
的
な
解
放
感
が
倍
増
し
た
よ
う
に
な
る
こ
の
時
、
海
上
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に
起
こ
っ
た
異
変
が
す
べ
て
の
越
境
行
為
を
話
の
最
初
の
「
夏
海
の
静
」
に
回
収
し
て
し
ま
っ
た
。

ま
た
巻
二
の
五
「
夢
路
の
風
車
」
と
巻
三
の
五
「
行
末
の
宝
舟
」
で
描
か
れ
る
山
中
の
隠
れ
里
と
湖
底
の
竜
宮
の
光
景
は
、
ま
さ
に
異

界
の
具
現
化
な
の
で
あ
る
。「
夢
路
の
風
車
」
で
は
、
奉
行
は
日
常
の
次
元
か
ら
、
岩
穴
を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
ま
っ
た
く
幻
境
の
よ
う
な

「
隠
里
」
に
辿
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
異
界
は
、
表
面
が
平
和
な
理
想
郷
で
あ
る
が
、
裏
側
が
「
此
国
に
て
は
命
み
ぢ
か
し
」
と
い
う

危
険
な
喜
見
城
で
あ
る
。「
行
末
の
宝
舟
」
も
こ
の
系
列
に
あ
る
。
諏
訪
湖
に
沈
み
、
死
ん
だ
は
ず
の
馬
方
勘
内
は
こ
の
世
に
帰
還
し
、

竜
宮
の
絶
妙
を
誇
張
し
て
言
い
、
彼
の
巧
言
に
乗
せ
ら
れ
て
異
界
へ
船
出
し
た
六
人
は
帰
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
竜
宮
は
一
見
理
想
的
な
極

楽
境
で
あ
る
が
、
二
度
と
戻
れ
な
い
死
の
世
界
で
も
あ
る
。

上
述
の
二
話
で
は
、
異
界
は
現
実
と
感
覚
的
に
連
続
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
や
は
り
非
現
実
の
、
異
質
の
時
間
の
支
配
す

る
世
界
な
の
で
、「
喜
見
城
」
で
あ
れ
、
竜
宮
で
あ
れ
、
当
初
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
話
の
流
れ
に
よ
り
、
異
界
の
危

険
の
本
質
は
次
第
に
露
呈
し
、
結
局
読
者
の
目
の
前
に
呈
示
さ
れ
る
異
界
の
風
景
は
、
楽
園
の
虚
像
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
異
界
へ
の

訪
問
は
、
一
種
の
死
と
再
生
の
趣
向
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
つ
ま
り
「
異
界
に
連
れ
去
ら
れ
る＝

現
世
で
の
死
」
と
い

う
図
式
が
見
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
で
は
、
西
鶴
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
た
異
界
は
、
一
見
人
間
界
と

は
ま
っ
た
く
違
っ
た
空
間
で
あ
る
が
、
そ
の
内
実
を
見
れ
ば
こ
の
世
と
瓜
二
つ
の
世
界
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。「
夢
路
の
風
車
」

に
お
け
る
殺
人
、
盗
難
が
発
生
す
る
「
隠
里
」
と
、「
行
末
の
宝
舟
」
に
お
け
る
「
正
月
も
盆
も
、
爰
と
す
こ
し
も
違
ふ
た
事
な
」
い

「
竜
の
中
都
」
は
、
い
ず
れ
も
人
間
界
の
様
態
を
鏡
に
映
し
た
よ
う
な
、
類
似
性
の
高
い
存
在
で
あ
る
。
西
鶴
は
、
異
界
の
素
晴
ら
し
さ

や
醜
さ
に
着
眼
す
る
の
で
は
な
く
、
異
界
の
人
間
界
と
相
似
す
る
部
分
に
だ
け
着
目
す
る
。

「
夢
路
の
風
車
」
と
「
行
末
の
宝
舟
」
に
お
い
て
西
鶴
は
理
想
郷
で
は
な
く
危
険
と
死
に
満
ち
溢
れ
た
世
界
で
あ
る
異
界
を
創
出
し
、

「
爰
と
す
こ
し
も
違
ふ
た
事
な
し
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
重
点
を
置
い
た
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
西
鶴
の
異
界
認
識
の
独
自
性
の
所
在
で
あ
る
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と
考
え
ら
れ
る
。
重
ね
て
言
え
ば
、
西
鶴
は
異
界
訪
問
譚
の
枠
組
み
を
用
い
な
が
ら
、
こ
ち
ら
側
の
世
界
の
本
質
を
逆
照
射
し
て
浮
か
び

上
が
ら
せ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
「
異
」
に
「
同
」
を
見
い
出
そ
う
と
す
る
西
鶴
の
作
意
に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し

て
異
界
を
も
う
一
つ
の
人
間
界
と
し
て
見
つ
め
る
描
写
の
仕
方
に
よ
り
、
本
作
品
の
中
心
思
想
と
も
い
え
る
「
人
は
ば
け
も
の
」
の
延
長

