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一
、
は
じ
め
に

　
『
春

し
ゅ
ん
し
ょ
く色
江え

ど戸
紫む
ら
さ
き』
と
は
、
山
々
亭
有
人
に
よ
る
人
情
本
で
、
全
三
編

の
う
ち
初
編
と
二
編
が
元
治
元
年
に
、三
編
は
明
治
以
降
に
刊
行
さ
れ
た
。

ま
た
、
写
本
『
江
戸
紫
』
を
も
と
に
し
た
改
作
作
品
の
一
つ
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
。『
春
色
江
戸
紫
』
に
は
、
写
本
『
江
戸
紫
』
を
ど
の
よ
う
に

改
作
し
た
の
か
と
い
う
問
題
と
、
幕
末
の
人
情
本
の
様
相
を
知
る
一
つ
の

手
が
か
り
と
い
う
二
つ
の
問
題
点
を
持
つ
。

　

ま
ず
写
本
『
江
戸
紫
』
に
つ
い
て
述
べ
る
。
写
本
『
江
戸
紫
』
は
、
文

政
初
年
年
に
成
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
作
者
は
未
詳（

1
（

で
あ
る
。

内
容
は
、
宗
治
郎
と
そ
の
許
嫁
の
お
組
を
中
心
と
し
た
物
語
で
あ
る
。
宗

治
郎
は
古
着
商
坂
松
屋
の
養
子
と
な
り
惣
領
と
し
て
育
つ
。
し
か
し
、
養

父
と
下
女
の
間
に
弟
善
次
郞
が
生
ま
れ
、
宗
治
郎
は
家
督
を
譲
る
た
め
に

放
蕩
生
活
を
し
、
許
嫁
で
養
母
の
姪
で
あ
る
お
組
に
対
し
て
も
冷
た
い
態

度
を
取
る
。
思
惑
通
り
に
勘
当
を
受
け
た
宗
治
郎
は
上
州
の
絹
問
屋
で
奉

公
を
す
る
。
宗
治
郎
は
江
戸
に
戻
り
、
大
名
の
妾
で
あ
っ
た
知
清
と
出
会

う
。
知
清
の
も
と
で
お
組
と
再
会
す
る
。
お
組
は
宗
治
郎
の
勘
当
後
に
善

次
郞
か
ら
実
家
の
借
金
を
理
由
に
結
婚
を
迫
ら
れ
、
そ
れ
を
拒
ん
だ
末
に

姉
と
琴
の
師
匠
を
し
て
生
活
を
し
て
い
た
。
二
人
は
再
会
を
喜
び
、
宗
治

郎
は
勘
当
を
許
さ
れ
、
お
組
の
実
家
を
再
興
さ
せ
一
家
は
繁
栄
す
る
。
こ

う
し
た
平
坦
な
内
容
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
出
版
さ
れ
ず
写
本
で
流
布
し
た

理
由
も
不
明
で
あ
る
。

　

こ
の
写
本
『
江
戸
紫
』
の
最
初
の
改
作
作
品
は
、『
清せ
い
だ
ん談

峯み
ね
の

初は
つ
は
な花

』（
十

返
舎
一
九
初
編
文
政
二
〈
一
八
一
九
〉
年
刊
）
で
あ
る
。
こ
の
『
清
談
峯

初
花
』
を
も
っ
て
人
情
本
最
初
の
作
品
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
合
巻

の
『
洗
あ
ら
い

鹿が
の
こ子

紫
ゆ
か
り
の

江え

ど戸
染ぞ
め

』（
墨
川
亭
雪
麿
作
、初
編
天
保
六
〈
一
八
三
五
〉

『
春

し
ゅ
ん
し
ょ
く色

江え

ど戸
紫む

ら
さ
き』

の
写
本
『
江
戸
紫
』
利
用
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年
刊
）
や
『
琴き
ん
せ
い声
美び
じ
ん
ろ
く

人
録
』（
山
東
京
山
作
、
初
編
弘
化
四
〈
一
八
四
七
〉

年
刊
）
と
改
作
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
改
作
を
う
け
て
『
春
色
江
戸
紫
』

が
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
写
本
『
江
戸
紫
』
は
成
立
以
降
読
者
を

獲
得
し
続
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
圭
一
の

調
査（

2
（

に
よ
る
三
十
六
本
の
諸
本
調
査
に
よ
り
、
長
期
間
読
者
を
獲
得
し
た

と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
鈴
木
圭
一
は
写
本
『
江
戸
紫
』
を
含
む
人
情
本

の
大
き
な
型
と
し
て
「
商
家
繁
栄
譚
」
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、『
春
色
江
戸
紫
』
が
写
本
『
江
戸
紫
』
の
改
作
作
品
と
し
て
、
ど

の
よ
う
に
改
作
が
行
わ
れ
た
の
か
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
し
て
『
春
色
江
戸
紫
』
が
元
治
元
年
に
出
版
さ
れ
た
幕
末
の
人
情
本

で
あ
る
こ
と
に
も
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
。
従
来
人
情
本
は
、
天
保
の
改

革
以
降
、
凋
落
の
一
途
を
た
ど
っ
た
一
時
期
の
流
行
と
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
元
治
元
年
と
い
う
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
こ
と
に
加
え
、
作
者
が
山
々

亭
有
人
で
あ
る
こ
と
に
は
注
目
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
山
々
亭
有

人
が
明
治
期
に
仮
名
垣
魯
文
と
と
も
に
三
条
の
教
憲
を
う
け
て
「
著
作
道

書
上
ゲ
」を
提
出
し
て
明
治
期
の
小
説
の
指
針
を
提
示
し
た
人
物
で
あ
り
、

『
東
京
日
日
新
聞
』
や
『
や
ま
と
新
聞
』
を
創
刊
し
て
、
そ
の
記
者
と
し

て
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
山
々
亭
有
人
は
、
幕
末

か
ら
明
治
へ
の
過
渡
期
の
戯
作
者
と
言
え
る
。
そ
の
有
人
に
よ
る
『
春
色

江
戸
紫
』
に
は
、
有
人
を
取
り
ま
く
人
物
が
様
々
な
形
で
見
ら
れ
る
。
ま

た
、『
春
色
江
戸
紫
』
は
明
治
十
六
年
に
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た

め
幕
末
か
ら
明
治
期
の
人
情
本
の
動
向
の
一
つ
と
し
て
、
ま
た
有
人
と
そ

の
周
辺
を
知
る
た
め
に
も
『
春
色
江
戸
紫
』
は
重
要
な
作
品
と
い
え
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
、『
春
色
江
戸
紫
』
を
写
本
『
江
戸

紫
』の
改
作
作
品
と
し
て
ど
の
よ
う
に
改
作
さ
れ
た
の
か
、『
春
色
江
戸
紫
』

と
写
本
『
江
戸
紫
』
と
の
違
い
を
、
女
性
の
登
場
場
面
を
中
心
に
ど
の
よ

う
に
改
作
し
た
の
か
を
述
べ
る
こ
と
で
、
写
本
『
江
戸
紫
』
の
改
作
作
品

と
し
て
の
『
春
色
江
戸
紫
』
の
位
置
づ
け
を
行
う
。
そ
の
う
え
で
、
幕
末

の
人
情
本
と
し
て
山
々
亭
有
人
と
周
囲
の
人
物
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述

べ
る
。二

、
改
作
作
品
と
し
て
の
『
春
色
江
戸
紫
』

　

こ
こ
で
は
、
ま
ず
『
春
色
江
戸
紫
』
を
写
本
『
江
戸
紫
』
の
改
作
作
品

と
し
て
の
位
置
づ
け
を
行
う
。
な
お
、
本
稿
で
使
用
す
る
写
本
『
江
戸

紫
』
の
本
文
は
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本（

3
（

に
依
る
。『
春
色
江
戸
紫
』

の
本
文
は
、
お
も
に
弘
前
市
立
図
書
館
所
蔵
本（

4
（

を
利
用
し
た
。
し
か
し
弘

前
市
立
図
書
館
所
蔵
本
は
初
編
上
巻
か
ら
中
巻
に
か
け
て
、
丁
の
欠
損
が

見
ら
れ
る
た
め
、
同
版
と
思
わ
れ
る
東
北
大
学
図
書
館
狩
野
文
庫
所
蔵
本（

5
（

を
用
い
た
。
な
お
、
版
本
以
外
に
『
春
色
江
戸
紫
』
の
本
文
と
し
て
、
明
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治
十
六
年
刊
の
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本（

6
（

が
あ
る
。
明
治
十
六
年
版
は
、

初
版
本
と
の
本
文
の
違
い
は
、
お
も
に
振
り
仮
名
の
有
無
や
仮
名
遣
い
と

い
っ
た
も
の
で
、
大
き
な
違
い
は
見
ら
れ
な
い
。
重
要
な
違
い
と
し
て
、

序
文
や
口
絵
・
挿
絵
が
あ
る
。
こ
の
違
い
は
、
初
版
本
と
明
治
十
六
年
版

の
出
版
の
背
景
を
考
え
る
上
で
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
後
述
す
る
。

　

ま
ず
は
、『
春
色
江
戸
紫
』
に
至
ま
で
、
写
本
『
江
戸
紫
』
が
ど
の
よ

う
に
改
作
さ
れ
た
か
述
べ
て
お
き
た
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
写
本
『
江

戸
紫
』
は
、
江
戸
の
古
着
商
坂
松
屋
を
舞
台
と
し
た
養
子
の
宗
治
郎
と
そ

の
許
嫁
の
お
組
を
中
心
と
し
て
い
る
。
最
初
の
改
作
作
品
は
、
十
返
舎

一
九
の
『
清
談
峯
初
花
』
で
、
こ
こ
で
は
宗
治
郎
を
捨
五
郎
、
お
組
を
お

く
ん
と
登
場
人
物
の
名
前
を
変
え
て
い
る
も
の
の
、
筋
は
概
ね
写
本
『
江

戸
紫
』
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
捨
五
郎
が
上
州
へ
の
旅
路
で
上
州
の

富
豪
と
出
会
う
場
面
や
、
知
清
に
お
く
ん
と
の
関
係
が
知
ら
れ
る
場
面
で

は
、
滑
稽
味
あ
ふ
れ
る
場
面
へ
と
変
更
が
見
ら
れ
る
。
次
に
『
洗
鹿
子
紫

江
戸
染
』
は
、
宗
治
郎
を
總
司
郎
、
お
組
は
そ
の
ま
ま
の
名
前
を
使
用
し
、

善
次
郞
は
世
之
介
と
名
前
の
変
更
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
總
司
郎
が

二
十
才
、
お
組
が
十
八
才
、
世
之
介
が
八
才
の
た
め
、
世
之
介
が
お
組
に

結
婚
を
迫
る
と
い
う
場
面
が
な
い
。
ま
た
、
總
司
郎
は
遊
興
の
末
に
勘
当

さ
れ
る
が
、
上
州
へ
行
く
こ
と
な
く
、
世
之
介
の
説
得
に
よ
っ
て
勘
当
が

許
さ
れ
る
も
の
と
な
り
、
よ
り
簡
素
な
筋
と
な
っ
て
い
る
。
最
後
に
『
琴

声
美
人
録
』
は
、
名
前
の
変
更
は
な
い
も
の
の
、『
加
賀
見
山
旧
錦
絵
』

の
岩
藤
が
登
場
し
、
宗
治
郎
に
言
い
寄
る
こ
と
で
お
組
と
宗
治
郎
の
仲
を

乱
し
、
二
人
の
誤
解
が
と
け
る
と
い
う
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
繰
り
返
さ
れ

長
編
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、写
本『
江
戸
紫
』の
改
作
作
品
は
、様
々

