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風
『
風
邪
ご
ゝ
ち
』（1
）
は
、
吉
田
精
一
を
始
め
と
し
て
『
新
橋
夜
話
』

中
の
白
眉
と
す
る
評
価
が
定
ま
っ
て
い
る
（
吉
田
精
一
『
永
井
荷
風
』
昭
和

二
十
二
年
十
二
月
八
雲
書
店
）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
行
研
究
で
は
多
く
『
新

橋
夜
話
』
を
論
じ
る
中
で
取
り
扱
わ
れ
、
本
作
単
独
で
論
じ
た
も
の
は
管
見
の
限

り
見
ら
れ
な
い
。
本
稿
は
『
風
邪
ご
ゝ
ち
』
に
お
け
る
人
情
本
の
利
用
を
具
体
的

に
検
討
し
、
作
品
の
読
解
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

本
作
に
つ
い
て
佐
藤
春
夫
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
（「
解
説
（
二
）」『
永
井
荷

風
作
品
集
』
第
二
巻
所
収
、
昭
和
二
十
六
年
一
月
創
元
社
）。

「
風
邪
ご
ゝ
ち
」
は
正
に
大
正
梅
暦
の
一
節
で
あ
る
が
篇
中
の
男
も
芸
者
増

吉
も
、
丹
次
郎
や
米
八
に
は
見
ら
れ
な
い
自
我
の
意
識
が
あ
り
、
写
況
の
筆

も
詳
細
で
あ
る
が
、
さ
う
い
ふ
近
代
化
の
間
に
も
そ
の
程
度
を
考
慮
し
て
人

情
本
風
の
情
緒
を
不
調
和
で
な
く
保
存
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
を
注
意
す
べ

き
で
あ
る
。

こ
う
し
た
『
梅
暦
』（2
）
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
本
作
を
評
価
す
る
向
き
は

先
行
研
究
で
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。「
そ
れ
〔『
風
邪
ご
ゝ
ち
』
を
指
す
〕
は
倫
落

の
境
涯
の
底
に
た
だ
れ
た
男
女
の
姿
態
を
た
だ
よ
わ
せ
、
し
か
も
決
し
て
詩
美
を

傷
つ
け
る
こ
と
の
な
い
、
近
代
の
人
情
本
で
あ
っ
た
」（
宮
城
達
郎
『
永
井
荷
風
』

昭
和
四
十
年
十
月
明
治
書
院
）
や
「
こ
の
作
の
意
図
は
現
代
の
人
情
本
を
目
指
し

て
い
る
」（
網
野
義
紘
「『
新
橋
夜
話
』
の
成
立
」『
永
井
荷
風
の
文
学
』
昭
和

四
十
八
年
五
月
桜
楓
社
）な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
概
ね
首
肯
で
き
る
も
の
だ
が
、

「
大
正
」「
近
代
の
」「
現
代
の
」
と
い
う
修
飾
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
い
ま
ひ

と
つ
明
瞭
さ
を
欠
く
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
後
に
確
認
す
る
が
、
本
作
に
は
確
か

に
人
情
本
、
特
に
そ
の
代
表
作
た
る
『
梅
暦
』
と
共
通
す
る
要
素
が
見
ら
れ
る
。

し
か
し
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
本
作
二
章
や
三
章
冒
頭
の
「
男
」
に
焦
点
化
し
た

語
り
の
内
容
は
、『
梅
暦
』
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
佐
藤

春
夫
の
言
う
よ
う
に
『
梅
暦
』
の
濃
厚
な
恋
愛
の
情
趣
を
、
近
代
社
会
を
舞
台
と

し
て
描
く
だ
け
で
あ
れ
ば
、そ
う
し
た
語
り
は
一
見
不
必
要
な
よ
う
に
も
見
え
る
。

だ
と
す
れ
ば
『
梅
暦
』
と
『
風
邪
ご
ゝ
ち
』
と
の
距
離
に
つ
い
て
、「
現
代
の
」

と
か
「
近
代
の
」
と
い
っ
た
形
容
だ
け
で
な
く
、
具
体
的
に
そ
の
利
用
の
仕
方
を
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検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
荷
風
が
『
梅
暦
』
を
利
用
し
た
部

分
と
、
独
自
性
を
発
揮
し
た
部
分
と
を
確
定
し
て
い
き
た
い
。

『
梅
暦
』
に
類
似
し
た
要
素
と
そ
う
で
な
い
要
素
と
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に

関
わ
っ
て
い
る
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
増
吉
の
描
か
れ
方
と
「
男
」
の
描
か
れ
方

が
異
な
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
が
作
品
内
で
共
存
し
て
い
る
の
は
何
故
な
の

か
。
先
行
研
究
で
は
、
落
伍
者
と
し
て
の
「
男
」
と
、
理
想
的
芸
者
と
し
て
の
増

吉
と
を
別
々
に
論
じ
る
こ
と
が
多
く
、
作
品
構
造
に
お
け
る
二
人
の
関
係
、
連
絡

が
十
分
に
検
討
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。

肺
を
病
ん
で
無
理
に
自
前
に
さ
せ
ら
れ
た
苦
し
い
状
態
の
な
か
で
、
実
父
に

仕
送
り
し
た
り
、
恋
す
る
男
を
同
居
さ
せ
た
り
す
る
芸
者
の
真
情
と
、
堅
実

な
会
社
勤
め
の
束
縛
に
耐
え
か
ね
、「
社
会
的
名
誉
」
を
投
げ
す
て
て
、
わ

び
し
い
芸
者
家
の
二
階
に
住
み
つ
い
た
男
の
哀
傷
ま
じ
り
の
安
楽
と
が
、
ま

こ
と
に
程
よ
く
化
合
さ
れ
て
い
る
。（3
）

こ
の
「
程
よ
く
化
合
さ
れ
て
い
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
作
品
に
即

し
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

二

周
知
の
通
り
、
為
永
春
水
は
荷
風
の
特
に
好
ん
だ
戯
作
者
で
あ
る
。
例
を
挙
げ

れ
ば
、
作
家
と
し
て
の
出
発
期
に
『
新
梅
ご
よ
み
』（
明
治
三
十
四
年
四
月
十
九

日
〜
五
月
二
十
四
日
『
日
出
国
新
聞
』、中
絶
未
完
）
と
い
う
そ
の
名
の
通
り
、『
梅

児
誉
美
』
を
悲
惨
小
説
風
に
翻
案
し
た
作
品
を
書
い
て
い
る
こ
と
、「
春
水
と
モ

ウ
パ
ッ
サ
ン
と
の
奇
妙
な
合
の
子
」（
前
掲
佐
藤
春
夫
「
解
説
（
二
）」）
と
自
ら

の
文
学
の
特
徴
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
、後
に
春
水
の
伝
記
と
年
譜
『
為
永
春
水
』

（
昭
和
十
六
年
八
月
脱
稿
。
初
出
は
昭
和
二
十
一
年
二
月
『
人
間
』）
を
執
筆
し
て

い
る
こ
と
な
ど
、
時
期
に
よ
っ
て
程
度
の
差
は
あ
る
が
、
荷
風
は
生
涯
に
わ
た
っ

て
春
水
の
人
情
本
を
愛
好
し
た
。

『
風
邪
ご
ゝ
ち
』
が
、
冒
頭
の
引
用
や
そ
の
設
定
か
ら
、『
梅
暦
』
と
深
い
関
連

を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
利
用
の
仕
方
に
つ
い
て
は

検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
ず
は
『
風
邪
ご
ゝ
ち
』
の
ど
の
範
囲
ま
で
が
『
梅
暦
』

に
な
ら
っ
て
い
る
か
を
確
定
し
て
い
き
た
い
。
こ
の
作
業
を
通
じ
て
、本
作
が『
梅

暦
』
に
先
例
の
あ
る
モ
チ
ー
フ
と
、
そ
う
で
な
い
モ
チ
ー
フ
と
い
う
二
種
類
の
モ

チ
ー
フ
を
内
包
し
た
構
造
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

①
ヒ
ロ
イ
ン
の
人
物
造
型

米
八
の
よ
う
な
世
話
好
き
な
芸
者
が
、
薄
命
な
恋
人
の
た
め
に
貢
ぐ
と
い
う
趣

向
は
、『
梅
暦
』
の
特
徴
で
あ
る
。『
風
邪
ご
ゝ
ち
』
は
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
こ
と

で
、『
梅
暦
』
と
強
い
関
連
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
。

本
作
の
増
吉
の
人
物
造
型
は
『
梅
暦
』
の
米
八
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
増
吉
は
「
芸
者
特
有
の
意
地
」
を
持
ち
、
ま
た
朋
輩
か
ら
も
頼
ま
れ

て
い
る
よ
う
に
、
芸
達
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。『
梅
暦
』
に
登
場
す
る
米
八
・

仇
吉
・
増
吉
と
い
っ
た
芸
者
も
同
様
で
あ
る
。『
梅
暦
』
の
女
性
達
の
性
格
が
描

き
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
諸
家
の
指
摘
（
た
と
え
ば
坪
内
逍
遙
『
為
永
春
水

の
批
評
』
明
治
十
九
年
二
月
『
中
央
学
術
雑
誌
』）
す
る
通
り
で
あ
り
、
お
そ
ら
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く
荷
風
も
そ
の
差
異
を
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る（『
為
永
春
水
』）。『
風
邪
ご
ゝ

ち
』
の
増
吉
は
、
出
先
で
酒
を
呑
ま
な
い
よ
う
に
酔
っ
た
ふ
り
が
で
き
る
な
ど
、

丹
次
郎
の
許
嫁
で
あ
る
お
長
の
よ
う
な
初
心
な
娘
と
は
異
な
る
。
ま
た
、
米
八
と

同
じ
く
深
川
の
芸
者
で
あ
る
仇
吉
も
、「
春
水
は
米
八
の
を
女
房
気
取
、
仇
吉
の

を
横
恋
慕
と
し
て
描
き
分
け
て
い
る
」（
小
高
恭
「『
春
色
辰
巳
園
』
に
於
け
る
仇

吉
の
位
置
」
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
『
国
際
大
学
国
文
学
』）
と
い
う
指
摘
を
踏

