
「
や
つ
し
」
は
サ
行
四
段
活
用
の
他
動
詞
「
や
つ
す
」
が
連
用
形
で
名
詞
化
し

た
も
の
で
あ
る
が
、
原
義
は
辞
書
な
ど
に
記
さ
れ
る
通
り
み
す
ぼ
ら
し
く
零
落

す
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
大
夫
に
入
れ
あ
げ
た
等
の
理
由
か
ら
零
落
し
た

紙
子
姿
の
粋
な
主
人
公
が
近
世
小
説
や
演
劇
に
描
か
れ
、
特
に
歌
舞
伎
や
浄
瑠

璃
等
の
演
劇
に
お
い
て
は
こ
れ
を
や
つ
し
芸
と
呼
び
、
そ
の
根
本
に
は
日
本
文

化
に
根
強
く
受
け
継
が
れ
て
き
た
貴
種
流
離
譚
の
伝
統
に
繋
が
る
も
の
が
あ
る

と
さ
え
、
あ
る
い
は
世
界
規
模
で
普
遍
的
な
変
身
願
望
の
表
れ
と
し
て
さ
え
、

考
え
ら
れ
て
い
る
。
主
人
公
た
ち
は
過
度
の
廓
通
い
に
よ
り
金
銭
を
失
い
、
身

分
を
落
と
し
て
、
今
は
卑
賎
な
姿
と
な
り
、
卑
賎
な
行
動
を
行
っ
て
い
る
が
、

悲
惨
な
末
路
は
む
し
ろ
望
む
と
こ
ろ
な
の
だ
。

源
義
経
が
廓
通
い
を
す
る
と
い
う
西
沢
一
風
『
御
前
義
経
記
』
の
設
定
は
、

で
は
、
こ
れ
と
ど
う
繋
が
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
に
は
、
当
代
の
粋
な
大
尽
が

零
落
し
卑
俗
な
姿
で
卑
俗
な
行
動
を
と
っ
て
い
る
や
つ
し
と
、
古
典
世
界
の
人

物
が
当
代
の
卑
俗
な
行
動
を
行
っ
て
い
る
や
つ
し
と
が
、
同
じ
も
の
の
よ
う
に

は
全
く
思
え
な
い
。
卑
俗
化
≒
当
世
化
と
い
う
等
式
に
お
い
て
、
本
来
別
物
で

あ
っ
た
も
の
が
や
つ
し
と
し
て
統
合
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

の
結
果
、
や
つ
し
は
、
そ
う
し
た
登
場
人
物
の
あ
り
方
に
の
み
留
ま
る
こ
と
な

く
、
作
品
そ
れ
自
体
の
期
待
さ
れ
た
あ
り
方
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
。

か
く
し
て
、
や
つ
し
は
、
登
場
人
物
の
零
落
か
ら
、
登
場
人
物
の
卑
俗
化
（
逆

に
登
場
人
物
の
古
典
化
）
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
は
設
定
自
体
が
や
つ
さ
れ
る
も

の
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

浮
世
草
子
に
お
け
る
西
沢
一
風
『
御
前
義
経
記
』
を
嚆
矢
と
し
た
あ
る
種
の

パ
ロ
デ
ィ
（
も
じ
り
）
を
や
つ
し
と
見
な
し
た
よ
う
に
、
や
つ
し
は
ひ
と
つ
の

表
現
様
式
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
浮
世
草
子
に
限
ら
な
い
。
近

年
、
や
つ
し
の
研
究
に
お
い
て
め
ざ
ま
し
い
成
果
を
上
げ
て
い
る
国
文
学
研
究

資
料
館
編
『
図
説
「
見
立
」
と
「
や
つ
し
」
日
本
文
化
の
表
現
技
法
』
は
、
そ
の

副
題
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
や
つ
し
を
「
見
立
」
と
と
も
に
「
日
本
文
化
の
表
現

技
法
」
だ
と
言
う
。
そ
れ
は
、
昨
今
の
旺
盛
な
御
上
受
け
す
る
テ
ー
マ
を
装
っ

て
な
さ
れ
る
も
の
で
は
さ
す
が
に
な
く
て
、
純
然
た
る
学
問
的
態
度
と
し
て
、

先
に
も
引
い
た
貴
種
流
離
譚
の
流
れ
に
や
つ
し
を
位
置
づ
け
る
が
ゆ
え
の
言
い

方
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
私
自
身
は
、
そ
う
し
た
一
般
化
・
普
遍
化
を
あ
ま
り

好
ま
し
い
と
は
思
え
な
い
が
、
そ
れ
は
貴
種
流
離
譚
と
い
う
枠
組
み
自
体
が
非

常
に
便
利
な
解
釈
素
（
解
釈
の
た
め
の
要
素
、
た
だ
し
そ
れ
以
上
分
割
不
能
な
）

に
過
ぎ
な
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
今
は
そ
う
し
た
問
題
（
普
遍
化
の
是
非
）
に
は
関
わ
ら
な
い
こ
と

に
し
よ
う
。
問
題
は
あ
く
ま
で
浮
世
草
子
で
あ
る
。『
図
説
「
見
立
」
と
「
や
つ

し
」
日
本
文
化
の
表
現
技
法
』
に
お
い
て
、
浮
世
草
子
に
関
し
て
は
、
わ
ず
か
に
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『
好
色
一
代
男
』
が
俎
上
に
昇
る
こ
と
が
あ
る
が
、
一
風
を
は
じ
め
と
し
て
其
磧

も
南
嶺
も
全
く
考
察
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
私
は
浮
世
草
子
の
研
究
を

志
す
者
と
し
て
や
つ
し
の
研
究
は
避
け
る
事
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
が
、
他
方
、

や
つ
し
を
あ
ら
か
じ
め
「
表
現
技
法
」
と
規
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に
大
き
な
欠

点
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
や
つ
し
を
、
手
順
や
方
法
が
予
め
さ
だ
ま
っ
て
い

る
方
法
（
手
法
・
技
法
）
だ
と
規
定
し
て
し
ま
え
ば
、
や
つ
し
は
た
ん
に
商
業
小

説
を
量
産
す
る
た
め
の
一
方
法
で
し
か
な
い
し
、
そ
こ
に
は
も
は
や
文
学
が
孕

む
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
多
様
な
活
動
は
見
え
な
い
だ
ろ
う
。

は
た
し
て
、
浮
世
草
子
の
研
究
が
始
ま
っ
て
後
、
や
つ
し
は
常
に
研
究
の
俎

上
に
上
っ
て
は
き
た
が
、
そ
れ
は
決
し
て
自
明
な
方
法
と
し
て
な
ど
認
識
さ
れ

て
は
い
な
か
っ
た
と
私
は
考
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、西
沢
一
風『
御
前
義
経
記
』、江
島
其
磧『
通
俗
諸
分
床
談
義
』、

多
田
南
嶺
『
契
情
太
平
記
』
の
三
作
を
浮
世
草
子
の
や
つ
し
の
代
表
作
と
し
て
、

こ
の
三
者
を
精
読
し
比
較
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
今
は
ま
だ
完
全
な
状

態
で
は
な
く
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
や
つ
し
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
研
究
史

を
ふ
り
か
え
っ
た
上
で
副
題
に
掲
げ
た
二
つ
の
事
柄
を
予
備
的
に
考
察
し
て
お

こ
う
と
思
う
ば
か
り
で
あ
る
。

一
、
長
谷
川
強
の
や
つ
し
理
解
と
浮
世
草
子

浮
世
草
子
の
研
究
の
す
べ
て
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
や
つ
し
も
ま
た
長
谷

川
強
の
研
究
抜
き
で
論
ず
る
こ
と
が
出
来
な
い
。「
浮
世
草
子
と
や
つ
し
」
と

題
さ
れ
た
論
文
（『
浮
世
草
子
新
考
』
所
収
）
が
そ
れ
で
あ
る
。

長
谷
川
も
ま
た
、
や
つ
し
は
ま
ず
「
古
典
的
な
雰
囲
気
、
物
語
的
世
界
を
俳

諧
化
す
る
こ
と
を
「
や
つ
す
」
と
い
う
方
法
乃
至
意
識
は
存
し
た
の
で
あ
る
」

と
述
べ
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

た
だ
西
鶴
自
身
の
意
識
と
し
て
『
源
氏
』
を
や
つ
し
た
事
を
も
っ
て
技
巧
を

誇
る
の
が
第
一
の
目
的
で
は
な
く
て
、
読
者
の
鑑
識
を
ま
つ
体
の
お
ぼ
め
か
し

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
西
鶴
の
現
代
的
関
心
は
「
や
つ
し
」
を
越
え
て

現
代
の
抉
剔
に
向
か
う
の
で
あ
る
。
仮
名
草
子
以
来
古
典
の
も
じ
り
は
行
わ
れ

て
い
た
が
、
こ
れ
を
内
容
面
で
の
当
世
化
・
卑
俗
化
を
行
う
も
じ
り
よ
り
や
つ

し
へ
の
転
化
を
踏
台
に
し
て
、
仮
名
草
子
よ
り
浮
世
草
子
へ
の
転
化
は
行
わ
れ

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
先
に
は
古
典
を
翻
案
を
行
っ
た
浅
井
了
意
が
あ
る

が
、『
伽
婢
子
』
な
ど
伝
統
文
学
的
な
和
歌
的
な
意
識
を
拭
い
切
れ
ぬ
も
の
が
あ

る
。
そ
し
て
当
時
と
し
て
は
彼
等
の
文
学
的
な
営
み
の
手
本
と
な
る
も
の
は

少
な
く
と
も
当
時
に
あ
っ
て
価
値
あ
り
と
認
め
ら
れ
る
作
品
を
作
る
為
の

手
本
と
な
る
も
の
は
、
伝
統
文
学
し
か
な
か
っ
た
。
西
鶴
は
そ
の
文
学
と
し
て

の
形
を
整
え
、
そ
れ
を
利
器
と
し
て
新
し
い
文
学
を
創
造
す
る
為
に
、『
源
氏
物

語
』
を
や
つ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。（
八
九
頁
）

西
鶴
は
『
源
氏
』
を
は
じ
め
、
中
国
説
話
（
新
語
園
）
な
ど
も
含
め
て
、
そ
れ

ら
を
翻
案
（
や
つ
し
と
も
考
え
ら
れ
る
）
し
、
そ
の
中
に
は
実
に
奇
異
な
話
も

含
ま
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
そ
れ
ら
の
営
為
は
、
浮
き
世
を
描
く
こ
と
、
す
な
わ

ち
浮
世
草
子
で
あ
る
こ
と
を
眼
目
に
し
て
い
た
、
と
長
谷
川
は
考
え
た
。
そ
れ

に
対
し
て
、
西
沢
一
風
の
『
御
前
義
経
記
』
に
始
ま
る
「
面
影
を
う
つ
す
」
と
い

う
あ
り
方
の
や
つ
し
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
に
厳
し
い
評
価
を
与
え
た
。

浮
世
草
子
が
徒
に
西
鶴
に
目
を
く
ら
ま
さ
れ
て
、
西
鶴
の
作
の
一
面
に
す
ぎ

ぬ
奇
異
を
追
い
、
現
実
の
世
界
の
中
に
新
し
い
活
路
を
開
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
失

い
、
解
体
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
時
、
西
鶴
作
品
が
古
典
の
や
つ
し
的
面
を
も

つ
事
へ
の
理
解
も
あ
っ
て
、
再
び
古
典
を
借
り
て
文
学
作
品
と
し
て
一
篇
の
ま

と
ま
り
を
保
つ
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
た
。
し
か
し
西
鶴
と
比
べ
て
、
俤
を
や

つ
し
て
読
者
の
鑑
識
に
ま
つ
と
い
う
態
度
で
は
な
く
、
意
識
し
て
「
や
つ
し
」

を
表
面
に
押
出
す
事
に
な
っ
た
。
当
世
の
人
情
・
風
俗
を
描
く
方
に
主
点
が

あ
っ
て
、
や
つ
し
は
作
品
と
し
て
の
形
を
整
え
る
枠
で
あ
っ
た
。
即
ち
や
つ
し
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は
従
で
あ
っ
た
筈
が
、
位
置
を
変
え
て
「
や
つ
し
」
が
主
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
一
つ
は
読
者
層
の
ひ
ろ
が
り
に
よ
る
低
下
に
レ
ベ
ル
を
あ
わ
せ
、
右
の

よ
う
な
演
劇
界
な
ど
の
風
潮
に
歩
調
を
あ
わ
せ
て
、
一
層
多
く
の
読
者
を
獲
得

し
た
所
以
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
代
償
と
し
て
浮
世
草
子
は
現
実
に
じ
か
に
立

向
か
う
事
を
放
棄
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
人
物
の
心
理
・
行
動
は
「
や
つ
し
」