な
工
夫
を
加
え
て
い
た
。

こ
う
し
た
改
作
を
経
た
う
え
で
、『
春
色
江
戸
紫
』
は
歌
舞
伎
の
利
用

や
登
場
人
物
の
変
更
を
加
え
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
写
本
『
江
戸
紫
』
の

筋
に
立
ち
返
る
よ
う
な
改
作
を
行
っ
て
い
る
。
た
だ
し
写
本
『
江
戸
紫
』

を
そ
の
ま
ま
刊
行
す
る
の
で
は
な
く
、
場
面
の
省
略
や
追
加
、
写
本
『
江

戸
紫
』
に
は
見
ら
れ
な
い
人
物
の
登
場
な
ど
、
意
図
的
な
変
更
が
見
ら
れ

る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
『
春
色
江
戸
紫
』
と
写
本
『
江
戸
紫
』
の
違

い
か
ら
、
山
々
亭
有
人
の
改
作
の
特
徴
を
捉
え
た
い
。

　

ま
ず
は
、
ど
の
よ
う
な
場
面
を
省
略
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
も
に

場
面
を
省
略
し
て
い
る
の
は
、
主
人
公
惣
次
郎
が
勘
当
を
受
け
る
場
面
と

上
州
へ
と
移
動
す
る
場
面
で
あ
る
。
写
本
『
江
戸
紫
』
で
は
、
京
都
か
ら

本
店
の
番
頭
が
詮
議
し
、
宗
治
郎
へ
勘
当
の
旨
を
告
げ
る
場
面
が
あ
る
。

番
「
コ
レ
宗そ
う

治じ

郎ら
う

殿ど
の

、
こ
れ
ま
て
か
み
が
た
よ
り
も
異い

見け
ん

度た
び

〳
〵

申ま
う
し

越こ

し
其そ

の
上う
へ

へ
親し
ん

類る
い

も
い
ろ
〳
〵
異い

見け
ん

な
し
た
る
処と
こ
ろを

ひ
と
つ

も
聞き
ゝ

入い

れ
な
く
我わ
が

侭ま
ゝ

の
振ふ
る

舞ま
ひ

、（
中
略
）
町て
う

人に
ん

の
身み

分ぶ
ん

と
し
て
ま
た
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あ
る
ま
じ
き
不ふ
ら
ち埒
千せ
ん
ば
ん万
此こ
の
こ
と事
京き
よ
う
と都
本ほ
ん
だ
な店
大お
お
だ
ん
な

旦
那
よ
り
の
さ
し
ず
に
て

此こ
の
た
び度

善ぜ
ん

兵べ

え衛
殿ど
の

親お
や
こ子

の
縁え
ん

を
き
り
勘か
ん
だ
う当

い
た
す
な
り
。
親お
や

の
手て

を

離は
な

れ
て
何な
に

も
一ひ
と
り人

に
て
今い
ま
ゝ
で迄

の
通と
お

り
気き
ず
ひ随

ひ
気き
ま
ま侭

か
出で

き来
る
も
の

や
ら
、
出で

き来
ぬ
や
ら
宗そ
う

治じ
ら
う郎

自じ
ぶ
ん分

の
心こ
ゝ
ろに

て
な
ん
と
い
た
さ
れ
る
、

何ど

こ方
へ
な
り
と
も
心こ
ゝ
ろま

か
せ
に
行い

き
た
ま
へ
」（
巻
之
二
）

こ
れ
に
続
い
て
、
宗
治
郎
は
勘
当
を
受
け
入
れ
、
坂
松
屋
の
番
頭
か
ら
上

州
へ
行
く
よ
う
進
め
ら
れ
る
。
宗
治
郎
が
勘
当
さ
れ
る
場
面
を
詳
細
に
描

き
、
宗
治
郎
の
行
動
を
「
我
侭
の
振
舞
」
と
し
、「
親
の
手
を
離
れ
て
何

も
一
人
に
て
今
迄
の
通
り
気
随
ひ
気
侭
か
出
来
る
も
の
や
ら
」
な
ど
評
価

を
う
け
る
こ
と
で
、
宗
治
郎
の
勘
当
が
、
善
次
郞
に
家
督
を
譲
る
た
め
の

見
せ
か
け
で
あ
り
、
宗
治
郎
自
身
の
望
ん
だ
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
も
誤
解

を
受
け
る
悲
し
み
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
お
組
と
の
別
れ
が

宗
治
郎
の
本
意
で
は
な
い
も
の
と
し
て
哀
切
を
も
っ
て
印
象
づ
け
ら
れ
る

こ
と
と
な
る
。
し
か
し
『
春
色
江
戸
紫
』
で
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
惣
次

郎
の
勘
当
の
場
面
は
具
体
的
に
は
描
か
れ
な
い
。

兼か
ね

て
覚か
く
ご悟

の
事こ
と

な
が
ら
、
今こ
よ
ひ宵

吾わ
が
や家

お
見み

納お
さ

め
と
お
も
へ
ば
、
名な
ご
り残

の
惜お
し

ま
れ
て
、
男お
と
こ
な泣
き
に
ぞ
泣な
き

ゐ
た
り
し
が
斯か
く

て
あ
る
べ
き
事こ
と

な
ら

ね
ば
夫そ
れ

よ
、
是こ
れ

よ
と
身み
じ
た
く

支
度
な
し
夜よ
あ
け明
て
の
勘か
ん
だ
う当
を
、
ひ
た
す
ら
心
こ
ゝ
ろ

に
待ま
ち

け
る
と
ぞ
（
初
編
下
巻
）

こ
こ
で
は
惣
次
郎
が
父
の
勘
当
を
待
つ
の
み
で
、
具
体
的
な
会
話
は
書
か

れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、「
今
宵
吾
家
お
見
納
め
と
お
も
へ
ば
、
名
残
の

惜
ま
れ
て
、
男
泣
き
に
ぞ
泣
ゐ
た
り
」
と
惣
次
郎
が
勘
当
を
待
ち
つ
つ
も

別
れ
を
惜
し
む
様
子
が
見
ら
れ
る
。『
春
色
江
戸
紫
』
で
は
、
惣
次
郎
の

勘
当
の
場
面
を
描
い
て
は
い
な
い
も
の
の
、
お
組
と
の
別
れ
や
家
と
の
別

れ
を
惜
し
む
心
理
描
写
が
台
詞
で
は
な
く
文
章
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
省
略
し
た
場
面
と
し
て
、
惣
次
郎
の
上
州
へ
の
旅
路
が
挙
げ
ら

れ
る
。
写
本
『
江
戸
紫
』
で
は
、宗
治
郎
の
旅
装
束
の
説
明
か
ら
始
ま
り
、

地
名
を
交
え
な
が
ら
次
第
に
上
州
へ
と
移
動
し
て
い
る
。

江え

ど戸
に
知しる
人ひ
と

お
ふ
け
れ
ば
、
人ひ
と
め目

を
憚
は
ゝ
か
り

彼か

の
舟ふ
な

宿や
ど

を
東し
の
の
め雲

に
、

本ほ
ん
が
う郷

通ど
お

り
を
打う
ち

立た
つ

、
心こ
ゝ
ろ

ぼ
そ
く
も
上か
み
が
た方

へ
と
心こ
ゝ
ろ

ざ
し
、
岩い
わ
き槻

道み
ち

と

木き

そ

じ
曽
路
へ
の
追お
い
わ
け分
越こ
へ

て
、
明あ
く

る
夜よ

を
告つ
げ

る
そ
ら
ね
や
鷄け
い

声せ
い
が
く
ぼ

ヶ
窪
、

巣す
が
も
す

鴨
過
ぎ
れ
は
、
庚こ
う
し
ん
づ
か

申
塚
、
護ご
こ
く
じ

国
寺
の
森も
り

左ひ
だ

り
に
見み

な
し
、
畷
な
わ
て

続つ
ゝ
きに

板い
た
ば
し橋

や
、
蓮は
す
ぬ
ま
し
む
ら
う
ち

沼
志
村
打
過す

ぎ
て
、
戸と

だ田
の
壙ひ
ろ

野の

の
花は
な

薄す
す

き
、
弥や
よ
い生

の

頃こ
ろ

は
桜さ
く
ら
く
さ艸、

穐あ
き

は
蟋こ
お
ろ
ぎ蟀

の
名め
い
し
ょ
な
り

所
也
と
、
い
そ
が
ぬ
道み
ち

を
ぶ
ら
〳
〵
と
、

何な
に

か
心こ
ゝ
ろに

苦く
ら
う労

に
思お
も

ひ
な
が
ら
、
戸と

だ田
の
川か
わ
ぶ
ね
う
ち

船
打
渡わ
た

り
、
堤つ
ゝ
みを

越こ

し

て
蕨
わ
ら
び

宿じ
ゅ
く、

白し
ら
は
た幡

過す

ぎ
て
浦う
ら
わ和

な
る
月つ
く
よ
み読

の
宮み
や

伏ふ

し
拝お
が

み
、
此こ
の

宿や
ど
は
し端

の

茶ち
ゃ

廓や

に
暫し
ば
らく
憩い
こ

ひ
、
遠と
お

く
望の
ぞ
むは
浅あ
さ
ま間
ヵ
嶽だ
け

に
立た
つ

煙け
む
り、
空そ
ら

に
靉た
な
び
く靆
近ち
か

く

見み

る
。（
巻
之
三
）

こ
こ
で
は
「
戸
田
の
壙
野
の
花
薄
き
、
弥
生
の
頃
は
桜
艸
、
穐
は
蟋
蟀
の

名
所
也
と
、
い
そ
が
ぬ
道
を
ぶ
ら
〳
〵
と
、
何
か
心
に
苦
労
に
思
ひ
な
が
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ら
」
と
あ
る
よ
う
に
、
勘
当
さ
れ
た
宗
治
郎
が
遊
山
を
し
な
が
ら
、
ゆ
っ

た
り
と
し
た
足
取
り
で
旅
を
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て

地
名
と
そ
の
名
所
や
見
所
を
交
え
て
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
描
写
が
上
州
の
高
崎
ま
で
続
い
て
い
る
。
こ
の
後
、
宗
治
郎
は
安
中

