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の
作
品
の
元
に
な
っ
た
井
原
西
鶴
の
「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」（『
西
鶴

諸
国
ば
な
し
』）
を
読
ん
で
、
ど
の
よ
う
に
印
象
が
異
な
る
か
、
話
し

合
っ
て
み
よ
う
」
と
、
生
徒
に
対
し
て
直
接
的
に
問
い
掛
け
ら
れ
て
い

る
。「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
が
収
載
さ
れ
て
い
る
、
筑
摩
書
房
の
教

科
書
『
古
典
Ｂ　

古
文
編
』（
平
成
26
・
１
）
に
は
な
か
っ
た
、
改
作
と

典
拠
と
を
対
照
さ
せ
る
読
み
が
、「
貧
の
意
地
」
の
採
用
に
よ
り
、
高
校

の
国
語
教
育
に
お
い
て
示
唆
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
二
つ
の
作

品
を
現
代
文
と
古
文
と
で
同
時
期
に
扱
い
、
読
み
比
べ
る
授
業
が
展
開
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
般
的
な
授
業
で
は
、
現
代
文
と
古
文
と
が
な
か

ば
断
絶
し
た
状
態
で
進
め
ら
れ
が
ち
で
は
あ
ろ
う
。
読
み
比
べ
る
と
い
う

Ⅰ　

差
異
を
読
む
授
業
空
間

筑
摩
書
房
の
平
成
二
六
年
度
版
教
科
書
『
精
選
現
代
文
Ｂ
』（
平
成

26
・
１
）
に
、
太
宰
治
「
貧
の
意
地
」（「
文
藝
世
紀
」
昭
和
19
・
９
、
な

お
原
題
は
「
貧
の
意
地

―
新
釋
諸
國
噺

―
」）
が
掲
載
さ
れ
た
。「
貧

の
意
地
」
は
、
井
原
西
鶴
の
「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」（『
西
鶴
諸
国
咄
』

所
収
、
貞
享
二
年
刊
）
を
典
拠
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
、
古
文
の
定
番
教

材
に
な
っ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。

『
精
選
現
代
文
Ｂ
』
の
「
貧
の
意
地
」
で
は
、「
表
現
」
の
項
目
で
「
こ

増
幅
さ
れ
る
〈
笑
い
〉

―
―
太
宰
治
「
貧
の
意
地
」
と
井
原
西
鶴
「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
―
―

安
西
晋
二
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行
為
は
、
相
補
的
あ
る
い
は
往
還
的
な
思
考
を
求
め
る
。
教
科
毎
に
閉
じ

ら
れ
て
い
た
授
業
空
間
の
開
通
も
可
能
と
な
っ
た
。
本
来
は
連
続
し
た
も

の
で
あ
っ
た
現
代
文
と
古
文
と
の
経
路
を
生
徒
に
意
識
さ
せ
る
き
っ
か
け

と
し
て
、「
貧
の
意
地
」
と
「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
と
の
対
照
は
有

効
に
働
く
は
ず
で
あ
る
。

両
作
を
読
み
比
べ
た
と
き
、
ま
ず
分
量
の
差
に
気
付
く
だ
ろ
う
。「
貧

の
意
地
」
が
収
載
さ
れ
た
太
宰
治
の
『
新
釋
諸
國
噺
』（
昭
和
20
・
１
、

生
活
社
）
の
「
凡
例
」
に
も
、「
原
文
は
、
四
百
字
詰
の
原
稿
用
紙
で
二
、

三
枚
く
ら
い
の
小
品
で
あ
る
が
、
私
が
書
く
と
そ
の
十
倍
の
二
、
三
十
枚

に
な
る
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。「
貧
の
意
地
」
に
お
け
る
分
量
の
増
加
は
、

と
り
わ
け
、
登
場
人
物
ら
の
造
形
や
、「
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
形
式
の
説
明
文（
１
）」

と
指
摘
さ
れ
た
語
り
手
の
言
説
な
ど
に
費
や
さ
れ
て
い
る
。
語
り
手
の
問

題
は
、
典
拠
と
は
大
き
く
異
な
る
「
貧
の
意
地
」
の
特
徴
で
あ
り
、
対
比

的
な
読
み
を
導
く
観
点
に
も
な
る
。
饗
庭
孝
男
は
、「
貧
の
意
地
」
に
お

け
る
「
太
宰
の
換
骨
奪
胎
」
つ
い
て
、「
ユ
ー
モ
ア
と
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
含

ん
だ
心
理
描
写
を
作
中
人
物
の
お
の
お
の
に
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
奥

行
を
ま
し
、
ふ
く
ら
み
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
西
鶴
の
小
説
の
枠
を
か

り
た
だ
け
の
近
代
小
説
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い（
２
）」

と
述
べ

た
。
こ
の
よ
う
な
解
説
を
補
助
線
と
し
た
、
古
文
の
授
業
と
の
連
携
は
、

双
方
向
的
に
両
作
の
差
異
を
思
案
す
る
時
間
の
形
成
と
な
る
。
近
世
の
文

学
作
品
と
近
代
小
説
と
の
違
い
を
生
徒
に
投
げ
掛
け
、
両
作
の
差
異
自
体

を
読
む
行
為
は
、
高
校
の
国
語
教
育
に
お
け
る
読
書
の
幅
を
も
拡
大
で
き

よ
う
。

典
拠
と
の
差
異
は
、
ど
の
よ
う
に
書
き
換
え
ら
れ
た
の
か
を
知
る
、
重

要
な
手
が
か
り
に
な
る
。『
新
釋
諸
國
噺
』
の
目
次
に
は
、
元
と
な
っ
た

西
鶴
作
品
の
タ
イ
ト
ル
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、「
貧
の
意
地
」

を
は
じ
め
と
す
る
『
新
釋
諸
國
噺
』
所
収
の
諸
作
品
を
読
む
行
為
の
延
長

線
上
に
は
、
典
拠
と
な
っ
て
い
る
西
鶴
作
品
を
参
照
す
る
行
為
が
想
定
さ

れ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。「
貧
の
意
地
」
の
先
行
論
に
は
、

典
拠
と
の
比
較
検
討
か
ら
独
自
性
を
炙
り
出
そ
う
と
し
た
も
の
も
少
な
く

な
い
。
一
方
、「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
の
研
究
の
な
か
に
は
、
書
き

換
え
に
よ
る
話
形
の
変
奏
を
追
跡
し
た
論
攷
も
あ
る（
３
）。「

貧
の
意
地
」
は
、

「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
と
の
差
異
自
体
を
読
む
と
い
う
行
為
を
も
読

者
に
投
じ
て
き
た
の
だ
。

『
精
選
現
代
文
Ｂ
』
は
、「
ど
の
よ
う
に
印
象
が
異
な
る
か
、
話
し
合
っ

て
み
よ
う
」
と
問
う
て
い
た
。
だ
が
、「
印
象
」
に
終
始
す
る
だ
け
で
な

く
、
精
読
か
ら
差
異
を
具
体
化
し
、「
貧
の
意
地
」
と
「
大
晦
日
は
あ
は

ぬ
算
用
」
と
の
間
の
往
還
を
試
み
る
こ
と
も
説
か
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
太
宰
治
「
貧
の
意
地
」
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
、
反
復
さ
れ
た
人

や
も
の
、
構
図
な
ど
が
新
た
な
文
脈
へ
と
改
変
さ
れ
て
い
く
過
程
を
追
究
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し
た
い
。Ⅱ　

「
駄
目
」「
弱
気
」
と
い
う
ベ
ク
ト
ル

「
貧
の
意
地
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
、「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
と
ほ
ぼ

一
致
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
方
向
性
に
は
大
き
な
違
い
が
看
取
さ
れ
て

き
た
。
た
と
え
ば
、『
西
鶴
諸
国
咄
』
で
は
「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」

に
「
義
理
」
と
付
記
さ
れ
て
お
り
、
宗
政
五
十
緒
の
注
釈
で
も
、
こ
の
作

品
の
「
あ
ら
ま
し
」
に
つ
い
て
「
江
戸
の
武
士
仲
間
の
「
義
理
」
譚（
４
）」
と

解
説
さ
れ
て
い
る
。
タ
イ
ト
ル
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
貧
の
意
地
」