線
上
に
あ
る
「
世
間
は
異
界
」
と
い
う
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
の
作
品
構
造
は
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

六
、
現
実
と
非
現
実
の
境
界
―
夢
―

夢
と
は
、
単
純
に
言
え
ば
寝
て
い
る
間
に
起
こ
る
擬
似
体
験
の
一
種
で
あ
る
。
目
を
閉
じ
て
睡
眠
状
態
に
入
っ
た
後
、
頭
の
中
で
展
開

さ
れ
る
日
常
生
活
の
断
片
、
あ
る
い
は
奇
想
天
外
な
思
い
つ
き
な
ど
、
い
ず
れ
も
夢
境
の
旋
律
を
構
成
す
る
音
符
な
の
で
あ
る
。
現
代
で

は
、
夢
は
非
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
信
憑
性
が
低
い
と
思
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
昔
の
人
々
は
夢
に
対
し
、
き
わ
め
て
重
要

な
役
割
を
認
め
て
い
た
。
現
実
と
非
現
実
の
境
界
線
上
に
存
在
し
て
い
る
夢
は
、
古
く
か
ら
予
兆
を
把
握
し
た
り
神
託
を
獲
得
し
た
り
す

る
回
路
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
日
常
の
論
理
を
離
脱
し
、
無
意
識
下
の
心
境
を
表
出
す
る
夢
は
、
人
間
を
合
理
的
世
界
か
ら
本

能
的
世
界
へ
と
導
き
、
肉
体
と
い
う
枷
か
ら
逸
脱
し
た
精
神
の
解
放
を
求
め
る
場
と
も
見
ら
れ
る
。

『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
お
け
る
夢
は
、
上
述
の
特
質
を
備
え
な
が
ら
、
現
実
と
非
現
実
を
結
び
つ
き
、
話
の
奇
談
と
し
て
の
性
格
を

色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。
夢
が
怪
異
発
生
の
場
と
し
て
決
定
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
最
初
の
話
は
、
巻
一
の
二
「
見
せ
ぬ
所
は
女
大

工
」
で
あ
る
。「
御
所
方
の
奥
つ
ぼ
ね
」
で
起
こ
っ
た
守
宮
の
怪
異
と
奥
さ
ま
の
夢
物
語
が
重
ね
合
い
、
女
大
工
に
よ
り
不
思
議
の
正
体

が
解
明
さ
れ
た
こ
の
一
話
に
お
い
て
周
囲
の
人
々
が
夢
う
つ
つ
の
う
ち
に
真
実
か
幻
覚
か
を
分
か
り
に
く
く
な
り
、
こ
の
時
奥
さ
ま
の
恐

ろ
し
い
御
夢
物
語
が
取
り
込
ま
れ
、
話
に
お
け
る
夢
の
二
重
構
造
が
成
り
立
っ
た
。
目
覚
め
た
奥
さ
ま
は
「
我
う
し
ろ
骨
と
お
も
ふ
所

に
、
大
釘
を
う
ち
込
と
お
ぼ
し
め
す
よ
り
、
魂
き
ゆ
る
が
ご
と
く
な
ら
せ
ら
れ
し
」
と
い
う
、
体
に
異
変
が
起
こ
っ
た
。
最
後
に
、
こ
の
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怪
異
の
根
源
は
祈
祷
札
の
間
に
金
釘
で
と
じ
ら
れ
た
守
宮
で
あ
る
と
判
明
さ
れ
た
。
四
つ
手
は
守
宮
の
象
徴
で
あ
り
、
奥
さ
ま
の
背
骨
あ

た
り
の
激
痛
は
、
守
宮
の
釘
付
け
さ
れ
た
痛
さ
の
感
応
と
も
言
え
る
。「
御
所
方
の
奥
つ
ぼ
ね
」
に
と
じ
こ
め
ら
れ
て
苦
悶
す
る
奥
さ
ま

の
抑
圧
さ
れ
た
不
安
が
、
深
層
心
理
の
反
映
と
さ
れ
る
夢
に
現
れ
、
さ
ら
に
札
板
の
中
に
釘
で
打
ち
付
け
ら
れ
た
守
宮
に
よ
り
、
夢
と
現

実
の
結
合
に
な
る
と
統
合
さ
れ
る
。

夢
は
超
越
界
と
の
交
流
を
果
た
す
経
路
と
し
て
機
能
し
て
い
る
話
は
、
巻
二
の
三
「
水
筋
の
抜
け
道
」
も
あ
げ
ら
れ
る
。
小
浜
の
越
後

屋
の
下
女
ひ
さ
は
美
人
で
あ
り
、
商
人
庄
吉
と
将
来
を
約
束
し
た
。
越
後
屋
の
女
房
が
こ
れ
を
見
と
が
め
、
ひ
さ
に
対
す
る
嫉
妬
心
か
ら