松
井
田
の
間
で
上
州
大
町
人
の
隠
居
と
道
連
れ
に
な
り
、
そ
の
隠
居
の
も

と
で
手
代
を
す
る
こ
と
と
な
る
。

こ
う
し
た
宗
治
郎
の
上
州
で
の
場
面
は
、
改
作
作
品
の
中
で
も
『
清
談

峯
初
花
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
改
作
さ
れ
る
。

捨す
て
ご
ろ
う

五
郎
は
ひ
と
り
、
上か
み

が
た
所し
よ
〳
〵々

見け
ん
ぶ
つ物

し
て
、
そ
れ
よ
り
木き

そ

じ
曽
路
に

か
ゝ
り
、
序つ
い
でな

が
ら
善ぜ
ん
こ
う
じ

光
寺
に
参さ
ん
け
い詣

し
、
越え
ち
ご後

を
も
遊ゆ
う
れ
き歴

せ
ん
と
、

足あ
し

に
ま
か
せ
て
、
お
も
ひ
の
ま
ゝ
に
へ
め
ぐ
り
、
三さ
ん
ご
く国
か
い
だ
う
の

二ふ
た
ま
た股
と
い
へ
る
宿や
ど

に
と
ま
り
た
る
夜よ

、
折お
り
ふ
し節
相あ
い
き
や
く
客
も
な
く
、
た
ゞ
ひ

と
り
座ざ
し
き敷

に
、
ま
く
ら
し
て
、
そ
こ
爰こ
こ

見み
ま
わ廻

す
に
、
床ゆ
か

脇わ
き

の
袋
ふ
く
ろ

戸ど

の

絵え

、
め
づ
ら
し
き
図ず

の
あ
る
に
、
は
ね
お
き
て
な
が
め
や
り
つ
ゝ
、

何な
に
こ
ゝ
ろ

心
な
く
そ
の
袋
ふ
く
ろ

戸ど

を
あ
け
て
見み

れ
ば
、
紙か
み

に
つ
ゝ
み
た
る
も
の

あ
り
。
そ
の
形
か
た
ち

小こ
ば
ん判

の
な
り
に
て
、
凡
お
よ
そ

百ひ
や
く
り
よ
う

両
ば
か
り
の
嵩か
さ

に
み
へ

け
る
ゆ
へ
、
捨す
て
ご
ろ
う
て

五
郎
手
に
と
り
て
見み

れ
ば
、
相さ
う
い違
な
き
小こ
ば
ん判
な
り
、

包つ
ゝ
み
か
み
紙
に
書か
き
つ
け付
あ
る
を
、
よ
み
て
見み

れ
ば
、
上
じ
や
う
し
う州
原は
ら
ま
ち町
宿や
ど

絵え
ぎ
ぬ
や

絹
屋
瀬せ

十じ
う
ろ
う郎

と
あ
る
に
、
ふ
審し
ん

は
れ
ず
（
初
編
上
冊
）

こ
の
捨
五
郎
は
、
写
本
『
江
戸
紫
』
の
宗
治
郎
に
あ
た
る
人
物
で
あ
る
。

宗
治
郎
と
同
様
に
勘
当
さ
れ
た
捨
五
郎
は
、
急
ぐ
こ
と
も
な
く
旅
を
し
て

い
る
。
こ
の
旅
の
途
中
で
宿
に
置
き
忘
れ
ら
れ
た
百
両
を
見
付
け
、
そ
の

金
を
持
ち
主
の
絵
絹
屋
瀬
十
郎
へ
返
す
こ
と
で
、
捨
五
郎
は
絵
絹
屋
に
奉

公
す
る
。
こ
こ
で
の
大
き
な
違
い
は
、
は
じ
め
か
ら
上
州
へ
と
向
か
っ
て

い
た
宗
治
郎
と
は
異
な
り
、
捨
五
郎
は
偶
然
の
出
会
い
に
よ
っ
て
上
州
で

の
奉
公
が
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
写
本
『
江
戸
紫
』

で
は
、宗
治
郎
の
旅
の
情
景
は
、宗
治
郎
の
足
跡
を
名
所
と
と
も
に
め
ぐ
っ

て
い
る
一
方
で
、『
清
談
峯
初
花
』
で
は
、
捨
五
郎
は
上
州
で
の
奉
公
が

決
ま
る
場
面
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
男
性
主
人
公
の
勘
当
後
の
姿
を

描
い
て
い
る
。『
春
色
江
戸
紫
』
で
惣
次
郎
の
上
州
で
の
様
子
は
描
か
れ

て
い
る
も
の
の
、
惣
次
郎
が
ど
の
よ
う
に
上
州
へ
た
ど
り
着
い
た
の
か
、

ま
た
上
州
の
富
豪
に
奉
公
す
る
こ
と
と
な
っ
た
経
緯
は
、『
春
色
江
戸
紫
』

で
は
作
者
に
よ
る
説
明
で
終
わ
っ
て
い
る
。

　

そ
の
『
春
色
江
戸
紫
』
で
み
ら
れ
る
上
州
で
の
惣
次
郎
の
様
子
と
し
て
、

富
豪
の
娘
に
思
わ
れ
な
が
ら
も
、娘
を
恋
慕
す
る
従
兄
弟
と
一
計
を
講
じ
、

二
人
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
場
面
が
あ
る
。
こ
の
場
面
は
写
本『
江
戸
紫
』

に
も
み
ら
れ
、
こ
こ
で
は
「
彼か

の

妹
い
も
う
と

娘む
す
めは
年と
し

は
廿は
た
ちに
て
、
せ
い
は
鴨か
も

居い

に

つ
か
へ
る
や
ふ
」
と
描
写
し
、
言
葉
に
も
訛
を
加
え
る
こ
と
で
田
舎
者
ら

し
く
描
写
し
て
い
る
。
江
戸
か
ら
来
た
宗
治
郎
の
洗
練
さ
れ
た
様
子
と
対

比
さ
せ
る
こ
と
で
、お
花
の
恋
心
を
滑
稽
な
も
の
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
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お
花
が
暗
闇
の
中
で
相
手
が
惣
次
郎
と
信
じ
て
喜
八
と
結
ば
れ
る
場
面
で

は
、「
互た
が
ひに

田い
な
か舎

の
骨ほ
ね
ぶ
と太

の
達た
っ
し
や者

に
て
、
鼻は
な
い
き息

は
牛う
し

の
遠と

ふ
吼ぼ
え

す
る
や
ふ

に
大お
ほ

い
き
つ
ぎ
に
て
居い

る
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
二
人
の
声
を
主
人
が
聞

き
つ
け
盗
人
と
思
い
、
喜
八
と
お
花
の
関
係
が
周
囲
に
知
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
写
本
『
江
戸
紫
』
で
は
、
宗
治
郎
の
上
州
で
の
生
活
に
つ
い
て
上
州

の
人
物
を
、
田
舎
者
ら
し
さ
を
強
調
す
る
か
た
ち
で
滑
稽
さ
を
加
え
て
い

る
。

　

こ
の
場
面
に
あ
た
る
『
春
色
江
戸
紫
』
の
描
写
は
次
に
記
す
。

お
捨す
て

は
日ひ
ご
ろ頃

慕し
た

ふ
、
惣そ
う

次じ
ろ
う郎

よ
り
の
玉た
ま

章ず
さ

を
見み

る
に
嬉う
れ

し
く
気き

も
わ

く
〳
〵
、
同お
な

じ
思お
も

ひ
の
勘か
ん

兵べ

へ衛
も
、
互た
が
ひに

其そ

の
日ひ

の
永な
が

き
を
恨う
ら

み
、

一い
ち
じ
つ日
千せ
ん
し
う秋
の
思お
も

ひ
な
り
し
が
、
早は

や
其そ

の
時と
き

に
至い
た

る
を
も
て
、
勘か
ん

兵べ

え衛
先さ
き

に
忍し
の

び
て
あ
り
し
を
、
お
捨す
て

は
一い
ち
づ図
に
惣そ
う

次じ
ら
う郎
な
り
と
、
思お
も

ふ
も
の
か
ら
夢ゆ
め

か
と
ば
か
り
嬉う
れ

し
く
て
、
夫ふ
う
ふ婦

の
語か
た

ら
ひ
な
し
し

後ご

、
惣そ
う

次じ
ら
う郎

な
ら
ぬ
を
知し

る
と
は
い
へ
ど
、
疾は

や
不ふ
り
よ慮

の
門も
ん

に
入い

り

た
る
上う
へ

は
、
今い
ま
さ
ら更

詮せ
ん
か
た術

な
け
れ
ば
、（
第
二
編
下
之
巻
）

こ
こ
で
は
、
写
本
『
江
戸
紫
』
の
お
花
と
喜
八
に
あ
た
る
人
物
お
捨
と
勘

兵
衛
を
惣
次
郎
が
結
び
つ
け
て
い
る
も
の
の
、『
江
戸
紫
』
で
み
ら
れ
た

よ
う
な
、
具
体
的
な
田
舎
者
の
描
写
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
勘
兵
衛
の

言
葉
使
い
か
ら
見
て
も
、
田
舎
ら
し
い
言
葉
使
い
が
見
ら
れ
ず
、
江
戸
の

人
物
と
上
州
の
人
物
を
対
比
す
る
と
い
う
意
識
が
見
ら
れ
な
い
。
上
州
の

人
物
と
江
戸
の
人
物
を
描
き
分
け
て
い
た
写
本
『
江
戸
紫
』
と
『
清
談
峯

初
花
』
で
は
、
上
州
の
人
物
を
、
滑
稽
味
を
も
っ
て
描
く
た
め
に
方
言
や

身
体
の
描
写
が
使
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
上
州
と
江
戸
の
人
物
の
違
い

が
失
わ
れ
た
こ
と
で
滑
稽
味
は
失
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、『
春
色
江
戸
紫
』

で
は
、
惣
次
郎
を
陥
れ
る
た
め
に
金
を
紛
失
さ
せ
る
と
い
う
計
略
が
め
ぐ

ら
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
惣
次
郎
の
上
州
で
の
生
活
は
、
滑
稽
味
を

失
い
、
周
囲
か
ら
陥
れ
ら
れ
る
と
い
う
惣
次
郎
の
苦
難
が
印
象
づ
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
ま
で
、『
春
色
江
戸
紫
』
で
省
略
し
た
場
面
を
挙
げ
た
。
こ
れ
ら

の
減
少
場
面
は
、
い
ず
れ
も
惣
次
郎
に
関
す
る
場
面
で
あ
る
。
鈴
木
圭
一

の
い
う
人
情
本
の
型
で
あ
る
「
商
家
繁
栄
譚
」
と
し
て
は
、
惣
次
郎
の
足

跡
は
重
要
な
場
面
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
惣
次
郎
の
勘
当
の
場
面
や
上
州

へ
の
道
中
を
具
体
的
に
描
か
な
い
こ
と
で
、『
春
色
江
戸
紫
』
が
惣
次
郎

を
主
体
と
す
る
「
商
家
繁
栄
譚
」
と
し
て
の
印
象
を
薄
く
し
て
い
る
。

ま
た
、惣
次
郎
の
勘
当
の
場
面
や
上
州
へ
の
道
中
を
省
略
す
る
一
方
で
、

追
加
さ
れ
た
場
面
も
見
ら
れ
る
。追
加
し
た
場
面
に
注
目
し
、そ
れ
に
よ
っ

て
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
の
か
述
べ
る
。
追
加
さ
れ
た
場
面
の
一
つ
と

し
て
、
惣
次
郎
の
放
蕩
の
場
面
が
あ
る
。

幸
「
ヲ
ヤ
〳
〵
お
楽ら
く

様さ
ん

何ど

こ所
へ
往ゆ

て
お
在い
で

だ
」

楽
「
何ど

こ所
へ
も
往い

き
や
ア
し
な
い
が
ネ
」
と
御お
か
う幸

の
耳み
ゝ

に
口く
ち

を
寄よ

せ



73

て
、
何な

に

や
ら
私さ
ゝ
や語
く
、
お
幸こ
う

も
莞に
つ
こ
り
わ
ら

爾
笑
ひ
な
が
ら

幸
「
ヲ
ヤ
左さ
よ
う様

、
夫そ
れ

ぢ
や
ア
な
ん
ぞ
御お
お
ご
り奢

ヨ
」

楽
「
ア
ヽ
奢お
ご

る
と
も
〳
〵
な
ん
で
も
お
好
こ
の
み

次し
だ
い第

」

幸
「
左さ

う様
い
へ
ば
お
楽ら
く

様さ
ん

、
些ち
つ

と
痩や
せ

た
様や
う

だ
ね
」

楽
「
お
ふ
ざ
け
で
な
い
ヨ
」
ト
い
ふ
時と
き

、
惣そ
う

次じ
ら
う郎

も
出い
で

来き

り
、

惣
「
左さ

楽ら
く
し子
や
小こ
て
る照
さ
ん
は
」

幸
「
今い
ま

来き

ま
す
だ
ろ
う
」
ト
い
ひ
な
が
ら
惣そ
う

次じ

郎ら
う

の
顔か
ほ

を
見み

て
笑わ
ら

ツ

て
い
る
、

惣
「
お
幸こ
う

さ
ん
人ひ
と

の
顔か
ほ

を
見み

て
否い
や

に
笑わ
ら

ふ
の
」

幸
「
何な
ん

ぞ
お
奢
お
ご
り

被
成
ま
せ
う
ね
」

惣
「
勿も
ち
ろ
ん論
サ
」

小
「
オ
ヤ
〳
〵
お
楽
さ
ん
」

左
「
や
つ
と
探さ
が

し
当あ
て

た
な
ん
だ
か
、
鬢び
ん

の
ほ
つ
れ
塩あ
ん

梅ば
い

な
ん
ざ
ア
何ど

様う

も
あ
や
し
い
」（
初
編
巻
之
中
）

右
の
場
面
は
、
惣
次
郎
が
落
語
家
の
左
楽
と
鯉
中
、
芸
者
の
お
幸
・
小
照
・

お
楽
ら
と
遊
興
と
し
て
隠
れ
ん
ぼ
を
し
た
後
の
場
面
で
あ
る
。直
前
に
は
、

惣
次
郎
に
以
前
か
ら
思
い
を
寄
せ
て
い
た
お
楽
が
惣
次
郎
と
思
い
を
遂
げ

る
場
面
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
お
楽
の
念
願
の
恋
が
叶
っ
た
こ
と
を
手
助

