
七

巻
二
に
入
る
と
最
初
の
第
一
「
思を

も

ひ
入
吹
女
尺
八

ふ　
く　
を　
ん　
な　
し　
ゃ　
く　
は　
ち　

」
で
は
直
前
巻
一
の
第

四
「
内な

い

儀ぎ

の
利り

發は
つ

は
替

か
は
つ

た
姿

す
が
た

」
で
高
揚
し
た
語
り
手
、
い
や
作
者
の
気
分
が

そ
の
ま
ま
の
強
さ
で
続
い
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
感
じ
ら
れ
る
。
前
話

で
の
安
川
権
之
進
、
細
井
金
太
夫
と
そ
れ
ぞ
れ
の
妻
の
精
神
と
行
動
へ
の
讃

美
、
そ
れ
へ
の
作
者
の
自
己
投
入
は
「
思
ひ
入
吹
女
尺
八

い　
れ　
ふ　
く　
を　
ん　
な　
し　
ゃ　
く　
は　
ち　

」
の
女
主
人
公
小こ

督が
う

へ
の
作
者
西
鶴
の
姿
勢
に
そ
の
ま
ま
継
続
し
て
い
る
。
し
か
も
自
己
の
創

作
し
た
昨
中
人
物
に
対
す
る
作
者
自
身
の
人
間
的
関
心
―
憎
悪
、
嫌
悪
で

は
な
く
讃
美
―
は
以
後
も
時
折
顔
を
出
す
が
、
巻
一
の
第
四
「
内な

い

儀ぎ

の
利り

發は
つ

は
替

か
は
つ

た
姿

す
が
た

」
と
巻
二
の
第
一
「
思
ひ
入
吹
女
尺
八

ふ　
く　
を　
ん　
な　
し　
ゃ　
く　
は　
ち　

」
の
二
話
に
お
け
る
ほ

ど
直
截
で
、
何
の
屈
折
も
な
く
テ
ク
ス
ト
の
表
面
に
そ
の
ま
ま
露
呈
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
一
篇
は
こ
れ
以
後
に
は
な
い
。
特
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は

す
ぐ
次
の
巻
二
の
第
二
「
見
ぬ
人
呉

ひ
と
が
ほ

に
霞よ

ひ

の
無む

分
別

ふ
ん
べ
つ

」
と
の
落
差
の
大
き
さ

で
あ
る
。

そ
の
事
を
考
え
る
前
に
「
思
ひ
入
吹
女
尺
八

い　
れ　
ふ　
く　
を　
ん　
な　
し　
ゃ　
く　
は　
ち　

」
の
女
主
人
公
に
対
す
る
作

者
の
人
間
的
な
共
感
が
並
大
抵
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
見
て
お
く
。
村
之

助
が
薮
垣

や
ぶ
が
き

の
す
き
間
か
ら
隣
屋
敷
の
庭
園
を
の
ぞ
い
た
時
こ
の
青
年
の
目
に

映
っ
た
、
つ
ま
り
作
品
に
最
初
に
登
場
し
た
小
督
の
姿
は
こ
う
書
か
れ
る
。

東ひ　
が　
し　

の
池い

け

の
溜た

め

水
の
き
よ
げ
に
棚
橋

た
な
は
し

の
か
ゝ
る
所
に
隣

と
な
り

屋や

敷し
き

の
息
女

そ
く
ぢ
ょ

と
見

へ
て
。
紋も

ん

羅ら

の
し
ろ
き
に
紅
の
裏

も
み
　
　
う
ら

を
付
檜
扇

ひ
あ
ふ
ぎ

の
ち
ら
し
が
た
大
振
袖

ふ
り
そ
で

の

ゆ
た
か
に
紫
糸

む　
ら　
さ　
き　
い　
と　

の
組
帯

く
み
を
び

し
ど
け
な
く
む
す
び
て
乱
れ
髪

み
だ
　
　
が
み

の
中
程
を
金
の

紙か
み

の
平
髻

ひ　
ら　
も　
と　
ゆ　
ひ　

に
し
め
よ
せ
房
付
團

ふ
さ
つ
き
う
ち
は

に
梶か

ぢ

の
葉は

見
え
し
は
。
け
ふ
織
女

を
り
ひ
め

の
哥

を
手た

向む
け

な
ら
ん
と
思
ふ
に
案あ

ん

の
ご
と
く
沢さ

は

水
に
浮う

け

て
立
歸
ら
る
ゝ
面
影

を
も
か
げ

天
人
の
生
移

い
き
う
つ

し
か
と
心
も
空そ

ら

に
な
り

西
鶴
で
は
服
装
の
具
体
的
な
綱
目
が
長
々
と
列
挙
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の

意
味
と
し
て
は
そ
の
人
物
が
こ
れ
か
ら
作
品
内
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ

と
を
前
も
っ
て
読
者
に
告
げ
、
読
者
の
関
心
を
こ
の
人
物
に
向
け
さ
せ
る
と

い
う
事
が
ま
ず
あ
る
。
西
鶴
は
意
味
な
く
最
新
流
行
の
服
装
を
描
い
て
得
意

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
「
紋
羅
」「
檜

扇
の
ち
ら
し
が
た
」「
組
帯
」
な
ど
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
現
在
で
は
不
明

で
あ
る
。
残
さ
れ
て
い
る
現
物
を
目
に
し
た
と
し
て
も
何
も
わ
か
ら
な
い
。

西
鶴
の
十
年
後
二
十
年
後
に
は
ま
だ
分
か
っ
た
ろ
う
が
全
く
別
の
性
格
を
持

ち
、
最
新
流
行
ど
こ
ろ
か
、
い
か
に
も
古
ぼ
っ
た
く
野
暮
と
感
じ
ら
れ
た
か
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も
知
れ
な
い
。
だ
が
西
鶴
と
い
う
作
家
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
先
刻
承
知
し

て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
服
装
描
写
で
二
つ
の
こ
と
が
我
々
今
日
の
読
者
に
も
否
応
な
し
に
強

く
感
じ
ら
れ
る
。
ま
ず
そ
の
華
麗
な
色
彩
で
あ
る
。
「
し
ろ
き

●

●

●

」
「
紅も

み

」

「
紫
糸

む　
ら　
さ　
き　
い　
と　

」「
金●

の
紙
」
そ
し
て
「
乱
れ
髪

み
だ
　
　
が
み

」
か
ら
は
黒●

が
「
梶か

ぢ

の
葉は

」
か
ら
は

緑●

が
必
然
的
に
連
想
さ
れ
る
。
例
え
ば
「
紫
色
の
組
帯
」
な
る
も
の
が
十
年

後
に
は
流
行
遅
れ
に
な
っ
た
よ
う
な
事
が
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
そ
ん
な

こ
と
に
は
関
係
な
く
紫
と
い
う
色
彩
そ
の
も
の
は
不
変
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
服
装
、
特
に
女
性
の
服
装
を
く
わ
し
く
描
け
ば
多
く
の
色
彩
を

示
す
形
容
詞
名
詞
が
テ
ク
ス
ト
に
表
わ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ

で
は
背
景
が
晩
夏
初
秋
の
夕
暮
れ
ど
き
と
い
う
、
色
彩
感
に
は
最
も
乏
し
い

季
節
が
選
ば
れ
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』「
若
菜
上
」
の
巻
の
お
わ
り
、
柏
木

が
女
三
宮
を
見
て
し
ま
っ
た
時
の
よ
う
に
春
た
け
な
わ
の
夕
べ
で
は
な
い
。

す
べ
て
が
灰
色
に
つ
つ
ま
れ
た
背
景
の
う
ち
に
鮮
や
か
な
色
彩
で
呈
示
さ
れ

る
こ
の
女
性
の
姿
は
読
者
の
印
象
に
強
く
刻
印
せ
ら
れ
る
。
し
か
も
舞
台
と

し
て
は
こ
の
女
性
呈
示
の
く
だ
り
は
ま
ず
「
東

ひ
が
し

の
池い

け

の
溜た

め

水●

の
き
よ
げ
に
」

最
後
は
「
案あ

ん

の
ご
と
く
沢さ

は

水●

に
浮う

け

て
」
と
水
の
語
に
は
さ
ま
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
単
に
初
秋
の
夕
べ
の
涼
し
さ
を
強
め
る
ば
か
り
で
な
く
特
に
前
の
方
は