に
と
ら
わ
れ
て
不
自
然
に
陥
り
、
或
い
は
現
実
味
を
欠
く
。
し
か
し
「
や
つ
し
」

で
あ
る
限
り
は
、
そ
れ
が
観
念
的
な
も
の
に
陥
っ
た
と
し
て
も
「
浮
世
」
と
は

確
か
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
演
劇
と
つ
な
が
る
と
い
う
事

は
、
読
者
の
今
日
的
関
心
を
十
分
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
や
か
し

に
も
せ
よ
「
浮
世
」
は
存
す
る
の
で
あ
る
。
安
心
し
て
「
浮
世
」
に
つ
な
が
る
作

品
を
制
作
す
る
為
の
、
そ
の
作
品
が
文
学
作
品
と
し
て
の
最
低
の
ま
と
ま
り
を

保
証
す
る
便
利
な
枠
が
、「
や
つ
し
」
を
表
面
に
押
出
す
事
に
よ
り
獲
得
さ
れ
た

の
で
あ
る
。（
九
五
頁
）

や
つ
し
を
通
じ
て
当
世
の
人
情
・
風
俗
を
描
い
て
き
た
西
鶴
に
対
し
て
、
一

風
は
や
つ
し
自
体
が
主
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
人
物
の
心
理
・

行
動
は
不
自
然
に
な
り
現
実
味
を
欠
い
た
。
浮
世
草
子
の
本
質
を
論
じ
よ
う
と

し
て
、
長
谷
川
は
こ
の
時
か
な
り
難
し
い
抽
象
的
な
議
論
を
展
開
し
て
い
た
と

私
に
は
思
わ
れ
る
が
、
今
日
こ
れ
を
ほ
と
ん
ど
だ
れ
も
引
き
継
い
で
こ
な
か
っ

た
よ
う
に
思
う
。
浮
世
草
子
は
現
実
を
描
き
出
す
も
の
で
あ
る
と
言
う
。
そ
う

し
た
浮
世
草
子
観
を
さ
ら
に
徹
底
す
る
か
、
あ
る
い
は
批
判
す
る
か
。
い
ず
れ

で
あ
っ
て
も
、
こ
う
し
た
議
論
は
引
き
継
が
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
加
え
て
言
う

な
ら
ば
、
長
谷
川
は
典
拠
を
指
摘
す
る
と
き
で
さ
え
も
、
問
題
に
し
て
い
る
の

は
、
そ
う
し
た
浮
世
草
子
の
本
質
論
で
あ
り
、
そ
こ
を
根
底
に
見
た
上
で
、
典

拠
や
素
材
の
解
明
を
問
題
に
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
研
究
も
ま
た
従
が
主

と
な
り
、
実
証
的
な
典
拠
論
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
研
究
の
話
は
愚
痴
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、従
が
主
に
な
り
、

そ
の
代
償
と
し
て
「
現
実
に
じ
か
に
立
向
か
う
事
を
放
棄
し
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
人
物
の
心
理
・
行
動
は
「
や
つ
し
」
に
と
ら
わ
れ
て
不
自
然
に
陥
り
、
或
い

は
現
実
味
を
欠
く
」
と
は
、「
や
つ
し
」
以
外
に
も
何
か
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
よ

う
な
議
論
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
か
た
ぎ
」
で
あ
る
。
気
質
か
た
ぎ

も
ま
た
、

人
物
の
外
面
描
写
と
性
向
の
発
見
と
か
ら
出
発
し
た
が
、
極
端
な
偏
倚
的
偏
執

的
な
人
物
を
面
白
く
描
き
出
す
方
法
と
し
て
定
着
し
、
そ
の
結
果
、
浮
世
草
子

は
現
実
を
描
き
得
な
い
も
の
に
な
っ
た
と
批
判
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
私
も
含
め
て
気
質
物
を
再
評
価
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
そ
う
し
た

現
実
描
写
で
は
な
く
、
気
質
の
持
つ
形
式
性
（
た
と
え
ば
そ
れ
を
愚
人
譚
と
見

て
）
に
着
目
し
た
の
で
あ
っ
た
。

「
や
つ
し
」
も
ま
た
、
そ
う
し
た
意
味
で
、
発
想
・
思
想
・
形
式
性
を
持
つ
の

だ
ろ
う
か
。

長
谷
川
は
、
今
の
引
用
文
の
後
半
で
、
し
か
し
、
そ
う
し
た
観
念
的
な
も
の

に
な
っ
た
や
つ
し
も
ま
た
、
浮
世
（
＝
現
実
）
を
描
く
方
法
な
の
だ
と
、
ア
ン
ビ

ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
評
価
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
長
谷
川
は
つ
い
で
、
其
磧
の
『
通
俗
諸
分
床
談
義
』
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
に
論
じ
て
い
た
。

一
風
の
作
と
比
べ
て
先
ず
い
え
る
事
は
、「
や
つ
し
」
の
き
め
細
か
く
行
届
く

事
で
あ
る
。「
や
つ
し
」
は
原
拠
に
頼
っ
て
或
程
度
安
易
に
ま
と
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
方
か
ら
い
え
ば
付
会
の
不
自
然
さ
を
カ
バ
ー
す
る
為
に

も
、
技
巧
の
修
練
を
要
す
る
。
前
述
の
よ
う
に
「
や
つ
し
」
の
当
世
は
観
念
的

な
浮
世
で
よ
か
っ
た
が
故
に
、
も
っ
ぱ
ら
技
巧
に
頼
る
事
に
な
る
。（
九
七
頁
）

長
谷
川
は
ま
た
、「
本
書
〔
通
俗
諸
分
床
軍
談
〕
は
一
風
に
は
じ
ま
る
「
や
つ

し
」系
の
作
で
は
最
も
技
巧
的
に
す
ぐ
れ
た
も
の
と
い
う
事
が
で
き
よ
う
。」（
九

七
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
特
に
、
光
源
氏
と
世
之
介
、
義
経
と
今
義
の
よ
う
に

色
好
み
の
や
さ
男
と
し
て
似
た
性
格
の
人
物
に
や
つ
す
先
行
作
と
比
べ
、
殺
伐

の
漢
楚
の
軍
を
遊
女
の
買
論
に
や
つ
し
、
原
拠
と
懸
隔
の
大
き
い
事
を
特
徴
と
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し
て
あ
げ
て
い
る
。「
懸
隔
の
大
き
い
事
は
「
や
つ
し
」
が
成
功
し
た
場
合
は
あ

げ
る
効
果
が
大
き
い
事
に
な
る
。
本
書
は
こ
の
点
で
も
成
功
し
て
い
る
。」
と

も
言
う
。
長
谷
川
は
こ
の
よ
う
に
『
通
俗
諸
分
床
軍
談
』
を
技
巧
的
な
点
で
と

い
う
一
定
の
条
件
付
け
で
は
あ
る
が
、
最
大
限
に
評
価
し
て
い
る
。『
浮
世
草

子
の
研
究
』（
三
三
四
頁
）
で
は
、
そ
の
具
体
的
な
や
つ
し
の
内
容
に
つ
い
て
も
、

ま
た
西
鶴
作
品
か
ら
の
剽
窃
に
つ
い
て
も
、
非
常
に
詳
し
く
記
述
し
て
あ
る
の

で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
詳
し
く
述
べ
な
い
で
お
こ
う
。

し
か
し
、
南
嶺
の
『
契
情
太
平
記
』
に
つ
い
て
長
谷
川
は
、
全
く
簡
単
に
低
い

評
価
し
か
与
え
な
い
の
は
意
外
で
あ
る
。「
藤
屋
伊
左
衛
門
と
万
屋
助
六
が
新

町
を
二
分
し
て
の
争
ひ
を
「
太
平
記
」
を
や
つ
し
て
書
く
。
南
嶺
ら
し
さ
の
見

え
ぬ
凡
作
。
低
調
の
年
で
あ
る
。」（
浮
世
草
子
の
研
究
、
五
〇
八
頁
）
と
い
う

ぐ
あ
い
に
全
く
評
価
は
し
て
い
な
い
が
、
私
は
『
契
情
太
平
記
』
は
南
嶺
の
中

で
は
ほ
ぼ
唯
一
の
や
つ
し
作
で
あ
り
、
か
つ
『
通
俗
諸
分
床
軍
談
』
と
双
璧
た

る
や
つ
し
の
名
作
で
あ
る
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。『
契
情
太
平
記
』
に
つ
い

て
は
、
後
に
再
び
取
り
上
げ
、
詳
し
く
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二
、
古
典
世
界
の
拡
充

や
つ
し
を
た
だ
単
に
方
法
（
技
法
・
手
法
）
と
捉
え
て
し
ま
う
と
、
浮
世
草
子

の
読
み
方
に
つ
い
て
そ
れ
以
上
の
発
展
は
な
い
だ
ろ
う
。
浮
世
草
子
と
い
う
も

の
が
単
に
量
産
さ
れ
消
費
さ
れ
る
た
め
だ
け
の
商
業
小
説
で
あ
る
な
ら
ば
、
や

つ
し
は
む
し
ろ
た
だ
単
に
す
ぐ
れ
た
技
巧
と
し
て
の
方
法
に
す
ぎ
な
い
ほ
う
が

よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、私
が
浮
世
草
子
を
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
て
、

あ
る
種
の
世
界
認
識
の
方
法
で
あ
っ
て
、
作
者
が
こ
の
世
界
（
浮
き
世
）
に
対

し
て
な
ん
ら
か
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
意
図
し
た
行
動
の
ひ
と
つ
だ
と
し
て
読

み
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
私
の
浮
世
草
子
の
本
質
論
に
関
わ

る
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
問
う
こ
と
も
で
き
る
。
な
ぜ
時
代
物

が
書
か
れ
る
の
か
と
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
時
代
物
の
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
の

影
響
で
あ
る
と
い
っ
た
回
答
は
、
因
果
関
係
が
転
倒
し
て
い
る
。
な
ぜ
浮
世
草

子
は
時
代
物
の
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
の
影
響
を
受
け
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
す

ぐ
に
置
き
換
わ
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
果
た
し
て
本
来
浮
世
草
子

は
、
好
色
物
や
町
人
物
だ
け
書
い
て
い
た
方
が
、
そ
れ
ら
し
く
て
良
か
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
現
代
の
浮
き
世
（
遊
郭
な
ど
）
を
描
く
の
が
浮
世
草
子
な
の
だ
か

ら
。
あ
る
い
は
浮
世
草
子
は
、
時
代
物
を
描
い
て
い
る
も
の
の
、
浮
世
草
子
時

代
物
は
前
期
読
本
と
比
べ
て
全
く
比
較
す
べ
き
も
の
を
も
た
な
い
「
歌
舞
伎
の

草
紙
」
に
過
ぎ
ず
、
実
際
は
全
く
時
代
を
描
か
ず
、
浮
き
世
し
か
描
い
て
い
な

い
の
か
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
に
過
ぎ
な
い
面
は
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
他
方
の
地

続
き
の
問
題
を
読
み
取
れ
な
い
の
か
、
と
も
私
は
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

西
沢
一
風
『
御
前
義
経
記
』
に
関
し
て
、
す
で
に
山
口
剛
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
た
。

「
御
前
義
経
記
」
の
特
質
は
、
当
時
の
好
色
本
を
繞
る
新
旧
さ
ま
ざ
ま
の
諸

傾
向
を
雑
然
と
と
り
い
れ
た
点
に
あ
る
。
全
体
の
統
一
緊
密
な
ど
は
必
ず
し
も

懸
念
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
元
禄
狂
言
の
舞
台
の
目
さ
き
の
変
化
を
、
そ
の
ま
ま
に

紙
上
に
移
し
た
と
も
い
へ
る
。

「
一
代
男
」
は
「
源
氏
物
語
」
の
お
も
か
げ
を
う
つ
し
、
か
ね
て
、
謡
曲
ま
た

「
伊
勢
物
語
」
の
お
も
か
げ
を
合
は
せ
て
ゐ
る
。
し
か
も
、
お
も
か
げ
を
髣
髴
の

間
に
と
ゞ
め
て
原
拠
を
考
へ
る
者
は
考
へ
、考
へ
な
い
者
は
、文
辞
の
表
に
と
ゞ

ま
れ
と
い
つ
た
や
う
な
態
度
を
と
つ
て
ゐ
る
。
た
ま
〳
〵
原
拠
に
触
れ
る
こ
と

が
あ
つ
て
も
、
そ
し
ら
ぬ
顔
し
て
、
軽
く
い
ひ
棄
て
ゝ
ゐ
る
。「
御
前
義
経
記
」

で
は
、
ま
づ
「
義
経
記
」
の
原
拠
を
看
板
に
し
て
ゐ
る
ば
か
り
か
、
各
条
一
々

「
面
影
う
つ
る
何
々
」
と
拠
り
ど
こ
ろ
を
断
つ
て
ゐ
る
。
た
と
へ
ば
今
義
の
稚

立
に
は
目
録
に
「
面
影
う
つ
る
東
光
坊
」
と
記
し
て
ゐ
る
。
た
ゞ
「
義
経
記
」
だ

け
で
は
な
く
、
義
経
関
係
の
謡
曲
を
も
と
り
入
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ま
た