け
し
た
お
幸
や
左
楽
が
茶
化
し
て
い
る
。こ
の
場
面
で
注
目
し
た
い
の
は
、

お
楽
と
い
う
特
定
の
惣
次
郎
の
馴
染
芸
者
の
存
在
と
左
楽
と
鯉
中
と
い
う

実
在
の
落
語
家
の
登
場
で
あ
る
。

　

ま
ず
、お
楽
と
い
う
馴
染
芸
者
に
注
目
し
た
い
。
写
本『
江
戸
紫
』に
も
、

宗
治
郎
の
放
蕩
場
面
は
見
ら
れ
る
が
、
特
定
の
芸
者
と
の
関
係
は
見
ら
れ

な
い
。『
春
色
江
戸
紫
』
で
は
、
特
定
の
お
楽
と
い
う
芸
者
を
登
場
さ
せ
、

お
楽
と
の
恋
の
始
ま
り
か
ら
描
い
て
い
る
。
ま
た
お
楽
の
登
場
す
る
場
面

は
、
今
後
も
見
ら
れ
、
結
末
で
は
惣
次
郎
の
妾
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
お
楽
は
、『
春
色
江
戸
紫
』
で
追
加
さ
れ
た
人
物
で
あ
り
、
作
品
の

中
で
も
重
要
な
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
お
楽
の
存
在
意
義
に

つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。
こ
こ
で
は
、
左
楽
に
「
鬢
の
ほ
つ
れ
塩
梅
な
ん

ざ
ア
何
様
も
あ
や
し
い
」
と
、
惣
次
郎
と
お
楽
の
情
事
の
形
跡
を
め
ざ
と

く
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
、
二
人
の
生
々
し
い
恋
の
様
子
を
表
し
て
い
る
。

次
に
左
楽
・
鯉
中
の
存
在
で
あ
る
。
鯉
中
に
つ
い
て
詳
細
は
不
明
だ
が
、

名
前
か
ら
み
て
滝
亭
一
門
の
落
語
家
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
左
楽

は
、
山
々
亭
有
人
と
と
も
に
三
題
噺
を
復
活
さ
せ
た
柳
亭
左
楽
で
、
山
々

亭
有
人
も
名
を
連
ね
た
文
人
グ
ル
ー
プ
粹
興
連（

7
（

の
ひ
と
り
で
も
あ
る
。
そ

の
ほ
か
、
粹
興
連
の
ひ
と
り
で
も
あ
っ
た
仮
名
書
魯
文
な
ど
も
『
春
色
恋

廼
染
分
解
』
や
『
花
暦
封
じ
文
』
に
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
山
々

亭
有
人
の
人
情
本
に
は
、実
際
に
有
人
と
交
流
の
あ
っ
た
人
物
が
登
場
し
、

当
時
の
流
行
を
取
り
入
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
実
在
の
落
語
家
達
の
登
場

に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
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こ
の
よ
う
に
追
加
さ
れ
た
惣
次
郎
の
遊
興
の
場
面
で
は
、
写
本
『
江
戸

紫
』
で
は
登
場
し
て
い
な
か
っ
た
お
楽
と
い
う
馴
染
芸
者
が
登
場
す
る
。

お
楽
と
い
う
特
定
の
馴
染
芸
者
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、
惣
次
郎
と
の
艶

や
か
な
恋
の
様
子
を
描
い
た
。
ま
た
左
楽
や
鯉
中
と
い
っ
た
実
在
し
た
落

語
家
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、
当
時
の
流
行
を
描
い
て
い
る
。

　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、惣
次
郎
の
放
蕩
生
活
の
描
写
は
増
幅
し
て
い
る
。

写
本
『
江
戸
紫
』
で
は
、
具
体
的
な
人
物
と
し
て
登
場
し
な
か
っ
た
馴
染

の
相
手
で
あ
っ
た
が
、『
春
色
江
戸
紫
』
で
は
お
楽
と
い
う
特
定
の
人
物

が
登
場
し
て
い
る
。
ま
た
お
楽
と
は
既
に
馴
染
の
芸
者
と
し
て
登
場
す
る

の
で
は
な
く
、
惣
次
郎
と
結
ば
れ
る
場
面
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
、惣
次
郎
の
勘
当
後
も
お
楽
に
対
し
て
手
紙
を
残
し
て
お
り
、写
本
『
江

戸
紫
』
よ
り
追
加
し
て
い
る
場
面
の
一
つ
と
言
え
る
。

楽
「
若も
し

是こ
れ

ツ
限き

り
惣そ
う

様さ
ん

に
逢あ
は

れ
な
い
や
う
に
な
つ
た
ら
如ど

何う

し
や
う

ね
へ
」
ト
泪な
み
だぐ

む

美
「
ナ
ニ
惣そ
う

さ
ん
は
惣そ
う
り
や
う領だ

と
い
ふ
じ
や
ア
な
い
か
左さ

様う

し
て
見み

り

や
ア
い
つ
か
一い
ち
ど度

は
勘か
ん
だ
う当

が
ゆ
り
ず
に
は
い
ま
い
は
ネ
な
ん
で
も

信し
ん
じ
ん心
し
て
」

楽
「
時じ
せ
つ節
を
待ま
つ

よ
り
致し
か
た方
が
な
い
け
れ
ど
も
亦ま
た

旦だ
ん
な那
を
取と

れ
と
い
ふ

に
や
ア
困こ
ま

り
き
る
ヨ
」

美
「
何ど

こ所
の
親お
や

で
も
そ
ん
な
こ
と
は
あ
た
り
ま
い
だ
は
ネ
」

楽
「
所と

こ
ろが
わ
た
い
の
宅う
ち

の
継お
つ
か
あ母
は
一ひ
と

通と
お

り
じ
や
ア
な
い
か
ら
ネ
」（
二

編
巻
之
上
）

右
は
、
惣
次
郎
の
勘
当
後
、
惣
次
郎
か
ら
の
手
紙
を
読
む
お
楽
と
仲
間
芸

者
の
会
話
で
あ
る
。
芸
者
と
い
う
勤
め
で
あ
る
以
上
、
男
の
心
変
わ
り
で

恋
愛
関
係
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
不
安
定
さ
が
あ
る
。
そ
の
中
で
、
惣
次
郎

は
時
分
が
勘
当
さ
れ
た
こ
と
や
今
後
は
上
州
へ
行
く
こ
と
な
ど
を
手
紙
に

し
て
お
楽
に
残
す
こ
と
で
、
惣
次
郎
が
お
楽
に
対
し
て
誠
実
な
対
応
を
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
た
め
お
楽
も「
時
節
を
待
よ
り
致
方
が
な
い
」

と
惣
次
郎
の
戻
り
を
待
つ
つ
も
り
で
あ
る
。
た
だ
し
「
亦
旦
那
を
取
れ
と

い
ふ
に
や
ア
困
り
き
る
ヨ
」
と
あ
る
よ
う
に
抱
え
主
に
旦
那
を
取
る
よ
う

せ
ま
ら
れ
る
可
能
性
も
高
い
。
そ
れ
で
も
惣
次
郎
に
操
を
立
て
よ
う
と
す

る
お
楽
の
姿
が
こ
の
場
面
か
ら
は
見
て
取
れ
る
。
こ
う
し
た
、
お
楽
と
い

う
惣
次
郎
の
馴
染
の
芸
者
が
惣
次
郎
の
手
紙
を
読
み
、
惣
次
郎
に
操
立
て

を
す
る
と
い
う
場
面
は
、
写
本
『
江
戸
紫
』
に
は
見
ら
れ
な
い
『
春
色
江

戸
紫
』
の
場
面
で
あ
る
。
こ
う
し
た
お
楽
の
操
立
て
は
、
三
編
で
報
わ
れ

る
こ
と
と
な
る
。

楽
「
全ぜ
ん
た
い体
上じ
や
う
し
う
州
へ
、
発お
た
ち足
な
さ
る
前ま
へ

に
、
鳥ち
よ
つ
と渡
で
も
来き

て
、
斯か
う
か
う々

だ

と
咄は
な

し
て
お
呉く
れ
な被
成は
り

や
ア
、
ま
た
其そ
の

気き

で
、
あ
き
ら
め
よ
う
も
あ

り
ま
す
が
、
ア
ン
な
悲か
な

し
い
手て

簡が
み

な
ん
ぞ
を
、
よ
し
た
も
ん
だ
か

ら
吾わ
た
し儕

や
ア
悲か
な

し
く
つ
て
〳
〵
、
ア
ノ
手て
が
み紙

を
見み

ち
や
ア
泣な
き

、
毎ま
い
に
ち日
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〳
〵
泣な

い

て
ば
か
り
居い

ま
し
た
は
」

惣
「
左さ

う様
か
。
自お
い
ら己

も
一ち
よ
つ
と
あ

寸
逢
に
往い
か

ふ
か
と
思お
も

つ
た
が
イ
ヤ
〳
〵

夫お
っ
とじ

や
ア
、
却か
へ

つ
て
思お
も

ひ
の
種た
ね

だ
ろ
う
と
、
態わ
ざ

と
心こ
ゝ
ろを

鬼お
に

に
し
て
、

逢あ
は

ず
に
発た

つ足
心こ
ゝ
ろの

う
ち
を
些ち
つ

と
は
察さ
つ

し
て
、
貰も
ら

わ
ね
じ
や
ア
な
ら
な

い
」

楽
「
夫そ
れ

で
も
お
達た
つ
し
や者
で
、
帰か
へ

て
う
れ
し
い
ネ
、
丁て
う
ど度
三さ
ん
ね
ん年
に
な
り
ま

す
ね
へ
。」（
三
編
巻
之
上
第
十
四
回
）

右
は
、
惣
次
郎
が
上
州
か
ら
江
戸
に
戻
り
、
お
楽
と
再
会
し
た
場
面
で
あ

る
。
お
楽
は
惣
次
郎
の
不
在
の
三
年
間
を
芸
者
と
し
て
、
惣
次
郎
に
操
立

て
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
お
楽
そ
の
三
年
の
間
、「
上じ
や
う
し
う州は