「
き
よ
げ
に
」
の
語
に
連
な
る
か
ら
、
こ
の
少
女
に
清
水
の
よ
う
な
き
よ
ら

か
さ
の
性
格
も
軽
く
付
与
し
て
い
る
。

女
主
人
公
呈
示
で
も
う
ひ
と
つ
読
者
が
感
ぜ
ず
に
い
ら
れ
な
い
の
は
「
大

振
袖

ふ
り
そ
で

の
ゆ
た
か

●

●

●

に
」「
し
ど
け
な
く

●

●

●

●

●

む
す
び
て
」「
乱
れ
髪

み
だ
　
　
か
み

」
等
の
語
の
暗
示

す
る
も
の
で
あ
る
。
ゆ
た
か
な
大
振
袖
と
は
こ
の
服
装
列
挙
の
う
ち
、
今
日

の
読
者
に
も
当
時
の
意
味
と
ほ
ぼ
同
様
の
意
味
の
感
じ
取
ら
れ
る
数
少
い
例

だ
ろ
う
が
、
そ
れ
よ
り
も
こ
こ
で
は
傍
点
を
付
し
た
三
箇
の
形
容
語
そ
の
も

の
が
読
者
に
ふ
と
あ
る
印
象
を
与
え
る
。
こ
の
色
彩
豊
か
に
派
手
な
身
な
り

の
少
女
は
な
に
か
あ
る
大
胆
さ
、
自
己
主
張
が
強
く
積
極
的
な
性
格
、
個
性

の
強
さ
、
と
い
っ
た
属
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
こ
こ
で
は
ま
だ
確
実
な
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
と
え

読
み
進
め
る
に
従
っ
て
そ
れ
と
正
反
対
の
お
と
な
し
い
性
格
と
知
っ
た
と
し

て
も
怪
訝
に
思
う
者
は
い
る
ま
い
が
。
し
か
し
こ
の
少
女
、
た
だ
の
大
胆
で

勝
ち
気
な
娘
ど
こ
ろ
で
は
な
く
類
稀
な
強
い
性
格
の
持
ち
主
と
知
っ
た
と

き
、
こ
れ
ら
の
三
語
も
そ
う
し
た
超
俗
性
、
非
凡
さ
を
読
者
に
す
ん
な
り
と

受
け
入
れ
さ
せ
る
の
に
あ
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
西
鶴
で
は
他
に
も
見
ら
れ
る
が
、
少
女
の
顔
立
ち
に
つ
い
て
は

一
語
も
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
村
之
助
の
目
に

「
天
人
の
生
移
し
か
」
と
映
じ
、
村
之
助
は
た
だ
茫
然
と
し
て
し
ま
っ
た
こ

と
が
書
か
れ
る
だ
け
だ
「
心
も
空そ

ら

に
な
り
」。
読
者
は
そ
れ
を
知
ら
さ
れ
て

も
驚
く
よ
う
な
こ
と
は
全
く
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
こ
の
女
人
呈
示
の
く
だ
り
は

強
力
に
一
人
の
個
性
を
そ
な
え
た
美
女
の
姿
を
読
者
に
印
象
づ
け
る
。
美
女

の
容
貌
を
刻
明
に
描
写
し
た
場
合
、
た
と
え
そ
れ
が
珍
し
く
成
功
し
、
多
く

の
読
者
に
大
凡
同
一
の
顔
立
ち
が
思
い
浮
か
ぶ
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
に
し

て
も
、
物
語
・
小
説
の
人
物
と
し
て
は
成
功
し
た
と
言
え
な
い
の
で
は
な
い

か
。
こ
の
場
合
の
西
鶴
の
よ
う
に
容
貌
の
記
述
な
し
に
具
体
的
な
一
人
の
美

女
が
読
者
の
内
部
に
活
き
る
と
き
、
そ
の
女
性
が
ど
ん
な
運
命
に
陥
ろ
う
と

も
そ
の
姿
を
読
者
は
見
失
う
こ
と
が
な
い
。
小
督
の
「
沢さ

は

水
に
浮う

け

て
立
歸
ら

る
ゝ
面
影

を
も
か
げ

」
は
直
後
の
村
之
助
と
手
を
取
り
合
っ
た
時
ば
か
り
で
な
く
、
必

死
に
激
し
く
愛
し
あ
っ
た
時
、
真
冬
に
青
梅
を
ほ
し
が
っ
た
と
き
、
男
装
し

て
深
編
笠
の
姿
と
な
り
尺
八
を
吹
い
て
旅
す
る
と
き
等
以
後
の
す
べ
て
の
姿

と
矛
盾
し
な
い
。
作
中
人
物
が
活
き
る
と
は
ま
さ
に
こ
う
い
う
事
か
と
思
わ

せ
る
。

以
上
こ
の
作
品
に
は
じ
め
出
現
し
た
と
き
の
小
督
の
姿
は
作
者
西
鶴
が
細

心
の
注
意
を
払
っ
て
書
き
上
げ
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と

は
女
主
人
公
で
あ
る
こ
の
少
女
へ
の
作
者
自
身
の
讃
美
の
念
が
い
か
に
強
い
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か
を
す
で
に
示
し
て
い
る
。