「
面
影
う
つ
る
橋
弁
慶
」「
面
影
う
つ
る
舟
弁
慶
」
の
類
が
あ
る
。
か
う
い
ふ
態
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度
は
「
一
代
男
」
の
や
う
な
、
原
拠
と
の
間
の
微
妙
な
関
係
を
有
つ
て
ゐ
な
い

こ
と
は
当
然
で
あ
る
、
む
し
ろ
筋
を
附
会
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。

今
義
、
伊
勢
之
丞
の
好
色
修
行
は
、
必
ず
し
も
諸
国
の
遊
里
の
特
色
を
看
取

す
る
も
の
で
な
い
。
た
ゞ
好
色
の
舞
台
に
幾
分
の
変
化
を
与
へ
る
と
い
ふ
に

と
ゞ
ま
る
。

（
近
世
小
説
、
上
、
一
四
二
頁
。
昭
和
十
六
年
）

こ
の
山
口
の
解
説
は
、
先
に
見
た
長
谷
川
の
論
旨
を
す
で
に
先
取
り
し
て
い

る
観
が
あ
る
。
そ
し
て
、
藤
井
乙
男
『
浮
世
草
子
名
作
集
』（
昭
和
十
二
年
）
も

ま
た
す
で
に
、
詳
細
に
こ
れ
を
論
じ
て
い
る
が
、
ま
ず
は
、
そ
の
分
か
り
や
す

い
梗
概
を
含
め
て
示
し
て
お
こ
う
。
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

本
書
の
主
人
公
元
九
郎
今
義
は
、
浮
世
一
代
男
と
も
い
ふ
べ
き
橘
屋
三
津
氏

権
之
助
義
方
の
惣
領
と
し
て
、
も
と
島
原
一
文
字
屋
の
太
夫
常
磐
の
腹
に
生
れ

た
。
然
る
に
三
歳
の
秋
、
父
義
方
は
名
村
八
郎
次
と
い
へ
る
者
と
丹
波
の
金
山

に
つ
い
て
紛
争
を
生
じ
、
終
に
敗
訴
し
て
憤
死
を
遂
げ
、
一
方
母
常
磐
は
名
村

八
郎
次
の
無
体
の
恋
慕
を
避
け
て
今
義
の
妹
を
連
れ
て
伏
見
の
里
墨
染
の
辺
に

隠
れ
忍
び
、
今
義
を
乳
母
に
託
し
た
が
、
今
義
五
歳
の
夏
乳
母
は
熱
病
に
侵
さ

れ
て
世
を
去
り
、
孤
児
と
し
て
残
さ
れ
た
彼
は
、
里
人
の
情
け
に
縋
つ
て
鞍
馬

の
麓
青
目
坂
に
住
み
、
柴
を
折
り
花
を
売
つ
て
渡
世
と
す
る
。
そ
し
て
こ
ゝ
に

早
く
も
十
四
歳
の
春
を
迎
へ
る
。
物
語
は
此
処
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。

い
ふ
ま
で
も
な
く
元
九
郎
今
義
、
元
服
し
て
九
郎
次
郎
は
源
九
郎
義
経
の
も

ぢ
り
、
今
義
と
は
義
経
の
面
影
を
移
し
た
と
い
ふ
意
味
で
の
命
名
で
あ
る
。
何

故
に
義
経
と
彼
を
廻
る
諸
伝
説
と
が
か
う
し
た
形
に
や
つ
さ
る
ゝ
に
至
つ
た
か

と
い
ふ
こ
と
に
就
い
て
は
、
後
程
改
め
て
考
え
み
た
い
と
お
も
う
て
ゐ
る
が
、

し
か
し
左
馬
頭
源
義
朝
を
橘
屋
三
津
氏
権
之
助
義
方
に
、
常
磐
御
前
を
島
原
の

太
夫
常
磐
に
、
平
相
国
入
道
清
盛
を
名
村
八
郎
次
入
道
法
善
に
、
そ
し
て
悲
劇

の
発
端
と
な
つ
た
平
治
の
乱
を
丹
波
の
金
山
公
事
に
書
き
換
へ
た
と
こ
ろ
に
、

逸
早
く
読
者
は
近
世
文
芸
の
持
つ
著
し
い
町
人
的
色
彩
を
看
取
す
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。（
二
三
頁
）

そ
の
上
で
、
内
容
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
浮
世
草
子
を
論
じ

て
、
そ
の
本
質
を
人
性
の
自
由
解
放
、
伝
統
の
破
壊
、
現
実
尊
重
と
見
た
上
で
、

さ
ら
に
や
つ
し
を
論
じ
て
重
要
な
点
を
古
典
世
界
の
拡
充
（
古
典
主
義
的
・
浪

漫
的
精
神
）
と
し
て
捉
え
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。

近
松
の
時
代
物
の
人
物
が
い
づ
れ
も
元
禄
時
代
の
風
俗
言
語
で
あ
る
如
く
、

小
説
の
方
面
に
も
古
典
の
俗
訳
化
が
行
は
れ
た
。
民
衆
相
手
の
通
俗
易
解
を
主

と
す
る
為
で
あ
ら
う
が
、
元
禄
時
代
の
や
う
な
活
気
に
富
ん
で
、
誰
も
煩
瑣
な

歴
史
的
考
証
な
ど
を
念
頭
に
お
く
者
の
な
い
時
勢
の
あ
ら
は
れ
と
も
云
へ
よ

う
。
西
沢
一
風
の
『
御
前
義
経
記
』『
寛
濶
曽
我
物
語
』
な
ど
が
俑
を
な
し
て
、

都
の
錦
の
『
風
流
神
代
巻
』『
風
流
源
氏
物
語
』
が
出
て
、
是
等
の
跡
を
追
ふ
者

が
続
出
し
た
。（
一
五
頁
）

し
か
し
な
が
ら
本
書
〔
御
前
義
経
記
〕
の
成
功
を
単
に
一
風
の
目
先
の
変
化

を
覘
つ
た
場
当
り
的
趣
向
に
拠
る
も
の
と
の
み
解
し
て
は
な
ら
ぬ
。
も
し
た
ゞ

そ
れ
だ
け
で
あ
つ
た
な
ら
ば
、
本
書
が
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
莫
大
な
反
響
を
贏
ち

得
、
浮
世
草
子
に
い
は
ゞ
風
流
草
子
と
も
名
づ
く
べ
き
一
系
統
を
創
始
し
得
る

筈
が
な
か
つ
た
。
少
く
と
も
こ
れ
を
支
持
し
こ
れ
を
歓
迎
す
る
と
こ
ろ
の
あ
る

も
の
が
、
当
時
の
小
説
界
は
勿
論
、
広
く
一
般
社
会
に
存
在
し
て
ゐ
た
と
見
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
あ
る
も
の
と
は
、
外
で
も
な
い
、
此
の
時
代
の
社
会
の

各
層
に
互
つ
て
深
く
浸
潤
し
て
ゐ
た
と
こ
ろ
の
古
典
主
義
的
・
浪
漫
的
精
神
で

あ
る
。
凡
そ
我
が
国
近
世
の
文
芸
復
興
期
の
基
調
を
な
す
も
の
は
、
町
人
の
実

証
的
・
計
量
的
精
神
で
あ
つ
た
。
し
か
し
そ
の
第
一
次
的
顕
現
は
人
性
の
自
由

解
放
・
伝
統
の
破
壊
・
現
実
の
尊
重
と
し
て
現
れ
た
。
こ
れ
を
如
実
に
反
映
し

た
も
の
が
、
即
ち
談
林
俳
諧
で
あ
り
西
鶴
の
小
説
で
あ
り
師
宣
の
浮
世
絵
で
あ

― 174 ―

金沢美術工芸大学 紀要 No.62 2018

( 5 )



つ
て
、
文
芸
に
於
け
る
写
実
主
義
は
こ
ゝ
に
始
め
て
確
立
せ
ら
れ
た
の
で
あ
つ

た
。
続
い
て
そ
の
第
二
次
的
顕
現
と
し
て
現
れ
た
の
が
古
典
主
義
的
・
浪
漫
的

精
神
で
あ
る
。
と
い
つ
て
も
、
そ
れ
は
何
も
単
な
る
古
典
の
再
生
復
活
を
意
味

す
る
も
の
で
は
な
い
。
や
は
り
飽
く
ま
で
強
烈
な
実
証
的
・
計
量
的
・
現
実
精

神
に
根
ざ
し
つ
ゝ
、
己
が
世
界
を
古
典
の
世
界
に
ま
で
拡
充
し
よ
う
と
す
る
行

き
方
な
の
で
あ
る
。
芭
蕉
俳
諧
が
さ
び
・
し
を
り
・
ほ
そ
み
を
そ
の
理
念
と
し

て
、
表
面
上
談
林
俳
諧
か
ら
一
歩
中
世
的
な
る
も
の
へ
の
後
退
の
如
き
形
を
と

つ
て
現
れ
た
の
は
、
全
く
此
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
古
典
の
や
つ
し

と
い
へ
ば
、
既
に
そ
の
先
蹤
を
仮
名
草
子
の
擬
物
語
や
西
鶴
の
『
一
代
男
』
等

に
求
め
得
る
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
仮
名
草
子
の
擬
物
語
は
古
典
の
も
ぢ
り
に

読
者
の
興
味
を
繋
が
ん
と
し
、
よ
り
以
上
に
啓
蒙
的
・
実
用
的
意
図
を
蔵
し
た

も
の
で
あ
つ
た
。
又
西
鶴
の
『
一
代
男
』
は
必
ず
し
も
『
源
氏
物
語
』
の
や
つ
し

に
興
味
の
重
点
を
置
い
た
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
こ
の
『
御
前
義
経
記
』
に
至

つ
て
始
め
て
、
古
典
の
や
つ
し
の
中
に
町
人
の
世
界
の
拡
充
に
成
功
し
た
の
で

あ
つ
た
。
一
風
が
こ
れ
を
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
の
手
法
に
借
り
用
ひ
た
の
は
全
然

偶
然
に
出
づ
る
も
の
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
既
に
小
説
界
の
一
隅
に
於
て
も
動

き
つ
ゝ
あ
つ
た
古
典
主
義
的
・
浪
漫
的
機
運
を
明
敏
に
把
握
し
得
た
も
の
と
い

は
ね
ば
な
ら
な
い
。（
二
十
八
〜
三
十
頁
）

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
一
風
に
関
す
る
や
つ
し
論
は
、「
古
典
の
や
つ
し

の
中
に
町
人
の
世
界
の
拡
充
に
成
功
し
た
」「
古
典
主
義
的
・
浪
漫
主
義
的
機
運

を
明
敏
に
把
握
し
得
た
も
の
」
と
い
っ
た
、
最
大
限
の
賛
辞
を
与
え
ら
れ
て
は

い
る
が
、
た
だ
し
か
し
、
そ
の
内
実
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と

は
言
い
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
以
上
、
上
滑
り

の
賛
辞
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
元
禄
文
化
を
自

由
な
人
間
性
の
解
放
と
見
る
発
想
自
体
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
な
の
だ
か

ら
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
私
は
、
こ
の
藤
井
乙
男
の
論
ず
る
所
は
非
常
に
可
能

性
に
満
ち
た
慧
眼
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
と
思
う
の
で
あ
る
。
論
中
に
記
さ
れ
た
芭

蕉
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
私
は
こ
れ
を
云
々
す
る
力
を
持
た
な
い
が
、
芭
蕉

の
古
典
世
界
へ
の
接
近
を
、
次
の
よ
う
に
記
す
乾
裕
幸
『
こ
と
ば
の
内
な
る
芭

蕉
―
あ
る
い
は
芭
蕉
の
言
語
と
俳
諧
性
』
の
説
に
比
べ
て
も
、
乾
の
説
の
ほ
う

が
積
極
的
な
具
体
性
を
以
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
ぶ
ん
方
法
化
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
方
法
化
と
は
、
対
象
た
る
古
典
世
界
が
何
で
あ
る
か
、
ま

ず
は
既
に
把
握
で
き
て
お
り
、
次
に
ど
う
扱
う
べ
き
か
弁
え
て
お
り
、
最
後
に

そ
れ
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
、藤
井
が
拙
い
な
が
ら
も
描
い
て
い
る
の
は
、

出
口
の
分
か
ら
ぬ
ま
ま
古
典
世
界
へ
入
っ
て
い
こ
う
と
す
る
芭
蕉
の
姿
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
対
し
て
乾
の
ほ
う
は
、
芭
蕉
は
古
典
世
界
に
対
し
て
自
ら
が
何
を

為
す
べ
き
か
も
う
分
か
っ
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。

ま
ず
乾
の
説
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

「
秋
の
風
・
身
に
し
む
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
和
歌
文
学
に
お
い
て
「
恋
」
や