は
、
武
士
と
い
う
よ
り
も
「
貧
」
者
の
「
意
地
」
で
あ
る
。
竹
野
静
雄

は
、「
太
宰
の
真
骨
頂
」
は
「
原
話
の
意
味
（
義
理
）
を
転
換
し
て
、「
貧

の
意
地
」
と
し
た
点
に
求
め
ね
ば
な
る
ま
い（
５
）」

と
い
う
。
ま
た
、「
大
晦

日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
で
「「
義
理
」
の
象
徴
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
」
場

面
に
、
太
宰
の
「
貧
の
意
地
」
で
は
「
老
い
の
一
徹
、
貧
の
意
地
、
痩
せ

て
も
枯
れ
て
も
武
士
の
は
し
く
れ
」
と
あ
る
こ
と
を
受
け
、「〈
貧
の
意

地
〉
＝
武
士
の
意
地
」
と
の
構
図
を
導
き
な
が
ら
も
安
易
な
単
純
化
を
避

け
つ
つ
、「
太
宰
は
「
大
晦
日
」
に
プ
ロ
ッ
ト
を
借
り
る
こ
と
で
、
表
面

上
は
賞
賛
さ
れ
得
べ
き
武
士
の
意
地
（
義
理
）
を
描
い
て
い
る
よ
う
に
見

せ
て
い
る
だ
け
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」「
つ
ま
り
、
窮
極
状
態
に
あ
っ

て
も
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
に
持
ち
続
け
る
で
あ
ろ
う
自
己
の
譲
れ
な
い
部
分

（
人
間
と
し
て
の
意
地
）
を
描
く
の
だ
と
い
う
太
宰
の
意
図
が
あ
る（
６
）」
と

し
た
前
田
秀
美
の
指
摘
も
あ
る
。「
武
士
」
か
ら
「
貧
」
者
へ
、「
義
理
」

か
ら
「
意
地
」
へ
と
い
っ
た
読
み
は
、
書
き
換
え
に
よ
る
両
作
の
差
異
を

わ
か
り
や
す
く
図
式
化
し
て
い
よ
う（
７
）。

た
だ
し
、「
義
理
」
か
ら
「
意
地
」
へ
と
主
題
の
転
換
を
把
捉
す
る
に

し
て
も
、
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、「
十
倍
」
に
も
増
え
た
と
い
う
分
量

を
中
心
と
し
た
、
書
き
換
え
や
書
き
加
え
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
貧
の
意

地
」
に
お
け
る
分
量
の
増
加
は
、
原
田
内
助
等
の
人
物
造
形
お
よ
び
語
り

手
の
言
説
に
費
や
さ
れ
て
い
る
。「
貧
の
意
地
」
の
先
行
論
の
ほ
と
ん
ど

が
、
そ
こ
に
着
目
し
て
き
た
。
な
か
で
も
、
主
人
公
で
あ
る
原
田
内
助

が
、「
駄
目
な
男
」
と
規
定
さ
れ
て
い
く
冒
頭
部
の
語
り
は
、
必
ず
と

い
っ
て
よ
い
ほ
ど
に
言
及
さ
れ
て
き
た
箇
所
で
も
あ
る
。

む
か
し
江
戸
品
川
、
藤
茶
屋
の
あ
た
り
、
見
る
か
げ
も
無
き
草
の

庵
に
、
原
田
内
助
と
い
ふ
お
そ
ろ
し
く
鬚
の
濃
い
、
眼
の
血
走
つ
た

中
年
の
大
男
が
住
ん
で
ゐ
た
。
容
貌
お
そ
ろ
し
げ
な
る
人
は
、
そ
の

自
身
の
顔
の
威
厳
に
み
づ
か
ら
恐
縮
し
て
、
か
へ
つ
て
、
へ
ん
に
弱

気
に
な
つ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
原
田
内
助
も
、
眉
は
太
く

眼
は
ぎ
よ
ろ
り
と
し
て
、
た
だ
も
の
で
な
い
や
う
な
立
派
な
顔
を
し
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て
ゐ
な
が
ら
、
い
つ
か
う
に
駄
目
な
男
で
、［
以
下
略
］

「
駄
目
な
男
」
と
い
う
言
葉
は
、「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
に
は
見
ら

れ
な
い
。
主
人
公
・
原
田
に
関
し
て
「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
の
冒
頭

で
は
、「
す
ぐ
な
る
今
の
世
を
、
横
に
わ
た
る
男
」
と
い
う
人
物
像
と
、

「
朝
の
薪
に
こ
と
を
か
き
、
夕
の
油
火
を
も
見
ず
」
と
い
う
貧
し
さ
と
が

語
ら
れ
は
す
る
も
の
の
、
情
報
量
と
し
て
は
「
貧
の
意
地
」
に
比
べ
て
か

な
り
少
な
い
。
原
田
の
「
駄
目
な
男
」
と
い
っ
た
面
を
徹
底
し
て
描
き
出

し
て
い
く
の
が
、「
貧
の
意
地
」
の
特
徴
と
も
い
え
る
。
だ
が
、「
へ
ん
に

弱
気
」
で
あ
る
か
は
と
も
か
く
、「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
に
表
さ
れ

て
い
る
原
田
内
助
が
、「
駄
目
」
で
あ
る
こ
と
は
読
み
取
り
や
す
い
だ
ろ

う
。
冒
頭
部
に
は
、「
煤
を
も
払
は
ず
、
二
十
八
日
ま
で
髭
も
そ
ら
ず
、

朱
鞘
の
反
を
か
へ
し
て
」、
掛
取
り
に
来
た
「
米
屋
の
若
い
者
」
を
追
い

返
し
、「
広
き
江
戸
に
さ
へ
住
み
か
ね
、
こ
の
四
五
年
、
品
川
の
藤
茶
屋

の
あ
た
り
に
棚
か
り
て
」
と
あ
る
。
貧
し
さ
の
元
と
な
っ
て
い
る
原
田
の

生
活
は
、「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
と
「
貧
の
意
地
」
と
で
基
本
的
に

は
一
貫
し
て
い
る
。
原
田
の
「
駄
目
」
さ
加
減
は
、「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ

算
用
」
を
読
む
限
り
で
も
容
易
に
想
像
で
き
る
。「
貧
の
意
地
」
で
は
、

そ
れ
を
証
明
す
る
具
体
例
が
新
た
に
加
え
ら
れ
、
冒
頭
部
で
執
拗
に
繰
り

返
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
、「
駄
目
な
男
」
と
い
う
言
葉
が
、
た
び
た
び
原

田
の
人
物
評
と
し
て
語
り
手
に
よ
り
挙
げ
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、「
駄
目
な

男
」
と
い
う
設
定
は
、「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
の
原
田
像
を
拡
張
す

る
よ
う
な
言
説
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

「
貧
の
意
地
」
で
は
、
冒
頭
部
に
お
け
る
「
へ
ん
に
弱
気
」
か
ら
「
原

田
内
助
も
」
を
挟
み
、「
い
つ
か
う
に
駄
目
な
男
」
へ
と
い
た
る
文
脈
や
、

「
弱
気
で
酒
く
ら
ひ
の
、
駄
目
な
男
の
原
田
内
助
」
と
い
っ
た
言
説
な
ど
、

「
駄
目
」
と
重
な
り
合
い
、「
弱
気
」
と
い
う
原
田
の
性
格
も
形
作
ら
れ
て

い
く
。「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
の
原
田
像
を
始
点
と
し
な
が
ら
、
そ

こ
に
「
弱
気
」
と
い
う
性
格
が
加
算
さ
れ
た
と
も
換
言
で
き
よ
う
。「
貧

の
意
地
」
に
お
け
る
原
田
内
助
の
「
駄
目
」「
弱
気
」
と
い
う
設
定
は
、「
弱

者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
世
間
の
片
隅
で
精
一
杯
意
地
を
張
り
、
哀
れ
に
も

滑
稽
に
生
き
て
い
く
。
そ
の
姿
に
太
宰
は
温
か
い
眼
差
し
を
注
い
で
い
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
人
生
体
験
に
深
く
根
ざ
し
て
い
た（
８
）」