引
き
続
い
て
少
年
村
之
助
と
少
女
小
督
の
恋
の
経
過
を
描
く
部
分
は
そ
の

筆
自
体
に
二
人
の
若
い
恋
人
達
へ
の
共
感
が
溢
れ
て
い
る
。
こ
の
恋
は
ま
こ

と
に
進
行
が
速
く
直
接
的
で
何
の
ま
わ
り
道
も
な
く
一
直
線
に
灼
熱
す
る
か

ら
、
西
鶴
特
有
の
疾
走
す
る
文
体
が
こ
の
上
な
く
適
合
す
る
。

天
人
の
生
移

い
き
う
つ

し
か
と
心
も
空そ

ら

に
な
り
前ぜ

ん

後ご

か
ま
は
ず
詞

こ
と
ば

を
か
け
慮
外

り
よ
ぐ
は
い

な

が
ら
あ
の
鞠ま

り

に
お
手
そ
へ
ら
れ
て
こ
な
た
へ
返か

へ

し
給
は
れ
と
い
へ
ば
。

草
分
衣

く　
さ　
わ　
け　
こ　
ろ　
も　

に
露つ

ゆ

も
い
と
は
ず
鞠ま

り

を
手
に
ふ
れ
て
聲こ

ゑ

の
通か

よ

ふ
所
へ
さ
し
出
し

給
へ
る
手て

を
し
め
て
。
互た

が

ひ
に
面

を
も
て

を
見
合

あ
は
せ

け
る

こ
そ

恋こ
ひ

の
は
じ
め
な
れ
。

其
内
に
す
ゑ
の
女
の
あ
ま
た
来
れ
ば
。
村む

ら

之の

助
是
非

ぜ

ひ

な
く
立
歸
り
裝
束

し　
や　
う　
ぞ　
く　

ぬ
ぎ
捨す

て

各を
の

ゝ　ヽ　く
よ
り
跡あ

と

に
残
り
又
竹
垣

た
け
が
き

を
み
れ
ば
。
彼
娘

か
の
む
す
め

も
殿と

の

め
づ
ら
し

く
恋こ

ひ

を
ふ
く
み
か
さ
ね
て
花
薗

は
な
ぞ
の

に
立
出
し
に
わ
り
な
く
物
い
ひ
か
は
し

て
。
筆
に
て
心
を
か
よ
は
す
迄ま

で

も
な
く
忍し

の

び
て
ゆ
か
ば
と
い
へ
ば
そ
れ

を
い
や
と
は
い
は
ぬ
女
と
。
男
に
約
束
深
く
闇

や
く
そ
く
ふ
か
　
　
や
み

に
な
る
夜よ

を
待ま

ち

て
。
裏う

ら

道
よ
り
高
塀

た
か
べ
い

を
こ
へ
身
を
捨す

て

て
通か

よ

へ
ば
女
も
偽

い
つ
は

り
な
く
猿さ

る

戸ど

の
鑰か

ぎ

を
盗

ぬ　
す　
み　

出
し
人
し
れ
ず
我わ

が

ね
ま
に
引ひ

き

入
ふ
た
り
が
命
を
か
け
て
。
二
世
迄ま

で

か
は

る
な
か
は
ら
じ
と
互た

が

ひ
に
小
指
を
喰

ゆ
び
　
　
く
ひ

切
。
其
血ち

を
ひ
と
つ
に
絞し

ぼ

り
出
し

女
は
男
の
肌は

だ

着ぎ

に
誓せ

い

紙し

を
か
け
ば
男
は
女
の
下し

た

着ぎ

に
か
き
か
は
し
て
。

後の
ち

に
は
恋こ

ひ

の
詞

こ
と
ば

も
盡つ

き

て
逢あ

ふ

た
び
に
物
は
い
は
ず
泪

な
み
だ

に
更ふ

け

て
別わ

か

れ
を
惜を

し

み

次し
　
だ
い

に
つ
の
る
は
此
道
の
な
ら
ひ
ぞ
か
し
。
情

な
さ
け

の
日
数か

ず

か
さ
な
る
を

天び

鳶ろ
う

兎ど

の
枕

ま
く
ら

よ
り
外ほ

か

に
知し

る

者
も
な
か
り
し
に
思
ひ
の
種た

ね

と
な
り
て
雪せ

っ

中ち
う

の
花
に
見
な
が
ら
青
梅

あ
を
む
め

も
が
な
と
な
い
物
す
き
を
し
て
腹
躰

は
ら
な
り

お
か
し
げ

に
な
り
ぬ
。

蹴
鞠
の
夕
べ
に
初
め
て
出
逢
っ
た
が
、
ま
り
を
手
渡
し
て
く
れ
る
と
き
相

手
の
手
を
に
ぎ
っ
て
し
ま
い
、
互
い
に
相
手
の
顔
を
見
つ
め
合
っ
た
の
が

「
恋
の
は
じ
め
」
だ
っ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
時
間
を
お

い
て
二
人
は
言
葉
を
か
わ
し
、
そ
れ
も
「
忍し

の

び
て
て
ゆ
か
ば
と
い
へ
ば
そ
れ

を
い
や
と
は
い
は
ぬ
女
と
」
と
密
会
の
約
束
と
い
う
。
恋
の
経
過
と
は
言
っ

て
も
、
両
者
と
も
立
ち
ど
ま
っ
て
自
ら
を
ふ
り
返
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
全

く
な
く
最
短
の
道
す
じ
を
ひ
た
む
き
に
相
手
目
が
け
て
つ
っ
走
る
、
そ
う
し

た
恋
な
の
だ
。「
筆
に
て
心
を
か
よ
は
す
迄ま

で

も
な
く
」
の
語
は
重
要
で
あ
る
。

恋
文
は
い
か
に
純
粋
な
気
持
ち
で
書
か
れ
る
に
せ
よ
な
ん
と
か
相
手
の
気
を

ひ
こ
う
と
か
、
相
手
の
気
に
い
ら
れ
よ
う
と
か
い
う
雑
念
が
入
る
。
書
い
て

い
る
う
ち
に
相
手
の
恋
心
の
強
さ
に
対
す
る
疑
念
も
湧
い
て
こ
よ
う
。
こ
れ

は
そ
う
し
た
余
計
な
要
素
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
た
奇
蹟
的
な
相
思
相
愛
で

あ
る
。
作
者
が
二
人
の
平
等
性
を
意
図
し
て
い
る
こ
と
は
こ
の
一
文
を
一
見

す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。「
忍し

の

び
て
ゆ
か
ば
と
い
へ
ば
そ
れ
を
い
や
と
は
い

は
ぬ
女
と
」
以
下
男
と
女
が
対
に
な
り
、
意
味
も
同
じ
重
さ
、
語
の
長
さ
も

大
体
同
じ
、
あ
る
い
は
主
語
は
恋
人
二
人
と
な
る
。「
男
に

●

●

約
束
深

や
く
そ
く
ふ
か

く
…
…
」

「
女
も

●

●

偽
い
つ
は

り
な
く
…
…
」
そ
し
て
「
ふ
た
り

●

●

●

が
命
を
か
け
て
」
と
し
め
く
く

り
、
ま
た
「
女
は
男
の

●

●

●

●

肌は
だ

着ぎ

に
…
…
」「
男
は
女
の

●

●

●

●

下し
た

着ぎ

に
…
…
」
と
順
を

か
え
て
く
り
返
し
「
後の

ち

に
は
恋こ

ひ

の
詞

こ
と
ば

も
盡つ

き

て
逢あ

ふ

た
び
に
物
は
い
は
ず
…
…
」

と
二
人
を
主
語
と
す
る
。
巻
一
の
第
三
「も

の
も
う
ど
れ

と
い
ふ
俄
正
月

に　
は　
か　
し　
ゃ　
う　
ぐ　
は　
つ　

」
の
京
の

大
夫
み
よ
し
野
の
花
の
え
ん
の
十
太
郎
へ
の
恋
心
は
い
か
に
純
正
で
深
く
烈

し
か
っ
た
と
し
て
も
完
全
な
片
恋
だ
っ
た
。
読
者
は
つ
い
二
話
前
と
い
う
近

さ
か
ら
こ
れ
を
思
い
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
間
に
は
さ
ま
れ
た
「
内な

い

儀ぎ

の
利り

發は
つ

は
替

か
は
つ

た
姿

す
が
た

」
が
男
女
の
間
の
こ
と
か
ら
は
全
く
無
縁
だ
っ
た
た
め
、
こ
の

二
話
は
並
ん
で
お
か
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
わ
け
だ
。
村
之
助
と
小
督
の
恋

は
あ
れ
に
比
べ
れ
ば
ど
れ
ほ
ど
幸
福
だ
っ
た
か
痛
感
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ

は
高
い
障
害
を
乗
り
越
え
、
と
い
う
よ
り
二
人
と
も
に
生
命
を
捨
て
て
「
ふ

た
り
が
命
を
か
け
て
」
得
た
、
そ
し
て
将
来
の
見
込
み
な
ど
ど
こ
に
も
な
い

と
い
う
代
償
を
払
っ
た
恋
で
あ
る
。
恋
人
同
志
の
間
の
完
全
な
平
等
性
が
強
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調
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
一
方
の
死
が
生
じ
た
場
合
、
残
さ
れ
た
者
に
よ
る
敵

討
ち
は
こ
の
上
な
い
必
然
性
を
帯
び
る
。

そ
れ
に
し
て
も
血
を
ひ
と
つ
に
絞
り
出
し
た
が
い
に
相
手
の
下
着
に
誓
い

の
詞
を
書
き
か
わ
す
と
は
す
さ
ま
じ
い
。
た
と
え
当
時
の
流
行
だ
っ
た
に
し

て
も
、
こ
の
場
合
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
ほ
ど
崇
高
で
あ
る
。
こ
の
恋
の
障
害
が

い
か
に
高
く
、
一
度
一
度
の
逢
瀬
が
い
か
に
危
険
に
満
ち
て
い
た
か
を
物
語

ろ
う
。
ひ
き
続
き
「
後の

ち

に
は
恋こ

ひ

の
詞

こ
と
ば

も
盡つ

き

て
逢あ

ふ

た
び
に
物
は
い
は
ず
泪

な
み
だ

に
更ふ

け

て
別わ

か

れ
を
惜を

し

み
」
と
あ
る
た
め
誓
詞
な
ど
す
ぐ
不
用
と
な
っ
て
し
ま
い
、
互

い
に
相
手
の
心
は
完
全
に
信
じ
て
い
る
と
い
う
状
態
、「
逢あ

ふ

た
び
に
物
は
い

は
ず
」
は
そ
う
し
た
究
極
の
段
階
に
達
し
た
事
を
示
す
。
普
通
そ
れ
は
一
瞬

に
し
て
終
る
も
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の
場
合
は
逢
う
た
び
に
こ
れ
が
最
後
か
も

知
れ
ぬ
と
い
う
生
命
を
賭
し
て
い
る
危
機
感
が
持
続
を
許
す
。「
泪

な
み
だ

に
更ふ

け

て

別わ
か

れ
を
惜を

し

み
」
は
そ
れ
く
ら
い
の
強
さ
を
持
っ
て
い
る
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。