「
羇
旅
」
の
文
脈
の
中
に
た
ち
現
わ
れ
た
当
初
は
、
そ
れ
は
新
鮮
な
〈
驚
き
〉
で

あ
り
え
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
八
代
集
や
二
十
一
代
集
等
々
の
あ
の
夥
し
い
類
型

の
存
在
が
物
語
る
酷
使
の
歴
史
に
よ
っ
て
、す
っ
か
り
磨
滅
さ
せ
ら
れ
、〈
零
度
〉

化
し
て
し
ま
っ
た
。
芭
蕉
の
前
に
は
、
そ
ん
な
〈
こ
と
ば
〉
の
堆
積
が
、
歴
史

が
、
あ
っ
た
の
だ
。
談
林
俳
諧
が
異
階
層
言
語
の
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
や
ス
ワ
ッ
ピ

ン
グ
に
よ
っ
て
、
当
初
の
〈
驚
き
〉
を
逆
説
的
に
奪
還
す
る
こ
と
に
成
功
し
た

こ
と
は
、
芭
蕉
の
言
語
革
命
に
強
力
な
ヒ
ン
ト
を
あ
た
え
た
に
ち
が
い
な
い
。

「
大
根
か
ら
し
」
の
通
俗
的
次
元
に
お
い
て
、「
秋
の
風
・
身
に
し
む
」
の
〈
驚

き
〉
は
み
ご
と
に
甦
え
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
よ
う
な
甦
り
か
た
そ
れ
じ
た
い
も

ま
た
、
ひ
と
つ
の
〈
驚
き
〉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
、
俳
諧

は
滑
稽
な
り
の
公
理
を
成
立
さ
せ
る
〈
驚
き
〉
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。そ

れ
は
い
わ
ば
〈
驚
き
〉
の
二
重
奏
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
重
奏
を
《
不
易

流
行
》
の
名
で
呼
ん
で
み
た
ら
い
い
と
お
も
う
。
流
動
す
る
日
言
語
の
言
語
場

に
あ
っ
て
、
遺
棄
す
れ
ば
た
ち
ま
ち
腐
食
し
風
化
す
る
〈
こ
と
ば
〉
を
す
く
い
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あ
げ
、
永
遠
の
言
語
空
間
に
う
ち
と
め
る
い
と
な
み
と
、
仮
死
状
態
に
あ
る
古

典
文
学
言
語
を
、
躍
動
す
る
現
実
的
言
語
場
の
中
に
投
げ
込
み
、
そ
の
く
ぐ
り

抜
け
を
通
し
て
活
性
化
す
る
い
と
な
み
と
は
、
俳
諧
化
の
い
と
な
み
の
両
側
面

な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
不
易
化
と
流
行
化
の
一
体
化
が
《
不
易
流
行
》
説
の
原

基
点
な
の
だ
と
言
え
は
し
な
い
か
。（
二
八
頁
〜
二
九
頁
）

方
法
化
と
は
、
す
で
に
対
象
を
認
識
的
に
も
操
作
的
に
も
完
全
に
分
か
り
把

握
し
て
い
る
状
態
を
言
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
、
芭
蕉
は
分
か
っ
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
陳
腐
な
古
典
の
言
語
世
界
を
革
新
し
よ
う
と
、
極
め
て

自
覚
的
に
古
典
世
界
に
取
り
組
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
一
風
は
違
う
だ
ろ
う
。
一
風
は
、
知
っ
て
い
る
つ
も
り
の
古
典
世

界
に
飛
び
込
ん
だ
あ
げ
く
、
迷
っ
て
し
ま
い
、
古
典
世
界
と
格
闘
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
格
闘
も
ま
た
、
文
学
的
営
為
と
呼
ん
で
良
い
も
の
で

あ
る
。

事
実
、
そ
れ
は
山
口
剛
以
来
批
判
的
に
記
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
対
象
た
る

古
典
世
界
を
「
お
も
か
げ
う
つ
る
」
と
明
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
方
法
を
作
り
だ
し
た
の
が
一
風
な
の
で
あ
る
。
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
卵
の
如
く
、

そ
れ
を
あ
と
で
同
じ
よ
う
に
や
れ
ば
誰
で
も
出
来
た
は
ず
だ
と
言
う
の
は
間

違
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
手
法
を
、
同
じ
よ
う
に
や
る
も
の
が
出
て
く
る

こ
と
こ
そ
、
商
業
出
版
・
文
学
た
る
浮
世
草
子
が
踏
む
べ
き
立
場
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
果
た
し
て
、
其
磧
と
南
嶺
が
、
そ
の
や
つ
し
を
ど
う
扱
っ
た
か
。

三
、
世
界
交
差
同
定
に
つ
い
て

世
界
交
差
同
定
と
は
、
transw
orld
identification
の
訳
語
で
、
世
界
を
越

え
て
存
在
し
う
る
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
同
じ
だ
と
か
違
う
だ
と
か
同

定
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
を
議
論
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
世
界
と

は
、
可
能
世
界
possibelw
orldの
こ
と
で
あ
る
。
可
能
世
界
と
は
、
現
実
に
あ

り
得
た
世
界
と
は
別
の
世
界
の
こ
と
で
、
Ｓ
Ｆ
的
で
あ
る
が
、
例
え
ば
第
二
次

世
界
大
戦
で
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
や
大
日
本
帝
国
が
勝
利
し
た
世
界
と
か
、
本
能

寺
の
変
で
織
田
信
長
が
殺
さ
れ
な
か
っ
た
世
界
な
ど
と
い
っ
た
類
の
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
世
界
交
差
同
定
と
は
、
本
能
寺
の
変
で
殺
さ
れ
た
織
田
信
長
と
、

本
能
寺
の
変
に
遭
遇
す
る
こ
と
な
く
生
き
な
が
ら
え
た
織
田
信
長
と
、
こ
の
二

人
の
信
長
が
同
じ
く
信
長
で
あ
る
か
違
う
か
、
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
織
田

信
長
が
本
能
寺
で
死
ん
だ
結
果
、
天
下
人
に
な
っ
た
の
は
結
局
羽
柴
秀
吉
だ
っ

と
し
て
、
信
長
が
死
な
な
か
っ
た
場
合
、
信
長
が
そ
の
ま
ま
天
下
人
に
な
っ
て

い
た
と
し
よ
う（
そ
う
い
う
世
界
が
あ
る
と
し
よ
う
）。
天
下
人
は
秀
吉
で
あ
っ

た
世
界
と
天
下
人
が
信
長
で
あ
っ
た
世
界
と
を
比
べ
て
、
ど
ち
ら
の
世
界
に
も

そ
れ
ぞ
れ
の
天
下
人
が
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
場
合
ふ
つ
う
は
世
界
Ａ
の
天
下

人
秀
吉
と
世
界
Ｂ
の
天
下
人
信
長
と
は
、
別
人
で
あ
る
と
考
え
る
。

で
は
、秀
吉
が
尾
張
の
百
姓
で
一
生
を
終
え
る
こ
と
も
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
。

秀
吉
が
天
下
人
と
な
っ
た
世
界
Ａ
と
、
一
生
を
百
姓
で
終
え
た
世
界
Ｃ
と
で
、

ど
ち
ら
の
秀
吉
も
秀
吉
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
、
百
姓
の
秀
吉
は
、
羽
柴

と
い
う
姓
も
持
た
な
い
し
、
秀
吉
と
い
う
名
前
も
持
た
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
推

測
さ
れ
る
。
で
は
別
人
な
の
か
、
と
問
わ
れ
る
と
何
と
も
判
断
に
苦
し
ま
ざ
る

を
得
な
い
だ
ろ
う
。

も
う
少
し
明
快
な
（
そ
う
に
見
え
る
）
例
を
考
え
て
お
こ
う
。
Ａ
大
学
の
大

学
生
ａ
が
居
る
と
す
る
。
ａ
は
、
Ａ
大
学
に
入
っ
た
が
、
も
し
か
し
た
ら
、
Ｂ

大
学
に
入
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
Ｂ
大
学
に
入
っ
て
い
た
ら
、
今
と
は
だ

い
ぶ
違
っ
た
大
学
生
活
を
送
っ
て
い
た
は
ず
だ
。
い
た
は
ず
だ
が
、
Ａ
大
学
の

ａ
も
、
Ｂ
大
学
の
ａ
も
、
ど
ち
ら
も
ａ
本
人
だ
、
と
言
え
そ
う
に
は
思
う
だ
ろ

う
。
も
う
少
し
遡
っ
て
、
ａ
君
は
小
学
校
の
時
に
東
京
に
転
校
し
た
が
、
転
校

せ
ず
に
Ａ
県
に
留
ま
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
Ａ
県
に
留
ま
っ
て
い
た
ａ
君

も
、
東
京
に
転
校
し
た
ａ
君
も
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
人
生
を
送
っ
て
は
い
る
が
、

同
じ
ａ
君
だ
と
普
通
は
考
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
う
一
つ
遡
っ
て
見

よ
う
。
ａ
君
の
両
親
は
、
父
は
Ｂ
氏
で
あ
り
、
母
は
Ｃ
さ
ん
で
あ
る
。
し
か
し
、
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別
世
界
の
ａ
君
の
両
親
は
、
お
隣
さ
ん
の
Ｄ
氏
と
Ｅ
さ
ん
だ
と
し
た
ら
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。
ａ
君
の
両
親
は
、
実
は
お
隣
さ
ん
だ
っ
た
、
と
い
う
よ
り
は
ａ
君

は
、
お
隣
さ
ん
家
の
子
ど
も
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
り
得
な
い
！
と
言
う
人

が
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
Ｂ
氏
と
Ｃ
さ
ん
の
間
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
引
き
継
い

で
い
る
か
ら
ａ
君
が
生
ま
れ
た
わ
け
で
あ
っ
て
、
Ｄ
氏
と
Ｅ
さ
ん
の
間
に
は
絶

対
に
ａ
君
は
生
ま
れ
な
い
、
生
ま
れ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
全
然
違
う
ｄ
君
が
生

ま
れ
て
い
る
は
ず
だ
！
と
。
つ
ま
り
天
下
人
は
居
て
も
、
秀
吉
の
天
下
人
と
信

長
の
天
下
人
と
、
異
な
る
の
と
同
じ
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

世
界
交
差
同
定
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
突
き
詰
め
た
一
人
で
あ
る
と
こ
ろ
の

Ｓ
・
Ａ
・
ク
リ
プ
キ
『
名
指
し
と
必
然
性
』
は
、
世
界
を
交
差
し
て
あ
る
人
物
が

同
じ
だ
と
か
違
う
だ
と
か
議
論
す
る
こ
と
自
体
が
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
、
そ
れ
は
に

せ
の
問
題
だ
、
と
断
言
し
て
い
る
。
こ
れ
は
賢
い
態
度
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ

れ
は
、
賢
す
ぎ
る
態
度
だ
と
評
し
て
も
良
い
と
思
う
。

自
由
の
問
題
を
考
え
る
際
に
、
こ
の
問
題
を
無
か
っ
た
こ
と
に
は
で
き
な
い

と
私
に
は
思
わ
れ
る
。

世
界
交
差
同
定
を
可
能
に
す
る
も
の
は
固
有
名
詞
だ
、と
い
う
議
論
が
あ
る
。

百
姓
で
一
生
を
終
え
た
秀
吉
も
秀
吉
で
あ
る
限
り
関
白
を
し
た
秀
吉
と
同
一
で

あ
る
、
と
い
う
主
張
は
な
り
た
た
ず
同
一
性
を
保
証
し
う
る
も
の
は
あ
る
と
し

た
ら
固
有
名
詞
の
み
な
の
だ
と
い
う
議
論
だ
が
、
な
ら
ば
同
姓
同
名
は
ど
う
す

る
か
等
の
さ
ら
な
る
議
論
が
あ
っ
て
や
は
り
や
や
こ
し
い
。

他
方
、
ク
リ
プ
キ
の
議
論
は
い
さ
さ
か
定
式
化
さ
れ
す
ぎ
て
い
て
、
固
有
名

詞
は
記
述
の
束
に
還
元
で
き
な
い
、
と
い
う
少
し
有
名
な
命
題
に
集
約
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
実
際
に
は
全
く
問
題
の
解
決
に
は
成
っ
て
い
な
い
と
、
私
に

は
思
わ
れ
る
。
可
能
世
界
を
考
え
る
時
、
記
述
の
束
自
体
が
無
限
定
で
あ
り
、

固
有
名
詞
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
記
述
の
束
に
還
元
可
能
な
も
の
な
ど
は

存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

九
鬼
周
造
も
ま
た
、『
偶
然
性
の
問
題
』
に
お
い
て
、
自
由
と
偶
然
性
を
考
察

し
て
、
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
九
鬼
が
あ
げ
る
例
で
「
私
が
イ
ン
ド

人
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
」
等
の
言
い
回
し
を
し
て
い
る
の
を
読
み
、
私
は
最
初
、