顔
に
焼
火
箸
を
押
し
当
て
、
ひ
さ
は
そ
れ
を
苦
に
し
て
入
水
自
殺
す
る
。
ひ
さ
の
死
骸
が
遠
く
離
れ
た
大
和
の
国
秋
篠
の
里
の
地
下
水
脈

か
ら
地
上
に
出
現
し
た
。
こ
の
話
を
聞
い
た
庄
吉
は
す
ぐ
出
家
し
、
秋
篠
の
里
へ
行
っ
て
ひ
さ
の
塚
に
参
り
、
つ
い
寝
入
っ
て
し
ま
う

と
、
そ
の
夢
は
「
火
も
へ
し
車
に
、
女
弐
人
と
り
乗
て
、
飛
く
る
を
見
る
に
、
正
し
く
伝
助
が
女
房
也
。
是
を
押
て
、
焼
か
ね
あ
つ
る

は
、
我
な
れ
し
ひ
さ
が
姿
の
替
る
事
な
し
。「
今
ぞ
お
も
ひ
を
晴
ら
し
け
る
ぞ
」
と
、
い
ふ
声
ば
か
り
し
て
消
ぬ
。
三
月
十
一
日
の
事
な

る
に
、
日
も
時
も
違
は
ず
、
若
狭
に
て
、
一
声
さ
け
び
て
、
む
な
し
く
な
り
け
る
と
也
。」
女
房
か
ら
残
酷
な
私
刑
を
受
け
、
果
て
は
自

殺
ま
で
追
い
や
る
ひ
さ
は
、
最
後
に
は
怨
霊
に
な
り
、
女
房
を
取
り
殺
し
て
復
讐
す
る
。
庄
吉
の
夢
の
中
の
出
来
事
と
、
現
実
の
女
房
の

死
に
符
合
す
る
の
は
、
死
者
と
の
交
感
を
内
容
と
す
る
こ
の
夢
と
現
実
の
重
層
が
見
ら
れ
る
。
も
と
も
と
夢
の
世
界
で
の
復
讐
は
他
人
に

感
知
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
が
な
い
し
、
夢
が
現
実
界
へ
闖
入
す
る
の
も
不
可
能
で
あ
る
。
む
し
ろ
塚
の
前
で
「
む
か
し
の
事
ど
も

申
つ
く
し
」、
出
家
し
て
ひ
さ
の
霊
を
供
養
す
る
庄
吉
の
思
い
が
ひ
さ
に
届
け
、
さ
ら
に
ひ
さ
の
復
讐
へ
の
執
念
が
あ
ま
り
に
も
深
い
の

で
、
夢
と
い
う
形
で
ひ
さ
は
庄
吉
に
報
復
の
場
面
を
見
せ
、
そ
れ
を
確
認
さ
せ
る
こ
と
で
、「
今
ぞ
お
も
ひ
を
晴
ら
し
け
る
ぞ
」
と
言

い
、
本
話
も
終
わ
り
を
告
げ
る
。
夢
が
古
来
、
神
託
を
得
る
一
つ
の
通
路
で
あ
り
、
機
会
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
思

う
。
ひ
さ
は
怨
霊
で
あ
っ
て
神
仏
で
は
な
い
が
、
そ
う
い
う
夢
託
の
思
想
が
踏
ま
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
夢
は
す
で

『
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に
死
去
し
た
ひ
さ
の
意
思
表
示
の
ル
ー
ト
で
も
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
夢
に
よ
っ
て
庄
吉
と
ひ
さ
の
悲
恋
に
幕
が
降
ろ
さ
れ
る
と
い

う
の
が
「
水
筋
の
抜
け
道
」
と
い
う
話
の
趣
向
で
あ
る
。

ま
た
巻
三
の
七
「
因
果
の
ぬ
け
穴
」
で
も
、
判
八
の
夢
に
現
わ
れ
た
判
兵
衛
の
し
ゃ
れ
こ
う
べ
は
、
自
分
が
前
世
で
悪
事
を
働
い
た
か

ら
殺
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
因
果
の
必
然
性
を
説
き
、
判
八
に
敵
討
ち
を
思
い
止
ま
っ
て
仏
門
に
入
る
よ
う
に
勧
め
た
。
判
兵
衛
は
夢
と
現

実
の
虚
・
実
と
い
う
構
図
を
逆
転
さ
せ
て
弥
平
次
と
の
敵
対
関
係
の
真
実
を
道
破
し
、
一
つ
の
事
件
を
表
裏
の
関
係
で
解
明
し
た
。
し
か

し
、
武
士
と
自
認
し
、
虚
構
の
自
分
に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
る
判
八
は
、
夢
の
告
げ
で
知
っ
て
も
敵
討
ち
を
強
行
し
よ
う
と
す
る
。
そ
も
そ

も
判
兵
衛
と
弥
平
次
は
、
前
世
の
因
果
で
現
世
は
お
互
い
に
敵
討
ち
し
合
う
関
係
に
な
っ
た
の
で
、
敵
討
ち
に
対
す
る
執
念
を
放
棄
し
な