「
物
い
ひ
か
は
し
て
」「
闇や

み

に
な
る
夜よ

を
待ま

ち

て
」「
命
を
か
け
て
」「
か
き
か
は

し
て
」「
詞

こ
と
ば

も
盡つ

き

て
」
と
た
た
み
か
け
、
息
づ
ま
る
よ
う
な
切
迫
し
た
文
の

調
子
は
こ
こ
で
こ
の
恋
の
進
行
を
語
る
に
き
わ
め
て
ふ
さ
わ
し
い
。「
わ
り

な
く
物
い
ひ
か
は
し
て
」
か
ら
「
泪

な
み
だ

に
更ふ

け

て
別わ

か

れ
を
惜を

し

み
」
ま
で
、
こ
の
一

文
は
一
直
線
に
疾
駆
す
る
恋
の
進
行
を
写
す
と
同
時
に
語
り
手
の
息
づ
か
い

を
生
々
し
く
伝
え
、
読
者
の
心
理
を
否
応
な
し
に
同
化
さ
せ
る
異
様
な
力
を

持
っ
て
い
る
。

（
１
）

と
こ
ろ
が
「
別わ

か

れ
を
惜を

し

み
」
は
「
次
第
に
つ
の
る
は
此
道
の
な
ら
ひ
ぞ
か

し
。」
と
続
く
。
話
者
は
対
象
で
あ
る
恋
人
二
人
に
完
全
に
同
化
し
て
い
た

と
見
え
た
の
が
、
こ
こ
で
す
っ
と
身
を
離
し
、
距
離
を
置
い
て
わ
き
か
ら
恋

人
二
人
を
見
て
い
る
。
時
間
を
感
じ
さ
せ
な
い
ほ
ど
せ
っ
ぱ
つ
ま
っ
た
恋
の

描
写
に
最
初
の
「
次
第
に
」
の
語
が
た
っ
ぷ
り
と
時
間
の
余
裕
を
与
え
「
此

道
の
な
ら
ひ
ぞ
か
し
」
は
決
し
て
冷
淡
な
態
度
で
は
な
い
に
せ
よ
、
作
者
西

鶴
自
身
と
も
言
う
べ
き
年
配
の
第
三
者
が
軽
い
慨
嘆
と
苦
笑
の
調
子
を
含
ん

で
下
し
て
い
る
判
断
と
な
る
。
そ
の
あ
と
の
「
情

な
さ
け

の
日
数か

ず

か
さ
な
る
を
天び

鳶ろ
う

兎ど

の
枕

ま
く
ら

よ
り
外ほ

か

に
知し

る

者
も
な
か
り
し
に
思
ひ
の
種た

ね

と
な
り
て
雪
中

せ
っ
ち
う

の
花
に
見

な
が
ら
青
梅

あ
を
む
め

も
が
な
と
な
い
物
す
き
を
し
て
腹
躰

は
ら
な
り

お
か
し
げ
に
な
り
ぬ
。」

ま
で
も
同
じ
調
子
が
続
く
。
こ
れ
は
全
く
客
観
的
な
記
述
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
文
章
の
弛
緩
の
意
味
は
、
語
の
意
味
の
伝
え
る
と
こ
ろ
と

同
じ
で
あ
る
。
互
い
に
命
を
賭
け
て
の
必
死
の
恋
も
成
功
し
て
何
度
も
重
ね

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
一
回
ご
と
に
こ
れ
が
最
後
か
も
知
れ
ぬ
と
い
う
逢

う
瀬
も
た
び
重
な
れ
ば
不
可
避
的
に
は
り
つ
め
た
心
の
状
態
が
多
少
な
り
と

も
弛
緩
せ
ざ
る
を
得
な
い
。「
情

な
さ
け

の
日
数か

ず

か
さ
な
る
を
」
は
こ
の
恋
に
そ
う

し
た
日
常
性
が
付
着
し
始
め
た
こ
と
を
示
す
。
ま
た
「
枕

ま
く
ら

よ
り
外ほ

か

に
知し

る

者
も

な
か
り
し
に
」
と
は
言
わ
ず
も
が
な
の
と
う
に
わ
か
り
き
っ
た
事
実
で
あ
る
。

そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
語
ら
れ
る
と
、
無
責
任
な
第
三
者
と
し
て
の
語
り
手
の
立

場
が
暗
示
さ
れ
、
心
理
的
緊
張
緩
和
が
巧
み
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

少
年
少
女
の
激
し
い
恋
を
い
か
に
絶
賛
し
よ
う
と
も
、
時
間
な
る
も
の
の
作

用
に
よ
っ
て
そ
れ
が
い
さ
さ
か
で
も
ぐ
ら
つ
く
よ
う
な
事
が
あ
れ
ば
、
目
ざ

と
く
感
じ
て
表
現
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
西
鶴
の
現
実
認
識
の
厳
し
さ
に
は

驚
く
外
な
い
。
遂
に
逢
び
き
か
ら
の
帰
路
村
之
助
が
甚
平
に
斬
ら
れ
る
の
も
、

逢
び
き
が
何
度
も
う
ま
く
い
っ
た
た
め
村
之
助
に
あ
る
程
度
油
断
が
生
じ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
わ
れ
わ
れ
読
者
に
は
感
じ
ら
れ
る
。「
木こ

陰か
け

に
待
臥

ま
ち
ぶ
せ

し
て
。
歸
る
所
を
何
の
子し

細さ
い

も
な
く
打
て
捨す

て

。」
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
く

て
も
そ
れ
は
ち
ゃ
ん
と
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
そ
れ
よ
り
以
前
、
小
督
に
甚
平
と
の
結
婚
ば
な
し
が
持
ち
上
っ

た
と
き
そ
れ
を
拒
否
す
る
小
督
の
言
葉
は
多
く
の
事
を
物
語
っ
て
い
る
。

小こ

督が
う

か
つ
て
い
さ
ま
ず
し
て
母
親

は
ゝ
を
や

に
歎な

げ

き
け
る
は
仰

を
ゝ
せ

を
そ
む
く
は
不ふ

幸か
う

の
第だ

い

一
な
れ
共
。
思
へ
ば
か
り
の
宿

や
ど
り

の
夢
と
極

ゆ
め
　
　
き
は

め
仏

ほ
と
け

の
道
の
有
が
た
く

後の
ち

の
世よ

を
願ね

が

ふ
な
れ
ば
一
生
夫ふ

妻さ
い

の
か
た
ら
ひ
捨す

て

て
身
を
紋も

ん

な
し
の
衣

こ　
ろ　
も　

佐々木昭夫：『武道伝来記』論（その二）

－ 281 －（32）



に
な
し
。
い
か
な
る
山
に
も
わ
け
の
ぼ
り
執
行

し
ゅ
ぎ
や
う

に
思
ひ
入
け
れ
ば
。
甚

平
様
へ
は
外
よ
り
よ
び
迎む

か

へ
さ
せ
給
へ
と

結
婚
な
ど
と
ん
で
も
な
い
、
私
は
尼
に
な
っ
て
生
涯
を
通
す
つ
も
り
で
す
と

い
う
の
は
、
す
で
に
懐
妊
の
状
態
に
あ
る
小
督
と
し
て
は
外
に
考
え
よ
う
も

な
い
程
当
然
の
言
い
方
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
す
ま
せ
て
し
ま
う
訳
に
は