非
常
に
強
い
違
和
感
あ
る
い
は
明
白
な
論
理
的
誤
謬
を
感
じ
て
い
た
。
私
が
イ

ン
ド
人
（
イ
ン
ド
に
生
ま
れ
る
、
あ
る
い
は
両
親
が
イ
ン
ド
人
で
あ
る
）
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
私
で
は
な
い
と
断
言
出
来
る
！
と
考
え
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
私
が
隣
家
の
息
子
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
私
で
は
な
い
の

と
同
じ
理
由
か
ら
で
あ
る
。

九
鬼
が
言
い
た
い
の
は
、そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
だ
。
九
鬼
は
端
的
に
、

こ
の
ほ
か
な
ら
ぬ
私
が
イ
ン
ド
人
と
し
て
生
ま
れ
生
き
る
可
能
性
が
あ
り
う

る
、
と
言
い
た
い
の
だ
。
世
界
を
交
差
し
て
、
日
本
人
の
私
と
イ
ン
ド
人
の
私

と
が
同
じ
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
私
は
イ
ン
ド
人
で
も
あ
り

う
る
の
だ（
私
が
今
か
ら
イ
ン
ド
に
帰
化
す
る
と
い
っ
た
意
味
で
は
全
く
無
い
）

見
た
目
も
中
身
も
今
の
私
と
は
全
く
異
な
っ
た
イ
ン
ド
人
の
私
が
あ
り
う
る
、

と
い
う
こ
と
は
、
私
は
見
た
目
も
中
身
も
名
前
も
肩
書
き
も
、
今
の
私
以
外
の

可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
事
を
認
め
な
い
と
、
私
に

は
全
く
他
の
可
能
性
（
自
由
）
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
私
が
私
で

あ
る
可
能
性
は
、
父
や
母
が
日
本
人
で
こ
の
家
の
両
親
で
あ
る
こ
と
を
必
要
条

件
と
す
る
が
、
私
の
出
た
大
学
は
Ａ
大
学
か
Ｂ
大
学
か
は
私
を
同
定
す
る
程
の

重
要
な
論
拠
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
で
は
、
重
大
（
両
親
）
か
軽
微

（
大
学
）
か
そ
の
区
別
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
Ａ
大
学
に
入
学
し
Ｆ
先

生
に
出
合
わ
な
か
っ
た
ら
今
の
私
に
は
成
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
十
分

に
あ
り
う
る
。
あ
る
出
会
い
が
、
私
を
私
た
ら
し
め
る
ほ
ど
重
要
な
（
運
命
的

な
、
と
九
鬼
は
言
う
）
出
会
い
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い

か
、
そ
の
区
別
を
私
は
な
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

私
が
イ
ン
ド
人
と
し
て
生
ま
れ
る
と
か
、
あ
る
い
は
牛
と
し
て
生
ま
れ
る
と

か
い
う
可
能
性
が
あ
る
、
と
認
め
る
こ
と
と
、
私
に
は
Ａ
大
学
か
Ｂ
大
学
か
ど

ち
ら
か
に
入
学
し
て
い
た
か
、
自
由
が
あ
る
こ
と
と
、
本
質
的
な
差
異
は
無
い

の
で
あ
る
。
九
鬼
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ク
リ

プ
キ
の
よ
う
に
、
交
差
同
定
は
無
意
味
で
あ
る
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
可
能

― 171 ―

浮世草子における《やつし》の変奏 ―古典世界の拡充と世界交差同定― 高橋明彦

( 8 )



世
界
は
別
も
あ
り
え
た
と
い
う
自
由
を
認
め
る
装
置
で
は
も
は
や
な
く
な
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
ク
リ
プ
キ
の
場
合
（
様
相
論
理
学
）
は
、
様
相
概
念
（
偶

然
・
必
然
・
可
能
・
不
可
能
）
を
め
ぐ
る
真
偽
の
問
題
だ
け
を
議
論
し
て
い
れ
ば

よ
い
の
で
あ
っ
て
、
自
由
の
問
題
は
ど
う
で
も
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
は
な
か
ら

志
が
低
い
の
だ
。

さ
て
問
題
は
、
わ
れ
わ
れ
が
扱
お
う
と
す
る
や
つ
し
は
こ
の
世
界
交
差
同
定

を
前
提
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
源
義
経
が
女
郎
買
い
を
す
る
世

界
は
、
し
な
か
っ
た
世
界
（
現
実
世
界
）
と
共
存
す
る
。
古
典
世
界
の
拡
充
と

は
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
世
界
の
あ
り
方
を
、
単
に
消
費
的
な
商
品
小
説
を
量
産
さ
せ
る
た
め
の

方
法
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
お
よ
そ
文
学
研
究
は
あ
ま
り
夢
の
無
い
、

思
考
も
必
要
と
し
な
い
、
答
え
の
さ
だ
ま
っ
て
い
る
パ
ズ
ル
か
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン

グ
論
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
私
は
そ
う
は
思
っ
て
い
な
い
。
そ
う
で

あ
れ
ば
、
浮
世
草
子
は
私
の
と
っ
て
さ
ほ
ど
価
値
あ
る
研
究
対
象
で
は
な
い
。

四
、『
契
情
太
平
記
』
に
つ
い
て

『
契
情
太
平
記
』
に
つ
い
て
、
今
言
え
る
範
囲
の
事
柄
を
示
し
て
お
こ
う
。

今
年
刊
行
さ
れ
た
『
浮
世
草
子
大
事
典
』
に
は
、
菊
池
庸
介
の
執
筆
に
か
か
る

解
説
が
載
っ
て
い
る
。
上
手
に
ま
と
め
た
梗
概
を
引
用
す
る
。

（
巻
一
）
大
坂
の
大
尽
藤
屋
伊
左
衛
門
は
新
町
九
軒
町
の
吉
田
屋
喜
左
衛
門
方

を
定
宿
と
し
、
万
屋
文
六
は
越
後
町
の
茨
木
屋
次
郎
三
方
に
出
入
り
し
て
威
勢

を
競
う
。
や
が
て
周
囲
ま
で
を
も
巻
き
込
み
、
北
町
と
南
町
の
反
目
と
な
る
。

文
六
は
金
詰
ま
り
に
な
り
、
曽
我
十
郎
の
夢
の
告
げ
を
受
け
助
六
と
改
名
し
、

太
鼓
持
ち
の
薬
屋
喜
兵
衛
に
相
談
す
る
。
助
六
の
母
が
助
六
に
残
し
た
五
千
両

を
餌
に
、
喜
兵
衛
が
三
三
〇
〇
両
の
借
金
を
す
る
こ
と
で
、
助
六
は
盛
り
返
す
。

伊
左
衛
門
は
喜
兵
衛
に
対
し
慇
懃
講
を
企
て
る
が
返
り
討
ち
に
遭
う
。（
巻
二
）

喜
兵
衛
は
伊
左
衛
門
の
紋
付
き
羽
織
を
茨
木
屋
の
屋
根
に
置
い
た
り
、
三
〇
〇

両
を
だ
ま
し
取
っ
た
あ
げ
く
大
坂
中
で
伊
左
衛
門
を
笑
い
も
の
に
す
る
踊
り
を

行
う
と
触
れ
流
し
た
り
と
、
伊
左
衛
門
に
恥
を
か
か
す
。
伊
左
衛
門
は
扇
屋
の

遊
女
高
橋
を
助
六
方
に
入
り
込
ま
せ
、
内
通
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
助
六
の
相

方
揚
巻
に
見
抜
か
れ
、
こ
れ
も
返
り
討
ち
に
遭
う
。（
巻
三
）
助
六
の
父
文
右
衛

門
は
、
助
六
の
借
金
を
知
り
、
返
済
の
金
を
調
え
る
が
、
手
代
平
九
郎
は
助
六

に
金
を
渡
す
さ
い
に
心
ゆ
く
ま
で
金
を
遣
う
よ
う
に
言
う
。
喜
兵
衛
は
助
六
を

止
め
、
金
を
回
収
す
る
も
六
七
両
足
り
ず
、
孫
娘
お
行ゆ

き

を
島
原
に
売
る
。
喜
兵

衛
は
騙
さ
れ
、
お
行
は
平
九
郎
に
よ
っ
て
神
谷
僧
都
の
も
と
に
連
れ
て
行
か
れ

る
。
文
右
衛
門
の
家
督
を
相
続
で
き
る
よ
う
平
九
郎
か
ら
祈
祷
を
頼
ま
れ
た
神

谷
僧
都
は
、
お
行
を
井
戸
に
吊
し
て
祈
祷
を
行
う
。
喜
兵
衛
が
助
け
に
行
く
が

お
行
は
死
ん
で
し
ま
う
。
こ
の
と
き
平
九
郎
は
自
分
が
お
行
の
父
で
あ
っ
た
と

知
り
、
後
悔
し
て
自
害
、
二
〇
〇
両
を
喜
兵
衛
に
託
し
、
助
六
の
勘
当
が
許
さ

れ
揚
巻
と
添
え
る
よ
う
に
頼
ん
で
息
絶
え
る
。（
巻
四
）
揚
巻
は
伊
予
の
大
尽

に
身
請
け
さ
れ
よ
う
と
す
る
が
、
手
付
け
金
を
盗
み
助
六
に
渡
し
て
、
二
人
は

喜
左
衛
門
の
も
と
に
至
る
。
伊
左
衛
門
は
、
質
に
預
か
っ
た
六
帖
吾
由
の
巻
物

を
備
後
屋
三
郎
兵
衛
と
手
代
が
売
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
家
財
没
収
に
な
り
、

喜
左
衛
門
方
に
行
く
。
こ
の
巻
物
を
所
持
し
て
い
た
助
六
は
、
伊
左
衛
門
に
渡

そ
う
と
す
る
。
伊
左
衛
門
は
助
六
の
た
め
に
揚
巻
を
身
請
け
し
よ
う
と
言
う
が

断
ら
れ
、
伊
左
衛
門
も
巻
物
の
受
け
取
り
を
拒
む
。（
巻
五
）
文
右
衛
門
は
平
九

郎
の
最
後
の
言
葉
を
知
り
、
助
六
の
勘
当
を
許
す
。
伊
予
の
大
尽
は
文
右
衛
門

の
遣
わ
し
た
者
で
あ
り
、
揚
巻
は
身
請
け
さ
れ
る
。
喜
兵
衛
は
番
頭
と
な
り
、

六
帖
吾
由
の
巻
物
も
伊
左
衛
門
へ
戻
る
。
河
内
路
に
逃
れ
た
神
谷
僧
都
は
、
喜

兵
衛
を
陥
れ
よ
う
と
大
坂
へ
急
ぎ
、
徳
安
堤
で
明
神
狐
と
契
る
夢
を
見
て
、
打

ち
出
の
小
槌
を
手
に
入
れ
る
。
喜
兵
衛
を
滅
ぼ
す
方
法
を
記
し
た
書
き
付
け
を

小
槌
か
ら
出
し
、
そ
れ
に
従
い
美
女
に
化
け
た
と
思
い
込
ん
で
喜
兵
衛
の
も
と

に
行
く
と
、
す
ぐ
に
捕
ま
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
ら
は
喜
兵
衛
の
娘
の
幽
霊
の
計

略
だ
っ
た
。
喜
兵
衛
は
神
谷
を
引
き
立
て
、
万
屋
藤
屋
両
家
を
一
家
分
に
取
り
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は
か
ら
い
、
伊
左
衛
門
も
本
家
を
立
て
夕
霧
を
娶
り
、
助
六
と
揚
巻
は
子
を
な

し
て
丸
く
収
ま
る
。（
以
上
梗
概
）

菊
池
は
次
い
で
解
説
に
お
い
て
、
未
来
記
、
無
礼
講
、
泣
き
男
、
桜
井
の
別
れ

な
ど
の
『
太
平
記
』
モ
チ
ー
フ
が
本
作
に
《
や
つ
し
》
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
長
谷
川
強
の
評
価
を
踏
ま
え
た
の
か
、「
南
嶺
作
と
し

て
は
出
来
が
良
い
と
は
言
え
な
い
。」「
巻
五
の
み
八
丁
半
し
か
な
く
、
他
の
巻

に
比
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
欠
き
、
結
末
へ
向
け
た
筋
の
展
開
も
急
と
い
え
る
。」
と

も
記
し
て
い
る
。

さ
て
、
改
め
て
『
契
情
太
平
記
』
に
つ
い
て
、
考
察
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
遊

里
に
舞
台
を
置
い
て
、
古
典
世
界
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
や
つ
し
の

原
基
的
性
格
が
踏
襲
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
古
典
世
界
は
、
分
断
的
ま
た
は
散
発
的
に
ス
ト
ー

リ
ー
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
男
が
女
に
な
り
（
泣
き
男
↓
泣
き

女
、
楠
正
行
↓
お
行
）、
い
わ
ゆ
る
も
じ
り
の
性
質
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
古
典
作