い
以
上
、
こ
の
ぬ
け
穴
か
ら
解
脱
し
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
来
世
に
な
っ
て
も
ま
た
こ
の
因
果
に
め
ぐ
り
合
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
話
の
夢
は
あ
の
世
か
ら
越
境
し
て
く
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
ほ
か
、
判
兵
衛
一
門
が
因
果
の
連
鎖
か
ら
逃
れ
得
な

い
と
い
う
話
の
前
後
の
展
開
を
も
緊
密
に
結
び
つ
け
て
い
る
。
以
上
の
二
話
で
は
、
あ
の
世
か
ら
越
境
し
て
く
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
描

か
れ
た
夢
は
、
不
可
解
さ
や
虚
構
性
を
脱
却
し
、
具
体
的
に
事
件
の
真
相
を
告
げ
た
。
こ
れ
に
よ
り
非
現
実
と
現
実
は
結
び
つ
け
ら
れ
、

話
の
地
平
も
広
げ
ら
れ
た
。

夢
託
の
思
想
を
踏
ま
え
な
が
ら
作
り
上
げ
ら
れ
た
以
上
の
二
話
と
は
異
な
り
、
巻
二
の
四
「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」
に
お
け
る
夢
は
、

謡
曲
『
邯
鄲
』
の
詞
章
を
踏
襲
し
、
同
時
に
展
開
さ
れ
る
四
季
の
景
色
で
一
種
の
仙
境
の
体
験
を
象
徴
す
る
。
こ
の
話
で
は
、
木
綿
買
い

と
仙
人
で
あ
る
老
人
の
出
会
い
か
ら
展
開
し
、
飲
酒
遊
宴
の
場
面
で
盛
り
上
が
っ
て
享
楽
的
な
時
間
に
陶
酔
し
、
我
を
忘
れ
た
境
地
に
至

っ
た
様
子
が
活
写
さ
れ
た
。
仙
人
と
の
奇
遇
に
誘
発
さ
れ
た
木
綿
買
い
の
夢
は
、「
花
が
ち
れ
ば
餅
を
つ
き
、
蚊
屋
を
た
ゝ
め
ば
月
が

出
、
門
松
も
あ
れ
ば
、
大
踊
あ
り
。
盆
も
正
月
も
一
度
に
、
昼
と
も
夜
と
も
し
れ
ず
」
と
い
う
、
四
季
の
素
晴
ら
し
さ
が
同
時
に
現

れ
、
、
短
時
間
に
享
楽
の
極
み
を
達
し
た
素
敵
な
一
時
で
あ
る
。
木
綿
買
い
の
夢
は
、
無
邪
気
な
非
合
理
と
、
現
実
に
と
ら
わ
れ
な
い
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「
自
由
」
な
空
想
を
色
取
り
、
奇
抜
な
行
楽
図
と
し
て
紙
上
に
現
わ
れ
た
。
こ
こ
で
夢
は
、
他
界
か
ら
の
知
ら
せ
を
伝
達
す
る
も
の
で
は

な
く
、
無
意
識
的
に
開
放
さ
れ
た
欲
望
の
濃
縮
図
な
の
で
あ
る
。

『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
お
け
る
夢
は
、
異
次
元
か
ら
現
世
へ
の
一
方
通
行
の
場
と
さ
れ
る
夢
の
局
限
を
突
破
し
、
自
発
的
に
潜
在
的

願
望
を
開
放
す
る
場
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
お
け
る
夢
の
多
面
性
が
見
ら
れ
る
。
西
鶴
は
、
意
識
的
に
夢

の
超
時
間
性
・
超
空
間
性
・
非
合
理
性
な
ど
の
要
素
を
話
の
中
に
取
り
入
れ
、
話
の
境
界
を
広
め
て
い
っ
た
。『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
で

は
、
夢
と
い
う
非
在
へ
の
架
橋
を
通
し
、
現
実
世
界
で
の
満
足
さ
れ
な
い
欲
望
や
癒
さ
れ
な
い
思
い
や
解
決
不
能
の
問
題
が
、
非
現
実
世

界
で
解
消
さ
れ
る
。
ま
た
夢
に
よ
り
生
と
死
の
隔
て
が
な
く
な
り
、
他
界
に
あ
る
人
と
夢
と
い
う
交
流
形
式
で
対
話
が
成
り
立
つ
。
夢
を

通
し
、
現
実
・
非
現
実
の
世
界
や
生
死
の
越
境
を
遂
げ
た
。
ま
た
、
夢
は
非
現
実
の
産
物
だ
け
で
は
な
く
、
現
実
を
い
っ
そ
う
明
ら
か
に

浮
上
さ
せ
よ
う
と
す
る
機
能
を
も
持
っ
て
い
る
。
夢
は
鏡
の
よ
う
に
物
事
の
裏
側
や
人
間
心
理
の
深
層
を
忠
実
に
映
し
出
し
、
一
種
の
心