い
か
な
い
。
幾
度
も
の
逢
う
瀬
を
重
ね
て
い
る
に
し
て
も
そ
れ
が
い
つ
ま
で

続
く
か
は
分
か
ら
な
い
。
こ
の
前
が
最
後
で
も
う
二
度
と
逢
え
な
い
の
か
も

知
れ
な
い
―
現
実
に
そ
う
な
っ
た
が
―
と
い
う
一
寸
先
の
未
来
も
な
い
宿

命
的
な
恋
を
小
督
自
身
が
自
覚
し
て
い
る
こ
と
が
こ
の
言
葉
か
ら
う
か
が
わ

れ
る
。「
思
へ
ば
か
り
の
宿

や
ど
り

の
夢ゆ

め

と
極き

は

め
」
の
語
は
、
母
親
を
欺
く
た
め
の

心
に
も
無
い
こ
と
を
言
っ
た
の
で
は
決
し
て
な
い
。
村
之
助
と
自
分
の
未
来

に
何
の
見
通
し
も
な
い
と
き
、
こ
の
少
女
は
人
の
世
の
無
情
を
ま
ざ
ま
ざ
と

感
じ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

そ
し
て
村
之
助
の
死
と
い
う
事
態
が
生
じ
れ
ば
二
人
同
時
の
死
し
か
考
え

ら
れ
な
い
か
ら
「
穿
鑿

せ
ん
さ
く

」　
―
現
場
検
証
・
調
査
―
と
い
う
さ
わ
ぎ
の
と
き

「
是
迄
と
思
ひ
定さ

だ

め
長
刀

な
ぎ
な
た

振
て
い
づ
る
を
」
は
こ
の
武
家
の
娘
に
と
っ
て
必

然
的
で
あ
る
。
そ
し
て
村
之
助
の
死
が
甚
平
に
斬
ら
れ
て
の
死
と
い
う
事
だ

か
ら
乳
母
に
必
死
に
抱
き
と
め
ら
れ
「
敵

か
た
き

は
か
さ
ね
て
打
品し

な

有
」
と
の
暗
示

を
受
け
た
と
き
、
一
瞬
に
し
て
自
死
を
復
讐
の
決
意
に
変
え
る
こ
と
も
必
然

的
で
あ
る
。
敵
討
の
成
功
に
到
る
ま
で
小
督
に
は
い
く
つ
も
の
障
害
が
あ
っ

た
。
例
え
ば
ま
ず
懐
妊
し
て
い
る
子
が
男
か
女
か
で
、「
も
し
も
女に

よ

子し

な
ら

ば
立
所
を
去さ

ら

ず
腹
掻

は
ら
か
き

切
て
果は

つ

べ
し
」
の
決
心
は
当
然
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
読

者
に
は
こ
れ
ほ
ど
の
烈
し
い
祈
念
な
ら
ば
か
な
え
ら
れ
な
い
事
は
あ
る
ま
い

と
思
わ
れ
る
。
村
之
助
死
後
の
小
督
の
姿
の
ひ
と
こ
ま
ご
と
に
我
々
読
者
は

作
者
西
鶴
の
自
ら
創
作
し
た
女
主
人
公
へ
の
思
い
入
れ
の
深
さ
を
感
じ
ず
に

は
い
ら
れ
な
い
。
敵
の
あ
り
か
を
求
め
て
放
浪
す
る
小
督
母
子
の
連
吹

つ
れ
ぶ
き

の
尺

八
の
音
に
西
鶴
自
身
が
深
い
思
い
を
感
じ
取
っ
た
ご
と
く
に
で
あ
る
。

須
磨
、
明
石
、
手
習
、
夢
の
浮
橋
な
ど
源
氏
物
語
の
巻
々
の
名
が
文
に
籠

め
ら
れ
、
ま
た
そ
も
そ
も
冒
頭
の
状
況
は
「
若
菜
上
」
の
巻
末
の
、
柏
木
が

女
三
宮
の
姿
を
見
る
あ
の
印
象
的
な
場
面
を
ど
こ
と
な
く
想
起
さ
せ
る
こ
と

の
意
味
は
何
か
。
小
督
ら
が
逢
坂
山
を
越
え
た
と
き

勢
田
の
永
旅

な
が
た
び

に
身
を
労や

つ

し
氣き

を
凝こ

ら

し
石
山
寺
に
参
詣け

い

し
て
紫
式

む　
ら　
さ　
き　
し　
き　

部ぶ

が
源

氏
の
間
を
長
崎さ

き

の
道
者
開
帳

か
い
ち
や
う

し
給
ふ
を
。
結
縁

け
ち
え
ん

に
拝

を
が
み

て
古

い
に
し

へ
は
か
ゝ
る

女
も
有
し
世
と
女
の
身
に
は
殊
更

こ
と
さ
ら

に
感か

ん

じ
て
心
静

し
づ
か

に
下
向
す
る
に

と
あ
る
。
こ
れ
は
深
い
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
冒
頭
部
で
の
「
若

菜
上
」
の
想
起
と
以
下
源
氏
の
巻
名
が
こ
の
作
品
の
文
章
に
鏤
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
読
者
に
、
紫
式
部
の
名
を
出
し
て
念
を
押
し

て
い
る
が
、
源
氏
物
語
の
想
起
は
「
思
ひ
入
吹

い
れ
ふ
く

女
尺

を　
ん　
な　
し　
ゃ　
く　

八
」
に
何
か
か
く
さ
れ

た
意
味
の
あ
る
こ
と
を
教
え
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
機
能
と
し
て
は
た
だ

の
飾
り
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
こ
れ
は
女
主
人
公
に
対
し
て
作
者
が
満
腔
の
共

感
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
し
か
も
そ
の
こ
と
を
密
か
に
読
者
に
告
げ

よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。「
古

い
に
し

へ
は
か
ゝ
る
女
も
有
し
世
」
と
小
督
自

身
が
深
く
感
じ
て
い
る
と
い
う
記
述
は
、
浮
世
草
子
作
家
と
し
て
の
西
鶴
自

身
が
、
自
ら
神
の
如
く
尊
崇
す
る
紫
式
部
に
女
主
人
公
を
な
ぞ
ら
え
て
い
る

の
だ
。
も
は
や
単
に
勇
敢
で
忍
耐
強
い
武
家
娘
で
は
な
い
。

純
粋
で
激
し
く
深
い
恋
情
が
、
恋
人
の
死
と
共
に
不
屈
不
倒
の
復
讐
の
念

と
な
っ
た
と
き
、
多
く
の
偶
然
が
こ
の
女
性
の
味
方
を
し
た
事
は
ほ
と
ん
ど

必
然
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
大
谷
勘
内
と
の
出
逢
い
も
そ
の
最
後
を
飾
る
。
勘

内
と
い
う
男
が
不
在
だ
っ
た
な
ら
、
ま
た
そ
れ
と
の
出
合
い
と
い
う
事
が
無

か
っ
た
な
ら
、
こ
の
先
永
い
年
月
を
費
や
し
た
と
し
て
も
甚
平
を
探
し
当
て

る
こ
と
が
で
き
た
か
さ
え
不
明
で
あ
る
。
勘
内
は
十
数
年
探
し
続
け
、
今
よ
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う
や
く
あ
り
か
を
知
っ
て
そ
こ
へ
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
の
だ
か
ら
。
そ
れ

に
勘
内
の
後
見
が
な
か
っ
た
ら
少
年
村
丸
と
女
二
人
が
か
か
っ
た
と
こ
ろ
で

「
骨
骸

こ
つ
か
ら

た
く
ま
し
く
殊こ

と

に
大
力り

き

」
と
さ
れ
た
甚
平
を
打
つ
と
い
う
事
は
と
て

も
現
実
的
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

乳
母
な
る
人
物
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
も
興
味
深
い
。
一
体
い
つ
か
ら
小
督

の
恋
を
知
っ
た
の
か
な
ど
一
切
不
明
で
あ
る
。
だ
が
小
督
の
敵
討
は
成
就
に

あ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
の
女
は
、
小
督
の
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
な
ほ
ど
高
く

強
い
性
格
に
感
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
人
物
だ
ろ
う
。

八

巻
二
の
第
一
は
直
前
の
巻
一
の
第
四
と
重
要
な
共
通
点
が
あ
る
。
こ
の
引

続
い
た
二
話
は
語
り
手
あ
る
い
は
作
者
西
鶴
自
身
の
作
品
へ
の
強
烈
な
自
己

投
入
が
明
瞭
に
見
ら
れ
、
作
者
も
そ
の
こ
と
を
隠
し
て
い
な
い
。
し
か
も
作

者
の
そ
の
態
度
は
共
に
純
正
の
人
間
的
讃
美
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
前

者
で
の
行
動
は
主
君
の
現
在
の
意
志
に
そ
む
く
と
は
言
え
公
的
な
大
義
と
し

て
認
め
ら
れ
、
そ
れ
に
反
し
後
者
は
若
い
男
女
二
人
の
恋
物
語
に
共
感
し
得

る
者
の
み
が
そ
の
正
し
さ
を
承
認
す
る
、
い
わ
ば
私
的
な
正
義
だ
が
、
西
鶴

が
い
か
に
技
巧
の
限
り
を
尽
く
し
て
読
者
の
全
的
な
共
感
を
か
ち
取
ろ
う
と

努
力
し
て
い
る
と
し
て
も
両
者
の
本
質
的
な
相
似
は
変
わ
ら
な
い
。
ま
た

「
お
く
り
と
ゞ
け
る
武
士

も
の
ゝ
ふ

の
や
た
け
心
ぞ
た
の
も
し
き
」「
朝
暮

て
う
ぼ

の
心
油ゆ

断だ
ん

な

く
年
月

と
し
つ
き

を
ゝ
く
り
け
る
武ぶ

勇よ
う

の
程ほ

ど

こ
そ
い
さ
ま
し
け
れ
」
の
巻
一
の
四
の
あ

ま
り
に
も
あ
か
ら
さ
ま
な
讃
辞
で
は
な
く
「
思
ひ
入
吹

い
れ
ふ
く

女
尺

を　
ん　
な　
し　
ゃ　
く　

八
」
で
は
、
文

章
の
表
面
に
現
れ
た
の
は
『
源
氏
物
語
』
へ
の
言
及
を
通
じ
て
と
い
う
違
い

が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
そ
う
な
の
だ
。
要
す
る
に
巻
一
の
第
一
以
来
、
武
士
の