品
を
そ
の
ま
ま
、可
能
な
限
り
現
代
に
置
き
か
え
る
と
い
う
手
法
で
は
な
く（
手

法
を
競
う
の
で
は
な
く
）、
つ
ま
り
古
典
に
完
全
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
た
仮

象
と
し
て
現
代
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
現
代
と
し
て
描
か
れ
た
ス
ト
ー
リ
ー
は

そ
れ
自
体
と
し
て
ま
ず
は
独
立
し
つ
つ
、
と
き
た
ま
古
典
で
の
あ
り
方
が
現
代

に
降
り
か
か
っ
て
く
る
よ
う
な
感
じ
な
の
で
あ
る
。

以
下
、
巻
一
の
一
か
ら
順
に
改
め
て
梗
外
を
示
し
つ
つ
見
て
い
こ
う
。

（
巻
一
の
一
）
大
坂
の
大
尽
た
ち
、
藤
屋
伊
左
衛
門
は
九
軒
町
の
吉
田
屋
喜
左

衛
門
で
扇
屋
の
夕
霧
を
、
万
屋
文
六
は
越
後
町
の
茨
木
屋
次
郎
三
で
碁
石
屋
の

揚
巻
を
、
そ
え
ぞ
れ
揚
げ
詰
め
に
し
、
互
い
に
北
町
、
南
町
と
し
て
町
ご
と
張

り
合
っ
て
い
る
。
藤
伊
は
根
生
い
の
身
上
良
し
だ
が
、
万
屋
文
六
は
父
親
存
命

で
手
代
平
九
郎
が
自
由
に
さ
せ
ず
金
が
な
く
困
っ
て
い
る
。
夢
中
に
、
曽
我
十

郎
祐
成
が
現
れ
、
一
字
を
授
け
ら
れ
る
。
そ
れ
よ
り
文
六
を
助
六
と
改
め
、
教

え
の
通
り
に
探
せ
ば
、
西
口
に
薬
屋
喜
兵
衛
と
い
う
太
鼓
持
が
お
り
、
そ
の
弁

舌
を
聞
く
。
ま
た
、
助
六
は
滞
納
金
の
多
い
た
め
に
、
印
籠
師
の
大
助
と
い
う

太
鼓
持
を
、
自
ら
に
変
装
さ
せ
て
送
っ
て
様
子
を
う
か
が
う
が
、
身
代
わ
り
で

あ
る
こ
と
が
露
見
し
、
茨
木
屋
の
主
人
等
は
こ
れ
を
残
念
に
思
う
。
お
や
ま
人

形
の
太
郎
八
は
助
六
が
勘
当
目
前
の
落
ち
め
で
あ
る
こ
と
を
あ
げ
つ
ら
う
。

『
太
平
記
』
三
の
一
は
、
後
醍
醐
天
皇
が
夢
告
に
よ
り
て
河
内
国
金
剛
山
の

西
に
楠
正
成
を
得
、
万
里
小
路
藤
房
の
問
い
に
対
し
て
正
成
が
答
え
る
部
分
が

踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。『
太
平
記
』
の
「
東ト

ウ

夷イ

近
日
ノ
大
逆
、
只
天
ノ
譴セ

メ

ヲ
招
候

上
ハ
、
衰
乱
ノ
弊ツ

ヒ

へ
ニ
乗
テ
天
誅
ヲ
被
致
ニ
、
何
ノ
子
細
カ
候
ベ
キ
。
但
天
下

草
創
ノ
功
ハ
、
武
略
ト
智
謀
ト
ノ
二
ニ
テ
候
。」
は
、『
契
情
太
平
記
』
で
「
藤と

う

伊ゐ

近
日
の
全
盛
。
只
分
散
を
ま
ね
き
候
う
へ
は
。
か
れ
が
奢お

ご
り

の
費つ

ゐ
へ

に
の
り
て
。

買
勝

か
い
か
ち

給
ふ
に
何
の
子
細
か
候
べ
き
。
但
大
尽
立
派
の
捌さ

ば
き

は
。
金
銀
と
、
遣
ひ

所
の
二
に
て
候
。」
に
書
き
か
え
ら
れ
て
い
る
。

「
正
成
一
人
未
ダ
生
テ
有
ト
被
聞
召
候
ハ
ヾ
、
聖
運
遂
ニ
可
被
開
ト
被
思
食
候

ヘ
」
は
、『
契
情
太
平
記
』
で
「
薬
喜
壱
人
御
牽
頭
を
だ
に
持
こ
た
へ
ば
。
遊
運

つ
ゐ
に
ひ
ら
か
る
べ
し
と
お
ぼ
し
め
し
候
へ
」
と
転
じ
て
い
る
。

ま
た
『
太
平
記
』
巻
二
の
「
折
節
深
山
オ
ロ
シ
烈
シ
テ
、
御
廉
ヲ
吹
上
タ
ル
ヨ

リ
、
龍
顔
ヲ
拝
シ
奉
タ
レ
バ
、
主
上
ニ
テ
ハ
ヲ
ワ
シ
マ
サ
ズ
、
尹
大
納
言
師
賢

ノ
、
天
子
ノ
袞
衣
ヲ
着
シ
給
ヘ
ル
ニ
テ
ゾ
有
ケ
ル
。」
は
、『
契
情
太
平
記
』「
折

ふ
し
堀
江
よ
り
呼ふ

く

風
は
げ
し
く
し
て
。
駕
の
す
だ
れ
を
吹
あ
げ
た
る
御
顔
を
。

大
尽
か
と
み
れ
ば
助
六
さ
ま
に
て
は
ま
し
ま
さ
ず
。
印
籠
師
の
大
介
。
大
尽
の

羽
織
脇
指
を
さ
し
た
る
に
て
ぞ
有
け
る
。」
で
あ
る
。

（
巻
一
の
二
）
薬
喜
は
起
死
回
生
を
狙
い
、
茨
木
屋
へ
行
っ
て
助
六
が
父
親
か

ら
勘
当
を
受
け
る
日
も
近
く
無
一
文
で
は
あ
る
が
、
十
一
才
の
時
死
ん
だ
母
親

が
助
六
が
も
し
勘
当
で
も
さ
れ
た
時
の
保
険
と
し
て
遺
産
五
千
両
を
山
宝
寺
に

預
け
て
あ
り
、
こ
れ
を
思
え
ば
勘
当
さ
れ
た
ほ
う
が
良
い
、
こ
れ
が
お
袋
様
の

未
來
記
だ
、
と
語
る
。
山
宝
寺
に
確
認
す
れ
ば
、
預
か
り
金
は
既
に
利
を
生
ん

で
い
て
七
千
百
二
十
七
両
、
元
金
の
五
千
両
な
ら
い
つ
で
も
と
僧
侶
が
言
う
。

た
だ
し
実
は
こ
れ
は
薬
喜
が
山
宝
寺
を
抱
き
込
ん
で
の
芝
居
。
噂
は
す
ぐ
に
広
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ま
り
、
金
貸
し
等
は
助
六
に
金
を
貸
し
た
が
り
、
三
千
三
百
両
が
集
ま
る
。
太

鼓
持
ら
も
再
び
集
ま
る
。
助
六
を
あ
げ
つ
ら
っ
た
お
や
ま
人
形
の
太
郎
八
を
揚

巻
が
か
ば
う
。

（
巻
一
の
三
）
藤
伊
は
助
六
の
再
起
を
苦
々
し
く
思
い
、
薬
喜
は
野
良
育
ち
ゆ

え
堅
苦
し
い
慇
懃
な
酒
を
強
い
て
酔
い
つ
ぶ
し
て
い
た
め
つ
け
、
二
度
と
新
町

に
出
入
り
し
な
い
と
い
う
起
請
文
を
書
か
せ
て
辱
め
よ
う
と
企
む
。
藤
伊
は
こ

の
企
て
を
慇
懃
講
と
名
づ
け
、
後
藤
酔
庵
、
仙
台
奥
右
衛
門
が
薬
喜
の
と
こ
ろ

へ
行
か
せ
る
。
吉
田
屋
の
か
お
る
、
わ
か
浦
な
ど
の
女
郎
の
口
喧
嘩
。
薬
喜
は

こ
の
里
の
作
法
と
称
し
て
、
酔
庵
、
奥
右
衛
門
に
逆
に
酒
を
強
い
て
酔
い
つ
ぶ

す
。

（
巻
二
の
一
）
吉
田
屋
に
い
る
藤
伊
、
夕
霧
は
、
薬
喜
攻
略
の
失
敗
を
聞
き
悔

し
が
っ
て
い
る
。
そ
こ
へ
三
十
歳
ば
か
り
の
女
が
泣
い
て
入
っ
て
き
て
、
薬
喜

の
妻
で
あ
り
、
薬
喜
が
酔
っ
て
腹
痛
甚
だ
し
い
と
訴
え
る
。
ま
た
、
薬
喜
の
相

手
が
こ
の
店
に
入
っ
て
い
た
の
を
見
た
の
で
、
後
を
追
っ
て
き
た
。
女
房
は
、

薬
喜
を
酔
い
つ
ぶ
し
た
の
が
藤
伊
と
知
り
、
代
官
所
へ
訴
え
る
と
言
う
が
、
藤

伊
は
三
百
両
で
か
た
を
つ
け
る
。
女
房
は
、
藤
伊
の
羽
織
を
仇
と
し
て
も
ら
っ

て
帰
る
。
こ
れ
ら
は
み
な
す
べ
て
薬
喜
の
謀
で
あ
る
。

（
巻
二
の
二
）
悔
し
が
る
夕
霧
は
、
吉
田
屋
喜
左
衛
門
と
相
談
す
る
。
揚
巻
と

仲
の
良
い
高
橋
が
親
方
の
扇
屋
八
右
衛
門
と
喧
嘩
を
し
て
、
扇
屋
か
ら
碁
石
屋

へ
と
仕
替
え
た
と
の
噂
を
立
て
る
。
助
六
方
で
は
揚
巻
は
気
分
が
悪
い
と
偽

り
、
高
橋
の
実
状
を
探
る
た
め
、
高
橋
を
呼
べ
と
手
紙
を
書
く
。
助
六
は
座
敷

に
高
橋
を
呼
び
、
薬
喜
も
来
る
。
助
六
は
高
橋
に
、
藤
伊
が
新
町
に
来
ぬ
よ
う

仮
橋
を
作
ら
せ
山
伏
に
祈
祷
さ
せ
て
い
る
が
、
不
浄
の
人
に
知
ら
れ
ぬ
よ
う
密

か
に
や
ら
せ
て
い
る
、
と
語
る
。
高
橋
は
、
良
い
こ
と
を
聞
い
た
と
針
医
の
須

田
雲
安
に
手
紙
で
知
ら
せ
る
。
藤
伊
の
た
め
と
て
、
雲
安
は
吉
田
屋
の
仲
居
お

せ
ん
と
新
町
橋
の
仮
橋
を
渡
る
と
、
薬
喜
の
企
て
通
り
橋
が
落
ち
、
川
下
で
助

六
方
の
遊
び
舟
に
助
け
ら
れ
る
。
高
橋
は
こ
れ
を
恥
じ
、
碁
石
屋
を
辞
め
る
。

藤
伊
は
落
首
を
新
町
橋
に
立
て
、
そ
の
悪
評
は
一
層
高
ま
る
。

『
太
平
記
』
巻
三
に
、
高
橋
諸
門
、
須
田
友
廉
が
あ
り
、
巻
六
に
渡
部
橋
の
合

戦
が
あ
り
、
再
起
を
果
た
し
た
楠
正
成
が
須
田
・
高
橋
二
人
の
奉
行
を
打
ち
破

り
、
落
首
に
は
「
渡
部
の
水
い
か
ば
か
り
早
け
れ
ば
高
橋
落
ち
て
須
田
流
る
ら

ん
」
と
あ
る
。『
契
情
太
平
記
』
で
は
「
横
堀
の
水
い
か
ば
り
は
や
け
れ
ば
高
橋

お
ち
て
須
田
な
が
る
ら
ん
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
巻
二
の
三
）
藤
伊
方
に
、
備
後
屋
の
三
郎
兵
衛
と
い
う
工
面
者
が
付
く
。
三