な
ど

と
、
作
家
・
太
宰
治
に
よ
る
登
場
人
物
へ
の
同
調
と
目
さ
れ
る
き
ら
い
が

あ
っ
た
。
し
か
し
、
藤
原
耕
作
は
、
特
に
、「
内
助
の
「
気
の
弱
い
男
」・

「
弱
気
な
男
」
と
し
て
の
設
定
」「
内
助
の
〈
弱
さ
〉
に
可
能
性
を
見
出
そ

う
と
す
る
姿
勢
」
に
注
目
し
、「〈
強
〉
／
〈
弱
〉、〈
特
〉
／
〈
損
〉、〈
富
〉

／
〈
貧
〉
な
ど
の
対
立
に
お
い
て
あ
え
て
後
者
に
可
能
性
を
見
出
そ
う
と

す
る
姿
勢
を
取
る
こ
と
で
、
明
治
以
後
の
日
本
を
支
配
し
た
〈
富
国
強
兵
〉

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
相
対
化
し
得
て
い
る（
９
）」

と
述
べ
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て
い
る
。「
凡
例
」
に
「
昭
和
聖
代
の
日
本
の
作
家
に
与
へ
ら
れ
た
義
務

と
信
じ
、
む
き
に
な
つ
て
書
い
た
、
と
は
言
へ
る
」
と
あ
る
『
新
釋
諸
國

噺
』
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
戦
時
下
に
ま
で
い
た
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
関
連

性
は
見
逃
し
が
た
い
。

藤
原
の
指
摘
は
示
唆
に
富
む
が
、「
駄
目
」「
弱
気
」
と
い
っ
た
原
田
内

助
の
性
質
が
語
り
手
に
よ
る
規
定
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
作
家
自
身

へ
の
還
元
や
時
代
状
況
と
の
連
関
だ
け
で
な
く
、
語
り
の
方
向
性
に
つ
い

て
も
精
査
す
る
余
地
は
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
「
貧
の
意
地
」
に
お
い
て

原
田
を
語
る
言
葉
は
、「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
に
比
し
て
「
駄
目
」「
弱

気
」
と
い
っ
た
方
向
に
過
剰
で
あ
る
。
こ
の
過
剰
な
言
葉
の
供
給
は
、
物

語
を
い
か
な
る
ベ
ク
ト
ル
に
牽
引
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

Ⅲ　

下
降
す
る
上
書
き

こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
は
、「
駄
目
」「
弱
気
」
に
代
表
さ
れ
る
原
田

内
助
の
造
形
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
物
語
の
ベ
ク
ト
ル
と
は
、

「
滑
稽
化
」
あ
る
い
は
「
戯
画
化
」
と
い
っ
た
言
葉
で
解
釈
さ
れ
て
き
た

観
が
あ
る
）
（（
（

。
安
易
な
「
滑
稽
化
」「
戯
画
化
」
と
い
っ
た
捉
え
方
に
警
鐘

を
鳴
ら
し
た
木
村
小
夜
は
、
問
題
を
そ
の
内
実
に
見
て
精
緻
な
語
り
の
分

析
を
行
っ
て
い
る
）
（（
（

。
と
も
あ
れ
、
滑
稽
や
戯
画
は
、
お
ど
け
・
お
も
し
ろ

さ
・
お
か
し
さ
の
強
調
で
あ
る
。「
貧
の
意
地
」
が
「
滑
稽
化
」「
戯
画
化
」

と
評
価
さ
れ
て
き
た
背
景
に
は
、
物
語
内
容
や
原
田
ら
を
語
る
言
葉
に
、

お
も
し
ろ
さ
や
お
か
し
さ
が
感
じ
取
ら
れ
て
き
た
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま

い
。「
貧
の
意
地
」
で
あ
れ
ば
、
原
田
内
助
な
ど
の
登
場
人
物
の
描
か
れ

方
や
、
物
語
の
展
開
、
あ
る
い
は
「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
と
の
差
異

か
ら
も
「
滑
稽
化
」「
戯
画
化
」
の
深
度
を
測
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、

個
人
的
な
も
の
で
あ
り
、
一
般
化
し
が
た
い
お
も
し
ろ
さ
や
お
か
し
さ

を
、
語
り
が
物
語
を
い
か
な
る
ベ
ク
ト
ル
に
牽
引
し
て
い
る
か
と
い
う
構

造
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
あ
ら
た
め
て
考
察
し
た
い
。

「
貧
の
意
地
」
冒
頭
に
表
さ
れ
た
原
田
の
行
動
に
つ
い
て
、「
読
者
に
嫌

悪
感
を
抱
か
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
」
と
す
る
前
田
秀
美
は
、「
読

者
に
と
っ
て
の
原
田
像
は
「
駄
目
な
男
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
を
疑
わ

な
い
、
気
の
良
い
、
人
情
味
の
あ
る
「
愛
す
べ
き
男
」
と
し
て
肯
定
的
に

印
象
付
け
ら
れ
て
い
る
）
（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て

「
駄
目
な
男
」
で
は
な
い
わ
け
で
は
な
い
。「
人
を
疑
わ
な
い
、
気
の
良

い
、
人
情
味
の
あ
る
」
と
い
っ
た
印
象
は
、
冒
頭
で
語
ら
れ
た
「
蜆
売
り

の
ず
る
い
少
年
か
ら
、
嘘
の
身
上
噺
を
聞
い
て
、
お
い
お
い
声
を
放
つ
て

泣
き
、
蜆
を
全
部
買
ひ
し
め
て
」
や
「
人
の
お
だ
て
に
乗
つ
て
、
狐
に
で

も
憑
か
れ
た
み
た
い
に
お
ろ
お
ろ
し
て
質
屋
へ
走
つ
て
行
つ
て
金
を
作
つ

て
ご
ち
そ
う
し
」
と
い
っ
た
、
原
田
の
人
の
よ
さ
を
予
感
さ
せ
る
失
敗
か
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ら
読
み
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
が
、
肯
定
的
な
印
象
と
捉
え
ら
れ
る

原
田
の
性
質
は
、
同
時
に
貧
困
状
況
を
招
く
よ
う
な
彼
の
欠
点
で
も
あ

る
。
元
よ
り
、
典
拠
で
あ
る
「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
の
原
田
が
、「
駄

目
」
な
人
物
像
で
あ
っ
た
。「
貧
の
意
地
」
で
は
、
典
拠
に
描
か
れ
た
「
駄

目
」
な
原
田
像
が
拡
張
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
過
剰
に
欠
点
を

供
給
す
る
「
貧
の
意
地
」
の
語
り
は
、「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
に
比

べ
て
、
マ
イ
ナ
ス
方
向
に
強
い
牽
引
力
を
発
揮
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
下
降
化
す
る
語
り
は
、
冒
頭
部
よ
り
む
し
ろ
原
田
の
女
房

が
半
井
清
庵
に
一
〇
両
の
小
判
を
借
り
受
け
て
き
た
後
の
場
面
に
顕
著
で

あ
る
。
小
判
を
見
た
原
田
が
、「
こ
の
金
は
使
は
れ
ぬ
ぞ
」
と
い
っ
た
の

に
対
し
、「
亭
主
も
い
よ
い
よ
本
当
に
気
が
狂
つ
た
か
と
、
ぎ
よ
つ
と
し

た
」
と
い
う
女
房
の
推
測
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
続
け
て
語
り
手
は
、
女

房
の
推
測
を
わ
ざ
わ
ざ
否
定
し
、「
狂
つ
た
の
で
は
な
い
。
駄
目
な
男
と

い
ふ
も
の
は
幸
福
を
受
取
る
に
当
つ
て
さ
へ
、
下
手
く
そ
を
極
め
る
も
の

で
あ
る
」
と
、「
駄
目
な
男
」
の
行
動
原
理
と
し
て
原
田
の
発
言
を
解
説

す
る
。
こ
こ
に
は
、
原
田
＝
「
駄
目
な
男
」
を
印
象
付
け
る
文
脈
が
読
み

取
れ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
直
後
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
く
。