美
徳
な
る
も
の
が
真
実
の
価
値
を
有
す
る
か
、
を
問
い
続
け
、
な
ん
と
も
否

定
し
得
ぬ
場
合
が
確
固
と
し
て
あ
り
得
る
こ
と
を
読
者
に
教
え
た
の
ち
、
一

転
し
て
純
粋
な
恋
愛
と
い
う
き
わ
め
て
人
間
的
、
私
的
な
行
為
を
表
に
出
し

読
者
に
そ
れ
を
承
認
さ
せ
る
。
作
者
の
意
図
の
ま
ま
に
あ
や
つ
ら
れ
て
村
之

助
、
小
督
の
恋
を
讃
美
す
る
よ
う
な
読
者
に
は
小
督
の
敵
討
ほ
ど
正
し
い
敵

討
は
『
武
道
伝
来
記
』
中
他
に
な
い
と
さ
え
言
え
る
程
で
あ
る
。
巻
六
の
第

一
巻
七
の
第
一
等
は
敵
の
に
く
む
べ
き
姿
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
読
者
が
敵

討
の
成
功
を
希
求
す
る
気
持
が
強
い
の
は
当
然
だ
が
、
そ
の
正
し
さ
を
読
者

が
承
認
す
る
の
は
こ
の
巻
二
の
一
が
最
強
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
村
之
助
小

督
の
恋
を
真
実
の
そ
し
て
奇
蹟
的
な
ほ
ど
純
粋
で
激
し
い
恋
と
し
て
認
め
た

読
者
に
と
っ
て
は
、
小
督
の
敵
討
は
こ
の
恋
愛
の
つ
づ
き
、
い
や
こ
の
恋
愛

そ
れ
自
体
と
し
て
こ
の
上
な
い
必
然
性
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
小
督

の
恋
も
西
鶴
は
武
家
の
娘
に
し
て
初
め
て
あ
り
得
た
も
の
と
見
て
い
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
生
命
と
ひ
き
か
え
の
恋
と
い
う
本
質
は
村
之
助
の
死
後
も
最

後
ま
で
続
い
て
い
る
が
そ
れ
は
い
か
に
も
武
家
的
な
性
格
の
強
さ
に
裏
打
ち

さ
れ
て
い
る
。
巻
八
の
第
一
と
比
較
す
れ
ば
よ
く
分
か
る
。

（
２
）

第
二
「
見
ぬ
人
兵
に
霞よ

ひ

の
無
分
別べ

つ

」
は
第
一
に
見
ら
れ
た
こ
う
し
た
性
格

の
す
べ
て
が
き
れ
い
に
欠
け
て
い
る
。
そ
の
点
こ
そ
こ
の
一
話
の
特
色
で
あ

る
。
当
然
作
品
は
軽
く
、
強
い
印
象
に
欠
け
る
が
そ
の
事
自
体
作
者
西
鶴
の

明
白
な
意
図
の
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
一
話
の
特
徴
は
大
き
く
言
っ
て
二
つ
あ
る
。
第
一
に
作
者
あ
る
い
は

語
り
手
の
、
テ
ク
ス
ト
に
描
か
れ
た
事
件
と
の
感
情
的
な
か
か
わ
り
が
き
わ

め
て
薄
い
こ
と
、
第
二
に
そ
れ
ら
の
出
来
事
に
い
さ
さ
か
不
自
然
と
言
え
る

よ
う
な
こ
と
が
ら
が
多
い
点
で
あ
る
。
第
二
の
点
を
ま
ず
取
り
上
げ
る
。
こ

れ
を
考
え
て
い
け
ば
第
一
の
点
の
理
解
に
資
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。こ

の
点
は
一
話
の
後
半
に
多
い
。
列
挙
し
て
見
る
。
福
崎
軍
平
に
討
た
れ

た
善
連
寺
外
記
が
、
和
田
林
八
と
口
論
の
末
斬
合
に
な
っ
た
弟
八
九
郎
の
前

に
亡
霊
と
な
っ
て
現
れ
、
喧
嘩
を
や
め
ぜ
ひ
敵
を
討
っ
て
く
れ
と
言
い
残
し
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て
消
え
る
。
こ
の
よ
う
な
超
自
然
の
現
象
は
『
武
道
伝
来
記
』
に
他
に
見
出

さ
れ
な
い
。
い
や
巻
三
の
第
二
「
按あ

ん

摩ま

と
ら
す
る
化ば

け

物
屋
敷し

き

」
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
亡
霊
出
現
と
は
全
然
違
う
。
超
自
然
の
現
象
な
ど
で
は
毛
頭
な
く
、

怪
異
と
さ
え
言
え
る
か
ど
う
か
。
そ
れ
に
こ
の
挿
話
は
話
の
本
題
と
は
全
く

つ
な
が
り
が
な
い
。
そ
れ
に
反
し
外
記
の
亡
霊
は
こ
の
話
の
鍵
と
な
る
重
要

な
役
割
を
果
す
。
こ
れ
ほ
ど
都
合
の
よ
い
設
定
は
な
い
。
外
記
の
亡
霊
が
出

現
す
る
必
然
性
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
八
九
郎
と
林
八
は
親
友
同
志

だ
が
今
は
刀
を
交
え
「
切
先

き
つ
さ
き

よ
り
火ひ

を
出
し
し
の
ぎ
削

け
づ
り

て
あ
や
う
き
時
」
と

い
う
状
態
に
あ
る
。
敵

か
た
き

を
討
た
す
者
は
八
九
郎
よ
り
い
な
い
わ
け
だ
が
、
当

人
の
亡
霊
で
な
く
例
え
ば
急
ぎ
の
使
が
か
ろ
う
じ
て
間
に
合
っ
た
と
い
う
の

で
は
「
兩
人
眼
前

が
ん
ぜ
ん

に
驚

を
ど
ろ

き
し
ば
し
十と

方は
う

に
く
れ
け
る
が
」
と
い
う
結
果
に
な

っ
た
か
ど
う
か
。
か
ま
わ
ず
斬
り
合
い
を
続
け
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
に

亡
霊
出
現
の
舞
台
と
し
て
お
そ
ら
く
こ
れ
は
決
し
て
常
套
的
で
は
な
く
、
冬

の
山
中
「
山
は
雪
に
埋

ゆ
き
　
　
う
づ

み
」「
鳥
の
聲こ

ゑ

な
く
風
あ
ら
く
」
と
い
う
背
景
は
、

考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
い
か
に
も
亡
霊
の
出
現
に
ふ
さ
わ
し
い
と
も
言
え

る
。
し
か
し
あ
ま
り
に
も
都
合
の
よ
い
設
定
だ
か
ら
、
い
か
が
わ
し
い
と
ま

で
は
言
わ
ぬ
に
し
て
も
何
か
ふ
と
怪
訝
な
思
い
を
読
者
は
軽
く
感
じ
て
し
ま

う
。
幽
霊
の
存
在
を
固
く
信
じ
て
い
る
者
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
は
作
品
全
体

に
ま
と
も
に
相
手
に
す
る
に
は
何
か
た
め
ら
わ
れ
る
よ
う
な
性
格
を
与
え

る
。
巻
二
の
一
、
巻
一
の
四
の
み
な
ら
ず
武
道
伝
来
記
の
こ
れ
ま
で
の
五
篇

の
す
べ
て
が
、
も
し
亡
霊
が
出
て
く
る
場
面
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
作
品
の
緊

張
が
一
遍
に
解
け
、
ご
く
気
楽
で
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
気
分
さ
え
一
話
を
支
配
し