郎
兵
衛
は
金
口
入
（
金
融
業
者
）
で
南
町
の
町
年
寄
。
助
六
の
母
親
が
か
り
を

知
っ
て
い
て
、
父
親
文
右
衛
門
に
知
ら
せ
て
勘
当
さ
せ
、
資
金
を
止
め
よ
う
と

す
る
。
三
郎
兵
衛
は
傾
城
買
い
の
極
意
を
語
り
、
財
力
の
す
べ
て
を
惜
し
ま
ず

傾
城
買
い
に
費
や
す
べ
し
と
勧
め
る
。

「
天
口
銭
を
む
な
し
う
せ
ず
共
申
す
。
此
金
を
も
つ
て
助
六
が
よ
は
め
を
み

て
。」
云
々
と
あ
る
が
、『
太
平
記
』
巻
四
の
児
嶋
高
徳
の
話
を
利
用
し
た
も
の
。

ま
た
、
三
郎
兵
衛
が
語
る
傾
城
買
い
の
極
意
は
、
気
質
物
風
の
偏
倚
偏
執
的
な

あ
り
方
で
極
め
て
面
白
い
。

（
巻
三
の
一
）
藤
伊
は
備
後
屋
三
郎
兵
衛
の
勧
め
に
従
っ
て
、
十
八
ヶ
所
の
家

屋
敷
を
す
べ
て
売
り
払
い
、
揚
屋
遊
び
に
遣
っ
て
い
る
。
一
方
、
助
六
は
三
千

三
百
両
が
四
五
十
両
に
減
っ
て
い
る
。
備
後
屋
か
ら
三
千
三
百
両
の
取
り
立
て

が
来
て
、
親
文
右
衛
門
に
も
借
金
が
知
ら
れ
、
主
手
代
の
平
九
郎
に
言
い
つ
け

る
。
平
九
郎
は
表
向
き
は
白
鼠
（
清
廉
で
忠
実
な
し
も
べ
）
だ
が
、
助
六
の
代

に
な
っ
た
ら
私
腹
を
肥
や
そ
う
と
狙
っ
て
い
る
悪
人
。
助
六
の
遊
び
を
や
め
さ

せ
三
千
三
百
両
を
返
済
す
る
と
言
う
文
右
衛
門
に
、
平
九
郎
は
、
主
人
の
知
ら

ぬ
金
と
し
て
助
六
に
渡
し
て
遊
び
を
止
め
さ
せ
ま
し
ょ
う
、
と
言
い
金
を
受
け

取
る
。
平
九
郎
は
茨
木
屋
へ
行
き
、
主
人
を
た
ら
し
込
ん
で
才
覚
し
た
金
、
存

分
に
遣
え
、
と
言
っ
て
助
六
に
渡
し
て
帰
る
。
助
六
は
、
日
頃
吝
嗇
な
平
九
郎

の
こ
の
や
り
方
に
、
夢
か
と
喜
ぶ
。
備
後
屋
の
動
き
を
知
っ
て
い
る
薬
喜
が
そ

こ
へ
来
て
、
金
額
か
ら
し
て
母
の
遺
産
に
よ
っ
て
借
り
た
金
を
返
済
す
べ
く
父

親
が
用
意
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
、
こ
こ
は
一
旦
返
却
し
、
ま
た
し
ば

ら
く
遊
び
を
止
め
、
平
九
郎
の
心
底
を
も
見
通
す
べ
き
、
と
進
言
す
る
。
た
だ
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し
、
既
に
二
百
両
ほ
ど
は
既
に
廓
中
で
撒
い
て
お
り
、
再
び
集
め
て
み
て
も
六

十
七
両
足
り
な
い
。
こ
れ
は
棒
振
虫
の
才
蔵
と
い
う
太
鼓
持
が
拾
っ
て
隠
し
た

も
の
。
し
か
し
、
才
蔵
は
零
落
し
た
元
大
尽
で
、
撒
い
た
金
を
集
め
る
な
ど
は

大
尽
の
威
勢
を
軽
く
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
も
そ
も
助
六
の
幸
運
も
難
儀

も
工
面
工
夫
よ
り
は
天
運
に
よ
る
も
の
な
の
だ
と
理
を
説
き
、
一
同
し
ん
み
り

す
る
。

（
巻
三
の
二
）
薬
喜
は
残
金
を
封
じ
て
茨
木
屋
の
亭
主
に
預
け
、
あ
と
は
助
六

の
判
断
に
任
せ
て
宿
へ
帰
る
。
が
、
思
い
直
し
て
、
足
り
ぬ
六
十
七
両
の
た
め

に
助
六
が
弁
済
を
止
め
て
は
な
ら
ぬ
と
思
い
、
孫
娘
の
お
行
を
丹
波
屋
仁
兵
衛

と
い
う
肝
煎
に
預
け
て
、
遊
女
の
あ
り
方
を
庭
訓
し
て
京
都
の
古
一
文
字
屋
へ

七
十
両
で
売
る
。
孫
の
お
行
は
、
娘
の
お
正
が
京
都
六
条
参
り
を
し
た
際
、
船

中
で
知
ら
ぬ
男
に
孕
ま
さ
れ
て
生
ま
れ
た
子
。
今
年
十
一
歳
。
お
正
は
既
に
死

去
し
て
い
る
。
さ
て
、
薬
喜
が
茨
木
屋
へ
行
け
ば
、
今
日
は
助
六
が
い
な
い
。

内
証
酒
を
飲
ん
で
い
る
太
鼓
持
ら
に
、大
尽
無
け
れ
ば
色
町
立
た
ず
と
い
う
が
、

大
尽
の
身
が
果
て
ぬ
よ
う
に
す
る
の
も
太
鼓
持
の
道
で
あ
る
と
説
く
。
今
の
借

金
を
完
済
す
れ
ば
、
助
六
の
風
聞
も
上
が
り
、
後
の
才
覚
も
自
由
に
な
る
と
考

え
孫
娘
を
売
っ
て
き
た
、
と
七
十
両
を
出
す
。
花
車
も
、
丹
後
屋
仁
兵
衛
が
十

一
歳
の
娘
を
万
屋
の
平
九
郎
に
渡
し
た
の
を
見
た
と
言
う
。
薬
喜
は
丹
後
屋
徳

次
郎
に
行
く
が
、
仁
兵
衛
は
も
う
い
な
い
。
孫
の
捜
索
に
出
る
。
一
方
、
親
文

右
衛
門
は
、
方
々
聞
き
合
わ
せ
る
に
返
済
は
す
ま
ず
、
平
九
郎
の
諫
言
も
入
れ

な
い
助
六
を
久
離
切
っ
て
の
勘
当
と
す
る
。
助
六
は
越
後
町
で
、
才
蔵
ら
と
金

を
遣
っ
て
謳
歌
し
て
い
る
と
、平
九
郎
が
一
万
両
と
書
い
た
箱
を
持
っ
て
く
る
。

三
千
三
百
両
は
取
り
上
げ
ら
れ
、
箱
に
は
紙
子
。
平
九
郎
は
久
離
切
っ
て
の
勘

当
を
告
げ
る
。
助
六
は
紙
子
を
着
て
出
て
行
く
。

（
巻
三
の
三
）
平
九
郎
は
、
万
屋
の
養
子
に
な
れ
る
よ
う
に
祈
祷
を
し
て
く
れ

と
、
天
満
の
神
谷
僧
都
に
頼
む
。
祈
祷
の
た
め
に
は
三
月
三
日
卯
の
刻
生
ま
れ

の
生
娘
が
必
要
と
言
わ
れ
、
肝
煎
を
か
け
て
探
し
、
薬
喜
の
孫
娘
を
買
い
取
り
、

今
日
は
三
日
目
の
満
願
の
日
で
あ
る
。
助
六
か
ら
奪
い
取
っ
た
三
千
両
の
内
百

両
を
礼
物
に
渡
す
。
そ
の
礼
物
台
を
薬
喜
が
見
つ
け
、
そ
の
使
い
の
者
と
話
せ

ば
、
不
審
つ
の
り
時
を
ず
ら
し
て
神
谷
僧
都
の
と
こ
ろ
へ
、
平
九
郎
の
兄
弟
と

名
乗
っ
て
行
き
、
話
す
。
語
っ
て
、
井
戸
に
行
け
ば
子
供
が
逆
さ
吊
り
に
な
っ

て
い
る
の
を
見
付
け
引
き
上
げ
る
。
僧
都
は
百
両
を
持
っ
て
逃
げ
る
。
孫
娘
お

行
は
虫
の
息
。
そ
こ
へ
平
九
郎
が
来
て
、
井
戸
端
で
の
話
を
聞
く
。
薬
喜
は
お

行
に
、
そ
な
た
の
母
は
十
七
の
時
、
十
一
月
二
十
三
日
の
上
京
の
夜
舟
に
て
孕

ま
さ
れ
た
父
無
し
子
と
語
る
。
孫
は
死
ぬ
。
そ
れ
を
聞
い
て
い
た
平
九
郎
は
自

害
し
、
そ
の
男
が
自
分
で
あ
る
と
薬
喜
に
語
り
、
主
家
乗
っ
取
り
の
天
の
罰
ゆ

え
我
が
子
を
殺
し
た
か
と
、
悪
心
を
ひ
る
が
え
し
、
懐
中
か
ら
二
百
両
出
し
て

助
六
を
探
す
よ
う
に
頼
む
。
薬
喜
は
平
九
郎
を
聟
と
し
て
受
け
入
れ
る
。
薬
喜

は
代
官
所
へ
訴
え
出
る
。
検
使
は
、
こ
れ
す
べ
て
助
六
の
放
埒
に
よ
り
出
来
し

た
事
と
い
う
。
薬
喜
は
悲
し
き
中
に
も
助
六
を
心
配
し
、
ま
た
思
案
工
夫
も
あ

る
と
し
て
、
孫
と
聟
と
を
葬
る
。

（
巻
四
の
一
）
藤
伊
に
取
り
入
る
者
は
身
代
を
立
て
直
す
と
い
う
。
小
長
谷
の

重
欲
院
と
い
う
寺
の
隠
居
も
太
鼓
持
同
前
に
取
り
入
り
、
人
は
そ
の
寺
を
藪
伊

寺
と
呼
ん
だ
。
藤
伊
は
こ
こ
で
助
六
方
と
酒
合
戦
を
し
よ
う
と
思
う
が
、
助
六

は
紙
子
姿
で
立
ち
退
い
た
の
で
、
沙
汰
止
み
と
な
っ
た
。
藤
伊
は
助
六
不
在
で

遊
び
に
も
は
り
が
な
い
。
備
後
屋
三
郎
兵
衛
の
教
え
に
任
せ
、
助
六
方
の
太
鼓

持
を
自
分
の
手
下
と
し
て
取
り
こ
む
。
千
石
船
三
艘
を
飾
り
仕
立
て
て
遊
ぶ
。

女
郎
は
十
七
八
人
、
金
銀
を
積
み
込
み
、
太
鼓
持
の
頭
に
龍
王
な
ど
の
作
り
物

を
か
ぶ
せ
る
。
三
軒
屋
の
岸
か
ら
そ
れ
を
わ
ざ
と
不
思
議
そ
う
に
見
る
と
、
龍

神
は
、
助
六
に
遊
び
勝
っ
た
褒
美
と
し
て
玉
を
与
え
よ
う
と
す
る
が
、
人
多
く

船
は
沈
み
、
船
頭
等
に
龍
神
が
助
け
ら
れ
る
。
家
蔵
十
八
軒
を
売
っ
た
と
聞
い

た
京
の
叔
父
藤
屋
の
伊
入
が
そ
こ
へ
異
見
に
来
て
、
一
座
し
ら
け
る
。
が
、
実

は
叔
父
で
は
な
く
按
摩
取
り
の
善
入
で
、
藤
伊
の
た
く
み
で
あ
っ
た
が
、
龍
王

が
失
敗
の
上
で
、
つ
ま
ら
ぬ
た
く
み
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

（
巻
四
の
二
）
助
六
は
人
目
を
忍
ん
で
大
坂
に
帰
っ
て
い
た
。
揚
巻
は
伊
予
の

侍
に
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
禿
文
字
野
が
助
六
と
話
を
す
る
。
文
字
野
は
、
伊
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予
の
侍
が
揚
巻
を
身
請
け
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
語
り
、
揚
巻
か
ら
の
手

紙
入
れ
の
緞
子
の
財
布
を
渡
す
。
一
方
、
住
吉
屋
で
は
、
身
請
け
の
手
付
け
の

三
百
両
が
財
布
ご
と
紛
失
し
て
大
騒
ぎ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
金
は
、
身
請
け