ま
え
れ
ば
、
増
吉
と
は
位
置
付
け
が
異
な
る
と
い
え
る
。

「
増
吉
」
と
い
う
名
前
も
『
梅
暦
』
の
登
場
人
物
に
由
来
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。『
辰
巳
園
』
で
登
場
す
る
増
吉
は
、
丹
次
郎
や
米
八
と
直
接
関
係
す
る
わ

け
で
は
な
い
が
、『
英
対
暖
語
』
で
は
ヒ
ロ
イ
ン
の
一
人
と
な
り
、
も
う
一
人
の

ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
お
柳
と
宗
次
郎
を
め
ぐ
っ
て
の
恋
愛
模
様
が
描
か
れ
る
。
始
め

は
宗
次
郎
の
世
話
に
な
っ
て
い
た
増
吉
だ
が
、
後
に
深
川
の
芸
者
と
な
っ
て
（
そ

も
そ
も
宗
次
郎
の
世
話
に
な
る
前
も
芸
者
を
し
て
い
た
）、
運
悪
く
店
を
失
っ
て

零
落
し
た
宗
次
郎
に
貢
ぐ
と
い
う
、
米
八
と
、
ひ
い
て
は
『
風
邪
ご
ゝ
ち
』
と
も

類
似
し
た
設
定
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
性
格
に
つ
い
て
も
、
恋
人
に
一
途
に
尽
く
す

世
話
好
き
な
点
で
米
八
と
似
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
荷
風
は
米
八
や
増
吉
か
ら

『
風
邪
ご
ゝ
ち
』
の
増
吉
を
造
型
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

②
落
魄
し
、
花
街
の
裏
通
り
に
住
ん
で
い
る
点

『
風
邪
ご
ゝ
ち
』
で
は
、「
俗
に
三
等
煉
瓦
の
貸
長
屋
と
云
は
れ
て
ゐ
る
此
の
家

の
二
階
」
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
三
等
煉
瓦
」
は
銀
座
煉
瓦
街
の
家
屋

の
一
種
で
あ
る
。
銀
座
煉
瓦
街
は
、
明
治
五
年
の
大
火
で
銀
座
の
大
半
が
焼
き
払

わ
れ
た
後
に
、
近
代
化
の
一
環
と
し
て
計
画
さ
れ
た
。

通
り
に
面
す
る
煉
瓦
家
屋
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
敷
地
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
、

広
い
道
に
面
す
る
も
の
ほ
ど
大
き
く
、
狭
く
な
る
に
し
た
が
っ
て
小
さ
く
な

る
よ
う
規
模
は
三
段
階
に
分
け
ら
れ
る
。
一
番
大
き
い
も
の
を
一
等
煉
瓦
家

屋
と
い
い
、
三
階
建
、
高
さ
三
〇
―
四
〇
尺
、
奥
行
五
間
、
壁
厚
二
枚
積

と
規
定
さ
れ
、
一
五
間
道
路
と
一
〇
間
道
路
沿
い
に
並
べ
ら
れ
、
以
下
、

八
間
道
路
に
は
二
等
煉
瓦
家
屋
、
三
間
道
路
に
は
三
等
煉
瓦
家
屋
と
規
模

は
縮
む
。（
4
）

煉
瓦
建
築
の
区
別
は
、
そ
の
家
の
前
の
通
り
の
広
さ
、
建
物
の
規
模
に
よ
っ
て

決
め
ら
れ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
「
本
通
を
一
等
煉
瓦
、
横
町
を
二
等
煉
瓦
、
裏
通

を
三
等
煉
瓦
」（
沖
野
岩
三
郎
「
堀
田
瑞
松
と
三
等
煉
瓦
」
昭
和
十
六
年
九
月
『
宛

名
印
記
』
東
水
社
）
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
三
等
煉
瓦
」
そ
の
も
の
が
、
落
魄

し
た
身
の
上
を
象
徴
し
て
い
る
。

次
に
「
男
」
が
「
丸
の
内
の
会
社
」
へ
通
っ
て
い
た
点
に
着
目
し
た
い
。
丸
の

内
は
今
で
は
オ
フ
ィ
ス
街
と
し
て
著
名
だ
が
、
そ
の
基
礎
が
固
ま
っ
た
の
は
明
治

の
後
半
で
あ
っ
た
。
明
治
二
十
三
年
三
月
に
、
政
府
は
そ
れ
ま
で
陸
軍
関
係
の
土

地
で
あ
っ
た
の
を
三
菱
会
社
（
後
の
三
菱
合
資
会
社
）
に
払
い
下
げ
た
。
当
時
は

三
菱
カ
原
と
呼
ば
れ
、「
兵
舎
を
取
毀
し
、
そ
の
施
設
を
尽
く
取
去
つ
た
の
で
、

数
寄
屋
橋
か
ら
辰
の
口
に
か
け
て
一
望
の
原
野
と
な
り
、
大
名
屋
敷
の
跡
に
、
そ

の
昔
数
寄
を
凝
ら
し
た
泉
水
や
築
山
が
、
わ
ず
か
に
名
残
り
を
と
ど
め
て
い
る
の

も
、
哀
れ
を
深
く
し
た
」（
中
田
乙
一
編
『
縮
刷
丸
の
内
今
と
昔
』
昭
和
二
十
七

年
十
一
月
、
三
菱
地
所
株
式
会
社
）
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
三
菱
は
そ
こ
に
、
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日
清
戦
争
の
頃
か
ら
煉
瓦
造
り
の
オ
フ
ィ
ス
街
を
建
設
し
て
い
く
。
ま
た
明
治

四
十
四
年
に
は
帝
国
劇
場
と
警
視
庁
も
竣
工
し
た
。
こ
の
よ
う
に
丸
ノ
内
は
明
治

後
半
期
に
三
階
建
て
煉
瓦
造
り
の
オ
フ
ィ
ス
街
と
し
て
急
速
に
整
備
さ
れ
て
い

く
。
そ
の
よ
う
な
時
代
背
景
を
踏
ま
え
た
時
、「
丸
の
内
」
と
い
う
地
名
は
同
時

代
的
に
は
繁
華
街
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
『
冷
笑
』（
明

治
四
十
二
年
十
二
月
十
三
日
〜
明
治
四
十
三
年
二
月
二
十
八
日
『
東
京
朝
日
新

聞
』）
か
ら
も
見
て
取
れ
る
。

〔
丸
の
内
を
歩
き
な
が
ら
〕
両
側
に
は
太
い
電
信
柱
と
其
の
高
さ
を
競
つ
て

聳
ゆ
る
赤
煉
瓦
の
建
物
が
、
或
物
は
石
盤
の
屋
根
の
上
に
時
計
の
附
い
て
ゐ

な
い
時
計
台
の
や
う
な
装
飾
を
頂
い
て
立
続
く
。
其
の
一
方
に
は
ま
だ
足
場

の
か
ゝ
つ
た
工
事
中
の
も
の
も
見
ら
れ
た
。〔
中
略
〕「
東
京
は
来
る
度
に
変

り
ま
す
ね
。
あ
れ
ア
何
が
出
来
る
ん
で
す
。」
／
「
警
視
庁
に
帝
国
劇
場

…
…
。」

「
丸
の
内
の
会
社
」
と
「
三
等
煉
瓦
の
貸
長
屋
」
は
、
地
名
を
明
瞭
化
す
る
こ

と
で
、
社
会
的
下
降
の
落
差
を
具
体
化
し
て
い
る
。
こ
の
落
差
は
『
梅
暦
』
の
丹

次
郎
と
共
通
し
て
い
る
。

丹
次
郎
は
、
遊
女
屋
・
唐
琴
屋
の
養
子
だ
っ
た
が
、
主
人
夫
婦
が
亡
く
な
っ
て

身
代
を
狙
う
番
頭
の
鬼
兵
衛
の
策
略
に
よ
り
、
横
領
の
濡
れ
衣
を
着
せ
ら
れ
て
中

の
郷
に
身
を
隠
す
。
し
か
し
、
米
八
が
、
丹
次
郎
の
許
嫁
で
恋
敵
の
お
長
が
中
の

郷
に
近
い
小
梅
に
身
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
を
危
惧
し
た
た
め
、
彼
女
の
希
望
で
丹

次
郎
は
深
川
に
引
っ
越
す
。
引
用
さ
れ
た
『
梅
児
譽
美
』
第
十
八
齣
冒
頭
は
、
そ

の
深
川
花
街
の
丹
次
郎
の
住
居
を
舞
台
と
し
て
い
る
。「
中
裏
」
と
は
深
川
仲
町

の
裏
通
り
の
意
（
佐
藤
要
人
『
江
戸
深
川
遊
里
志
』
昭
和
五
十
四
年
十
二
月
太
平

書
屋
）。

丹
次
郎
は
、
濡
れ
衣
と
は
い
え
表
向
き
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
て
い
る
以
上
、
人
目

を
忍
ん
だ
生
活
を
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
落
魄
し
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
。

昔
と
い
へ
ど
遠
か
ら
ぬ
、
昨
日
に
か
は
る
此
す
が
た
、
た
と
へ
内
証
は
兎
も

角
も
、
大
町
小
見
世
の
若
旦
那
所
が
ら
と
て
何
事
も
、
花は

で美
に
暮
せ
し
其
人

〔
丹
次
郎
の
こ
と
〕
が
、三
畳
敷
を
玉
の
と
こ
、な
ら
で
た
ま
さ
か
問
ふ
人
に
、

さ
す
が
恥
ら
ふ
憂
住
居
（『
梅
児
譽
美
』
第
一
齣
）

こ
う
し
た
落
魄
の
人
と
し
て
の
丹
次
郎
は
、「
丹
次
郎
と
い
へ
ば
色
男
の
代
名

詞
と
せ
ら
れ
、
色
男
と
い
へ
ば
丹
次
郎
と
い
ふ
意
味
に
流
用
さ
れ
て
居
る
」（
熊

谷
為
蝶
「
解
題
並
に
編
中
に
現
は
れ
た
る
女
性
」『
新
訳
梅
ご
よ
み
』
大
正
二
年

三
月
東
雲
堂
書
店
）
イ
メ
ー
ジ
か
ら
外
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
荷
風