「
こ
の
ま
ま
使
つ
て
は
、
果
報
負
け
が
し
て
、
わ
し
は
死
ぬ
か
も
知

れ
な
い
。」
と
、
内
助
は
、
も
つ
と
も
ら
し
い
顔
で
言
ひ
、「
お
前

は
、
わ
し
を
殺
す
つ
も
り
か
？
」
と
、
血
走
つ
た
眼
で
女
房
を
睨

み
、
そ
れ
か
ら
、
に
や
り
と
笑
つ
て
、「
ま
さ
か
、
そ
の
や
う
な
夜

叉
で
も
あ
る
ま
い
、
飲
も
う
。
飲
ま
な
け
れ
ば
死
ぬ
で
あ
ら
う
。
お

お
、
雪
が
降
つ
て
来
た
。
久
し
振
り
で
風
流
の
友
と
語
り
た
い
。
お

前
は
こ
れ
か
ら
一
走
り
し
て
、
近
所
の
友
人
た
ち
を
呼
ん
で
く
る
が

い
い
。
山
崎
、
熊
井
、
宇
津
木
、
大
竹
、
磯
、
月
村
、
こ
の
六
人
を

呼
ん
で
来
い
。
い
や
、
短
慶
坊
主
も
加
え
て
、
七
人
。
大
急
ぎ
で
呼

ん
で
来
い
。
帰
り
は
酒
屋
に
寄
つ
て
、
さ
か
な
は
、
ま
あ
、
有
合
わ

せ
で
よ
か
ら
う
。」
な
ん
の
事
は
無
い
。
う
れ
し
さ
で
、
わ
く
わ
く

し
て
酒
を
飲
み
た
く
な
つ
た
だ
け
の
事
な
の
で
あ
つ
た
。

「
こ
の
金
は
使
は
れ
ぬ
ぞ
」
と
い
う
原
田
の
発
言
は
、「
幸
福
を
受
取
る

に
当
た
つ
て
さ
へ
、
下
手
く
そ
を
極
め
る
も
の
」
で
あ
る
が
ゆ
え
で
は
な

い
。
語
り
手
は
、
自
ら
の
言
葉
を
覆
し
て
い
る
。
原
田
は
、「
う
れ
し
さ

で
、
わ
く
わ
く
し
て
酒
を
飲
み
た
く
な
つ
た
だ
け
」
な
の
で
あ
る
。

原
田
の
心
理
に
は
、
語
り
手
に
も
触
知
で
き
な
い
部
分
が
あ
る
よ
う

だ
。
語
り
手
に
よ
る
解
説
が
は
ず
れ
た
と
見
る
向
き
も
あ
ろ
う
。
だ
が
、

こ
こ
で
明
白
と
な
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
語
り
手
の
機
能
や
能
力
よ
り

も
、「
な
ん
の
事
は
無
い
」
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
原
田
の
言
動
が
、

「
駄
目
な
男
」
を
示
す
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
に
比
べ
、
は
る
か
に
た
い
し
た
理
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由
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
幸
福
を
受
取
る
に

当
た
つ
て
さ
へ
、
下
手
く
そ
を
極
め
る
」
と
い
っ
た
説
明
を
要
す
る
ま
で

も
な
く
、
単
純
明
快
な
「
駄
目
」
さ
が
際
立
つ
よ
う
に
、
語
り
が
構
成
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
語
り
手
の
言
説
は
、
予
想
よ
り
も
酷
い
結
果
を
示

し
て
い
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
酷
い
と
は
い
え
、
そ
れ
は
深
刻
な
も
の

で
は
な
く
、「
う
れ
し
さ
」
や
「
わ
く
わ
く
」
と
い
う
言
葉
に
引
き
継
が

れ
た
、
明
る
さ
と
く
だ
ら
な
さ
と
を
兼
ね
備
え
る
、
読
者
を
脱
力
さ
せ
る

よ
う
な
展
開
に
な
っ
て
い
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
駄
目
」
な
性
質
の
強
調

と
い
う
点
は
、
原
田
だ
け
で
な
く
、「
貧
の
意
地
」
の
他
の
登
場
人
物
に

も
通
底
し
て
い
る
。

原
田
の
家
に
集
ま
っ
た
友
人
は
、「
い
づ
れ
も
、
こ
の
あ
た
り
の
長
屋

に
住
ん
で
そ
の
日
暮
し
の
貧
病
に
悩
む
浪
人
」
で
あ
る
。
彼
ら
の
格
好

は
、「
浴
衣
に
陣
羽
織
と
い
ふ
姿
の
者
」「
女
房
の
小
袖
を
裏
返
し
に
着
て

袖
の
形
を
ご
ま
か
さ
う
と
腕
ま
く
り
の
姿
の
者
」「
半
襦
袢
に
馬
乗
袴
、

そ
れ
に
縫
紋
の
夏
羽
織
と
い
ふ
姿
」
な
ど
、「
ひ
と
り
と
し
て
ま
と
も
な

服
装
の
者
は
無
か
つ
た
が
、
流
石
に
武
士
の
附
き
合
ひ
は
格
別
」
と
語
ら

れ
て
い
る
。
貧
し
い
生
活
を
送
る
浪
人
ら
で
は
あ
る
が
、「
互
ひ
の
服
装

に
就
い
て
笑
つ
た
り
な
ん
か
す
る
者
は
無
く
、
い
か
め
し
く
挨
拶
を
交

し
、
座
が
定
つ
て
か
ら
、
浴
衣
に
陣
羽
織
の
山
崎
老
が
や
を
ら
進
み
出
て

主
人
の
原
田
に
、
今
宵
の
客
を
代
表
し
て
鷹
揚
に
謝
辞
を
述
べ
」
る
。
語

り
手
を
し
て
「
流
石
に
武
士
の
附
き
合
ひ
は
格
別
」
と
い
わ
し
め
る
ゆ
え

ん
で
あ
ろ
う
彼
ら
の
ふ
る
ま
い
は
、
し
か
し
、
厳
め
し
い
挨
拶
に
し
て
も

鷹
揚
な
謝
辞
に
し
て
も
、「
ひ
と
り
と
し
て
ま
と
も
な
服
装
の
者
は
無
か

つ
た
」
状
況
下
と
合
わ
せ
見
れ
ば
、
厳
粛
さ
も
滑
稽
に
見
え
て
こ
よ
う
。

ま
と
も
な
格
好
を
し
た
も
の
が
い
な
い
な
か
で
、
真
剣
に
ふ
る
ま
え
ば
ふ

る
ま
う
ほ
ど
に
立
ち
上
が
っ
て
く
る
お
か
し
さ
が
あ
る
。

「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
で
原
田
の
家
に
集
ま
る
客
の
姿
は
、「
い
づ

れ
も
紙
子
の
袖
を
つ
ら
ね
、
時
な
ら
ぬ
一
重
羽
織
、
ど
こ
や
ら
む
か
し
を

忘
れ
ず
」
と
さ
れ
て
い
る
。
原
田
と
変
わ
ら
ぬ
貧
し
さ
は
、「
紙
子
の
袖
」

「
時
な
ら
ぬ
一
重
羽
織
」
に
表
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
、
仕
官
し
て
い
た

頃
の
昔
を
思
わ
せ
る
佇
ま
い
で
も
あ
る
よ
う
だ
。「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算

用
」
に
は
、
彼
ら
の
身
な
り
に
対
し
、「
ひ
と
り
と
し
て
ま
と
も
な
服
装

の
者
は
無
か
つ
た
」
な
ど
と
い
う
語
り
手
の
注
釈
は
入
っ
て
い
な
い
。

「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
の
よ
う
に
状
況
だ
け
で
も
、
集
ま
っ
た
客
が

ま
と
も
な
格
好
で
な
い
の
は
わ
か
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
貧
の
意
地
」

で
は
、
一
人
ひ
と
り
の
格
好
が
さ
ら
に
細
か
く
示
さ
れ
、
語
り
手
が
そ
れ

を
「
ひ
と
り
と
し
て
ま
と
も
な
服
装
の
者
は
無
か
つ
た
」
と
ま
と
め
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、「
貧
の
意
地
」
の
語
り
は
、
貧
し
さ
に
よ
っ
て
生
じ