の
出
口
に
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
話
の
筋
に
織
り
込
ま
れ
る
夢
は
、
作
品
の
彩
を
い
っ
そ
う
鮮
や
か
に
引
き
立
て
る
の
で
あ
る
。
生
き
て
い
る
限
り
、
煩
悩
や

妄
執
が
完
全
に
払
拭
で
き
な
い
人
間
に
と
っ
て
、
定
め
ら
れ
た
運
命
と
潜
在
的
な
願
望
と
の
鐚
藤
は
、
夢
に
よ
り
一
時
的
な
慰
め
が
与
え

ら
れ
、
夢
は
ま
さ
に
人
生
の
旅
路
に
あ
る
仮
宿
の
よ
う
に
、
人
間
の
心
の
休
憩
所
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
う
。
夢
か
う
つ
つ

か
、
時
々
見
分
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
の
世
の
中
は
、
無
常
で
あ
り
、
い
つ
も
移
り
変
わ
る
の
で
、
夢
は
虚
妄
で
不
確
な
も
の
と
い
う

よ
り
、
む
し
ろ
こ
の
世
の
真
実
の
あ
り
よ
う
を
描
き
出
す
絵
巻
に
も
喩
え
ら
れ
る
と
考
え
る
。
夢
と
し
て
の
現
実
、
あ
る
い
は
現
実
と
し

て
の
夢
と
い
う
神
秘
的
二
重
性
を
西
鶴
は
巧
み
に
話
の
中
に
織
り
込
み
、
虚
実
ま
じ
り
の
文
学
的
空
間
を
創
出
し
、
幻
想
・
虚
妄
と
見
な

さ
れ
る
夢
に
新
し
い
意
味
を
付
与
し
よ
う
と
試
み
た
。
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七
、
終
わ
り
に
―
越
境
の
も
た
ら
す
も
の

『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
で
は
、
異
類
譚
、
異
界
訪
問
譚
、
奇
談
な
ど
の
話
が
混
在
し
て
い
る
が
、
越
境
と
い
う
モ
チ
ー
フ
で
話
の
統
合

的
な
読
み
を
求
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。「
世
間
の
広
き
事
、
国
々
を
見
め
ぐ
り
て
、
は
な
し
の
種
を
も
と
め
ぬ
」
と
い
う
『
西
鶴
諸

国
は
な
し
』
の
序
文
に
示
す
よ
う
に
、
旅
と
い
う
い
わ
ゆ
る
越
境
体
験
を
通
し
、
世
間
の
広
さ
を
知
り
、
珍
聞
を
収
集
す
る
作
者
西
鶴
の

姿
勢
か
ら
、
こ
の
作
品
に
即
し
て
越
境
と
い
う
概
念
は
、
序
文
か
ら
本
文
に
か
け
て
一
種
の
テ
ク
ス
ト
へ
の
理
解
の
仕
方
と
し
て
見
な
す

こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

世
の
中
で
は
、
有
形
・
無
形
の
境
界
が
交
錯
し
、
つ
ね
に
変
化
し
て
流
動
す
る
姿
を
示
し
て
い
る
。
境
界
は
境
外
と
境
内
と
い
う
対
立

的
に
存
在
し
て
い
る
二
つ
の
秩
序
の
間
に
介
在
し
、
行
動
や
思
想
を
規
制
す
る
装
置
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
境
外
に
溢
れ
て
い

る
異
質
な
空
気
の
帯
び
る
不
思
議
な
魅
力
に
思
わ
ず
惹
か
れ
、
意
識
す
る
か
し
な
い
か
の
う
ち
に
境
界
を
通
り
過
ぎ
、
向
こ
う
側
へ
行
っ

て
し
ま
う
と
い
う
行
為
は
、
一
言
で
言
う
と
越
境
な
の
で
あ
る
。
人
間
の
生
活
を
活
性
化
さ
せ
る
要
素
と
し
て
、
越
境
は
不
可
欠
な
の
で

あ
る
。
人
間
は
越
境
す
る
こ
と
に
よ
り
生
活
に
新
鮮
味
を
与
え
、
新
し
い
刺
激
と
創
造
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
越
境

は
目
的
地
に
至
る
た
め
の
手
段
だ
け
で
な
く
、
自
分
を
取
り
込
む
環
境
か
ら
離
脱
し
、
遥
か
な
も
の
、
未
知
の
も
の
へ
の
探
索
や
冒
険
と

い
う
意
義
も
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
境
界
を
越
え
る
小
さ
な
一
歩
の
裏
側
に
あ
る
意
義
は
予
想
以
上
に
大
き
い
も
の
で
あ
る
。
越
境
と
は
単
に
地
理
的
な
境
界

で
は
な
く
、
肉
体
的
あ
る
い
は
精
神
的
な
境
界
を
突
破
す
る
経
験
と
も
い
え
る
。
境
界
を
越
え
た
瞬
間
、
す
べ
て
の
秩
序
や
規
範
が
一
時