に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

長
吉
は
ふ
と
近
所
の
家
の
表
札
に
中
郷
竹
町
と
書
い
た
町
の
名
を
読
ん
だ
。

そ
し
て
直
様
、此
頃
に
愛
読
し
た
為
永
春
水
の「
梅
暦
」を
思
出
し
た
。
あ
ゝ
、

薄
命
な
あ
の
恋
人
達
は
こ
ん
な
気
味
の
わ
る
い
湿
地
の
街
に
住
ん
で
ゐ
た
の

か
。（『
す
み
だ
川
』
明
治
四
十
二
年
十
二
月
『
新
小
説
』）

梅
ご
よ
み
は
一
人
の
男
に
三
人
の
女
が
心
を
寄
せ
、
三
人
は
各
事
情
と
境
遇
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と
を
異
に
し
な
が
ら
誠
実
の
あ
ら
ん
か
ぎ
り
を
尽
し
て
不
仕
合
な
一
人
の
男

を
援
け
る
と
い
ふ
長
い
物
語
で
あ
る
。（『
為
永
春
水
』）

③
季
節

『
風
邪
ご
ゝ
ち
』
冒
頭
で
引
用
さ
れ
て
い
る
『
梅
児
譽
美
』
は
、
服
部
嵐
雪
の

句
を
引
い
て
春
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る（
5
）。
ま
た
『
風
邪
ご
ゝ
ち
』
も
、「
二

月
の
大
寒
の
夕
ま
ぐ
れ
」
と
そ
の
作
品
内
の
季
節
を
表
し
て
い
る
。
季
節
の
明
示

と
い
う
点
で
両
者
は
一
致
す
る
。

④
読
み
聞
か
せ

『
風
邪
ご
ゝ
ち
』
冒
頭
で
「
男
」
が
増
吉
に
『
梅
児
譽
美
』
の
一
節
を
読
み
聞

か
せ
て
い
る
。
こ
れ
も
個
人
的
な
読
書
で
は
な
く
読
み
聞
か
せ
で
あ
る
点
に
お
い

て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

『
英
対
暖
語
』
二
編
巻
之
四
第
八
回
で
は
、
峯
次
郎
が
紅
楓
と
お
房
の
姉
妹
に
、

「
ひ
よ
く
の
紫
と
い
ふ
人
情
本
」
を
読
み
聞
か
せ
る
。
こ
の
姉
妹
は
『
英
対
暖
語
』

の
ヒ
ロ
イ
ン
で
、
と
も
に
峯
次
郎
を
慕
っ
て
お
り
、
読
み
聞
か
せ
が
恋
人
間
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
他
に
も『
梅
暦
』

に
は
読
書
の
場
面
が
少
な
く
な
い（
6
）。

⑤
物
売
り
の
声

『
風
邪
ご
ゝ
ち
』
に
お
い
て
は
、「
羅
宇
屋
の
ピ
ー
〳
〵
、
歯
入
屋
の
鼓
の
音
」

と
い
っ
た
よ
う
に
道
を
行
く
物
売
り
の
声
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
が
、『
梅
暦
』
に

お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
梅
児
譽
美
』
第
二
齣
末
尾
に
、
米
八
を
見

送
っ
た
丹
次
郎
が
障
子
を
閉
め
る
時
、「
ト
し
や
う
じ
を
ぴ
つ
し
や
り
と
し
め
た

め
い
き
を
つ
く
お
り
か
ら
ひ
る
あ
き
ん
ど
の
こ
ゑ
／
あ
き
う
ど?

豆
腐
ウ
引
イ
」

と
あ
る
。
ま
た
、
第
十
六
齣
冒
頭
に
「
耕
地
を
通
る
商
人
の
声
辻
売
「
白
酒
〳
〵

引
、
本
よ
う
か
ん
〳
〵
。
木
精
に
ひ
ゞ
き
て
遙
に
き
こ
ゆ
る
折
こ
そ
あ
れ
」。
ま

た
『
辰
巳
園
』
第
九
回
末
尾
に
は
「
表
の
か
た
呼
流
し
行
占
者　

占
「
当
卦
本
卦

の
う
ら
な
ひ
、
失
者　

待
人　

願
望
、
男
女
一
代
の
吉
凶
」
と
い
う
よ
う
な
辻
占

の
呼
び
声
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。『
英
対
暖
語
』
第
七
回
末
尾
に
お
い
て
も
、
そ

ば
売
り
の
声
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

⑥
病
気
の
芸
者

ヒ
ロ
イ
ン
の
芸
者
が
病
気
に
な
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
も
、『
辰
巳
園
』『
英
対
暖

語
』
に
先
例
が
あ
る
。
た
と
え
ば
『
辰
巳
園
』
四
篇
巻
之
十
第
八
條
で
仇
吉
は
病

に
倒
れ
る
。
ま
た
、
先
述
し
た
増
吉
の
名
の
由
来
と
考
え
ら
れ
る
『
英
対
暖
語
』

の
増
吉
も
、
芸
者
と
し
て
稼
ぎ
な
が
ら
宗
次
郎
に
貢
い
で
い
た
が
、
四
編
巻
之

十
二
第
二
十
四
章
に
お
い
て
病
気
に
な
る
。

た
だ
し
相
違
点
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
病
気
は
肺
病
で
は
な
い
し
、
し
か
も
幸
福

な
結
末
を
常
套
と
す
る
人
情
本
の
性
質
上
、
必
ず
治
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、『
風

邪
ご
ゝ
ち
』
ほ
ど
死
が
不
可
避
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
は
い
な
い
。
こ
う
し
た

『
風
邪
ご
ゝ
ち
』
の
肺
病
と
死
の
予
感
に
つ
い
て
は
、『
風
邪
ご
ゝ
ち
』
の
執
筆
時

期（
7
）と
重
な
る
よ
う
に
連
載
さ
れ
て
い
た
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ
ー
作
森
鷗
外
訳
『
み

れ
ん
』（8
）
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
は
、主
人
公
の
「
フ
エ
リ
ツ
ク
ス
」

が
肺
病
に
よ
っ
て
余
命
一
年
と
宣
告
さ
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
の
間
を
書
い
て
い

る
。
近
い
将
来
の
死
を
つ
き
つ
け
ら
れ
た
「
フ
エ
リ
ツ
ク
ス
」
と
、
恋
人
で
彼
を
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看
護
す
る「
マ
リ
イ
」の
心
理
が
克
明
に
描
出
さ
れ
て
い
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。『
風

邪
ご
ゝ
ち
』
と
は
、
肺
病
、
近
い
将
来
の
死
の
気
配
、
男
女
一
対
の
構
図
、
そ
の

中
で
の
二
人
の
心
理
の
動
き
を
描
い
て
い
る
こ
と
な
ど
の
点
で
類
似
し
て
い
る
。

肺
病
は
明
治
文
学
に
あ
り
ふ
れ
た
素
材
で
あ
り
、
一
概
に
『
み
れ
ん
』
か
ら
摂
取

し
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
が
、
た
と
え
ば
広
津
柳
浪
『
残
菊
』（
明
治
二
十
二
年

十
月『
新
著
百
種
』）は
肺
病
を
患
っ
た
お
香
の
回
想
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
お
り
、

お
香
の
他
に
も
そ
の
母
、
娘
の
お
蝶
と
そ
の
乳
母
、
従
姉
妹
の
お
花
な
ど
が
登
場

し
、
家
族
の
中
に
お
け
る
肺
病
患
者
と
い
う
構
図
を
持
つ
。
ま
た
徳
富
蘆
花
『
不

如
帰
』（
明
治
三
十
一
年
十
一
月
二
十
九
日
〜
三
十
二
年
五
月
二
十
四
日
『
国
民

新
聞
』）
は
肺
病
の
妻
と
彼
女
を
愛
す
る
夫
が
、
姑
を
は
じ
め
と
す
る
多
様
な
登

場
人
物
と
交
渉
を
持
っ
て
い
る
点
で
作
品
世
界
が
広
が
り
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の

点
で
『
風
邪
ご
ゝ
ち
』
や
『
み
れ
ん
』
に
お
け
る
相
愛
の
男
女
に
限
定
さ
れ
た
構

図
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
寄
り
添
う
人
間
の
心
情
ま
で
詳
細
に
描
い
て
い

る
点
で
は
、『
み
れ
ん
』
が
も
っ
と
も
『
風
邪
ご
ゝ
ち
』
に
近
い
。

荷
風
は『
み
れ
ん
』に
つ
い
て『
文
芸
読
む
が
ま
ゝ
』（
明
治
四
十
五
年
九
月『
三

田
文
学
』）
で
言
及
し
て
い
る
し
、「
此
書
〔『
み
れ
ん
』
を
指
す
〕
い
く
た
び
読

み
て
も
面
白
し
是
も
亦
流
石
は
世
界
の
名
著
と
し
て
知
ら
れ
た
る
も
の
な
り
」

（『
毎
月
見
聞
録
』
大
正
五
年
十
二
月
五
日
の
条
、
大
正
六
年
一
月
『
文
明
』）
と

高
く
評
価
し
て
い
た
。

『
み
れ
ん
』
の
影
響
は
、
本
作
が
『
梅
暦
の
ご
と
き
』
か
ら
『
風
邪
ご
ゝ
ち
』

へ
と
改
題
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、ひ
と
つ
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
。『
風
邪
ご
ゝ

ち
』
に
は
原
構
想
と
い
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
が
、『
み
れ
ん
』
の
摂
取
に
よ
っ