る
異
様
な
状
態
の
誇
張
を
目
論
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。

語
り
手
に
よ
る
誇
張
表
現
の
ほ
と
ん
ど
は
、
登
場
人
物
ら
の
貧
し
さ
や
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欠
点
な
ど
、「
駄
目
」
な
性
質
に
関
わ
る
部
分
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
引
き

金
と
し
た
、
言
動
と
状
況
と
の
落
差
に
、
語
り
手
は
適
宜
注
釈
を
加
え
て

い
く
。「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
と
の
対
比
は
、
こ
の
下
方
へ
の
書
き

換
え
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
。
多
く
の
先
行
論
で
も
言
及
さ
れ
て
き
た
、

「
貧
の
意
地
」
に
お
け
る
「
戯
画
化
」
や
「
滑
稽
化
」、
つ
ま
り
、
お
も
し

ろ
さ
や
お
か
し
さ
と
い
っ
た
〈
笑
い
〉
へ
の
志
向
は
、
下
降
化
を
誇
張
す

る
語
り
の
構
造
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ⅳ　

滑
稽
化
と
〈
笑
い
〉

〈
笑
い
〉
に
対
す
る
志
向
性
は
、「
貧
の
意
地
」
だ
け
で
は
な
く
、「
大

晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
に
も
顕
著
で
あ
る
。
物
語
の
後
半
、
原
田
の
催
し

た
酒
宴
が
終
わ
り
に
差
し
掛
か
っ
た
場
面
に
お
け
る
喜
劇
的
な
展
開
は
、

両
作
に
大
差
は
な
い
。

酒
宴
の
終
盤
、
原
田
ら
は
一
両
足
り
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付

く
。
客
は
皆
、
身
の
潔
白
を
証
明
し
よ
う
と
し
、
な
か
に
は
着
物
を
脱
い

で
打
ち
振
る
う
者
も
い
る
。
そ
こ
に
、
あ
い
に
く
一
両
を
も
っ
て
い
た
一

人
の
客
（「
貧
の
意
地
」
で
は
短
慶
）
が
「
金
子
一
両
持
ち
合
は
す
こ
そ
、

因
果
な
れ
。
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
事
に
、
一
命
を
捨
つ
る
」
と
い
っ
て
切
腹
し

よ
う
と
す
る
。
そ
れ
が
原
田
の
一
両
で
は
な
い
も
の
の
、
無
実
で
あ
る
と

即
座
に
証
明
で
き
な
い
事
態
が
、
命
を
懸
け
る
と
い
う
行
為
に
結
び
つ

く
。
切
腹
が
武
士
な
ら
で
は
の
行
動
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
潔
白
の
証
明
が
で

き
な
い
以
上
、
命
を
懸
け
る
行
為
が
、
彼
ら
の
間
に
お
け
る
規
範
性
（
＝

「
義
理
」）
と
し
て
立
ち
上
が
る
。
と
は
い
え
、
貧
し
い
浪
人
の
酒
宴
で
あ

り
、
直
前
に
は
、
着
物
を
脱
い
で
打
ち
振
る
う
よ
う
な
行
動
が
語
ら
れ
て

い
る
た
め
に
、
あ
ま
り
に
規
範
的
な
ふ
る
ま
い
が
か
え
っ
て
場
に
そ
ぐ
わ

な
く
な
る
。
原
田
た
ち
も
切
腹
を
押
し
止
め
よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
切
腹

の
意
志
は
変
わ
ら
ぬ
ま
ま
、
行
燈
の
下
よ
り
一
両
が
見
つ
け
出
さ
れ
た
結

果
、
深
刻
な
行
為
は
上
滑
り
し
て
し
ま
う
。
し
か
も
、「
内
証
よ
り
、
内

儀
声
を
立
て
て
、「
小
判
は
こ
の
方
へ
ま
ゐ
つ
た
」
と
、
重
箱
の
蓋
に
つ

け
て
」
と
、
原
田
の
女
房
が
も
う
一
両
も
っ
て
き
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
、

物
語
の
喜
劇
性
は
あ
ら
た
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
に
お
け
る
〈
笑
い
〉
に
つ
い
て
、
堀
切
実

は
、
麻
生
磯
次
『
滑
稽
文
学
論
』（
昭
和
29
・
４
、
東
京
大
学
出
版
会
）

で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
、「
卑
俗
化
の
理
論
」「
不
調
和
の
理
論
」「
社
会
的

不
適
切
性
の
理
論
」
と
い
う
三
つ
の
理
論
に
よ
り
つ
つ
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。武

士
の
「
義
理
」
を
め
ぐ
る
浪
人
た
ち
の
過
剰
と
も
み
ら
れ
る
反

省
心
が
、
お
の
ず
と
一
種
の
滑
稽
感
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
も
、
こ
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の
不
調
和
の
笑
い
の
範
疇
に
入
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
義
理
を
め
ぐ

る
驚
く
べ
き
リ
ゴ
リ
ズ
ム
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
喜
劇
性
と
が

交
錯
す
る
と
こ
ろ
に
、
西
鶴
説
話
の
独
特
な
性
格
が
生
ま
れ
て
い
る

の
だ
と
い
え
よ
う
。［
中
略
］
こ
れ
は
第
一
の
柱
で
あ
る
卑
俗
化
の

理
論
と
も
重
な
る
点
で
あ
る
が
、
大
名
・
武
士
・
僧
侶
・
学
者
と

い
っ
た
よ
う
な
、
社
会
的
威
信
や
体
面
を
と
り
つ
く
ろ
わ
ね
ば
な
ら

ぬ
地
位
の
者
が
、
そ
の
権
威
を
失
墜
す
る
こ
と
に
よ
る
滑
稽
感
な
ど

も
、
や
は
り
、
こ
の
種
の
知
的
な
思
考
活
動
に
基
づ
く
場
合
が
多
い

の
で
あ
る
）
（（
（

。

堀
切
の
い
う
「
不
調
和
の
理
論
」
と
は
、「
あ
る
事
実
に
対
す
る
知
的

な
興
味
の
高
ま
り
が
、
実
際
に
は
期
待
外
れ
で
、
全
く
無
意
味
で
あ
っ
た

り
す
る
場
合
、
そ
こ
で
は
、
そ
の
完
全
に
興
味
を
失
っ
た
知
的
な
経
過

が
、
滑
稽
の
感
じ
を
も
た
ら
す
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
一
方
、「
卑
俗

化
の
理
論
」
と
は
、「
対
象
を
卑
俗
な
も
の
、
価
値
の
な
い
も
の
と
し
て

見
下
す
働
き
に
よ
っ
て
起
こ
る
（
笑
い
）」「
価
値
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
た
対
象
物
の
価
値
を
引
き
ず
り
下
ろ
し
て
、
品
位
を
お
と
し
め
る
こ

と
を
契
機
と
し
た
（
笑
い
）
）
（（
（

」
で
あ
る
。「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
の
〈
笑

い
〉
の
構
造
分
析
と
し
て
堀
切
の
指
摘
は
わ
か
り
や
す
い
。

「
義
理
」
に
重
き
を
置
く
、
高
度
な
精
神
性
に
支
え
ら
れ
た
関
係
に
あ

る
と
目
さ
れ
た
共
同
体
が
、
そ
の
「
義
理
」
と
は
遠
く
離
れ
た
喜
劇
的
状

況
に
陥
る
展
開
に
、
堀
切
は
、「
不
調
和
の
理
論
」
を
見
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
そ
し
て
、
一
〇
両
が
九
両
に
減
っ
た
と
思
い
き
や
一
一
両
に
増
え
た