た
で
あ
ろ
う
。

外
記
の
亡
霊
が
出
現
し
な
け
れ
ば
ど
ち
ら
か
が
討
た
れ
た
は
ず
だ
っ
た
と

い
う
の
に
、
事
情
を
知
っ
た
林
八
が
八
九
郎
を
元
気
づ
け
助
太
刀
と
な
っ
て
、

も
ろ
共
に
二
年
あ
ま
り
も
敵
軍
平
の
あ
り
か
を
求
め
て
国
々
を
経
め
ぐ
り
歩

い
た
と
い
う
の
は
、
異
様
で
は
あ
る
が
決
し
て
あ
り
得
ぬ
こ
と
で
は
な
い
。

美
し
い
友
情
物
語
で
あ
る
。
だ
が
最
初
の
熊
野
山
中
の
喧
嘩
の
発
端
と
な
っ

た
八
九
郎
の
言
動
、

日
比
口
ほ
ど
に
も
な
き
男
今
か
ら
其
ご
と
く
腰こ

し

ぬ
け
て
な
を
行
さ
き
の

峯み
ね

は
い
か
に
し
て
こ
ゆ
べ
き
や
と
手
を
打
て
笑わ

ら

ひ
此
度
の
參
詣

さ
ん
け
い

も
汝

な
ん
ぢ

思

ひ
立
ゆ
へ
に
つ
れ
立
た
る
か
ひ
ぞ
な
き
。
小
者も

の

に
あ
れ
ま
で
か
た
に

か
ゝ
れ

は
き
わ
め
て
写
実
的
と
言
え
る
が
、
多
少
意
地
悪
が
過
ぎ
て
い
る
よ
う
に
も

思
え
る
。
外
記
亡
霊
の
出
現
が
い
さ
さ
か
都
合
の
よ
す
ぎ
る
安
易
な
設
定
な

の
で
、
そ
の
他
の
点
で
は
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
生
む
事
に
努
力
し
て
い
る
の
か

も
知
れ
な
い
、
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。
へ
と
へ
と
に
疲
労
困
憊
し
て
い
た
は

ず
の
林
八
が
斬
り
合
い
に
な
る
と
対
等
の
力
を
発
揮
し
て
い
る
点
、
こ
れ
も

よ
く
考
え
て
み
れ
ば
現
実
に
は
い
か
に
も
あ
り
そ
う
だ
と
言
え
る
。
ち
ょ
っ

と
目
に
は
不
自
然
に
見
え
て
も
、
い
か
に
も
現
実
に
は
こ
う
い
う
事
は
し
ば

し
ば
あ
る
の
だ
と
言
い
得
る
事
柄
は
こ
の
一
話
、
特
に
そ
の
後
半
に
満
ち
て

い
る
。

そ
の
点
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
福
崎
軍
平
の
言
動
で
あ
る
。

軍
平
道
傳

ぐ
ん
べ
い
だ
う
で
ん

と
名な

を
か
へ
世
を
の
が
れ
た
る
墨
衣
佛

す　
み　
ご　
ろ　
も　
ほ　
と　
け　

も
な
き
草
庵

さ
う
あ
ん

を
む
す

び
ひ
が
し
の
山
は
ら
に
黙
然

も
く
ね
ん

と
し
て
年と

し

月
を
お
く
る
は
さ
ら
に
仏
心

ぶ
っ
し
ん

に

は
あ
ら
ず
億
病
風

を
く
び
や
う
か
ぜ

に
引
籠

ひ
き
こ
も

り
世
上

せ
じ
や
う

を
お
そ
れ
て
の
山
居
ぞ
か
し
。

と
い
う
の
は
そ
れ
ほ
ど
奇
妙
で
は
な
い
。
武
芸
の
達
人
の
こ
の
臆
病
ぶ
り
は

自
分
は
天
の
助
け
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
自
覚
し
て
い
る
者
に
は
あ
り
得
る

事
だ
っ
た
ろ
う
。「
黙
然

も
く
ね
ん

と
し
て
」
の
語
が
き
わ
め
て
効
果
的
で
あ
る
。
こ

の
語
は
八
九
郎
と
林
八
に
踏
み
込
ま
れ
た
時
の
軍
平
の
「
手
を
合
せ
降
參

か
う
さ
ん

し
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て
今
は
こ
の
身
に
な
り
て
外
記

げ

き

殿
の
御
跡あ

と

を
吊と

ふ

ら
ひ
け
れ
ば
命
を
た
す
け
給

へ
と
い
ふ
。」
滑
稽
と
い
う
外
な
い
姿
に
直
結
し
て
い
る
。
そ
れ
よ
り
も
八

九
郎
と
林
八
に
「
さ
あ
立
あ
が
れ
」
と
し
き
り
に
挑
発
さ
れ
て
こ
れ
は
と
て

も
逃
れ
ら
れ
ぬ
と
遂
に
槍
を
手
に
取
っ
た
と
き
の

鑓や
り

を
取
手
を
打
お
と
せ
ば
。
か
ひ

ぐ
敷し

く

も
打
お
と
さ
れ
し
手
を
左

ひ
だ
り

の

手
に
も
ち
林り

ん

八
が
助す

け

太
刀
を
打
お
と
し
林
八
を
切
ふ
せ
る
所
を
八
九
郎

と
び
か
ゝ
り
切
倒

き
り
た
を

し

と
い
う
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
軍
平
は
き
き
腕
の
右
手
を
切
り
落
と
さ
れ
た

の
に
、
左
手
で
そ
の
右
手
を
広
い
上
げ
、
そ
れ
を
武
器
に
し
て
林
八
の
刀
を

打
ち
落
し
、
そ
の
刀
を
左
手
に
拾
っ
て
林
八
を
切
ふ
せ
た
と
こ
ろ
へ
、
八
九

郎
が
切
り
か
か
っ
て
討
た
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
全
体
が
一

瞬
の
出
来
事
だ
ろ
う
。
武
芸
の
達
人
に
は
こ
ん
な
事
も
あ
る
の
か
。
今
日
で

は
適
確
に
判
断
で
き
る
者
は
い
る
ま
い
が
。
し
か
し
や
は
り
ど
こ
か
に
不
自

然
な
と
こ
ろ
が
あ
り
そ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
八
九
郎
の
動
作
が
ほ
ん
の
少

し
遅
か
っ
た
事
は
言
え
そ
う
だ
が
林
八
の
死
を
あ
れ
ほ
ど
歎
き
な
が
ら
そ
の

事
を
反
省
し
て
い
る
様
子
は
な
い
。

な
ん
だ
か
変
だ
が
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
必
ず
し
も
不
自
然
と
は
い
え
な
い

と
い
う
事
柄
も
、
ご
く
た
ま
に
書
か
れ
る
な
ら
、
こ
れ
こ
そ
真
の
現
実
を
写

し
た
も
の
と
読
者
の
感
歎
を
さ
そ
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
短
い

一
篇
で
次
々
に
出
て
き
た
と
き
は
、
逆
に
作
品
そ
の
も
の
が
い
さ
さ
か
嘘
っ

ぱ
ち
な
感
を
帯
び
て
し
ま
う
。
特
に
本
篇
の
よ
う
に
最
も
大
事
な
一
点
で
亡

霊
の
要
素
を
利
用
し
て
い
る
よ
う
な
と
き
は
そ
れ
は
避
け
難
い
。
西
鶴
は
そ

う
し
た
こ
と
す
べ
て
よ
く
承
知
し
て
い
た
だ
ろ
う
。

外
記
の
死
ま
で
の
記
述
に
は
妙
な
点
は
無
さ
そ
う
で
あ
る
。
特
に
玄
春
後

家
の
姿
は
適
確
に
描
か
れ
て
い
る
。
お
た
ね
と
婚
礼
の
日
、
世
に
又
も
な
き

美
女
の
よ
う
に
玄
春
に
思
い
込
ま
せ
ら
れ
て
い
た
お
た
ね
が
現
実
に
は
と
ん

で
も
な
い
醜
女
だ
っ
た
と
知
っ
て
憤
慨
し
た
軍
平
が
、
あ
れ
を
即
刻
外
記
の

も
と
へ
も
ど
せ
と
命
じ
た
と
き
、
妙
春
は
「
挟

は
さ
み

箱
の
蓋ふ

た

を
あ
け
て
金
子
弐
百

兩
取
出
し
て
」
こ
の
お
金
は
あ
ち
ら
の
お
宅
が
御
裕
福
で
す
か
ら
送
っ
て
こ

ら
れ
た
の
で
す
と
言
う
。「
今
の
世よ

の
中
は
か
う
し
た
事
が
勝
手

か
つ
て

づ
く
女
房

が
よ
い
と
て
御
身
躰た

い

の
た
よ
り
に
は
な
り
ま
せ
ぬ
。
御
た
め
の
あ
し
き
事
は

い
た
さ
ぬ
と
い
か
め
し
く
見
せ
け
れ
ば
。」
は
い
か
に
も
俗
っ
ぽ
い
中
年
過

ぎ
の
女
性
の
様
子
で
あ
る
。
気
取
っ
て
は
さ
み
箱
の
ふ
た
を
開
け
る
様
子
が

目
に
見
え
る
。
二
百
両
で
軍
平
が
納
得
す
る
と
い
う
自
信
が
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
軍
平
が
「
た
ま
り
か
ね
」
る
の
も
当
然
だ
。
こ
の
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
点