て
構
想
が
変
化
し
、
現
在
の
形
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。『
み
れ
ん
』
の
摂
取

に
よ
っ
て
起
き
た
力
点
の
変
化
が
、
改
題
を
促
し
た
の
で
は
な
い
か
。
荷
風
の
執

筆
中
『
み
れ
ん
』
は
連
載
中
だ
っ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
が
発
表
済
み
だ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
た
と
え
ば
『
み
れ
ん
』
全
五
十
五
回
中
、
二
月
一
日
の
朝
刊
に
第
二
十
五

回
が
、
二
月
二
十
五
日
の
朝
刊
に
は
第
四
十
五
回
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
二
月

二
十
五
日
印
刷
納
本
の
『
中
央
公
論
』
三
月
号
『
編
輯
だ
よ
り
』
に
よ
れ
ば
、
こ

の
時
点
で
荷
風
は
ま
だ
脱
稿
し
て
い
な
い
。

す
な
わ
ち
、
原
構
想
か
ら
脱
稿
ま
で
の
間
に
、
増
吉
の
肺
病
と
死
の
予
感
の
強

調
と
い
う
構
想
の
変
化
が
あ
り
、
そ
の
契
機
と
し
て
『
み
れ
ん
』
が
位
置
づ
け
ら

れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（
9
）。

以
上
、
六
つ
の
共
通
点
を
挙
げ
た
。
①
②
の
主
要
な
類
似
点
に
比
べ
る
と
、
③

④
⑤
⑥
の
類
似
は
細
か
く
、小
説
と
し
て
は
一
般
的
な
も
の
も
含
む
の
で
、『
梅
暦
』

か
ら
積
極
的
に
摂
取
し
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
し
か
し
重
要
な
の
は
こ
う
し
た

モ
チ
ー
フ
が
す
で
に
『
梅
暦
』
に
存
在
し
、
そ
れ
ら
が
揃
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
『
梅
暦
』
の
雰
囲
気
を
醸
成
し
よ
う
と
い
う
荷
風
の
構
成

意
識
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
方
、
本
作
二
章
と
三
章
前
半
で
中
心
と
な
る
「
男
」
の
語
り
は
、『
梅
暦
』

に
は
見
ら
れ
な
い
要
素
で
あ
る
が
、
本
作
の
重
要
な
柱
と
な
っ
て
い
る
。『
梅
暦
』

に
お
い
て
丹
次
郎
は
自
ら
の
現
状
に
つ
い
て
の
内
省
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
も
当

然
で
、
丹
次
郎
の
濡
れ
衣
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
落
魄
は
鬼
兵
衛
の
陰
謀
に
よ
る

も
の
で
あ
り
、自
ら
の
選
択
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

本
作
の
「
男
」
は
『
梅
暦
』
の
枠
組
み
か
ら
逸
脱
し
た
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、「
男
」
の
内
省
が
語
る
の
は
、
自
ら
の
こ
と
に
集
中
し
て
い
る
。
増
吉

が
自
前
に
な
る
時
、「
恋
の
為
め
な
ら
命
を
す
て
ゝ
も
惜
し
く
は
な
い
」と
言
っ
て
、
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増
吉
を
し
て
「
一
夜
を
涙
に
明
す
ほ
ど
嬉
し
く
」
さ
せ
た
、
ま
さ
し
く
丹
次
郎
ら

し
い
ふ
る
ま
い
と
は
隔
た
り
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
っ
と
も
、
増
吉
を
心
配

す
る
様
子
や
末
尾
の
一
文
か
ら
、「
男
」
の
そ
う
し
た
言
動
が
全
く
の
嘘
で
あ
っ

た
と
も
思
わ
れ
な
い
。
重
要
な
の
は
、
丹
次
郎
か
ら
隔
た
っ
た
、
増
吉
も
知
り
得

な
い
内
面
を
「
男
」
が
持
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

そ
う
し
た
『
梅
暦
』
に
見
ら
れ
な
い
「
男
」
の
内
省
は
、
何
を
描
き
出
し
て
い

る
の
か
。
そ
れ
は
、
理
想
的
芸
者
と
そ
の
真
摯
な
恋
愛
と
い
う
『
梅
暦
』
の
テ
ー

マ
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
。
以
下
で
は
、「
男
」
の
語
り
に
つ
い
て
検
討

し
て
い
き
た
い
。

三

増
吉
が
出
て
行
っ
た
後
、「
男
」
は
『
梅
暦
』
に
注
い
で
い
た
視
線
を
、
二
階

と
い
う
空
間
へ
と
向
け
る
。

男
は
仕
様
事
の
な
い
退
屈
し
き
つ
た
身
体
を
如
何
に
も
持
扱
ひ
か
ね
る
と
云

ふ
や
う
に
起
き
直
ら
し
て
、
再
び
置
炬
燵
の
上
に
梅
暦
を
開
い
た
が
、
も
う

挿
絵
を
見
る
の
で
も
な
く
、
唯
だ
茫
然
と
電
燈
の
光
に
照
ら
さ
れ
た
乱
雑
な

二
階
の
身
の
ま
は
り
を
眺
め
る
の
で
あ
つ
た
。

一
章
に
お
い
て
も
「
梯
子
段
」
を
行
き
来
す
る
下
女
や
増
吉
、
箱
屋
の
存
在
に

よ
っ
て
作
品
の
舞
台
が
二
階
で
あ
る
こ
と
は
示
さ
れ
て
い
る
が
、
増
吉
が
出
て
い

く
こ
と
を
契
機
と
し
て
二
階
と
い
う
空
間
そ
の
も
の
が
前
景
化
さ
れ
る
。

〈
二
階
〉
は
作
品
を
通
じ
て
「
男
」
に
焦
点
化
さ
れ
た
語
り
に
よ
っ
て
描
写
さ

れ
る
。
増
吉
の
仕
度
を
眺
め
た
り
、
増
吉
が
出
て
行
っ
た
後
で
部
屋
の
中
を
二
度

も
眺
め
た
り
す
る
の
は
そ
の
端
的
な
例
で
あ
る
。
ま
た
、〈
二
階
〉
の
出
入
り
口

で
あ
る
梯
子
段
よ
り
先
は
ほ
と
ん
ど
描
写
さ
れ
な
い
。
増
吉
や
下
女
、
箱
屋
が
視

覚
に
即
し
て
描
写
さ
れ
る
の
は
〈
二
階
〉
に
上
が
っ
て
き
た
と
き
の
み
で
あ
る
。

こ
の
〈
二
階
〉
と
は
対
照
的
に
、
物
音
や
声
の
描
写
を
通
じ
て
〈
外
〉
の
存
在

が
示
さ
れ
る
。
こ
れ
は
芸
者
屋
の
外
だ
け
で
な
く
、
芸
者
屋
の
一
階
も
含
め
た
空

間
、
す
な
わ
ち
〈
二
階
〉
以
外
で
あ
る
。
こ
の
〈
外
〉
は
す
べ
て
音
に
よ
っ
て
存

在
が
示
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
外
に
は
日
暮
を
急
ぐ
下
駄
の
音
。
人
力
車
の
鈴
、

羅
宇
屋
の
ピ
ー
〳
〵
、
歯
入
屋
の
鼓
の
音
」
と
い
う
の
は
屋
外
の
音
で
あ
る
し
、

一
階
に
つ
い
て
は
、「
格
子
戸
の
あ
く
音
」
や
電
話
の
音
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
存

在
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
男
」
に
焦
点
化
し
て
〈
二
階
〉
以
外
を
視
覚
的

に
描
写
し
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
音
を
通
じ
て
〈
外
〉
の
存
在
を
示
す
こ
と
で
、〈
二

階
〉
は
〈
外
〉
と
差
異
化
さ
れ
る
。

物
売
り
の
声
が
『
梅
暦
』
に
先
例
の
あ
る
こ
と
は
指
摘
し
た
。『
風
邪
ご
ゝ
ち
』

で
は
電
話
、
自
動
車
の
響
き
と
い
っ
た
も
の
ま
で
作
中
に
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、

新
橋
花
街
と
い
う
場
を
間
接
的
に
描
写
し
、
作
品
世
界
に
奥
行
き
を
持
た
せ
て
い

る
。
そ
う
し
た
音
は
、
そ
こ
に
生
き
る
人
々
の
活
動
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
も
の
で

あ
り
、
彼
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
具
象
化
し
た
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
音
を
立

て
な
い
「
男
」
に
欠
如
し
た
も
の
で
あ
り
、「
男
」
の
活
動
の
欠
落
を
浮
き
彫
り

に
す
る
。

〈
二
階
〉に
お
い
て
、例
外
的
に
音
を
立
て
る
の
は
増
吉
で
あ
る
。「
此
方
は
折
々

ぢ
れ
つ
た
さ
う
な
舌
打
の
響
に
つ
れ
て
、
明
放
し
た
鏡
台
の
曳
出
し
の
幾
個
と
知
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れ
ぬ
櫛
や
毛
筋
棒
の
中
か
ら
気
に
入
つ
た
の
を
取
り
出
さ
う
と
す
る
手
荒
な
物

音
」「
増
吉
は
下
女
に
命
じ
な
が
ら
音
高
く
鏡
台
の
曳
出
を
閉
め
る
と
共
に
、
白

粉
の
こ
ぼ
れ
た
寝
衣
の
膝
を
ば
た
〳
〵
と
払
ひ
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
、
増
吉
が
〈
外
〉
の
人
間
で
も
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
そ
の
点
で