江え

ど戸

か
ら
西せ
い
ほ
く北
の
方か
た

へ
当あ
た

る
と
聞き
い

た
か
ら
毎ま
い
あ
さ朝
〳
〵
陰か
げ

膳ぜ
ん

を
居す
へ

」（
三
編
巻
之

上
第
十
四
回
）
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
お
楽
の
操
立
て
が
報
わ
れ

る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
お
楽
と
い
う
女
性
は
、
写
本
『
江
戸
紫
』

に
は
見
ら
れ
ず
、『
春
色
江
戸
紫
』
で
新
た
に
登
場
し
た
人
物
で
あ
る
が
、

惣
次
郎
へ
操
立
て
を
す
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
お
楽
を
単

な
る
馴
染
の
芸
者
と
し
て
で
は
な
く
、
惣
次
郎
が
手
紙
を
残
し
、
心
に
か

け
る
存
在
と
し
て
登
場
し
て
い
る
こ
と
は
、
お
楽
が
実
を
尽
す
存
在
と
し

て
独
立
さ
せ
た
い
為
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
に
も
、

他
の
増
幅
し
た
場
面
に
つ
い
て
も
言
及
し
、
会
わ
せ
て
考
察
す
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。

　

で
は
、
次
に
『
春
色
江
戸
紫
』
で
増
加
し
た
場
面
と
し
て
、
お
組
の
場

面
が
挙
げ
る
。
お
組
の
場
面
で
特
徴
的
な
点
と
し
て
は
、
お
組
自
身
の
語

る
内
容
よ
り
も
、
お
組
に
対
し
て
語
る
内
容
に
教
訓
性
が
色
濃
く
見
ら
れ

る
点
で
あ
る
。

貞
「（
前
略
）
最は

や
ら
い
し
ゆ
ん

来
春
は
、
婚こ
ん
れ
い礼

が
有あ
る

だ
ら
う
か
ら
左さ

う様
な
り
や
ア

今い
ま

迄ま
で

と
は
違ち
が

ツ
て
人ひ
と

の
教
お
し
う

訓へ

も
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
殊こ
と

に
女お
ん
な
は

一い
つ
た
ん
ひ
と

端
人
の
家い
へ

へ
嫁き

て
再ふ
た
た
び
嶋し
き

居い

は
、
ま
た
が
ぬ
も
の
、
親お
や

や
夫お
つ
と
は

無む

り理
を
、
い
ふ
も
の
と
心こ
ゝ
ろに

納お
さ
めて

さ
へ
ゐ
れ
ば
、
何な
に

も
む
づ
か
し
い

理こ

と屈
は
な
い
唯た
だ

し
女お
ん
な

は
心こ
ゝ
ろ

や
さ
し
く
情
な
さ
け

深ふ
か

き
を
善よ
し

と
す
る
と
、
女
お
ん
な

大だ
い
が
く学

に
も
あ
る
通と
お

り
、
亦ま
た
げ
じ
ょ
は
し
た
め
な
ど

下
女
端
女
抔
に
も
親
お
や
お
つ
と夫

小こ
じ
う
と姑

な
ん
ど
の
、

気き

に
入い

ら
ぬ
殊こ
と

が
あ
ら
う
と
も
、
蔭か
げ

で
、
譏そ
し

ツ
て
聞き
か

せ
て
、
下た

人に
ん

は

口く
ち

さ
が
な
い
も
の
、
夫そ
れ

を
信し
ん

じ
て
人ひ
と

に
も
他は
な
す
と言
親お
や
お
つ
と
夫
の
恥は

じ辱
を
ば
、

世せ
け
ん間

へ
ば
つ
と
知し

ら
せ
る
様や
う

な
も
の
。」（
初
編
巻
之
上
第
一
回
）

右
は
、
お
組
の
伯
母
で
あ
り
、
惣
次
郎
の
養
母
の
お
貞
の
台
詞
で
あ
る
。

お
貞
は
長
患
い
を
し
て
お
り
、
看
病
す
る
お
組
に
対
し
て
、
惣
次
郎
と
の

結
婚
後
の
心
得
を
説
い
て
い
る
。
お
貞
は
お
組
に
対
し
て
「
殊
に
女
は
一

端
人
の
家
へ
嫁
て
再
び
嶋
居
は
、
ま
た
が
ぬ
も
の
」
と
夫
へ
貞
実
を
貫
く

よ
う
に
説
い
て
い
る
。

お
貞
が
お
組
へ
語
っ
た
内
容
は
、お
組
自
身
の
台
詞
か
ら
も
見
ら
れ
る
。

組
「
中な
か

〳
〵
も
つ
て
勿も
つ
た
い体

な
い
否い
な
ど
こ
ろ所じ

や
ア
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も



76

親お
や
じ父

や
姉あ
ね

が
申ま
う
しま

す
に
は
其そ
ち
ら方

の
夫お
つ
とは

惣そ
う

次じ
ら
う郎

様さ
ん

よ
り
他ほ
か

に
は
な
い

か
ら
祝い
わ
ひひ

は
千せ
ん
ね
ん年

と
い
ひ
な
が
ら
定さ
だ

め
ぬ
は
世よ

の
習な
ら
ひ俗

、
惣そ
う

次じ
ら
う郎

様さ
ま

に
も
し
も
の
事こ
と

で
も
有あ
つ

た
な
ら
尼あ
ま

に
な
つ
て
亡な
き
あ
と跡

を
弔と
む
ら

へ
よ
と
の

御ご
き
よ
う
く
ん
そ
れ
ゆ
へ
わ
た
し

教
訓
夫
故
吾
儕
の
一い
ち
ぞ
ん存

に
返へ
ん

回じ

が
な
り
に
く
う
ご
ざ
り
ま
す
」（
二

編
巻
之
中
）

右
は
惣
次
郎
の
勘
当
後
、
善
次
郞
と
お
組
を
結
婚
さ
せ
よ
う
と
す
る
お
牧

に
詰
め
寄
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。
お
組
は
善
次
郞
と
の
結
婚
に
対
し
て
、

正
面
切
っ
て
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
ず
に
い
る
。
そ
れ
は
お
組
が
内
気
な

少
女
の
要
素
を
残
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
お
組
は
父
や
姉
の
教
訓
を

本
音
で
あ
れ
、
建
前
で
あ
れ
善
次
郞
と
の
結
婚
に
承
諾
で
き
な
い
理
由
に

し
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
お
組
に
対
し
て
語
ら
れ
て
き
た
教
訓
は
、
お
貞
の
遺

言
と
し
て
も
効
力
を
発
揮
す
る
。

絹
「
夫そ
れ

は
〳
〵
の
こ
る
方か
た

な
き
御ご
し
ん信

切せ
つ

主し
ゆ
じ
ん人

で
も
鳥ち
よ
つ
と渡

お
目
に
か
ゝ

り
お
礼れ
い

も
申も
う
すは

づ
な
れ
ど
御ご
ぞ
ん存

じ
の
通と
ほ

り
の
大た
い
び
や
う病、

併し
か
しお

く
み
に
は

言い
ゝ
な
づ
け
号
の
惣そ
う

次じ
ら
う郎
様さ
ん

彼か
の
ひ
と人
を
除の
ぞ

て
余よ
そ
ほ
か

所
外
に
男お
と
こを
持も
つ

な
も
た
せ
ぬ
と
姉あ
ね

も
［
お
貞さ
だ

が
こ
と
］
親お
や
じ父
も
堅か
た

い
遺ゆ
い
ご
ん
そ
れ

言
夫
等ら

を
守ま
も

り
貴あ
な
た君
の
仰お
ほ
せに
随
し
た
が

ひ
ま
せ
ぬ
は
不ふ
こ
う孝

な
が
ら
姉あ
ね

の
口く
ち

か
ら
善ぜ
ん
じ
ろ
う

次
郞
様さ
ん

に
随し
た
がへ

と
は
ど
う

マ
ア
め
ら
れ
ま
せ
う
」（
二
編
巻
之
中
）

右
は
前
掲
引
用
場
面
の
あ
と
、
業
を
煮
や
し
た
お
牧
が
お
組
の
姉
の
お
絹

を
呼
び
出
し
、
お
組
の
実
家
で
あ
る
お
絹
の
家
に
金
を
貸
し
た
こ
と
を
持

出
し
つ
つ
、
お
組
と
善
次
郞
と
の
結
婚
を
勧
め
た
事
に
対
す
る
お
絹
の
返

事
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
お
貞
が
お
組
に
語
っ
た
二
夫
に
ま
み
え
ず
と
い

う
教
訓
が
、
お
貞
の
遺
言
と
し
て
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
お

組
へ
の
教
訓
は
、
お
組
自
身
の
行
動
規
範
と
し
て
作
中
で
一
貫
し
た
も
の

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
既
に
挙
げ
た
お
楽
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
貞

実
と
い
う
点
で
は
、
お
組
に
も
共
通
す
る
も
の
と
い
え
る
。

　

な
お
、
お
楽
と
お
組
の
惣
次
郎
へ
の
貞
実
を
示
す
場
面
以
外
に
も
、
教

訓
姓
の
強
い
場
面
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
お
組
の
下
女
の
お
花
の
忠
実

さ
で
あ
る
。

花
「
他ほ

か事
の
事こ
と

で
も
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
が
旦だ
ん
な那
様さ
ま

が
死し

ん去
で
四し
じ
う
く
に
ち

十
九
日

も
済す
む

う
ち
御お
た
な店
を
初は
じ

め
女じ
よ
ち
う中
衆し
う

ま
で
皆み
な

ン
な
お
暇い
と
まを
お
遣つ
か
はし
遊あ
そ
ばし
大お
お

き
な
御お

う

ち
家
内
に
今こ
ん
や夜

か
ら
お
組く
み

様さ
ま

と
唯た
だ

二ふ
た
り人

、
是こ
れ

に
は
深ふ
か

い
御ご
よ
う
す

様
子

が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
事こ
と

な
れ
ど
煮に
た
き焚

の
お
世せ

わ話
の
仕す
る
ひ
と人

も
な
く
嘸さ
ぞ

お

困こ
ま

り
遊あ
そ

ば
し
ま
せ
う
就つ
い

て
は
何な
に
と
ぞ卒

私わ
た
しを

お
役や
く

に
は
立た
ち

ま
せ
ね
ど
ど
う

い
ふ
も
の
か
お
組ぐ
み

さ
ま
に
お
別わ
か

れ
申も
う
すが

い
つ
そ
悲か
な

し
い 

（
中
略
）
斯か
う

し
て
居い

れ
ば
主し
ゆ
じ
ゆ
う
さ
ん
せ
い

従
三
世
の
御ご
お
ん恩
の
御ご
し
ゆ
じ
ん

主
人
に
ど
ん
な
の
が
あ
ら
う
と

も
他ひ

と人
に
も
ら
す
気き
づ
か遣
ひ
も
な
し
唯た
だ
い
ま今
も
申も
う
しま
す
通と
お

り
お
人ひ
と

減べ
ら
しに
成な
り

ま
し
て
も
今い
ま

ま
女
じ
よ
ち
ゆ
う中

衆し
う

の
致い
た

し
た
こ
と
は
私
一ひ
と
り人

で
致い
た

し
ま
す
か
ら

何な
に
と
ぞ卒

お
仕つ
か
へ
な
さ
れ

被
成
て
被く
だ
さ
れ下

ま
し
」（
二
編
巻
之
中
）
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右
は
善
次
郞
と
の
結
婚
を
承
諾
し
な
か
っ
た
お
組
と
お
絹
に
対
し
、
お
牧