的
に
停
止
し
、
混
沌
が
世
界
の
基
調
に
な
る
。
あ
ら
ゆ
る
価
値
、
人
、
あ
る
い
は
事
物
も
、
通
常
属
し
て
い
る
文
脈
か
ら
離
脱
し
、
他
の

事
物
、
つ
ま
り
意
外
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
事
物
と
結
び
つ
き
、
日
常
生
活
で
は
現
わ
れ
な
い
一
面
を
露
呈
す
る
。

『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
お
け
る
越
境
の
意
味
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『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
お
け
る
境
界
は
、
ま
る
で
「
行
末
の
宝
舟
」
の
話
に
あ
る
諏
訪
湖
の
よ
う
に
、
そ
こ
の
湖
面
の
融
け
る
／
氷

る
こ
と
に
よ
り
、
異
界
へ
の
入
り
口
は
開
放
／
閉
鎖
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
境
界
は
隔
て
で
は
な
く
接
点
で
あ
る
。
境
界
を
越
え
た
瞬

間
、
異
界
と
人
間
界
の
差
異
・
対
立
は
解
消
さ
れ
、
融
合
さ
れ
る
。『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
お
け
る
越
境
の
意
義
は
、
境
界
を
越
え
、

山
中
の
隠
里
や
海
底
の
竜
宮
な
ど
の
異
界
に
た
ど
り
つ
い
た
主
人
公
た
ち
は
、
こ
の
過
程
の
中
で
遭
遇
し
た
今
ま
で
の
経
験
に
収
容
し
切

れ
な
い
出
来
事
に
よ
り
、
現
実
の
世
界
の
性
格
を
明
確
化
し
、
境
界
の
両
側
で
働
く
論
理
の
差
異
が
ど
れ
ほ
ど
大
き
い
か
を
実
感
し
た
。

本
書
の
序
文
の
「
世
に
な
い
物
は
な
し
」
と
い
う
一
句
も
、
あ
る
意
味
で
越
境
と
い
う
行
為
の
動
機
が
う
か
が
え
る
と
考
え
る
。「
ど
の

よ
う
な
も
の
で
も
、
な
い
も
の
は
何
も
な
い
、
と
い
う
の
が
こ
の
世
の
中
」
と
い
う
語
釈
眞
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
生
活
の
場
所
を
離

れ
、
何
で
も
あ
る
世
間
へ
と
旅
立
つ
と
い
う
越
境
冒
険
は
、
む
し
ろ
自
ら
の
不
足
か
ら
出
発
し
、
理
想
を
探
求
す
る
旅
と
も
い
え
よ
う
。

『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
見
ら
れ
る
人
間
の
竜
宮
、
理
想
郷
へ
の
訪
問
、
異
類
の
人
間
世
界
へ
の
参
入
や
脱
現
実
の
夢
な
ど
は
、
い
ず
れ

も
不
完
全
的
な
自
分
、
あ
る
い
は
不
条
理
的
な
現
実
へ
の
不
満
足
が
も
た
ら
す
越
境
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
欠
乏
と
補
足
」
と
い
う
枠
組

み
は
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
お
け
る
越
境
と
い
う
構
成
要
素
を
把
握
す
る
の
に
適
し
て
い
る
と
思
う
。

異
な
っ
た
秩
序
が
ぶ
つ
り
合
っ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
接
点
で
あ
る
境
界
を
大
胆
に
越
え
る
こ
と
は
、
確
か
に
摩
擦
を
生
じ
さ
せ
、
危
険
に

立
た
せ
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
越
境
と
い
う
現
象
は
、
紛
争
を
引
き
起
こ
し
た
り
安
定
を
破
壊
し
た
り
し
て
い
る
一
方
、
越
境
と

い
う
い
わ
ば
外
部
の
世
界
へ
赴
い
た
り
往
還
し
た
り
す
る
循
環
過
程
に
よ
り
、
自
ら
を
解
放
し
、
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
体
験
を
持
つ
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
越
境
体
験
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
生
を
も
た
ら
し
、
新
し
い
刺
激
を
持
ち
込
ん
で
く
る
の
で
、
活
性
化
や
変
化
の
き
っ

か
け
と
も
な
れ
る
。

『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
の
世
界
で
は
、
越
境
者
た
ち
に
よ
り
境
界
の
此
方
と
彼
方
の
交
流
が
達
成
さ
れ
、
こ
の
頻
繁
の
接
触
・
往
来
は

話
の
流
れ
の
連
動
を
導
き
、
話
の
空
間
も
次
第
に
増
幅
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
危
機
で
あ
り
転
機
で
あ
る
越
境
の
諸
相
は
、
主
人
公
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た
ち
の
行
動
様
式
を
通
し
て
多
種
多
様
な
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
。
越
境
と
い
う
行
為
の
裏
側
に
あ
る
深
意
は
テ
ク
ス
ト
の
分
析
・
読
解