際
に
、「
こ
の
金
子
、
ひ
た
も
の
数
多
く
な
る
事
、
目
出
た
し
」
と
客
た

ち
が
全
員
一
致
で
発
し
た
、
体
面
を
取
り
繕
い
、
場
を
収
め
よ
う
と
す
る

た
め
の
目
茶
苦
茶
な
結
論
が
さ
ら
な
る
（
笑
い
）
を
引
き
起
こ
す
。「
不

調
和
」
と
と
も
に
、
極
め
て
ナ
ン
セ
ン
ス
な
〈
笑
い
〉
が
、
こ
こ
に
は
含

ま
れ
て
い
よ
う
。
ま
た
、
武
士
か
ら
浪
人
へ
零
落
し
た
者
た
ち
に
よ
る
騒

動
と
い
う
、
権
威
的
な
価
値
の
失
墜
（「
卑
俗
化
の
理
論
」）
が
大
枠
を
担

い
、〈
笑
い
〉
の
土
台
に
な
っ
て
い
る
点
も
見
逃
せ
な
い
。

物
語
の
結
末
で
、
原
田
は
、
七
人
の
客
を
一
人
ず
つ
順
番
に
帰
ら
せ
、

庭
の
手
水
鉢
の
上
に
置
い
た
一
両
を
、
出
し
た
当
人
が
も
っ
て
行
く
と
い

う
提
案
を
す
る
。
原
田
の
思
惑
通
り
、
客
の
内
の
誰
か
が
一
両
を
も
っ
て

帰
る
の
だ
が
、「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
で
は
、
最
後
に
「
あ
る
じ
の

即
座
の
分
別
、
座
な
れ
た
る
客
の
し
こ
な
し
、
か
れ
こ
れ
武
士
の
つ
き
あ

ひ
、
格
別
ぞ
か
し
」
と
語
り
手
の
注
釈
が
入
っ
て
い
る
。
体
面
ば
か
り

で
、
大
袈
裟
な
混
乱
を
演
じ
た
彼
ら
の
姿
を
読
み
、「
武
士
の
つ
き
あ
ひ
、

格
別
ぞ
か
し
」
と
感
じ
る
読
者
は
少
な
い
だ
ろ
う
。「
あ
る
じ
即
座
の
分

別
」
と
あ
る
が
、
す
で
に
「
夜
更
鶏
も
、
鳴
く
時
」
に
な
り
、
か
な
り
の

時
間
が
経
過
し
て
い
る
。「
卑
俗
化
の
理
論
」
と
い
う
〈
笑
い
〉
の
要
素
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は
、
こ
の
語
り
手
の
言
葉
に
こ
そ
集
約
さ
れ
て
い
よ
う
。「
不
調
和
」
を

き
た
す
言
動
と
相
乗
さ
せ
、
武
士
と
い
う
権
威
的
な
価
値
は
、
執
拗
に
貶

め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
が
、「
卑
俗
化
の
理
論
」
を
骨
子
と
し
た
、

〈
笑
い
〉
の
要
素
を
多
分
に
孕
ん
で
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
で
は
、

「
貧
の
意
地
」
で
そ
れ
は
、
い
か
に
書
き
換
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
貧

の
意
地
」
で
は
、
原
田
が
一
両
足
り
な
く
な
っ
て
い
る
の
に
気
付
い
た

後
、
次
に
「
一
座
の
長
老
の
山
崎
」
が
そ
れ
を
指
摘
す
る
。
原
田
が
先
に

酒
屋
に
一
両
払
っ
た
と
い
う
の
を
、
山
崎
は
、「「
い
や
い
や
、
さ
う
で
は

な
い
。」
と
老
い
の
頑
固
」「
こ
の
山
崎
の
眼
光
に
狂
ひ
は
な
い
」
と
否
定

し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、「「
こ
の
上
は
、
そ
れ
が
し
、
ま
つ
ぱ
だ
か
に

な
つ
て
身
の
潔
白
を
立
て
申
す
。」
と
山
崎
は
老
い
の
一
徹
、
貧
の
意
地
、

痩
せ
て
も
枯
れ
て
も
武
士
の
は
し
く
れ
」
と
語
ら
れ
、「
ふ
ん
ど
し
一
つ

に
な
つ
て
、
投
網
で
も
打
つ
や
う
な
形
で
大
袈
裟
に
浴
衣
を
ふ
る
ひ
、

「
お
の
お
の
が
た
、
見
と
ど
け
た
か
。」
と
顔
を
蒼
く
し
て
言
つ
た
」
と
い

う
場
面
が
続
く
。
雪
の
降
る
大
晦
日
に
、「
一
座
の
長
老
」
が
「
ふ
ん
ど

し
一
つ
」
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
寒
さ
に
蒼
く
な
り
、
ふ
る
え
て
い

る
だ
ろ
う
情
景
が
浮
か
ぶ
。
先
行
論
で
は
、
典
拠
か
ら
の
主
題
の
変
更
が

読
み
取
ら
れ
た
箇
所
で
あ
る
が
、
山
崎
が
「
意
地
」
を
見
せ
る
に
あ
た
り
、

「
貧
」
や
「
武
士
」
と
並
ん
で
「
老
い
」
が
、
物
語
に
滑
稽
な
印
象
を
も

た
ら
す
新
た
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
人
目
の
大
竹
は
、
着
物
を
脱
ぐ
と
、「
ふ
ん
ど
し
を
し
て
ゐ
な
い
事

を
暴
露
し
、
け
れ
ど
も
に
こ
り
と
も
せ
ず
、
袴
を
さ
か
さ
に
し
て
ふ
る
つ

て
」
い
る
。「
部
屋
の
雰
囲
気
が
次
第
に
殺
気
立
つ
て
物
凄
く
な
つ
て
来

た
」
と
あ
る
が
、
し
か
し
、
語
り
手
に
よ
っ
て
読
者
に
対
し
「
ふ
ん
ど
し

を
し
て
ゐ
な
い
事
」
を
暴
露
さ
れ
た
人
物
が
い
る
の
だ
か
ら
、
状
況
と
は

裏
腹
に
ふ
ん
ど
し
も
も
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
武
士
が
全
裸
で
着
物
を
ふ
る

う
、
あ
ま
り
に
も
滑
稽
な
姿
が
想
像
さ
れ
て
こ
よ
う
。
そ
し
て
、
三
人
目

と
な
る
、
偶
然
一
両
を
も
っ
て
い
た
人
物
に
い
た
っ
て
は
、「
ど
て
ら
を

尻
端
折
し
て
毛
脛
丸
出
し
の
短
慶
坊
が
、
立
ち
上
が
り
か
け
て
急
に
劇
烈

の
腹
痛
に
襲
は
れ
た
か
の
や
う
に
険
し
く
顔
を
し
か
め
て
」
と
、
彼
の
表

情
が
、
苦
悩
を
抱
く
内
面
と
は
あ
ま
り
に
か
け
離
れ
た
即
物
的
な
表
現
で

喩
え
ら
れ
る
。
一
両
が
紛
失
し
、
室
内
は
緊
迫
し
た
状
態
に
あ
る
よ
う
だ

が
、
同
時
に
語
り
手
の
言
説
は
、
そ
の
雰
囲
気
を
壊
す
か
の
よ
う
な
も
の

と
な
っ
て
い
よ
う
。
語
り
手
は
、
張
り
詰
め
た
雰
囲
気
の
な
か
で
、
規
範

性
に
基
づ
く
行
動
を
し
よ
う
と
す
る
彼
ら
を
下
方
に
引
き
落
と
し
、
状
況

と
の
落
差
を
大
き
く
作
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
落
差
は
、
緊
迫
し
た
場
面
と
は
不
釣
り
合
い
な
状
況
を
表
す
。
こ

れ
を
、
先
に
触
れ
た
理
論
に
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、「
不
調
和
」
に
よ
る

〈
笑
い
〉
と
い
え
る
だ
ろ
う
し
、
落
差
を
生
成
し
て
い
る
、
下
降
化
の
ベ



増幅される〈笑い〉— 11 —

ク
ト
ル
は
「
卑
俗
化
」
に
当
て
嵌
ま
り
も
し
よ
う
。
一
両
紛
失
の
場
面
に

お
け
る
書
き
換
え
や
書
き
加
え
は
、
元
々
あ
っ
た
〈
笑
い
〉
の
要
素
を
構

造
的
に
増
幅
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
前
半
部
と
同

じ
く
、
一
人
ひ
と
り
の
人
物
を
子
細
に
描
く
、
他
と
の
差
別
化
を
図
っ
た

個
性
の
確
立
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。

行
燈
の
下
に
小
判
が
一
枚
見
つ
か
っ
た
場
面
で
も
、「「
う
せ
物
は
、
と

か
く
、
へ
ん
て
つ
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
出
る
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
平
常