〈
二
階
〉
を
下
り
な
い
「
男
」
と
は
対
照
的
と
言
え
る
。
こ
れ
は
下
女
や
箱
屋
も

同
様
で
あ
る
。
彼
ら
は
自
在
に
〈
二
階
〉
と
〈
外
〉
を
往
来
す
る
。
一
方
、「
男
」

は
往
来
が
不
可
能
で
は
な
い
も
の
の
、
下
に
降
り
よ
う
と
し
て
た
め
ら
っ
た
り
、

銀
座
の
大
通
り
の
「
空
気
の
荒
々
し
さ
堪
へ
得
」
ず
に
〈
二
階
〉
へ
逃
げ
込
む
。

こ
の
よ
う
に
、ま
ず
作
品
の
枠
組
み
と
し
て
、〈
二
階
〉
と
〈
外
〉
の
差
異
が
あ
り
、

そ
れ
は
増
吉
を
は
じ
め
と
す
る
他
者
か
ら
「
男
」
を
差
異
化
し
て
い
く
、
そ
う
し

た
構
造
が
見
て
取
れ
る
。

で
は
「
男
」
は
〈
二
階
〉
に
留
ま
る
自
己
を
、
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
の

か
。
一
見
す
る
と
、
満
足
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
そ
う
言
い
切
っ
て
よ

い
の
で
あ
ろ
う
か
。

会
社
の
人
達
が
蟻
の
や
う
に
働
い
て
、
明
け
て
も
暮
れ
て
も
、
月
給
と
賞
与

金
と
の
増
額
を
の
み
夢
み
つ
ゞ
け
る
の
も
、
其
の
最
終
の
目
的
は
栄
華
と
安

楽
に
耽
り
た
い
と
云
ふ
に
過
ぎ
な
い
。
詩
人
で
も
な
く
仙
人
で
も
な
い
吾
々

の
安
楽
栄
華
と
は
、
つ
ま
る
処
美
衣
と
美
食
と
美
人
と
に
囲
繞
さ
れ
た
い
事

を
意
味
す
る
の
で
あ
ら
う
。
然
り
と
す
れ
ば
、
自
分
は
社
会
的
名
誉
を
抛な
げ
すて

た
報
酬
と
し
て
は
已
に
業す
で

に
余
り
あ
る
程
の
安
楽
を
得
て
ゐ
る
で
は
な
い

か
。
惜
し
む
事
は
無
い
、
悔
る
事
は
更
に
な
い
…
…
…

こ
こ
で
「
男
」
は
現
在
の
境
遇
が
、
さ
も
合
理
的
な
選
択
で
あ
る
か
の
よ
う
な

論
理
を
展
開
す
る
。
し
か
し
そ
の
前
で
「
か
う
ま
で
に
持
ち
崩
し
て
し
ま
つ
た
現

在
の
身
体
で
は
、
唯
で
さ
へ
根
気
の
続
か
な
か
つ
た
勤
勉
な
生
活
抔な

ぞ

に
は
到
底
復

帰
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
戻
る
こ
と
の
不
可

能
性
を
自
覚
し
て
い
る
。こ
の
論
理
は
そ
の
自
覚
の
上
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。

否
が
応
で
も
現
状
に
満
足
す
る
し
か
な
い
。
さ
も
な
い
と
、
そ
こ
で
社
会
復
帰
を

望
ん
で
も
、
そ
の
不
可
能
性
を
自
覚
し
て
い
る
以
上
、
葛
藤
を
生
む
だ
け
で
あ
る
。

結
論
が
決
ま
っ
て
い
る
が
故
に
逆
算
的
で
あ
り
、
金
銭
的
な
評
価
軸
に
限
定
し
よ

う
と
す
る
偏
り
を
含
ん
で
い
る
。「
会
社
の
人
達
」
の
目
的
は
「
月
給
と
賞
与
金

の
増
額
」
の
み
で
あ
り
、
そ
の
「
安
楽
栄
華
」
は
「
美
衣
と
美
食
と
美
人
と
に
囲

繞
さ
れ
」
る
こ
と
と
い
う
。
し
か
し
「
栄
華
」
を
「
社
会
的
名
誉
」
と
言
い
換
え

て
い
る
こ
と
か
ら
、
金
銭
的
な
評
価
軸
か
ら
は
み
出
す
も
の
、
た
と
え
ば
権
力
や

名
望
と
い
っ
た
も
の
も
求
め
る
も
の
に
含
意
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。「
男
」
の

論
理
は
そ
う
し
た
要
素
を
排
除
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
論
理
は
、
現
在
の
自
己
の

立
ち
位
置
を
肯
定
し
た
い
「
男
」
の
欲
望
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
し
か
し
一
方
で

「
男
」
は
、
花
柳
界
の
住
人
と
し
て
の
現
状
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
。

男
は
家
の
下
女
か
ら
ま
で
、
そ
ん
な
商
売
の
お
座
敷
に
関
す
る
相
談
な
ぞ
仕

掛
け
ら
れ
た
く
な
い
と
云
ふ
心
の
苦
痛
を
、
眉
の
間
の
皺
に
現
は
さ
ず
に
は

居
ら
れ
な
か
つ
た
。
自
分
よ
り
外
に
は
誰
も
ゐ
な
い
二
階
の
中
な
が
ら
も
、

猶
人
に
見
ら
れ
は
せ
ぬ
か
と
い
ふ
や
う
に
、
其
の
顔
を
さ
へ
あ
ら
ぬ
方
に
外

向
け
さ
し
た
。
下
女
は
増
吉
が
お
座
敷
へ
出
た
留
守
に
起
る
家
業
の
用
事
や

掛
引
の
少
し
込
み
入
つ
て
来
る
場
合
に
は
、
其
の
挨
拶
や
返
事
の
し
や
う
を
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ば
、「
旦
那
々
々
。」
と
云
つ
て
は
何
時
と
し
も
な
く
男
に
相
談
し
か
け
る
の

も
、
思
へ
ば
既
に
久
し
い
以
前
か
ら
の
事
で
あ
る
の
だ
。
実
は
男
も
最
初
は

面
白
半
分
に
増
吉
が
稼
ぐ
玉
帳
の
総
高
を
算
盤
に
は
じ
い
て
見
る
や
う
な
事

も
無
い
で
は
な
か
つ
た
が
、
い
ざ
全
く
の
無
職
業
の
身
と
な
つ
て
、
二
階
に

ご
ろ
〴
〵
し
て
ゐ
る
よ
り
外
に
は
仕
様
の
な
い
現
在
に
至
つ
て
は
、
時
に
触

れ
物
に
感
ず
る
折
々
、
云
ふ
に
云
は
れ
な
い
慚
愧
と
苦
痛
の
念
に
迫せ

め
ら
れ

て
な
ら
ぬ
事
が
あ
る
。

「
最
初
は
面
白
半
分
に
増
吉
が
稼
ぐ
玉
帳
の
総
高
を
算
盤
に
は
じ
い
て
見
る
や

う
な
事
も
無
い
で
は
な
か
つ
た
」
が
、
今
は
「
全
く
の
無
職
業
の
身
」、
す
な
わ

ち
そ
う
し
た
芸
者
屋
の
主
人
と
し
て
の
業
務
も
放
棄
し
て
い
る
。
無
論
、「
面
白

半
分
」
と
あ
る
の
で
、「
男
」
に
と
っ
て
の
芸
者
屋
の
主
人
を
丸
の
内
の
会
社
員

と
同
じ
重
さ
に
見
な
す
わ
け
に
は
い
か
な
い（
10
）。
し
か
し
重
要
な
の
は
、
会
社

勤
め
に
象
徴
さ
れ
る
正
当
な
る
社
会
か
ら
脱
落
し
て
、
花
柳
界
で
生
き
て
い
く
こ

と
を
選
択
し
た
は
ず
な
の
に
、
そ
う
し
た
自
分
を
肯
定
で
き
ず
「
慚
愧
と
苦
痛
の

念
」
を
抱
い
て
い
る
「
男
」
の
自
己
認
識
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
男
」
の
「
慚
愧

と
苦
痛
の
念
」
は
何
に
対
し
て
感
じ
て
い
る
も
の
な
の
か
。
そ
れ
は
自
ら
の
〈
家
〉

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

近
所
の
女
達
か
ら
兄
さ
ん
と
も
旦
那
と
も
或
は
単
に
進
さ
ん
な
ぞ
と
も
呼
ば

れ
ず
に
、
歴
と
し
た
祖
先
の
姓
を
名
乗
つ
て
丸
の
内
の
会
社
へ
通
勤
し
て
い

た
時
分
に
は
、

会
社
へ
通
勤
し
て
い
た
事
実
に
対
し
、「
祖
先
の
姓
を
名
乗
つ
て
」
と
修
飾
し
、

更
に
「
歴
と
し
た
」
と
わ
ざ
わ
ざ
強
調
す
る
語
り
に
は
、〈
家
〉
に
対
す
る
敬
意

が
見
て
取
れ
る
。
し
か
し
今
は
、
そ
う
し
た
「
祖
先
の
姓
」
が
さ
ほ
ど
の
意
味
を

持
た
な
い
境
遇
、
す
な
わ
ち
「
兄
さ
ん
」「
旦
那
」「
進
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う

な
花
柳
界
に
い
る
。「
男
」
は
〈
家
〉
を
意
識
し
て
い
る
が
故
に
、
そ
れ
を
放
擲

し
た
現
在
の
境
遇
に
引
け
目
を
感
じ
る
。
こ
の
引
け
目
は
、「
男
」
の
母
に
対
す

る
感
情
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

猶
其
れ
よ
り
も
一
層
避
け
た
く
思
ふ
の
は
、
薄
い
隣
り
の
壁
越
し
に
絶
間
な

く
聞
え
る
年
寄
つ
た
煎
餅
屋
の
老
母
の
咳せ

き嗽
の
声
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
と
い

ふ
こ
と
な
し
に
男
の
不
身
持
を
嘆
い
て
ゐ
る
自
分
の
母
親
の
事
を
思
い
出
さ

せ
て
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
男
」
の
〈
家
〉
へ
の
引
け
目
が
示
唆
さ
れ
る
一
方
、そ
の
〈
家
〉