を
拒
む
揚
巻
が
取
っ
て
、
文
字
野
に
託
し
て
助
六
に
渡
し
た
も
の
。
下
男
の
四

郎
兵
衛
が
そ
れ
を
見
て
お
り
、
文
字
野
に
疑
い
が
掛
か
る
が
、
だ
れ
に
渡
し
た

か
折
檻
さ
れ
て
も
口
を
割
ら
な
い
。
見
か
ね
た
太
夫
が
身
代
わ
り
に
出
よ
う
と

す
る
と
、
太
鼓
持
の
お
や
ま
人
形
の
太
郎
八
が
、
申
し
訳
な
い
、
博
打
で
す
っ

た
ゆ
え
盗
ん
だ
、
文
字
野
は
仲
間
に
金
を
渡
す
使
い
、
と
名
乗
り
出
る
。
太
郎

八
は
叩
か
れ
追
放
さ
れ
る
。
縁
の
下
で
聞
く
助
六
は
、
か
つ
て
の
因
縁
を
思
い

出
し
、
小
山
田
太
郎
が
新
田
義
貞
に
青
麦
の
罪
を
許
さ
れ
た
恩
返
し
か
と
感
心

す
る
。
伊
勢
の
大
尽
は
一
旦
帰
り
、
助
六
は
縁
の
下
か
ら
出
て
き
て
あ
げ
ま
き

に
会
う
。

青
麦
云
々
は
『
太
平
記
』
巻
十
六
「
小
山
田
太
郎
高
家
刈
青
麥
事
」
よ
り
活
用

し
た
も
の
。
小
山
人
形
の
太
郎
八
は
、
小
山
田
太
郎
高
家
が
モ
デ
ル
で
あ
る
。

（
巻
四
の
三
）
吉
田
屋
に
、
紙
子
姿
に
な
っ
た
藤
伊
が
来
る
。
我
が
身
持
ち
の

放
埒
を
見
抜
い
た
、
手
代
と
備
後
屋
三
郎
兵
衛
が
預
か
り
物
の
六
帖
吾
由
の
巻

物
を
勝
手
に
売
り
払
い
、
預
か
り
元
よ
り
の
訴
え
で
代
官
所
か
ら
召
し
上
げ
ら

れ
た
。
知
音
付
き
合
い
も
断
て
と
仰
せ
ら
れ
、自
害
し
よ
う
か
と
も
思
っ
た
が
、

太
夫
に
返
す
も
の
も
あ
り
、
来
た
と
言
う
。
吉
田
屋
の
亭
主
喜
左
衛
門
は
頼
も

し
い
男
で
、
そ
ん
な
藤
伊
を
座
敷
に
上
げ
る
。
夕
霧
が
来
る
。
藤
伊
は
事
情
を

語
る
。
夕
霧
は
死
ぬ
か
、
欠
落
か
と
言
う
。
喜
左
衛
門
は
、
こ
れ
ま
で
の
恩
が

あ
る
と
言
い
、上
塩
町
の
庵
に
か
く
ま
う
と
申
し
出
る
。
そ
の
屋
根
づ
た
い
に
、

死
ぬ
覚
悟
で
ぬ
け
出
し
た
助
六
と
揚
巻
が
歩
い
て
い
る
。
藤
伊
は
六
帖
吾
由
の

巻
物
の
あ
り
か
が
わ
か
れ
ば
、
と
言
う
に
、
屋
根
の
上
の
助
六
が
、
こ
こ
に
あ

り
と
声
を
掛
け
る
。
二
人
の
紙
子
姿
の
対
面
で
あ
る
。
助
六
が
言
う
に
は
、
こ

の
春
、
備
後
屋
三
郎
兵
衛
か
ら
、
確
か
な
物
と
言
わ
れ
た
ゆ
え
質
流
れ
を
五
百

両
で
買
っ
た
物
。
こ
れ
を
三
百
両
と
し
、
あ
と
二
百
両
で
揚
巻
を
請
け
出
そ
う

と
こ
こ
ま
で
来
た
も
の
。
傾
城
買
い
は
相
身
互
い
、
進
上
す
る
、
と
言
う
。
藤

伊
は
か
わ
り
に
揚
巻
を
身
請
け
す
る
と
言
え
ば
、
助
六
は
そ
れ
で
は
こ
れ
ま
で

の
張
り
合
い
が
甲
斐
な
い
と
言
い
、
藤
伊
は
、
な
ら
ば
巻
物
は
受
け
取
れ
な
い
、

と
譲
ら
な
い
。
二
人
の
女
郎
は
良
い
思
惑
は
無
い
か
と
た
め
息
を
吐
く
。

（
巻
五
の
一
）
茨
木
屋
、
吉
田
屋
両
亭
主
の
は
か
ら
い
で
、
助
六
の
金
は
住
吉

屋
の
家
内
に
落
ち
て
い
た
と
し
、
ま
た
薬
喜
の
報
告
で
、
助
六
も
文
右
衛
門
も

親
子
の
対
面
。
伊
予
の
侍
と
い
う
も
、
文
右
衛
門
の
企
て
で
あ
っ
た
。
薬
喜
が

万
屋
の
手
代
と
な
る
。
ま
た
、
薬
喜
が
使
い
と
な
っ
て
、
吉
田
屋
に
い
る
藤
伊

に
巻
物
を
返
し
に
行
く
。
盗
品
を
買
っ
た
助
六
も
罪
に
問
わ
れ
る
の
で
、
黙
っ

て
受
け
取
っ
て
く
れ
と
の
、
断
れ
ぬ
口
上
。

（
巻
五
の
二
）
神
谷
僧
都
は
河
内
で
表
向
き
歯
医
者
を
し
て
、
悪
事
を
尽
く
し

て
い
た
が
、薬
喜
が
気
掛
か
り
で
あ
っ
た
。
弟
の
象
鼻
の
徳
兵
衛
の
悪
知
恵
で
、

隠
し
女
房
の
あ
る
て
い
で
、
万
屋
の
毒
害
を
企
て
て
い
る
女
筆
の
文
を
こ
し
ら

え
る
。
神
谷
僧
都
は
文
を
懐
に
大
坂
へ
行
く
と
、
徳
安
堤
の
神
社
で
大
坂
名
題

の
六
本
過
ぎ
と
呼
ば
れ
た
仲
居
六
人
が
相
談
を
し
て
い
る
。
藤
伊
、
助
六
の
張

り
合
い
を
け
し
か
け
た
が
、
和
睦
あ
っ
て
、
色
町
も
儲
け
に
く
く
な
っ
た
。
こ

の
上
は
、
山
崎
与
次
兵
衛
に
阿
波
か
ら
来
た
青
大
尽
を
争
わ
せ
よ
う
と
言
う
。

神
谷
は
不
思
議
が
り
、
声
を
掛
け
る
。
六
人
に
口
止
め
の
饗
応
。
そ
の
中
で

し
ゃ
れ
過
ぎ
の
か
や
と
二
人
と
な
り
、
一
夜
の
契
り
の
後
、
か
や
は
狐
と
な
り

昇
天
す
る
。
神
谷
の
手
に
は
打
ち
出
の
小
槌
が
残
さ
れ
る
。

『
太
平
記
』
巻
二
五
「
宮
方
怨
靈
會
六
本
杉
事
」
に
よ
る
六
本
杉
が
、『
契
情

太
平
記
』
で
は
六
本
過
ぎ
の
仲
居
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
な
め
過
ぎ
の

り
ん
、
の
ど
過
ぎ
の
松
、
飲
み
過
ぎ
の
さ
ん
、
し
や
れ
過
ぎ
の
か
や
、
取
り
過
ぎ

の
く
ま
、
口
過
ぎ
の
は
ん
で
あ
る
。

（
巻
五
の
三
）
打
ち
出
の
小
槌
は
願
い
の
ま
ま
に
金
宝
が
出
て
、
薬
喜
を
滅
ぼ

す
手
立
て
を
書
い
た
文
が
出
る
。
女
に
ば
け
て
、
こ
の
薬
を
の
ど
に
ぬ
れ
、
と

あ
る
。
神
谷
は
女
に
化
け
て
、
万
屋
に
行
く
。
女
の
真
似
を
し
て
案
内
を
請
う

が
、
出
て
き
た
久
三
は
女
言
葉
の
坊
主
が
来
た
と
薬
喜
に
告
げ
る
。
薬
喜
が
見

れ
ば
、
神
谷
で
あ
る
。
飛
び
か
か
っ
て
縄
を
掛
け
れ
ば
、
虚
空
よ
り
汝
に
殺
さ
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れ
た
娘
の
幽
霊
。
六
本
過
ぎ
よ
り
全
て
、
父
喜
兵
衛
殿
へ
手
渡
さ
せ
る
た
め
の

我
が
し
わ
ざ
、
恨
み
も
晴
れ
て
こ
れ
で
成
仏
、
と
言
う
。
藤
屋
に
夕
霧
、
万
屋

に
揚
巻
が
入
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
繁
昌
す
る
。

女
装
の
件
は
、
南
嶺
『
大
系
図
蝦
夷
噺
』
巻
四
の
三
の
飯
綱
使
い
の
話
に
似

た
趣
向
で
あ
る
。

孫
娘
の
お
行
の
幽
霊
が
出
る
が
、
本
巻
で
は
娘
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、

設
定
の
つ
じ
つ
ま
が
合
わ
ず
、
ミ
ス
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
は
、
た

し
か
に
「
南
嶺
ら
し
か
ら
ぬ
凡
作
」（
長
谷
川
）
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、『
契

情
太
平
記
』
で
見
る
べ
き
は
、
そ
う
し
た
瑣
末
な
ミ
ス
の
よ
う
な
個
所
で
は
あ

る
ま
い
。
登
場
人
物
が
古
典
の
世
界
の
人
物
に
な
り
き
っ
て
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま

（
の
当
世
化
、
遊
興
化
し
た
）
姿
に
《
や
つ
す
》
の
で
は
な
く
、
全
く
異
な
る
人

物
が
、
あ
る
瞬
間
に
だ
け
、
古
典
に
ふ
れ
あ
う
。
こ
の
、
方
法
と
し
て
の
や
つ

し
に
徹
底
し
て
い
な
い
部
分
が
、
稚
拙
に
も
見
え
か
ね
な
い
反
面
、
方
法
化
に

堕
さ
ず
む
し
ろ
実
存
を
描
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

五
、
さ
い
ご
に

古
典
世
界
を
リ
ア
ル
に
生
き
る
と
い
う
そ
の
リ
ア
ル
さ
は
、
始
終
古
典
世
界

の
通
り
に
自
分
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自

立
し
て
い
る
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
し
て
そ
の
他
の
共
通

点
な
ど
ま
る
で
見
い
だ
せ
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、あ
る
一
点
あ
る
瞬
間
に
だ
け
、

多
く
の
相
違
を
超
え
て
強
い
共
通
性
に
貫
か
れ
て
い
る
感
覚
を
持
つ
時
に
生
ま

れ
る
の
だ
と
、
私
は
考
え
て
い
る
。『
契
情
太
平
記
』
巻
二
の
三
に
も
使
わ
れ
て

い
た
が
、『
太
平
記
』巻
四
に
は
、後
醍
醐
天
皇
を
救
お
う
試
み
て
成
功
し
な
か
っ

た
備
後
国
の
児
嶋
三
郎
高
徳
の
話
が
見
え
る
。
児
嶋
は
後
醍
醐
天
皇
に
向
け
て

「
天
莫
空
勾
践
（
て
ん
こ
う
せ
ん
を
む
な
し
う
す
る
こ
と
な
か
れ
）、
時
非
無
范

蠡
（
と
き
に
は
ん
れ
い
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
）」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
十
字
の

詩
」
を
書
き
残
す
。
天
は
姑
蘇
城
に
幽
閉
さ
れ
た
越
王
勾
践
を
見
殺
し
に
す
る

こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
、
時
に
勾
践
を
助
け
会
稽
の
恥
を
雪
い
だ
范
蠡
の
よ
う
な

忠
臣
が
い
な
い
で
も
な
い
の
だ
か
ら
。
児
嶋
高
徳
は
、
こ
の
時
、
過
去
の
世
界

に
范
蠡
と
い
う
自
身
の
手
本
を
見
出
だ
し
、
范
蠡
の
人
生
を
生
き
る
こ
と
で
自

身
の
未
来
を
描
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
意
志
（
未
来
）
と
古
典
（
過
去
）
と
が
交

差
す
る
ほ
ん
の
一
瞬
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
こ
に
は
未
来
と
過
去
と
に
向
け
て
延

び
て
、
連
続
し
充
実
し
た
現
在
の
生
が
あ
る
だ
ろ
う
。
古
典
は
そ
の
よ
う
に
し

て
、
わ
れ
わ
れ
の
生
に
生
き
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
点
で
、
極
め
て
操
作
的
に
種
本
を
も
じ
り
倒
そ
う
と
す
る
技
巧
的
な
や

つ
し
に
く
ら
べ
て
、
南
嶺
の
分
断
性
・
散
発
性
は
む
し
ろ
適
度
に
リ
ア
ル
な
古

典
へ
の
実
感
を
描
き
出
し
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
言
葉
の
も
じ
り

で
繋
が
る
の
で
は
な
く
、
実
感
と
し
て
古
典
世
界
と
繋
が
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、『
契
情
太
平
記
』
に
お
い
て
は
、
登
場
人
物
た
ち
は
未
だ
そ
う
し
た

生
を
無
自
覚
に
生
き
て
い
る
。
歴
史
は
繰
り
返
す
に
し
て
も
、
そ
の
反
復
を
無

自
覚
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
へ
の
自
覚
が
生
ま
れ
た
時
、
九
鬼
周
造

と
は
異
な
る
方
法
で
の
、
自
由
の
模
索
の
あ
り
方
を
、
浮
世
草
子
の
中
に
見
い

だ
せ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

（
た
か
は
し
・
あ
き
ひ
こ

一
般
教
育
等
／
日
本
文
学
）

（
二
〇
一
七
年
一
一
月
七
日
受
理
）
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