に
よ
り
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
で
き
る
と
考
え
る
。
越
境
と
い
う
視
点
は
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
の
作
品
世
界
に
見
事
に
照
明
を
当
て
、
一

つ
の
切
り
口
と
し
て
新
た
な
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
読
み
の
角
度
を
提
供
し
、
新
た
な
観
点
と
認
識
を
創
り
出
し
、
作
品
理
解
の
深
化
を

促
す
の
で
あ
る
。

註
盧

中
嶋
隆
『
初
期
浮
世
草
子
の
展
開
』、
若
草
書
房
、
一
九
九
六
。

盪

前
田
愛
『
都
市
空
間
の
な
か
の
文
学
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
二
。

蘯

こ
こ
で
前
田
氏
に
引
用
さ
れ
た
の
は
、「
人
は
、
自
ら
を
、
特
定
の
時
間
の
中
で
境
界
の
上
ま
た
は
中
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
常
生
活
の

効
用
性
に
支
配
さ
れ
た
時
間
、
空
間
の
軛
か
ら
自
ら
を
解
き
放
ち
、
自
ら
の
行
為
、
言
語
が
潜
在
的
に
持
っ
て
い
る
意
味
作
用
と
直
面
し
、

『
生
れ
変
る
』
と
い
っ
た
体
験
を
持
つ
こ
と
が
出
来
る
。」（
山
口
昌
男
『
文
化
と
両
義
性
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
。）
と
い
う
段
落
で
あ

る
。
つ
ま
り
「
境
界
の
上
ま
た
は
中
に
置
く
」
と
い
う
人
の
行
動
様
式
か
ら
一
種
の
自
己
選
択
が
う
か
が
え
、
こ
の
選
択
に
よ
り
日
常
の
軌
道

か
ら
脱
出
し
、
非
日
常
に
お
け
る
新
生
体
験
を
体
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

盻

井
上
敏
幸
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
７６

好
色
二
代
男
・
西
鶴
諸
国
ば
な
し
・
本
朝
二
十
不
孝
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
。

眈

浮
橋
康
彦
「
西
鶴
文
学
の
反
語
的
性
格
」、『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書

西
鶴
』、
有
精
堂
、
一
九
六
九
。

眇

麻
生
磯
次
・
冨
士
昭
雄
『
決
定
版

対
訳
西
鶴
全
集
５

西
鶴
諸
国
ば
な
し
・
懐
硯
』（
明
治
書
院
、
一
九
九
二
）
解
説
参
照
。

眄

福
田
ア
ジ
オ
ら
編
『
日
本
民
俗
大
辞
典
〈
上
〉』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
。

眩

小
峯
和
明
『
説
話
の
声
―
中
世
世
界
の
語
り
・
う
た
・
笑
い
』、
新
曜
社
、
二
〇
〇
〇
。

眤

森
耕
一
『
西
鶴
論
―
性
愛
と
金
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
』、
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
四
。

眞

宗
政
五
十
緒
ら
編
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
６７

井
原
西
鶴
集
滷
』
小
学
館
、
一
九
九
六
。

参
考
文
献

テ
キ
ス
ト
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お
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１.

井
上
敏
幸
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
礑

好
色
二
代
男
・
西
鶴
諸
国
ば
な
し
・
本
朝
二
十
不
孝
』』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
。

２.

麻
生
磯
次
・
富
士
昭
雄
『
決
定
版

対
訳
西
鶴
全
集
眈

西
鶴
諸
国
ば
な
し
・
懐
硯
』、
明
治
書
院
、
一
九
九
二
。

３.

宗
政
五
十
緒
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
磅
井
原
西
鶴
集
盪
』、
小
学
館
、
一
九
九
六
。

単
行
本

１.

植
田
一
夫
『
西
鶴
文
芸
の
研
究
』、
笠
間
書
院
、
一
九
七
九
。

２.

日
本
文
学
研
究
資
料
刊
行
会
編
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書

西
鶴
』、
有
精
堂
、
一
九
六
九
。

３.

江
口
孝
夫
『
夢
に
つ
い
て
の
研
究
』、
風
間
書
房
、
一
九
八
七
。

４.

西
島
孜
哉
『
近
世
文
学
の
女
性
像
』、
世
界
思
想
社
、
一
九
九
三
。

５.

谷
脇
理
史
『
西
鶴
必
携
』、
學
燈
社
、
一
九
九
三
。

６.

白
倉
一
由
『
西
鶴
文
芸
の
研
究
』、
明
治
書
院
、
一
九
九
四
。

７.

荒
川
有
史
『
西
鶴

人
間
喜
劇
の
文
学
』、
こ
う
ち
書
房
、
一
九
九
四
。

８.

暉
峻
康
隆
等
『
西
鶴
へ
の
招
待
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
。

９.

中
嶋
隆
『
初
期
浮
世
草
子
の
展
開
』、
若
草
書
房
、
一
九
九
六
。

１０.