の
具
体
的
な
像
は
全
く
描
か
れ
な
い
。
た
と
え
ば
長
田
幹
彦
の
『
木
屋
町
夜
話
』

（『
鴨
川
情
話
』
大
正
四
年
十
月
新
潮
社
）
は
、
全
く
遊
び
を
知
ら
な
か
っ
た
美
男

子
で
京
都
の
四
条
烏
丸
の
資
産
家
の
息
子
が
、
芸
子
遊
び
を
覚
え
て
放
蕩
し
た
揚

げ
句
に
、
母
の
不
倫
相
手
の
横
領
も
重
な
っ
て
破
産
し
、
上
海
へ
渡
っ
た
後
行
方

不
明
と
な
る
物
語
だ
が
、
こ
こ
で
は
資
産
家
の
金
満
ぶ
り
が
前
半
で
強
調
さ
れ
る

こ
と
で
、
後
半
の
零
落
の
悲
哀
の
効
果
を
高
め
て
い
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、『
風

邪
ご
ゝ
ち
』
は
や
や
零
落
の
落
差
が
不
明
瞭
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
、『
風
邪
ご
ゝ

ち
』
の
落
差
は
家
の
資
産
の
具
合
で
は
な
く
、
会
社
員
と
い
う
正
当
な
社
会
の
存

在
で
あ
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
生
活
に
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全
く
困
ら
な
い
ほ
ど
の
資
産
家
が
零
落
し
た
と
い
う
の
は
、
物
質
的
窮
乏
を
感
じ

さ
せ
る
の
に
対
し
、『
風
邪
ご
ゝ
ち
』で
は
立
身
出
世
主
義
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、

人
間
と
し
て
正
当
と
み
な
さ
れ
た
生
き
方
を
外
れ
た
こ
と
に
零
落
の
焦
点
を
当
て

た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
と
、〈
家
〉の
資
産
の
程
度
を
示
す
こ
と
よ
り
も
、

会
社
員
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
た
方
が
効
果
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
〈
家
〉
へ
の
引
け
目
を
振
り
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
男
」
は
、

芸
者
屋
の
主
人
と
し
て
花
柳
界
で
生
き
て
い
く
こ
と
も
選
べ
な
い
、
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
拠
り
所
を
喪
失
し
た
状
態
に
あ
る
。

四

今
一
度
〈
二
階
〉
の
問
題
に
立
ち
戻
っ
て
、「
男
」
と
増
吉
と
の
関
係
を
考
え

て
み
よ
う
。「
勇
ま
し
さ
」「
生
活
と
の
奮
闘
力
」
と
い
う
二
つ
の
点
に
お
い
て
、

二
人
が
対
照
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
い
。

こ
の
快
感
〔
女
の
衣
服
か
ら
感
じ
ら
れ
る
快
感
を
指
す
〕
と
同
時
に
古
び
た

家
か
ら
感
じ
ら
れ
る
彼
の
哀
傷
と
は
、
常
に
相
混
和
し
て
、
遂
に
〳
〵
今
あ

る
如
く
に
男
の
良
心
と
、
男
が
誰
で
も
持
つ
て
ゐ
る
生
活
に
対
す
る
固
有
の

奮
闘
力
を
根
柢
か
ら
麻
痺
さ
せ
て
し
ま
つ
た
の
で
、

こ
こ
で
言
う
「
生
活
」
と
は
、経
済
活
動
と
密
接
に
つ
な
が
っ
た
も
の
で
あ
り
、

「
男
」
が
放
擲
し
た
会
社
員
と
し
て
の
「
規
則
正
し
い
生
活
」「
勤
勉
な
生
活
」
と

同
様
の
も
の
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
は
、職
業
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

〈
外
〉
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
種
々
の
音
も
、
新
橋
に
生
き
る
人
々
の
職
業
を
示
す

も
の
が
多
か
っ
た
こ
と
を
想
起
し
た
い
。

ま
た
「
奮
闘
力
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
生
活
」
は
闘
争
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

類
例
と
し
て
、『
冷
笑
』（
明
治
四
十
二
年
十
二
月
十
三
日
〜
明
治
四
十
三
年
二
月

二
十
八
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』）
に
は
「
い
よ
〳
〵
食
へ
な
く
な
れ
ば
車
で
も
引

く
だ
ら
う
、
盗
賊
に
で
も
な
る
だ
ら
う
。
車
を
引
く
の
が
不
名
誉
で
は
な
い
。
勇

敢
に
生
活
と
奮
闘
す
る
の
だ
」
と
あ
る
。
こ
の
「
生
活
」
と
「
勇
敢
」「
奮
闘
」

の
結
び
つ
け
は
、『
風
邪
ご
ゝ
ち
』
の
別
の
箇
所
で
も
見
て
取
れ
る
。「
男
」
が
会

社
員
と
し
て
の
生
活
に
対
し
て
感
じ
て
い
る
、
今
は
失
っ
て
し
ま
っ
た
「
規
則
正

し
い
生
活
の
活
気
あ
る
勇
し
さ
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

一
方
で
、
増
吉
は
「
勇
ま
し
」
さ
を
持
っ
た
存
在
と
し
て
、「
武
智
十
次
郎
」

に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
。

芸
者
が
お
座
敷
と
い
ふ
一
声
に
、
病
を
冒
し
て
新
粧
を
凝
ら
し
、
勇
ま
し
く

も
出
立
つ
て
行
く
時
の
様
子
は
、
恰
も
遠
寄
せ
の
陣
太
鼓
に
恋
も
涙
も
抛
つ

て
、
武
智
重
次
郎
の
や
う
な
花
武
者
が
、
緋
縅
の
鎧
美
々
し
く
出
陣
す
る
、

そ
の
後
姿
を
見
送
る
や
う
な
悲
哀
を
催
さ
せ
る
も
の
だ
…
…
…
と
思
つ
た
。

こ
の
「
武
智
重
次
郎
」
と
は
、『
絵
本
太
功
記
』
に
登
場
す
る
「
武
智
十
次
郎
」

の
こ
と
で
あ
ろ
う（
11
）。
浄
瑠
璃
『
絵
本
太
功
記
』
は
、
近
松
柳
・
近
松
湖
水
軒
・

近
松
千
葉
軒
合
作
。
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
初
演
。
そ
の
翌
年
に
『
恵
宝
太

功
記
』
と
し
て
歌
舞
伎
化
さ
れ
た
。
明
智
光
秀
（
作
中
で
は
武
智
光
秀
）
を
主
人

公
と
し
て
、
光
秀
が
信
長
に
反
逆
し
て
か
ら
討
た
れ
る
ま
で
の
十
三
日
間
を
描
く
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も
の
で
、
十
次
郎
は
光
秀
の
息
子
で
あ
る
。
明
治
期
の
東
京
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
毎

年
の
よ
う
に
上
演
さ
れ
、
現
代
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
上
演
さ
れ
る
。
十
次
郎
に

関
わ
る
部
分
の
梗
概
は
次
の
通
り
。

〔
主
君
を
殺
し
た
光
秀
を
恥
じ
て
〕
尼
ヶ
崎
に
閑
居
す
る
皐
月
〔
光
秀
の
母
〕

の
許
に
、
光
秀
の
妻
操
、
十
次
郎
の
許
嫁
の
初
菊
が
見
舞
に
来
る
。
十
次
郎

も
出
陣
の
願
い
に
来
て
、皐
月
の
計
ら
い
で
初
菊
と
祝
言
し
て
出
陣
。〔
中
略
〕

十
次
郎
も
重
傷
を
負
っ
て
立
帰
り
味
方
の
敗
戦
を
伝
え
て
死
ぬ
。〔
後
略
〕（
菊

池
明
執
筆
「
絵
本
太
功
記
」『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
第
一
巻
昭
和

五
十
八
年
十
月
岩
波
書
店
）

先
に
掲
げ
た
一
節
は
、
こ
の
『
絵
本
太
功
記
』
十
段
目
を
踏
ま
え
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
以
下
歌
舞
伎
『
絵
本
太
功
記
』
に
即
し
て
検
討
す
る（
12
）。

一
点
目
は
恋
人
の
存
在
で
あ
る
。
武
智
十
次
郎
に
は
許
嫁
の
初
菊
が
お
り
、
死

を
覚
悟
し
た
初
陣
の
直
前
に
、
祖
母
の
勧
め
で
祝
言
を
あ
げ
る
。
し
か
し
こ
れ
は

十
次
郎
の
意
に
添
わ
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
死
を
覚
悟
し
た
出
陣
を
前
に
し
て
「
ま

だ
祝
言
の
盃
を
、
せ
ぬ
が
互
い
の
身
の
仕
合
わ
せ
。
わ
し
が
事
は
思
い
切
り
、
他

家
へ
縁
附
き
し
て
下
さ
れ
」（
引
用
は
『
名
作
歌
舞
伎
全
集　

五   

丸
本
時
代
物

集
四
』
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
東
京
創
元
社
所
収
の
本
文
に
よ
る
）
と
い
う
台
詞

の
通
り
、
十
次
郎
は
武
士
と
し
て
の
責
務
と
恋
愛
と
の
葛
藤
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。初

菊
の
存
在
は
『
風
邪
ご
ゝ
ち
』
の
「
男
」
の
位
置
付
け
に
類
似
す
る
。
と
い

う
の
も
、
両
者
は
と
も
に
恋
人
に
先
立
た
れ
る
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。「
増
吉
が

先
き
に
死
ん
で
自
分
ば
か
り
が
無
病
息
災
で
後
に
残
さ
れ
た
ら
其
れ
こ
そ
見
じ
め

な
も
の
だ
と
気
遣
は
ず
に
ゐ
ら
れ
な
い
」
と
『
風
邪
ご
ゝ
ち
』
の
「
男
」
は
増
吉

に
先
立
た
れ
る
可
能
性
を
意
識
し
て
い
る
。「
男
」
の
感
じ
て
い
る
「
悲
哀
」
は

増
吉
の
身
の
上
を
思
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
周
辺
の
自
分
の
身
を
も
含
め
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。『
絵
本
太
功
記
』
で
は
、
十
次
郎
の
死
に
初
菊
を
含
む
家
族