の
心
掛
け
が
大
切
。」
こ
れ
は
山
崎
」
と
あ
る
。「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算

用
」
に
は
な
か
っ
た
発
話
で
あ
る
が
、「
平
常
の
心
掛
け
が
大
切
」
と
「
ふ

ん
ど
し
一
つ
」
で
大
騒
ぎ
を
し
た
山
崎
に
い
わ
せ
て
い
る
の
だ
。
原
田
の

女
房
が
一
両
を
も
っ
て
き
て
小
判
が
一
一
両
に
な
っ
た
際
に
は
、「
十
両

の
小
判
が
時
に
依
つ
て
十
一
両
に
な
ら
ぬ
も
の
で
も
な
い
。
よ
く
あ
る
事

だ
。
ま
づ
は
、
お
収
め
」
と
発
言
し
た
山
崎
が
、「
す
こ
し
耄
碌
し
て
ゐ

る
ら
し
い
」
と
語
り
手
に
注
釈
さ
れ
る
。「
一
座
の
長
老
の
山
崎
」
と
い

う
個
性
の
設
定
は
「
耄
碌
」
と
い
う
落
と
し
ど
こ
ろ
に
着
地
さ
せ
ら
れ

た
。「
耄
碌
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
一
両
の
小
判
を
押
し
つ
け
ら
れ
そ
う

に
な
っ
た
原
田
に
よ
る
「
金
が
子
を
産
ん
だ
と
、
や
に
さ
が
る
ほ
ど
耄
碌

し
て
ゐ
ま
せ
ん
」
と
の
発
言
と
呼
応
し
、
語
り
手
の
注
釈
的
な
言
葉
が
物

語
内
の
空
間
全
体
に
周
知
さ
れ
、
読
者
の
脳
裡
に
山
崎
の
姿
を
再
び
浮
か

び
上
が
ら
せ
る
だ
ろ
う
。「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
で
は
、
七
人
の
客

と
い
う
集
団
が
ひ
と
つ
の
人
格
で
あ
る
か
の
よ
う
に
さ
れ
て
い
た
。
だ

が
、「
貧
の
意
地
」
で
は
、
山
崎
の
よ
う
な
個
性
に
よ
っ
て
も
、「
大
晦
日

は
あ
は
ぬ
算
用
」
か
ら
飛
躍
し
た
滑
稽
化
が
果
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

Ⅴ　

対
比
す
る
視
座

「
一
座
の
長
老
の
山
崎
」
と
い
う
個
性
の
創
造
は
特
筆
に
値
す
る
。
語

り
手
に
よ
る
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
の
注
釈
こ
そ
な
い
が
、「
老
い
」「
耄
碌
」
と

い
う
山
崎
の
個
性
は
、
原
田
の
「
駄
目
」「
弱
気
」
に
も
匹
敵
す
る
、「
貧

の
意
地
」
に
お
け
る
下
降
化
の
ベ
ク
ト
ル
を
支
え
て
い
る
特
徴
で
あ
ろ

う
。「
駄
目
」
や
「
弱
気
」、「
老
い
」
や
「
耄
碌
」
を
強
調
し
、
彼
ら
を

下
方
に
誇
張
す
る
語
り
の
構
造
は
、
物
語
の
方
向
性
を
示
唆
す
る
典
拠
と

の
大
き
な
差
異
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、「
貧
」「
武
士
」
と
も
無

関
係
で
は
な
い
。

余
分
の
一
両
を
返
そ
う
と
す
る
場
面
で
の
原
田
に
つ
い
て
は
、「
弱
気
」

な
性
格
が
、「
自
分
の
損
に
な
る
場
合
は
、
人
が
変
つ
た
や
う
に
偉
さ
う

な
理
屈
を
並
べ
、
い
よ
い
よ
自
分
に
損
が
来
る
や
う
に
努
力
し
、
人
の
言

は
一
切
容
れ
ず
、
た
だ
、
ひ
た
す
ら
屁
理
屈
を
並
べ
て
ね
ば
る
」「
あ
の

自
尊
心
の
倒
錯
」
を
招
い
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。「
自
尊
心
の
倒
錯
」
は
、
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「
原
田
内
助
、
貧
な
り
と
い
へ
ど
も
武
士
の
は
し
く
れ
、
お
金
も
何
も
欲

し
く
ご
ざ
ら
ぬ
。
こ
の
一
両
の
み
な
ら
ず
、
こ
ち
ら
の
十
両
も
、
み
な
さ

ん
お
持
ち
帰
り
下
さ
い
」
と
い
う
原
田
の
論
理
に
色
濃
く
表
れ
て
い
よ

う
。
原
田
の
自
尊
心
は
、「
武
士
」
と
し
て
の
規
範
性
に
基
づ
い
て
い
る

よ
う
だ
が
、
し
か
し
、
そ
の
直
後
に
は
、「
貧
者
に
は
貧
者
の
意
地
が
あ

り
ま
す
」
と
も
発
言
さ
れ
て
い
る
。
山
崎
の
「
老
い
」
も
、「
貧
の
意
地
、

痩
せ
て
も
枯
れ
て
も
武
士
の
は
し
く
れ
」
と
並
べ
ら
れ
て
い
た
。
し
た

が
っ
て
、「
貧
者
」
／
「
武
士
」、「
意
地
」
／
「
義
理
」
の
構
図
は
、
彼

ら
の
個
性
と
絡
み
な
が
ら
、
並
列
的
に
連
関
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

ま
た
、「
貧
の
意
地
」
の
結
末
は
、
語
り
手
の
注
釈
的
な
言
葉
で
は
な

く
、「
落
ち
ぶ
れ
て
も
、
武
士
は
さ
す
が
に
違
ふ
も
の
だ
と
、
女
房
は
可

憐
に
緊
張
し
て
勝
手
元
へ
行
き
、
お
酒
の
燗
に
取
り
か
か
る
」
と
い
う
原

田
の
女
房
を
焦
点
化
し
た
記
述
に
な
っ
て
い
る
。「
落
ち
ぶ
れ
て
も
、
武

士
は
さ
す
が
に
違
ふ
も
の
だ
」
と
い
う
女
房
の
感
懐
は
、「
大
晦
日
は
あ

は
ぬ
算
用
」
の
語
り
手
に
よ
る
「
か
れ
こ
れ
武
士
の
つ
き
あ
ひ
、
格
別
ぞ

か
し
」
と
い
う
注
釈
的
な
言
説
と
内
容
的
に
は
大
差
は
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
だ
が
、「
貧
の
意
地
」
の
語
り
手
は
、
そ
れ
を
自
ら
語
る
こ
と
を

回
避
し
て
い
る
。「
貧
の
意
地
」
で
は
類
似
し
た
言
説
が
女
房
に
委
ね
ら

れ
た
。
原
田
ら
が
繰
り
広
げ
た
喜
劇
を
読
み
、
読
者
は
、
女
房
の
よ
う
に

「
武
士
は
さ
す
が
に
違
ふ
」
と
は
思
う
ま
い
。
こ
の
後
に
及
ん
で
ま
だ
酒

を
飲
も
う
と
す
る
原
田
に
従
い
、
燗
を
付
け
る
女
房
の
感
想
は
的
外
れ
と

し
か
い
い
よ
う
が
な
い
だ
ろ
う
。「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
は
、
こ
れ

が
語
り
手
の
言
説
で
あ
っ
た
た
め
に
、
物
語
の
外
部
と
な
る
「
武
士
」
へ

の
皮
肉
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
し
か
し
、「
貧
の
意
地
」
で
は
、
こ
の

よ
う
な
外
部
を
視
野
に
入
れ
た
批
評
性
の
生
成
が
避
け
ら
れ
、
女
房
の
主

観
に
回
収
さ
せ
る
こ
と
で
、
あ
く
ま
で
も
物
語
内
で
完
結
さ
せ
て
い
る
。

「
駄
目
」
な
夫
の
た
め
に
、
兄
の
元
へ
奔
走
し
た
女
房
は
、
良
識
あ
る
存

在
か
と
思
い
き
や
、
結
局
は
宴
に
荷
担
し
、
勘
違
い
に
い
た
る
人
物
で

あ
っ
た
の
だ
。「
貧
の
意
地
」
は
、
最
後
ま
で
読
者
に
「
不
調
和
」
な
印

象
を
与
え
、
女
房
を
も
下
方
に
引
き
落
と
す
志
向
を
露
わ
に
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、「
貧
の
意
地
」
は
、
書
き
換
え
お
よ
び
書
き
加
え
に
よ
り
、