が
こ
の
一
話
に
は
乏
し
く
な
い
。
外
記
の
亡
霊
の
出
た
の
が
白
昼
雪
の
山
中

だ
っ
た
と
い
う
、
考
え
方
に
よ
っ
て
は
卓
抜
な
発
想
も
そ
の
ひ
と
つ
だ
ろ

う
。に

も
拘
ら
ず
最
初
か
ら
読
み
進
め
て
き
た
時
に
こ
の
一
篇
急
激
な
力
の
落

ち
こ
み
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
れ
は
特
に
直
前
の
二
篇
、
巻
一
の
第
四
と
巻
二

の
第
一
に
あ
っ
た
作
者
自
身
と
作
品
に
書
か
れ
た
内
容
と
の
密
接
な
心
理
的

つ
な
が
り
が
こ
の
一
篇
に
は
ほ
と
ん
ど
無
い
か
ら
で
あ
る
。
作
中
人
物
の
何

ぴ
と
も
読
者
の
人
間
的
な
関
心
を
深
く
と
ら
え
は
し
な
い
。
だ
か
ら
皆
な
ん

と
な
く
滑
稽
な
だ
け
だ
。
八
九
郎
が
林
八
の
死
骸
に
す
が
っ
て
歎
き
悲
し
ん

だ
と
知
っ
て
も
読
者
は
何
ら
同
情
心
を
動
か
さ
れ
な
い
。
そ
れ
が
作
者
西
鶴

の
強
い
意
図
だ
っ
た
。
読
者
は
熊
野
山
中
で
の
八
九
郎
が
林
八
に
浴
せ
た
汚

い
悪
口
と
そ
の
揚
句
の
必
死
の
斬
り
合
い
を
思
い
出
す
が
読
者
の
心
中
に
は

皮
肉
に
満
ち
た
滑
稽
さ
が
浮
か
ぶ
だ
け
だ
。
お
た
ね
と
い
う
女
性
こ
そ
真
に

同
情
に
価
す
る
人
物
と
思
わ
れ
る
が
、
西
鶴
は
こ
の
女
を
中
心
的
作
中
人
物

の
一
人
と
な
ら
な
い
よ
う
注
意
深
く
努
力
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
前
の
巻

二
第
一
で
美
女
小
督
が
女
主
人
公
だ
っ
た
と
い
う
の
に
醜
女
は
そ
う
な
ら
な

い
と
い
う
の
は
西
鶴
の
偏
見
で
は
な
い
か
と
非
難
し
て
は
な
る
ま
い
。
本
篇
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で
は
誰
も
読
者
の
同
情
を
ひ
い
た
り
し
な
い
事
が
作
者
の
根
本
的
意
図
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。

谷
脇
理
史
氏
は
『
武
道
伝
来
記
』
諸
篇
に
は
武
士
の
あ
り
方
を
諷
し
た
も

の
も
あ
る
と
主
張
し
、
そ
の
例
と
し
、
本
篇
を
上
げ
て
い
る
。
こ
の
作
品
に

は
、「
無
分
別
で
卑
劣
な
軍
平
を
批
判
す
る
視
点
が
明
確
に
存
し
、
そ
の
よ

う
な
武
士
の
あ
り
方
を
諷
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
で
あ
ろ

う
」

（
３
）

こ
れ
は
貴
重
な
指
摘
で
あ
る
。
冷
笑
的
と
い
う
ほ
ど
批
判
は
強
く
な
い

に
せ
よ
、
こ
の
一
篇
で
の
作
者
の
精
神
的
態
度
は
醒
め
て
冷
静
、
且
つ
意
識

的
だ
か
ら
、
お
の
ず
と
風
刺
に
近
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
諷
さ
れ
て

い
る
対
象
は
、
軍
平
ま
た
武
家
の
婚
姻
の
風
潮
だ
け
で
な
く
、
八
九
郎
林
八

も
含
ま
れ
て
い
よ
う
。
な
お
念
の
た
め
言
っ
て
お
く
と
、
巻
一
の
三
に
武
家

倫
理
へ
の
強
烈
な
批
判
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
当
の
武
士
た
ち
へ
の

深
い
同
情
・
憐
憫
と
共
に
あ
り
、
両
者
と
も
作
品
の
表
面
か
ら
隠
さ
れ
な
が

ら
、
悲
痛
と
も
言
う
べ
き
感
覚
さ
え
生
じ
て
い
た
。
あ
れ
は
決
し
て
風
刺
で

は
な
い
。

好
篇
巻
一
の
第
三
を
経
て
、
巻
一
の
第
四
、
巻
二
の
第
一
と
作
者
自
身
の

気
分
の
高
ま
り
と
主
人
公
た
ち
へ
の
二
様
の
讃
歎
が
う
か
が
わ
れ
る
二
篇
が

続
い
た
あ
と
、
来
る
の
は
作
者
の
あ
く
ま
で
冷
静
な
態
度
の
徹
底
し
た
諸
篇

だ
と
い
う
事
は
い
わ
ば
当
然
か
。
し
か
も
三
十
二
篇
で
現
実
を
写
す
こ
と
を

考
え
る
な
ら
ば
、
巻
二
の
第
二
で
こ
れ
が
終
る
は
ず
も
な
い
。
現
実
世
界
に

生
起
す
る
こ
と
は
巻
一
の
第
四
、
巻
二
の
第
一
の
よ
う
な
出
来
事
は
き
わ
め

て
稀
で
、
多
く
は
も
っ
と
空
し
く
物
悲
し
い
。『
武
道
伝
来
記
』
で
作
者
西

鶴
の
気
分
が
高
ま
る
よ
う
な
事
は
も
う
見
ら
れ
ず
、
作
者
と
作
品
と
の
内
的

つ
な
が
り
の
感
じ
ら
れ
る
各
篇
は
、
憤
怒

●

●

の
ほ
か
は
す
べ
て
深
い
観
想
と
い

っ
た
も
の
と
な
る
。

注

（
１
）
俗
世
に
も
ま
れ
て
謂
わ
ば
人
一
倍
す
れ
っ
か
ら
し
に
な
っ
て
し
ま
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
男
女
の
仲

の
あ
り
方
な
ど
知
り
尽
く
し
て
い
る
よ
う
な
作
家
は
、
自
分
自
身
に
は
と
う
に
不
可
能
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
こ
の
よ
う
な
年
少
の
男
女
の
直
情
的
激
情
的
に
灼
熱
す
る
恋
を
、
め
っ
た
に
生
じ

ぬ
純
粋
な
恋
と
し
て
讃
美
す
る
傾
向
が
あ
る
。
例
え
ば
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
『
恋
愛
論
』
で
真
の

情
熱
恋
愛
の
発
生
に
は
二
度
に
わ
た
る
結
晶
作
用
と
か
、
疑
惑
と
か
そ
の
間
の
あ
る
長
さ
の
日

時
と
か
、
い
ろ
い
ろ
う
る
さ
く
条
件
を
設
け
て
い
る
が
、
そ
れ
は
遊
冶
郎
た
る
自
分
自
身
が
社

交
界
な
る
特
殊
な
場
で
現
に
体
験
中
の
恋
愛
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
が
後
に

書
く
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
等
を
舞
台
に
し
た
諸
々
の
短
篇
小
説
で
は
そ
ん
な
条
件
に
し
ば

ら
れ
ず
に
激
し
い
情
熱
が
い
く
つ
も
書
か
れ
、
当
の
『
恋
愛
論
』
の
中
で
さ
え
、
マ
ホ
メ
ッ
ト

以
前
の
ア
ラ
ビ
ア
の
砂
漠
で
の
灼
熱
す
る
恋
愛
が
、
今
日
で
は
不
可
能
な
恋
愛
の
理
想
像
と
し

て
称
揚
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
（
小
督
は
）　「
武
家
の
娘
と
し
て
生
ま
れ
た
が
た
め
に
、
愛
を
理
不
尽
に
踏
み
に
じ
ら
れ
る
と
、
そ

の
愛
を
貫
く
た
め
に
、
敵
討
ち
に
一
生
を
か
け
る
。」
西
島
孜
哉
『
近
世
文
学
の
女
性
像
』
世
界

思
潮
社
　
一
九
八
五
年
　
一
一
五
頁
。

（
３
）
谷
脇
理
史
『
西
鶴
　
研
究
と
批
評
』
若
草
書
房
　
平
成
　
年
　
九
四
頁
。

平
成
十
年
十
一
月
稿

（
未
完
）
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