等
が
実
家
の
借
金
を
取
り
立
て
た
た
め
に
、
お
絹
が
使
用
人
に
暇
を
出
し

た
際
の
場
面
で
あ
る
。
お
組
の
下
女
と
し
て
坂
松
屋
に
い
た
お
花
は
主
人

で
あ
っ
た
お
組
に
対
し
て
忠
誠
心
を
示
し
て
い
る
。こ
の
場
面
も
写
本『
江

戸
紫
』
に
は
見
ら
れ
な
い
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
お
組
に
対
す
る
二

夫
に
ま
み
え
ず
と
い
う
教
え
と
は
異
な
り
、
町
人
と
い
え
ど
も
、
主
人
に

忠
実
で
あ
る
と
い
う
教
訓
姓
が
見
て
取
れ
る
。
ま
た
こ
の
忠
実
さ
が
男
性

の
主
従
で
は
な
く
女
性
間
の
主
従
で
見
ら
れ
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。

　

以
上
、
写
本
『
江
戸
紫
』
と
『
春
色
江
戸
紫
』
の
場
面
の
省
略
と
追
加

に
注
目
し
た
。
そ
の
結
果
、
惣
次
郎
の
勘
当
の
場
面
や
上
州
へ
の
道
中
の

場
面
が
省
略
さ
れ
る
一
方
で
、
放
蕩
生
活
の
様
子
は
具
体
的
な
描
写
と

な
っ
て
い
る
。
特
に
、
惣
次
郎
の
放
蕩
生
活
の
中
で
、
お
楽
と
い
う
特
定

の
馴
染
芸
者
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
は
、
写
本
『
江
戸
紫
』
に
な
い
大
き

な
違
い
で
あ
る
。
そ
し
て
お
楽
に
対
し
て
惣
次
郎
が
手
紙
を
残
し
、
お
楽

が
惣
次
郎
を
待
ち
続
け
て
い
た
こ
と
か
ら
み
て
も
、
お
楽
は
作
品
内
で
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
お
組
へ
の
教
訓
の

場
面
は
、
お
貞
か
ら
の
教
訓
や
そ
の
遺
言
な
ど
で
色
濃
く
見
る
事
が
で
き

た
。
こ
の
こ
と
か
ら
『
春
色
江
戸
紫
』
は
写
本
『
江
戸
紫
』
に
よ
り
教
訓

性
を
色
濃
く
す
る
改
作
を
行
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
教
訓
は
、
お
組
や
お

楽
の
様
子
か
ら
女
性
が
男
性
へ
貞
実
を
尽
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。『
春

色
江
戸
紫
』
は
写
本
『
江
戸
紫
』
の
改
作
作
品
の
中
で
も
女
性
へ
の
教
訓

性
の
強
い
作
品
で
あ
る
。

三
、
お
組
と
お
楽
の
役
割

　

前
項
で
は
、
写
本
『
江
戸
紫
』
の
改
作
作
品
と
し
て
『
春
色
江
戸
紫
』

の
特
徴
を
述
べ
た
。
本
項
で
は
、
改
め
て
お
楽
と
お
組
の
人
物
像
に
注
目

し
た
い
。
お
組
は
、
惣
次
郎
が
勘
当
さ
れ
た
後
、
苦
境
に
立
た
さ
れ
る
。

そ
れ
が
単
に
お
組
の
哀
れ
さ
の
み
の
た
め
に
、
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
お
組
の
苦
境
を
描
く
こ
と
で
、
作
品
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
の

か
述
べ
る
。
ま
た
、
お
楽
に
つ
い
て
も
述
べ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ

れ
は
、
写
本
『
江
戸
紫
』
に
は
登
場
し
な
い
人
物
を
『
春
色
江
戸
紫
』
で

新
た
に
登
場
さ
せ
た
事
に
作
品
へ
の
意
識
が
う
か
が
え
る
た
め
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
、
お
楽
が
作
品
内
で
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
お

楽
は
、
惣
次
郎
の
馴
染
の
芸
者
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
惣
次
郎
と
の
間
で

艶
め
い
た
会
話
を
交
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。

楽
「
夫そ

れ

だ
ツ
て
も
他ほ
か

に
情い

ろ人
が
あ
る
な
ら
な
ん
ぞ
と
可お
か
し笑
く
お
言い
ひ
な被

成は
る

ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
、
此こ

ん様
な
家か
ぎ
よ
う業
を
こ
そ
、
致い
た
しま
す
け
れ
ど
も

是こ
れ

ま
で
其そ

ん様
な
気き

ぶ
り
も
あ
り
アあ

し
ま
せ
ん
嘘う
そ

だ
と
お
思お
も

ひ
被な

成さ
る

な

ら
お
幸こ
う

さ
ん
に
で
も
お
み
よ
さ
ん
に
で
も
誰だ
れ

に
で
も
、
聞き
い

て
御ご
ら
ん
な

覧
被
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成は
い

、
も
う
実ほ
ん

正と
う

に
是こ
れ

が
惚ほ
れ

は
じ
め
の
惚ほ
れ

終じ
ま
いで
す
は
」
ト
力
を
い
れ
て

い
ふ

惣
「
他ほ
か

に
な
け
り
や
ア
猶な
お

重じ
う
じ
よ
う

畳
ヨ
、
何な
に

も
左そ

う様
く
や
し
が
る
子こ

と細
も

な
い
の
だ
が
、
お
前ま
へ

の
聞き
ゝ

様や
う

が
悪わ
る

イ
の
だ
、
自お
い
ら己

は
生う
ま

れ
つ
い
て
野や

暮ぼ

堅か
た

い
方ほ
う

だ
か
ら
、
情い

ろ合
も
当と
う
ざ座

の
花は
な

な
ら
真ま

ツ
平ぴ
ら

ヨ
、
能よ
く

聞き
ゝ

糺た
だ

し

た
う
へ
で
な
け
り
や
ア
な
る
め
へ
じ
や
ア
ね
へ
か
」 （
初
編
巻
之
中
）

こ
こ
で
は
お
楽
の
恋
が
成
就
し
て
い
る
。
同
時
に
惣
次
郎
と
お
楽
が
互
い

に
一
時
の
感
情
で
は
な
い
と
確
認
す
る
。
こ
う
い
っ
た
会
話
は
、
人
情
本

に
多
く
見
ら
れ
る
。
思
い
合
う
男
女
が
互
い
の
思
い
を
確
認
す
る
た
め
に

口
説
き
合
う
、
い
わ
ば
人
情
本
の
定
石
と
い
え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
男
女
の
会
話
に
対
し
て
、
井
上
泰
至
は
『
春
色
梅
児
誉
美
』

を
も
と
に
し
て
「
読
者
は
、
あ
く
ま
で
完
全
に
安
全
な
地
点
に
い
る
こ
と

を
意
識
し
な
が
ら
、
余
裕
を
持
っ
て
二
人
（
筆
者
注
：
丹
次
郎
と
米
八
）

の
会
話
を
音
読
し
、
恋
人
た
ち
の
喜
び
と
不
安
を
の
ぞ
き
見
る
の
で
あ

る（
8
（

」と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、当
時
の
読
書
方
法
で
あ
る
音
読
に
よ
っ

て
『
春
色
梅
児
誉
美
』
を
読
む
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
効
果
を
生
む
か
述
べ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
音
読
す
る
こ
と
で
一
定
の
距
離
を
保
ち
な
が
ら
も
登

場
人
物
の
心
情
を
共
感
し
、
追
体
験
、
あ
る
い
は
疑
似
体
験
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
読
書
は
『
春
色
梅
児
誉
美
』
に
限
ら
ず
、
人
情
本
の

読
者
に
よ
る
読
書
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の

読
書
を
お
楽
に
当
て
は
め
て
み
れ
ば
、
読
者
は
お
楽
が
惣
次
郎
と
結
ば
れ

た
喜
び
を
疑
似
体
験
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
井
上
泰
至
は
「「
い
き
」
の
行
方
―
春
水
人
情
本
瞥
見（

9
（

」
に
て
、

「
読
者
は
、
自
分
が
安
全
な
位
置
に
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
恋
の
リ

ス
ク
、
恋
の
サ
ス
ペ
ン
ス
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
、『
春

色
梅
児
誉
美
』
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
丹
次
郎
の
魅
力
ゆ
え
に
お
長
を
は

じ
め
米
八
や
仇
吉
は
恋
の
不
安
を
感
じ
、
そ
れ
を
読
者
が
疑
似
体
験
し
て

い
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
読
者
の
代
わ
り
に
作
中
の
人
物
が
恋
を
す

る
上
で
リ
ス
ク
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
登
場

人
物
が
、
リ
ス
ク
を
伴
う
状
況
に
陥
っ
て
こ
そ
の
読
者
の
疑
似
体
験
で
あ

る
以
上
、
作
中
で
の
登
場
人
物
は
危
機
に
陥
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
危
機
を
『
春
色
江
戸
紫
』
に
当
て
は
め
る
と
、惣
次
郎
の
勘
当
で
あ
る
。

た
だ
し
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
惣
次
郎
の
足
跡
を
た
ど
る
場
面
は
大
幅

に
減
少
し
、
惣
次
郎
の
危
機
を
追
体
験
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
惣

次
郎
が
勘
当
さ
れ
た
後
の
お
楽
や
お
組
の
場
面
は
増
加
し
て
い
た
。
そ
の

た
め
、
読
者
は
お
楽
や
お
組
の
危
機
的
状
況
を
疑
似
体
験
す
る
こ
と
と
な

る
。

　

で
は
、
お
楽
の
危
機
的
状
況
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
お
楽

は
芸
者
で
あ
る
。
芸
者
と
い
う
勤
め
か
ら
、
い
つ
惣
次
郎
の
心
変
わ
り
に

よ
っ
て
関
係
が
失
わ
れ
て
も
不
思
議
は
な
い
。
し
か
し
、
二
人
の
関
係
に
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保
障
が
な
い
た
め
に
惣
次
郎
が
勘
当
を
受
け
た
後
も
、
お
楽
の
身
に
は
生

活
に
困
る
と
言
う
事
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
惣
次
郎
と
会
え
な
く
な
っ
た

お
楽
は
、「
誰
し
も
其
様
な
者
だ
け
れ
ど
も
全
体
お
前
お
客
の
ま
へ
で
あ

ん
ま
り
ぽ
ん
〳
〵
惚
談
の
は
わ
る
い
ヨ
今
日
の
や
う
な
さ
ば
け
た
客
は
ど

う
で
も
宜
様
な
も
の
ゝ
中
に
や
ア
腹
を
立
人
が
あ
ら
ア
ね
」
と
同
輩
の
お

美
代
に
た
し
な
め
ら
れ
、
勤
め
が
疎
か
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
お
美

代
と
と
も
に
惣
次
郎
の
手
紙
を
読
み
、「
若
是
ツ
限
り
惣
様
に
逢
れ
な
い

や
う
に
な
つ
た
ら
如
何
し
や
う
ね
へ
」
と
涙
を
流
す
。
お
楽
は
、
惣
次
郎

と
の
関
係
が
切
れ
て
し
ま
う
と
い
う
危
機
的
状
況
に
あ
る
。
お
楽
の
恋
の

切
な
さ
を
、
読
者
は
追
体
験
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
お
組
の
状
況
を
み
て
み
る
と
、
惣
次
郎
の
勘
当
後
、
お
組
は
お
楽

よ
り
も
危
機
的
な
状
況
に
陥
っ
て
い
る
。
一
つ
は
実
家
の
借
金
を
た
て
に

善
次
郞
と
の
結
婚
を
せ
ま
ら
れ
る
こ
と
、
二
つ
目
は
そ
れ
を
拒
ん
だ
こ
と

に
よ
っ
て
お
絹
と
お
組
は
琴
の
師
匠
を
し
て
生
活
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