〈
笑
い
〉
の
拡
張
を
徹
底
し
て
い
く
方
向
性
で
、「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算

用
」
を
パ
ロ
デ
ィ
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

権
威
的
な
価
値
（「
武
士
」）
を
貶
め
る
「
卑
俗
化
」
に
よ
っ
て
屹
立
す

る
、
批
評
的
な
〈
笑
い
〉
が
、「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
の
根
幹
に
は

あ
っ
た
。
一
方
、「
貧
の
意
地
」
は
、「
貧
者
」
／
「
武
士
」、「
意
地
」
／

「
義
理
」
の
構
図
が
、
並
列
的
か
つ
相
補
的
に
連
動
し
、〈
笑
い
〉
を
形
成

す
る
基
軸
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
こ
で
そ
の
〈
笑
い
〉
を
増
幅
し

て
い
る
の
が
、
登
場
人
物
ら
の
個
性
と
、
典
拠
に
比
し
て
下
方
へ
誇
張
す
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る
語
り
と
で
あ
る
。
下
降
化
す
る
ベ
ク
ト
ル
と
は
、
い
わ
ば
語
り
の
力
を

駆
使
し
た
言
表
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
個
の
確
立
と
語
り
の

力
と
い
う
近
代
小
説
と
し
て
の
特
徴
が
、〈
笑
い
〉
を
生
み
出
す
動
力
と

な
っ
て
い
る
の
だ
。「
貧
の
意
地
」
は
、
文
学
に
お
け
る
〈
笑
い
〉
を
、

近
代
小
説
の
立
場
か
ら
突
き
詰
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
近

世
の
文
学
作
品
と
近
代
小
説
と
の
差
異
は
、
こ
こ
に
顕
著
と
な
る
。

筑
摩
書
房
の
教
科
書
『
精
選
現
代
文
Ｂ
』
に
あ
る
「
視
点
」
の
項
目
で

は
、「
太
宰
治
は
、
天
性
の
語
り
の
名
手
。
奔
放
な
語
り
の
な
か
で
、
侍

た
ち
の
意
地
の
滑
稽
さ
が
容
赦
な
く
描
か
れ
て
い
く
が
、
そ
の
滑
稽
さ
は

や
が
て
崇
高
さ
に
反
転
す
る
。
文
学
の
奇
跡
で
あ
る
」
と
解
説
さ
れ
て
い

る
。「
貧
の
意
地
」
の
滑
稽
さ
が
「
崇
高
さ
に
反
転
」
し
て
い
る
と
は
、

道
徳
的
か
つ
国
語
教
育
的
な
読
み
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
へ
の

到
達
を
前
提
と
し
な
く
と
も
、〈
笑
い
〉
に
対
す
る
注
視
は
、
言
語
表
現

の
豊
か
さ
や
可
能
性
を
考
察
す
る
き
っ
か
け
と
な
る
。
充
分
に
、
高
校
生

の
国
語
教
育
に
寄
与
す
る
観
点
と
も
な
ろ
う
。「
貧
の
意
地
」
の
精
読
で

は
、〈
笑
い
〉
の
方
法
を
中
心
に
、「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
と
の
差
異

を
看
取
で
き
る
。
文
学
に
お
け
る
〈
笑
い
〉
を
、
近
世
と
近
代
と
の
両
面

か
ら
読
み
解
く
経
路
が
、「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
と
「
貧
の
意
地
」

と
の
間
に
は
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

注（
１
） 

諏
訪
春
男
「「
貧
の
意
地
」
論
」（「
太
宰
治
研
究
」
平
成
15
・
６
）

（
２
） 

饗
庭
孝
男
「
鑑
賞
」（『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学　

第
21
巻　

太
宰
治
』
角
川
書
店
、

昭
和
56
・
２
）

（
３
） 

竹
野
静
雄
「『
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
』
の
翻
案
三
変
奏

―
青
果
（
大
正
）・
太

宰
（
昭
和
）・
辻
原
登
（
平
成
）
―
」（「
近
世
文
芸
研
究
と
評
論
」
平
成
22
・
６
）

（
４
） 

宗
政
五
十
緒
「
巻
一　

あ
ら
ま
し
」（
宗
政
五
十
緒
・
松
田
修
・
暉
峻
康
隆
校
注

／
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
67　

井
原
西
鶴
集
②
』
小
学
館
、
平
成
８
・
５
）

（
５
） （
３
）
に
同
じ
。

（
６
） 

前
田
秀
美
「『
貧
の
意
地
』
論
」（「
愛
媛
国
文
研
究
」
平
成
７
・
12
）

（
７
） 

山
口
洋
子
「
太
宰
治
「
貧
の
意
地
」
を
読
む

―
《
わ
た
し
の
さ
い
か
く
》
を
め

ぐ
っ
て

―
」（「
月
刊
国
語
教
育
」
平
成
19
・
６
）
で
は
、
両
作
の
差
異
を
同
様

の
構
図
で
捉
え
つ
つ
も
、
太
宰
が
「
読
者
に
《
進
上
し
よ
う
》
と
し
て
《
珍
味
異

化
》（「
貧
の
意
地
の
主
題
」）
は
、
一
般
的
な
武
士
の
〈
義
理
〉（
建
前
）
で
は
な

く
、
そ
の
背
後
に
見
え
る
、
人
間
臭
い
〈
意
地
〉（
本
音
）
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
」

と
指
摘
し
て
い
る
。

（
８
） 

渡
邊
善
雄
「
太
宰
治
「
貧
の
意
地
」（
下
）」（「
月
刊
国
語
教
育
」
平
成
４
・
８
）

（
９
） 

藤
原
耕
作
「
太
宰
治
「
貧
の
意
地
」
論

―
『
新
釈
諸
国
噺
』
ノ
ー
ト

―
」（「
国

語
の
研
究
」
平
成
23
・
３
）

（
10
） 「
滑
稽
化
」「
戯
画
化
」
を
指
摘
し
た
論
文
と
し
て
は
、
松
島
芳
昭
「『
貧
の
意
地
』

―
不
変
な
る
「
義
」
へ
の
執
念
」（「
解
釋
學
」
平
成
２
・
11
）、
渡
邊
善
雄
「
太

宰
治
「
貧
の
意
地
」（
下
）」、
前
田
秀
美
「『
貧
の
意
地
』
論
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

る
。

（
11
） 
木
村
小
夜
「『
新
釋
諸
國
噺
』
論
」（
木
村
小
夜
『
太
宰
治
翻
案
作
品
論
』
和
泉
書

院
、
平
成
13
・
２
）

（
12
） （
６
）
に
同
じ
。

（
13
） 

堀
切
実
「『
西
鶴
諸
国
咄
』
に
お
け
る
〈
笑
い
〉
の
種
々
相

―
笑
い
の
複
合
性



國學院雜誌  第 117 巻第 1 号（2016年） — 14 —

と
語
り
口

―
」（
堀
切
実
『
読
み
か
え
ら
れ
る
西
鶴
』
ぺ
り
か
ん
社
、
平
成
13
・

３
）

（
14
） （
13
）
に
同
じ
。

＊
太
宰
治
「
貧
の
意
地
」
の
引
用
は
、
す
べ
て
筑
摩
書
房
版
『
太
宰
治
全
集
』
第
七
巻
（
平

成
10
・
10
）
に
、
井
原
西
鶴
「
大
晦
日
は
あ
わ
ぬ
算
用
」
の
引
用
は
、
す
べ
て
『
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
67　

井
原
西
鶴
集
②
』
に
拠
る
。
な
お
、
引
用
に
際
し
旧
字

は
新
字
に
あ
ら
た
め
ル
ビ
は
省
略
し
た
。