一
同
が
慟
哭
す
る
場
面
が
あ
る
。

二
点
目
は
死
の
覚
悟
で
あ
る
。「
十
次
郎
が
討
死
は
予
て
の
覚
悟
」
と
い
う
台

詞
の
通
り
、
十
次
郎
は
死
を
覚
悟
し
て
出
陣
し
て
い
る
。

増
吉
も
、
肺
病
に
よ
っ
て
自
ら
の
死
を
意
識
し
て
日
々
を
生
き
て
い
る
。「
も

う
後
何
年
生
き
ら
れ
る
ん
で
せ
う
」
と
い
う
増
吉
の
言
葉
が
引
き
起
こ
す
「
差
向

ひ
の
傷
し
い
沈
黙
は
、
日
に
一
度
か
二
度
は
必
ず
二
人
の
間
に
襲
ひ
か
ゝ
つ
て
来

る
」
と
あ
り
、
増
吉
の
死
を
意
識
す
る
や
り
取
り
が
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
増
吉
の
死
を
意
識
す
る
姿
勢
は
、
死
が
ま
だ
差
し
迫
っ
た
も
の
で
は
な
い

た
め
、
十
次
郎
の
覚
悟
と
は
強
度
に
差
が
あ
る
。
こ
の
相
違
点
に
つ
い
て
は
後
述

す
る
。

増
吉
と
武
智
十
次
郎
に
つ
い
て
、
男
女
を
逆
転
さ
せ
て
見
立
て
た
の
は
、「
男
」

と
増
吉
の
対
照
性
を
暗
示
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。「
男
が
誰
で
も
持
つ
て
ゐ
る
生

活
に
対
す
る
固
有
の
奮
闘
力
」
と
い
う
語
り
の
「
固
有
の
」
を
〈
男
に
特
有
の
〉

と
解
釈
す
れ
ば
、
増
吉
は
女
で
あ
り
な
が
ら
そ
う
し
た
男
の
力
を
持
っ
て
い
る
こ

と
が
強
調
さ
れ
る
。
ま
た
、
増
吉
の
仕
度
の
描
写
に
、
力
強
さ
を
強
調
す
る
語
彙

が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
着
目
し
た
い
。「
あ
る
か
ぎ
り
の
全
身
の
魂
と
精

力
と
を
鏡
の
中
に
打
込
ん
で
」「
電
光
石
火
の
如
く
」「
髪
の
毛
は
根
本
か
ら
も
抜

け
落
ち
よ
と
ば
か
り
、
力
任
せ
に
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
「
男
」
と
増
吉
の
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「
勇
ま
し
さ
」、「
生
活
に
対
す
る
奮
闘
力
」
に
関
す
る
対
照
性
を
支
え
る
役
割
を

担
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
本
作
は
い
く
つ
も
の
点
で
、「
男
」
と
増
吉
を
対
照
的
な
存
在
と

し
て
描
い
て
い
る
。『
梅
暦
』の
米
八
を
思
わ
せ
る
江
戸
的
な
俤
を
持
っ
た
増
吉
と
、

丸
の
内
の
会
社
勤
め
と
い
う
現
代
人
の
一
類
型
た
る
「
男
」。
生
活
と
戦
う
勇
ま

し
さ
を
持
っ
た
増
吉
と
、
そ
れ
を
喪
失
し
た
「
男
」、
花
柳
界
に
生
き
る
芸
者
と

し
て
「
意
地
」
を
持
っ
て
い
る
増
吉
と
、
正
当
な
る
社
会
に
も
花
柳
界
に
も
居
場

所
を
見
出
せ
な
い
「
男
」。
親
に
対
す
る
態
度
も
同
様
で
あ
る
。
増
吉
は
父
親
に

仕
送
り
す
る
た
め
に
病
気
を
お
し
て
座
敷
勤
め
に
出
る
。
し
か
し
「
男
」
は
、
母

親
に
不
身
持
ち
を
嘆
か
れ
る
。こ
の
よ
う
に
二
人
は
対
照
的
な
存
在
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
第
一
章
で
も
、
視
線
に
着
目
す
る
こ
と
で
二
人
の
す
れ
違
い
が
看
取
さ

れ
る
。「

ほ
ん
と
う
ね
。
去
年
か
ら
見
る
と
ま
た
痩
せ
た
事
よ
。
も
う
後
何
年
位
生

き
ら
れ
る
ん
で
せ
う
。」
／
女
は
気
味
悪
い
ほ
ど
沈お
ち
つ着
い
た
調
子
で
云
つ
た

が
、
男
は
最
早
そ
れ
に
は
答
へ
な
か
つ
た
。
そ
し
て
女
の
視
線
か
ら
避
け
る

や
う
に
置
炬
燵
の
上
な
る
梅
暦
を
開
閉
ぢ
し
つ
ゝ
、
処
々
の
挿
絵
を
さ
が
し

て
眺
め
て
ゐ
た
。

増
吉
は
黙
つ
て
ゐ
る
男
の
顔
を
覗
き
込
む
や
う
に
、
炬
燵
の
上
に
前
身
を
の

し
か
け
た
後
、
退マ

マ儀
ら
し
く
立
上
つ
た
。
長
ら
く
此
の
社
会
に
沈
倫マ
マ

し
て
ゐ

る
男
は
、
芸
者
と
云
ふ
も
の
が
お
座
敷
の
掛
つ
た
其
時
に
抱
く
一
種
特
別
の

感
情
を
ば
飽
く
ま
で
も
よ
く
了
解
し
て
ゐ
る
の
で
、
其
の
眼
は
依
然
と
し
て

梅
暦
の
挿
絵
を
眺
め
た
ま
ゝ
な
が
ら
、
独ひ

と
り
ご
と言の
や
う
に
、

男
は
電
話
を
掛
終
つ
た
下
女
が
姐ね
え

さ
ん
の
長
襦
袢
を
炬
燵
へ
か
け
に
来
る
の

を
機し

ほ会
に
、
少
し
後
じ
さ
り
に
後う
し
ろ方
の
壁
に
背
を
よ
せ
か
け
、
半
ば
感
嘆
に

半
ば
傷
し
さ
に
堪
へ
ぬ
様
な
目ま
な
ざ
し容
で
弱
々
し
い
撫な
ぜ
が
た肩
に
貝
殻
骨
の
痩
立
つ
て

見
え
る
後
か
ら
、
そ
の
化
粧
す
る
さ
ま
を
ば
ぢ
つ
と
打う
ち

目ま

戍も

つ
た
。

「
男
」
は
増
吉
と
目
を
合
わ
せ
る
こ
と
を
避
け
、
彼
女
を
見
つ
め
る
の
も
「
後

か
ら
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
最
後
に
な
っ
て
、「
二
人
は
唯
何
と
い
ふ
事
も
な
し
に

顔
を
見
合
は
す
と
共
に
、
さ
も
嬉
し
さ
う
に
笑
」
う
。
こ
の
一
文
は
、
二
人
の
対

照
性
や
異
質
さ
を
乗
り
越
え
た
と
こ
ろ
に
愛
情
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
よ
う
。
そ
う
し
た
愛
情
の
あ
り
方
こ
そ
が
本
作
の
主
眼
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。「
作
中
の
男
と
増
吉
に
は
荷
風
作
品
に
珍
し
く
心
の
交
流
が
あ
る
」（
網
野
前

掲
論
文
）
と
さ
れ
る
本
作
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
読
み
は
末
尾
の
一
文
に
よ
る
所

が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
一
文
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
一

文
を
除
い
た
場
合
、
増
吉
か
ら
「
男
」
へ
の
愛
情
に
比
べ
て
、「
男
」
か
ら
増
吉

へ
の
愛
情
は
ど
こ
ま
で
読
み
取
れ
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。「
男
」
が
増
吉
の
ヒ
モ

に
な
っ
た
経
緯
は
「
凡
て
正
当
な
る
事
は
馬
鹿
々
々
し
く
思
は
れ
、
一
日
半
日
の

怠
惰
を
も
許
さ
ぬ
職
務
の
束
縛
に
は
遂
に
堪
へ
ら
れ
ず
し
て
」
と
い
う
形
で
会
社

員
生
活
に
対
す
る
否
定
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
結
核
の
伝
染
に
対

す
る
「
恋
の
為
め
な
ら
命
を
捨
て
ゝ
も
惜
し
く
は
な
い
」
と
い
う
「
男
」
の
言
葉

も
、
今
と
な
っ
て
は
「
じ
た
ら
く
に
持
崩
し
て
し
ま
つ
た
わ
が
身
の
成
行
の
、
寧

そ
早
く
片
が
付
い
て
く
れ
る
事
を
絶
望
的
に
希
ふ
為
め
」
と
相
対
化
さ
れ
る
。
そ



永
井
荷
風
『
風
邪
ご
ゝ
ち
』
論

六
七

れ
が
末
尾
の
一
文
に
よ
っ
て
、
二
人
の
愛
情
は
説
得
力
を
持
つ
。『
梅
暦
』
の
枠

組
み
も
こ
う
し
た
読
み
を
強
化
す
る
方
向
に
働
い
て
い
る
こ
と
は
確
認
し
て
お
き

た
い
。

五

こ
の
よ
う
に
『
風
邪
ご
ゝ
ち
』
で
は
、『
梅
暦
』
を
利
用
す
る
こ
と
で
増
吉
を

そ
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
よ
う
な
理
想
的
芸
者
に
見
立
て
る
一
方
、
丹
次
郎
に
な
い
葛
藤

に
苦
し
む
「
男
」
と
い
う
二
人
の
異
質
性
を
描
き
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
た
と
こ
ろ

に
成
立
す
る
愛
情
を
描
い
た
。
で
は
こ
う
し
た
テ
ー
マ
が
荷
風
の
中
で
成
立
す
る

契
機
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。

荷
風
は
銀
座
周
辺
を
異
質
な
も
の
が
同
居
す
る
場
所
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
。