う
し
た
お
組
の
境
遇
は
、裕
福
な
家
の
娘
が
貧
し
い
暮
ら
し
へ
と
転
落
し
、

琴
の
師
匠
と
い
う
人
に
使
わ
れ
る
側
の
人
へ
と
身
を
落
と
し
た
こ
と
を
意

味
す
る
。
お
組
が
身
を
落
と
し
た
こ
と
は
す
べ
て
惣
次
郎
へ
の
操
立
て
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
読
者
は
、
お
組
の
恋
を
貫
き
通
し
た
た
め
に
身
を
落

と
す
と
い
う
状
況
を
疑
似
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
だ
し
、
読
者
が
疑
似
体
験
す
る
の
は
、
お
組
の
身
を
落
と
す
状
況
だ

け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、『
春
色
江
戸
紫
』
で
大
幅
に
増
加
し
て
い
た
お

組
へ
の
教
訓
の
場
面
で
あ
る
。
お
組
は
お
貞
と
お
絹
か
ら
、
二
夫
に
ま
み

え
ず
と
い
う
教
訓
を
受
け
る
。
こ
の
教
訓
は
、
お
組
に
共
感
し
て
い
る
読

者
へ
と
届
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
お
組
が
経
験
す
る
苦
境
を
読

者
が
疑
似
体
験
す
る
と
同
時
に
、
お
貞
や
お
絹
に
よ
る
教
訓
は
お
組
だ
け

で
な
く
読
者
へ
の
教
訓
と
し
て
作
用
す
る
の
で
あ
る
。

　

読
者
が
お
組
や
お
楽
の
状
況
を
疑
似
体
験
す
る
こ
と
と
、
お
組
へ
の
教

訓
が
読
者
へ
も
作
用
す
る
た
め
に
は
、
お
組
と
お
楽
が
危
機
的
な
状
況
に

陥
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
組
も
お
楽
も
惣
次
郎
の

勘
当
に
と
も
な
っ
て
、
不
安
な
感
情
や
立
場
に
な
り
、
お
組
に
至
っ
て
は

身
を
落
と
す
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
読
者

は
お
組
と
お
楽
を
哀
れ
に
思
い
、
そ
の
心
情
に
寄
り
添
お
う
と
す
る
。
つ

ま
り
、『
春
色
江
戸
紫
』
に
お
い
て
は
、
惣
次
郎
の
勘
当
は
、
鈴
木
圭
一

の
い
う
「
商
家
繁
栄
譚
」
と
し
て
の
側
面
だ
け
で
な
く
、
お
組
と
お
楽
が

危
機
的
状
況
に
陥
る
た
め
の
き
っ
か
け
と
い
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
春
色
江
戸
紫
』
で
は
お
楽
と
お
組
は
、
読
者
に
二

人
の
恋
の
不
安
定
な
状
況
を
疑
似
体
験
さ
せ
る
役
割
が
あ
っ
た
。
特
に
、

お
組
が
保
障
さ
れ
た
立
場
の
少
女
が
貞
節
か
ら
身
を
落
と
し
、
不
安
定
な

立
場
と
な
る
こ
と
で
、
お
組
の
哀
れ
さ
が
増
し
、
お
組
に
語
ら
れ
る
教
訓

は
、
お
組
を
疑
似
体
験
す
る
読
者
に
届
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
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教
訓
を
、
よ
り
読
者
に
受
け
取
り
や
す
く
す
る
た
め
に
は
、
お
組
の
身
を

落
と
す
と
い
う
過
程
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

四
、
山
々
亭
有
人
と
粹
興
連
に
つ
い
て

　

冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
『
春
色
江
戸
紫
』
に
は
、
元
治
元
年
版
本
と

明
治
十
六
年
版
の
二
種
類
の
本
が
あ
る
。
こ
の
二
種
の
本
文
は
、
仮
名
遣

い
な
ど
に
軽
微
な
変
更
は
あ
る
も
の
の
、
本
文
の
大
き
な
変
更
は
見
ら
れ

な
い
。
し
か
し
口
絵
・
序
文
・
挿
絵
な
ど
に
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
違
い
を
通
し
て
、
元
治
元
年
と
明
治
十
六
年
の
山
々
亭
有
人
と
そ
の

周
辺
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

ま
ず
元
治
元
年
版
の
序
文
・
口
絵
・
挿
絵
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
る
。

ま
ず
序
文
は
、
初
編
と
三
編
は
山
々
亭
有
人
が
、
二
編
は
仮
名
垣
魯
文
が

記
す
。
な
お
二
編
の
序
文
の
後
に
は
、
出
場
扇
夫
の
狂
歌
が
あ
り
、
三
編

の
序
文
の
後
に
は
麟
堂
伴
兄
と
春
廼
屋
幾
久
に
よ
る
三
題
噺
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
山
々
亭
有
人
、
仮
名
垣
魯
文
、
出
場
扇
夫
、
麟
堂
伴
兄
、
春
廼

屋
幾
久
の
共
通
点
は
粹
興
連
と
い
う
文
人
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
こ
の
粹
興

連
と
は
、
粹
狂
連
と
興
笑
連
が
一
体
と
な
っ
た
も
の
で
、
三
笑
亭
可
楽
が

始
め
た
三
題
噺
を
復
活
さ
せ
、『
春
色
三
題
噺
』〈
春
廼
屋
幾
久
編
、
初
編

元
治
元
年
〈
一
八
六
四
〉
刊
〉
や
『
粹
興
奇
人
伝
』〈
仮
名
垣
魯
文
・
山
々

亭
有
人
編
、
文
久
三
年
〈
一
八
六
三
〉
序
〉
を
出
版
し
て
広
め
た
こ
と
で

知
ら
れ
る
。
有
人
自
身
、
三
編
の
序
文
で
は
「
粹
興
連
有
人
」
と
名
乗
っ

て
お
り
、粹
興
連
の
メ
ン
バ
ー
が
序
文
や
狂
歌
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

『
春
色
江
戸
紫
』
の
出
版
に
粹
興
連
の
影
響
が
強
く
見
ら
れ
る
。
と
く
に

三
編
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
三
題
噺
は
、
麟
堂
伴
兄
の
題
が
江
戸
紫
・
唄
女
・

錦
絵
で
、
春
廼
屋
幾
久
の
題
が
春
雨
・
た
よ
り
・
作
男
と
な
っ
て
お
り
、『
春

色
江
戸
紫
』
に
関
連
す
る
題
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
出
版
の
た

め
に
新
た
に
作
っ
た
三
題
噺
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
口
絵
・
挿
絵
と
も
に
猛
斎
芳
虎
に
よ
る
。
こ
の
口
絵
・
挿
絵
に
も

粋
興
連
の
関
わ
り
が
見
ら
れ
る
。
初
編
の
口
絵
に
は
惣
次
郎
を
中
心
と
し

て
お
楽
、
お
幸
、
金
八
が
描
か
れ
る
遊
興
の
様
子
の
中
に
柳
亭
左
楽
と
仮

名
垣
魯
文
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
同
図
の
中
に
は
、「
初
桧
隅
田
の
風
に

ふ
か
れ
け
り
」
と
い
う
春
廼
屋
幾
久
の
川
柳
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
描
か
れ
る
柳
亭
左
楽
は
、
惣
次
郎
放
蕩
の
場
面
で
作
中
に
登
場
し
て
お

り
、
作
品
と
実
在
の
人
物
が
混
在
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
、
粹
興
連
の

メ
ン
バ
ー
は
挿
絵
に
多
く
見
ら
れ
る
。
初
編
中
巻
に
は
柳
美
の
「
聞
く
も

う
き
鳴
は
な
し
や
は
る
の
宵
」
や
、
梅
我
の
「
ほ
と
ゝ
ぎ
す
啼
く
や
口
舌

の
中
直
り
」
と
い
う
川
柳
が
み
ら
れ
、
初
編
下
巻
に
は
「
生
木
さ
く
斧
の

に
く
さ
よ
春
の
山
」
と
い
う
有
人
自
身
の
川
柳
も
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
挿

絵
に
添
え
る
川
柳
は
、
粹
興
連
に
よ
る
も
の
ば
か
り
と
は
限
ら
な
い
。
初
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編
上
巻
の
挿
絵
に
あ
る
「
春
や
な
ぎ
着
替
え
も
い
れ
る
ふ
ね
の
中
」
と
い

う
川
柳
に
は
「
柳
ば
し
小
春
」
と
あ
り
、
二
編
上
巻
の
挿
絵
に
あ
る
「
つ

ら
き
や
つ
ら
い
で
あ
き
ら
め
も
せ
う
が
な
ま
じ
な
さ
け
が
涙
の
た
ね
」
に

は
「
柳
ば
し
梅
吉
」
と
あ
り
、
三
編
上
巻
の
挿
絵
に
あ
る
「
秋
の
夜
も
は

な
す
に
た
ゝ
ば
旅
も
ど
り
」
に
は
「
柳
ば
し
金
八
」
と
あ
り
、
柳
橋
に
実

在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
芸
者
達
の
名
前
が
見
ら
れ
る
。
彼
ら
は
山
々
亭
有

人
と
関
わ
り
の
深
い
人
物
達
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
挿
絵
で
見
ら
れ
た
川
柳
や
狂
歌
は
、
本
文
と
の
関
連
が
見
ら
れ

る
。
例
え
ば
初
編
上
巻
の
「
春
や
な
ぎ
着
替
え
も
い
れ
る
ふ
ね
の
中
」
と

い
う
小
春
の
川
柳
は
惣
次
郎
等
が
舟
で
遊
興
す
る
場
面
で
見
ら
れ
、
初
編

中
巻
の
「
ほ
と
ゝ
ぎ
す
啼
く
や
口
舌
の
中
直
り
」
と
い
う
梅
我
の
川
柳
は
、

惣
次
郎
と
お
楽
の
口
説
き
の
場
面
の
挿
絵
に
添
え
ら
れ
て
い
る
。
内
容
と

挿
絵
と
川
柳
や
狂
歌
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
川
柳
や
狂

歌
は
『
春
色
江
戸
紫
』
の
刊
行
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
こ

う
し
た
粹
興
連
や
実
在
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
芸
者
達
の
関
わ
り

は
、『
春
色
江
戸
紫
』
の
刊
行
に
対
し
て
影
響
を
与
え
て
い
た
か
は
不
明

で
あ
る
が
、
全
面
的
な
支
援
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

明
治
十
六
年
で
は
、
一
冊
の
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
た
め
、
元
治
元
年

版
の
三
編
全
九
冊
の
構
成
を
取
っ
て
い
な
い
。
元
治
元
年
版
は
各
編
そ
れ

ぞ
れ
上
中
下
巻
の
三
冊
に
わ
か
れ
、
各
巻
の
な
か
で
も
回
に
分
け
ら
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
構
成
は
、
人
情
本
の
構
成
と
し
て
一
般
的
な
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
明
治
十
六
年
版
で
は
一
冊
の
本
と
な
っ
た
た
め
に
編
と
巻
の

区
別
は
な
く
、
巻
の
中
の
回
の
区
切
り
の
み
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
伴
っ
て
二
編
以
降
の
序
文
や
口
絵
・
三
題
噺
も
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
元
治
元
年
版
に
見
ら
れ
た
山
々
亭
有
人
と
粋
興
連
の
つ
な
が
り

は
影
を
潜
め
て
い
る
。

　

ま
た
、
絵
師
が
尾
形
月
耕
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
注
目
し
た
い
。
月
岡