有
働
裕
『
西
鶴

は
な
し
の
想
像
力
』、
翰
林
書
房
、
一
九
九
八
。

１１.

堀
切
実
『
読
み
か
え
ら
れ
る
西
鶴
』、
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
一
。

１２.

森
耕
一
『
西
鶴
論
―
性
愛
と
金
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
』、
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
四
。

１３.

江
本
裕
『
西
鶴
研
究
―
小
説
篇
』、
新
典
社
、
二
〇
〇
五
。

１４.

前
田
愛
『
都
市
空
間
の
な
か
の
文
学
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
二
。

論
文

１.

水
田
潤
「
西
鶴
「
諸
国
は
な
し
」
の
近
世
的
性
格
」、『
論
究
日
本
文
学
』
第
３６
巻
、
一
九
七
三
。

２.

井
上
敏
幸
「『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
攷
―
仙
郷
譚
と
武
家
物
―
」、『
国
語
国
文
』
第
４５
巻
１０
号
、
一
九
七
六
。

『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
お
け
る
越
境
の
意
味
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３.

堤
精
二
「「
近
年
諸
国
咄
」
の
成
立
過
程
」、『
日
本
文
学
研
究
大
成

西
鶴
』、
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
九
。

４.

井
上
敏
幸
「
艶
笑
譚
の
背
景
―
「
傘
の
御
託
宣
」
小
考
」、『
江
戸
の
笑
い
』、
明
治
書
院
、
一
九
八
九
。

５.

西
島
孜
哉
「『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
の
主
題
と
方
法
―
成
立
の
必
然
性
―
」、『
西
鶴
と
浮
世
草
子
』、
桜
楓
社
、
一
九
八
九
。

６.

井
上
敏
幸
「『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
三
題
」、『
江
戸
時
代
文
学
誌
』
第
７
巻
、
一
九
九
〇
。

７.

平
林
香
織
「『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
お
け
る
夢
―
巻
二
の
四
「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」
の
場
合
」、『
文
芸
研
究
』
第
１２５
巻
、
一
九
九
〇
。

８.

岡
本
勝
「『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
の
方
法
」、『
論
集
近
世
文
学
』
第
３
巻
、
一
九
九
一
。

９.

後
小
路
薫
「『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』「
十
二
人
の
俄
坊
主
」
の
素
材
」、『
文
芸
論
叢
』
第
４１
巻
、
一
九
九
三
。

１０.

篠
原
進
「
西
鶴
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
―
『
大
下
馬
』
の
毒
」、『
日
本
文
学
』
第
４３
巻
１０
号
、
一
九
九
四
。

１１.

佐
藤
毅
「
井
原
西
鶴
の
描
い
た
信
州
―
『
諸
国
は
な
し
』
を
軸
に
―
」、『
駒
木
原
国
文
』
第
８
巻
、
一
九
九
七
。

１２.

山
本
恵
子
「『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
巻
三
の
五
―
「
行
末
の
宝
舟
」
の
素
材
と
方
法
」、『
国
文
橘
』
第
２３
巻
、
一
九
九
七
。

１３.

森
田
雅
也
「『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
の
余
白
（
マ
ル
ジ
ュ
）
―
そ
の
序
文
か
ら
の
読
み
を
め
ぐ
っ
て
」、『
日
本
文
芸
研
究
』
第
５０
巻
４
号
、
一
九
九

九
。

１４.

森
田
雅
也
「『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
試
論
（
上
）
―
「
人
は
ば
け
も
の
」
論
」、『
日
本
文
芸
研
究
』
第
５１
巻
３
号
、
一
九
九
九
。

１５.

森
田
雅
也
「『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
試
論
（
下
）
―
「
人
は
ば
け
も
の
」
論
」、『
日
本
文
芸
研
究
』
第
５３
巻
２
号
、
二
〇
〇
一
。

１６.

森
田
雅
也
「「
年
を
か
さ
ね
し
狐
狸
の
業
ぞ
か
し
」
考
―
西
鶴
と
出
版
統
制
令
に
関
す
る
一
考
察
―
」、『
日
本
文
芸
研
究
』
第
５４
巻
第
４
号
、
二

〇
〇
三
。

１７.

宮
澤
照
恵
「『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
咄
の
創
作
―
「
見
せ
ぬ
所
は
女
大
工
」
の
構
想
を
め
ぐ
っ
て
―
」、『
北
星
論
集
』
第
４３
巻
第
１
号
、
二
〇
〇

五
。

【
付
記
】
本
論
文
作
成
に
際
し
、
二
〇
〇
七
年
度
春
学
期
提
携
校
留
学
生
と
し
て
、
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授

森
田
雅
也
先
生
の
研

究
演
習
で
御
指
導
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

（
チ
ョ
ウ

シ
ン
ジ
ョ
・
購
読
会
員
・
台
湾
国
立
政
治
大
学
大
学
院
修
士
課
程
）
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お
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