月
耕
は
、
独
学
で
浮
世
絵
を
学
び
、
輸
出
用
の
陶
磁
器
や
漆
器
の
下
絵
を

描
き
、『
絵
入
朝
野
新
聞
』
の
挿
絵
を
描
く
な
ど
し
て
活
躍
し
た（

（1
（

。
ま
た

明
治
十
年
代
後
半
に
は
、
単
行
本
の
挿
絵
画
工
と
し
て
活
躍
し
て
い
る（

（（
（

。

こ
の
『
春
色
江
戸
紫
』
は
明
治
十
六
年
刊
の
た
め
、
ま
さ
に
こ
の
時
期
に

手
掛
け
た
挿
絵
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
肉
筆
画
に
お
い
て
も
功

績
を
残
し
、
日
本
美
術
院
に
も
参
加
し
て
、
明
治
二
十
七
年
に
は
当
時
の

皇
太
子
の
前
で
競
馬
の
図
を
揮
毫
す
る
な
ど
活
躍
し
て
い
る（

（1
（

。

　

そ
の
尾
形
月
耕
に
よ
る
明
治
十
六
年
版
の
挿
絵
を
元
治
元
年
版
の
挿
絵

と
比
較
す
る
と
、
基
本
的
に
は
元
治
元
年
版
の
挿
絵
の
構
図
を
も
と
に
し

て
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
挿
絵
に
添
え
ら
れ
て
い
た
川
柳
や
狂
歌
の
作

者
名
が
削
除
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
散
る
ま
で
の
覚
悟
見
せ

た
る
柳
か
な　

文
松
」「
ほ
と
ゝ
ぎ
す
啼
く
や
口
舌
の
中
直
り　

梅
我
」「
生

木
さ
く
斧
の
に
く
さ
よ
春
の
山　

有
人
」
の
三
例
で
あ
る
。「
散
る
ま
で



82

の
」
の
川
柳
は
、
初
編
上
巻
の
お
貞
の
病
床
を
惣
次
郎
と
お
組
が
看
病
す

る
図
の
中
に
添
え
ら
れ
て
い
る
。
文
松
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
文
松
の
名

が
あ
る
べ
き
所
に
「
月
耕
画
」
と
し
て
い
る
。「
ほ
と
ゝ
ぎ
す
」
の
川
柳

は
前
述
し
た
よ
う
に
、
初
編
下
巻
の
惣
次
郎
と
お
楽
が
寄
り
添
う
図
の
中

に
添
え
ら
れ
て
い
る
。
梅
我
は
粹
興
連
の
一
人
と
し
て
、『
粹
興
奇
人
伝
』

に
名
を
連
ね
て
い
る
。
こ
れ
も
梅
我
の
名
の
所
に「
月
耕
画
」と
あ
る
。「
生

木
さ
く
」
に
つ
い
て
も
前
述
し
た
よ
う
に
、
初
編
下
巻
の
惣
次
郎
と
お
組

の
図
に
添
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
川
柳
は
、『
春
色
江
戸
紫
』
の
作
者
で

あ
る
山
々
亭
有
人
自
身
の
作
で
あ
る
が
、
名
前
が
消
さ
れ
「
月
耕
画
」
と

あ
る
。
挿
絵
は
各
回
に
一
図
で
合
計
十
八
図
あ
る
。
そ
の
中
の
三
図
の
挿

絵
の
中
に
あ
る
川
柳
の
作
者
が
記
さ
れ
ず
「
月
耕
画
」
が
置
き
換
わ
る
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
十
八
図
中
三
図
の
こ
と
で
は
あ
る
た
め
、
意
図
し

て
名
前
が
削
除
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
編
と
巻
の

構
成
を
な
く
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
二
編
と
三
編
の
序
文
や
口
絵
、
粹
興
連

か
ら
の
三
題
噺
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
合
わ
せ
み
れ
ば
、
元
治
元
年
版

が
粹
興
連
を
挙
げ
て
山
々
亭
有
人
の
刊
行
を
祝
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
明

治
十
六
年
版
は
山
々
亭
有
人
と
粹
興
連
と
の
関
係
性
が
見
ら
れ
な
い
も
の

へ
と
変
化
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
当
時
活
躍
し
て
い
る
月
耕
を
画
工
に
採

用
し
て
い
る
こ
と
で
、
粹
興
連
と
の
関
係
よ
り
も
、
月
耕
に
よ
る
挿
絵
が

宣
伝
効
果
を
発
揮
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
元
治
元
年
版

と
明
治
十
六
年
版
の
違
い
の
背
景
に
は
、
当
時
の
出
版
情
勢
や
山
々
亭
有

人
の
明
治
に
お
け
る
活
躍
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。そ
の
た
め
、

人
情
本
が
明
治
初
期
に
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
た
の
か
、
今
後
も
調

査
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
有
人
の
周
囲
で
あ
る
粹
興
連
と

の
関
わ
り
が
重
要
で
あ
る
。

五
、
お
わ
り
に

『
春
色
江
戸
紫
』
は
、
写
本
『
江
戸
紫
』
の
改
作
作
品
と
し
て
の
側
面

と
、衰
退
期
に
あ
る
幕
末
に
出
版
し
た
人
情
本
と
い
う
側
面
が
あ
る
。『
春

色
江
戸
紫
』
は
、
他
の
改
作
作
品
と
は
異
な
り
、
脚
色
や
歌
舞
伎
の
利
用

は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
惣
次
郎
の
馴
染
芸
者
お
楽
が
登
場
し
、
お
組
へ

の
教
訓
の
場
面
が
増
加
す
る
と
い
う
特
徴
が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、『
春
色
江
戸
紫
』
は
惣
次
郎
の
足
跡
を
た
ど
る
こ
と
よ
り
も
、
残
さ

れ
た
女
性
達
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
に

重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
描
か
れ
て
い
た
の
は
、
惣
次
郎
の
勘
当

後
に
恋
の
不
安
定
な
状
況
に
置
か
れ
た
お
組
と
お
楽
で
あ
る
。
こ
う
し
た

状
況
を
、
読
者
は
疑
似
体
験
し
、
惣
次
郎
と
再
会
し
た
お
組
と
お
楽
の
喜

び
を
も
と
も
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
読
者
が
登
場
人

物
の
行
動
を
疑
似
体
験
す
る
た
め
に
は
、
お
組
と
お
楽
が
惣
次
郎
不
在
に
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よ
る
不
遇
の
時
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
つ
ま
り
『
春
色
江
戸
紫
』
で
は
、

惣
次
郎
の
「
商
家
繁
栄
譚
」
と
い
う
大
き
な
人
情
本
の
型
の
中
で
、
惣
次

郎
の
勘
当
を
契
機
と
し
て
二
人
の
女
性
の
哀
れ
な
様
子
を
描
い
た
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
お
組
を
苦
境
に
立
た
せ
た
こ
と
で
、
お
組
へ
の
教
訓
を
お
組

に
感
情
移
入
す
る
読
者
へ
も
作
用
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、『
春
色
江
戸
紫
』
を
改
作
作
品
の
一
つ
と
し
て
、
ま
た
人

情
本
と
し
て
捉
え
た
が
、
教
訓
性
の
強
い
作
品
が
幕
末
に
出
版
さ
れ
た
こ

と
、
ま
た
明
治
十
六
年
に
再
版
し
た
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
考
え
る
必
要

が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
山
々
亭
有
人
と
そ
の
周
囲
の
粹
興
連
と
の
関

わ
り
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
山
々
亭
有
人
は
、『
春
色
江
戸
紫
』
の
他
に

『
春
色
恋
廼
染
分
解
』『
花
暦
封
じ
文
』
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
に

対
し
て
も
研
究
を
す
る
こ
と
で
、
幕
末
の
人
情
本
を
取
り
ま
く
状
況
や
明

治
期
で
の
需
要
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
山
々
亭
有
人
が
明
治

に
新
聞
小
説
で
活
躍
し
た
こ
と
か
ら
、
幕
末
か
ら
明
治
へ
の
文
壇
に
つ
い

て
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

〔
注
〕

（
1
）　

前
田
愛
「
江
戸
紫
―
人
情
本
に
お
け
る
素
人
作
者
の
役
割
―
」『
近

代
読
者
の
成
立
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
九
年
五
月
）
に
よ
る
と
、「
文

章
技
巧
の
拙
さ
、
た
ど
た
ど
し
さ
か
ら
判
断
し
て
、
文
筆
の
仕
事
に
慣

れ
な
い
初
心
の
人
の
手
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
断
定
で
き
る
と

思
う
。」と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、拙
稿「
写
本『
江
戸
紫
』モ
デ
ル
考
」『
国

文
学
』
九
九
号
（
関
西
大
学
国
文
学
会
、
二
〇
一
五
年
三
月
）
に
お
い

て
、
宗
治
郎
の
モ
デ
ル
と
考
え
ら
れ
る
人
物
を
示
唆
し
た
。
作
者
は
そ

の
周
辺
の
人
物
で
あ
ろ
う
か
。

（
2
）　
「
写
本
『
江
戸
紫
』
諸
本
考
」『
中
本
研
究
―
滑
稽
本
と
人
情
本
を

捉
え
る
―
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
七
年
二
月
）
所
収
。

　
　
　

そ
の
他
、
写
本
『
江
戸
紫
』
の
諸
本
調
査
と
し
て
、
武
藤
元
昭
氏

『
人
情
本
の
世
界
―
江
戸
の
「
あ
だ
」
が
紡
ぐ
恋
愛
物
語
―
』（
笠
間
書

院
、
二
〇
一
四
年
四
月
）
所
収
。
が
あ
る
。

（
3
）　
『
江
戸
紫
』
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
（
請
求
番
号
：
一
八
九
－

三
〇
三
）

（
4
）　
『
春
色
江
戸
紫
』
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
所
蔵
本
（
請
求
番
号
：

Ｗ
九
一
三
・
五
四
・
四
九
）

（
5
）　
『
春
色
江
戸
紫
』
東
北
大
学
図
書
館
狩
野
文
庫
（
請
求
番
号
：
四

－
一
二
〇
七
六
－
三
）

（
6
）　
『
春
色
江
戸
紫
』
明
治
十
六
年
版
、国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
（
請

求
番
号
：
特
六
四
－
六
三
六
）

（
7
）　

粋
興
連
と
は
、
粋
狂
連
と
笑
興
連
が
結
び
つ
い
た
名
称
で
あ
る
。

『
粋
興
奇
人
伝
』
に
粋
興
連
に
参
加
し
た
人
物
が
記
さ
れ
る
。
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（
8
）　
「
女
が
小
説
を
読
む
と
い
う
こ
と
―
『
春
色
梅
児
誉
美
』
論
」『
学

苑
』
七
八
五
号
、（
昭
和
女
子
大
学
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）

（
9
）　

井
上
泰
至
「「
い
き
」
の
行
方
―
春
水
人
情
本
瞥
見
―
」『
学
苑
』

八
〇
二
号
、（
昭
和
女
子
大
学
、
二
〇
〇
七
年
八
月
）

（
10
）　
『
原
色
浮
世
絵
大
百
科
事
典
』
第
二
巻
（
大
修
館
書
店
、

一
九
八
二
年
八
月
）

（
11
）　

岩
切
信
一
郎
「
尾
形
月
耕
―
明
治
十
年
代
か
ら
明
治
廿
年
代
の
活

動
を
中
心
に
―
」『
浮
世
絵
芸
術
』
一
四
四
巻
（
国
際
浮
世
絵
学
会
、

二
〇
〇
二
年
）

（
12
）　
『
日
本
美
術
院
百
年
史
』
第
一
巻
下
［
資
料
編
］（
日
本
美
術
院
、

一
九
八
九
年
四
月
）

 

（
く
ろ
さ
わ　

さ
と
り
／
本
学
大
学
院
生
）