随
筆
『
銀
座
界
隈
』（
明
治
四
十
四
年
八
月
『
三
田
文
学
』）
で
荷
風
は
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。

銀
座
界
隈
に
は
何
と
云
ふ
事
な
く
、
凡
て
の
新
し
い
も
の
と
古
い
も
の
と
が

あ
る
。一
国
の
首
都
が
そ
の
権
威
と
便
利
と
を
以
て
供
給
す
る
凡
て
の
物
は
、

皆
こ
ゝ
に
集
め
ら
れ
て
あ
る
の
だ
。
吾
々
は
新
し
い
流
行
の
帽
子
を
買
ふ
た

め
、
遠
い
国
か
ら
来
た
葡
萄
酒
を
買
ふ
た
め
に
も
、
無
論
こ
の
銀
座
へ
来
ね

ば
な
ら
ぬ
が
、
其
れ
と
同
時
に
、
有
楽
座
な
ど
で
聞
く
事
を
好
ま
な
い
「
昔
」

の
歌
を
ば
、
成
り
た
け
「
昔
」
ら
し
い
周
囲
の
中
に
聞
き
味
は
う
と
す
れ
ば

矢
張
り
こ
の
辺
の
特
種
な
限
ら
れ
た
場
所
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

銀
座
の
表
通
り
を
去
つ
て
、
所
謂
金
春
の
横
町
を
歩
み
、
両
側
と
も
に
今
で

は
古
び
て
薄
暗
く
な
つ
た
煉
瓦
造
の
長
屋
を
見
る
と
、
自
分
は
矢
張
り
明
治

初
年
に
お
け
る
西
洋
文
明
輸
入
の
当
時
を
懐
し
く
思
返
す
の
で
あ
る
。〔
中
略
〕

二
三
十
年
前
の
風
流
才
子
は
南
国
風
な
あ
の
石
の
柱
と
軒
の
ア
ー
チ
と
が
、

其
の
陰
な
る
江
戸
生
粋
の
格
子
戸
と
御
神
燈
と
に
対
し
て
、
如
何
な
る
不
思

議
な
新
し
い
調
和
を
作
り
出
し
た
か
を
必
ず
知
つ
て
ゐ
た
事
で
あ
ら
う
。

こ
の
よ
う
に
、
本
作
は
た
だ
新
橋
を
舞
台
と
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
テ
ー
マ

に
関
わ
る
本
質
的
な
水
準
に
お
い
て
も
、
銀
座
や
新
橋
と
い
う
土
地
へ
の
ま
な
ざ

し
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。『
梅
暦
』
の
利
用
は
、
そ
う
し
た
土
地
の
特
色
た
る
、

異
質
な
も
の
の
調
和
を
際
立
た
せ
る
た
め
の
枠
組
み
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

最
後
に
人
情
本
を
模
倣
・
利
用
し
た
花
柳
小
説
と
い
う
観
点
か
ら
、
本
作
の

同
時
代
な
位
置
付
け
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。岡
鬼
太
郎『
花
柳
巷
談
二
筋
道
』

（
明
治
三
十
九
年
五
月
隆
文
館
）
は
、
そ
の
文
体
に
お
い
て
人
情
本
を
模
倣
し
て

い
る（
13
）。
全
篇
ほ
と
ん
ど
が
会
話
に
よ
っ
て
進
行
し
、
会
話
を
示
す
括
弧
に
発

話
者
の
名
前
か
ら
一
字
を
と
っ
て
付
し
、
ま
た
必
要
に
応
じ
て
台
詞
に
ト
書
き
を

付
し
て
い
る
。
明
治
の
後
半
に
な
っ
て
も
、
こ
う
し
た
文
体
を
採
用
す
る
こ
と
は

あ
り
得
た
。
ま
た『
風
邪
ご
ゝ
ち
』発
表
後
の
作
品
だ
が
田
村
西
男『
丹
次
郎
』（
大

正
二
年
三
月
如
山
堂
書
店
）
は
、
主
要
な
登
場
人
物
の
名
前
を
『
梅
暦
』
か
ら
借

用
し
、
主
要
な
人
間
関
係
（
丹
次
郎
・
米
八
・
仇
吉
・
お
長
）
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て

い
る
。
ト
書
き
や
会
話
に
名
前
を
付
す
こ
と
は
し
な
い
が
、
地
の
文
が
少
な
く
、

対
話
に
よ
っ
て
進
め
て
行
く
と
こ
ろ
は
『
風
邪
ご
ゝ
ち
』
よ
り
人
情
本
の
文
体
に

近
い
。
し
か
し
荷
風
は
文
体
ま
で
は
採
用
し
な
か
っ
た
。
ま
た
ど
ち
ら
の
作
品
も



浅　

井　

航　

洋

六
八

芸
者
の
生
活
そ
れ
自
体
を
主
題
と
し
、
芸
者
を
主
な
視
点
人
物
と
し
て
扱
っ
て
い

た
。
し
か
し
荷
風
は
男
の
方
を
視
点
人
物
と
し
て
選
択
す
る
傾
向
が
強
い
。
こ
の

よ
う
に
花
柳
小
説
を
描
く
上
で
、
人
情
本
の
利
用
と
い
う
の
は
有
効
な
手
段
で

あ
っ
た
が
、そ
の
扱
い
方
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
作
家
毎
に
差
異
が
存
在
し
た
。

同
時
代
に
少
な
か
ら
ず
書
か
れ
た
花
柳
小
説
と
い
う
曖
昧
な
ジ
ャ
ン
ル
の
中
で
、

荷
風
の
作
品
は
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注

（
1
） 

初
出
は
明
治
四
十
五
年
四
月
一
日
発
行
『
中
央
公
論
』
第
二
十
七
年
第
四
号
春
期

附
録
。
前
号
の
予
告
タ
イ
ト
ル
は
『
梅
暦
の
如
き
』
で
、
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
）。
の
ち
大
正
元
年
十
一
月
五
日
籾
山
書
店
発
行

『
新
橋
夜
話
』
に
収
録
。

（
2
） 

本
稿
で
は
『
梅
暦
』
を
作
品
世
界
と
登
場
人
物
を
共
有
す
る
シ
リ
ー
ズ
全
体
の
総

称
と
し
て
扱
う
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
に
含
ま
れ
る
の
は
『
春
色
梅
児
誉
美
』（
天
保
三

〜
四
）『
春
色
辰
巳
園
』（
天
保
四
〜
六
）『
春
色
恵
の
花
』（
天
保
七
）『
春
色
英
対

暖
語
』（
天
保
九
）『
春
色
梅
美
婦
禰
』（
天
保
十
二
〜
十
三
）
で
あ
る
。
以
下
個
別

の
作
品
に
言
及
す
る
時
は「
春
色
」を
省
い
て
掲
げ
る
。
本
文
の
引
用
に
つ
い
て
は
、

『
梅
児
誉
美
』『
辰
巳
園
』
に
つ
い
て
は
日
本
古
典
文
学
大
系
（
中
村
幸
彦
校
注
、

昭
和
三
十
七
年
八
月
岩
波
書
店
）、
他
の
三
作
に
つ
い
て
は
岩
波
文
庫
『
梅
暦
』（
古

川
久
校
訂
、
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
）
に
よ
っ
た
。

（
3
） 

菅
野
昭
正「
花
柳
小
説
の
誕
生
」。
初
出
は『
荷
風
全
集
』月
報
19（
平
成
六
年
一
月
）。

後
に
単
行
本
『
永
井
荷
風
巡
歴
』（
平
成
八
年
九
月
岩
波
書
店
）
に
収
録
。
引
用
は

平
成
二
十
一
年
四
月
の
岩
波
現
代
文
庫
版
に
よ
る
。

（
4
） 

藤
森
照
信
『
明
治
の
東
京
計
画
』
昭
和
五
十
七
年
十
一
月
、
岩
波
書
店
。
引
用
は

平
成
二
年
三
月
の
同
時
代
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
を
底
本
と
す
る
平
成
十
六
年
十
一
月

の
岩
波
現
代
文
庫
版
に
よ
る

（
5
） 

た
だ
し
こ
れ
は
誤
っ
て
引
用
し
て
い
る
（
中
村
幸
彦
の
注
に
よ
る
）。
春
水
は
嵐
雪

の
句
が
本
来
「
一
輪
ほ
ど
の
」
で
あ
る
の
を
誤
っ
て
「
一
輪
づ
ゝ
の
」
と
し
、「
意

も
誤
っ
て
、
梅
が
一
輪
ず
つ
開
く
に
つ
れ
て
暖
か
さ
を
増
す
と
、
こ
こ
も
解
し
て

い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
来
は
早
春
の
わ
ず
か
な
暖
か
さ
を
一
輪
だ
け
咲

い
た
梅
に
託
し
た
句
。

（
6
） 

『
梅
暦
』
に
お
け
る
読
書
場
面
の
用
例
は
青
木
美
智
男
「
人
情
本
に
み
る
江
戸
庶
民

女
性
の
読
書
と
教
養

―
為
永
春
水
『
梅
暦
』
シ
リ
ー
ズ
を
素
材
に
」
平
成
二
十

年
二
月
『
歴
史
評
論
』
６
９
４
を
参
照
。

（
7
） 

『
風
邪
ご
ゝ
ち
』
掲
載
の
前
号
『
中
央
公
論
』
予
告
の
時
点
で
脱
稿
さ
れ
て
い
な
い

こ
と（『
中
央
公
論
』明
治
四
十
五
年
三
月
号「
編
輯
だ
よ
り
」）、当
時
の
荷
風
が『
三

田
文
学
』
に
『
新
橋
夜
話
』
所
収
の
作
品
を
毎
号
執
筆
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

執
筆
時
期
は
お
そ
ら
く
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
の
一
ヶ
月
ほ
ど
と
推
測
さ
れ
る
。

（
8
） 

明
治
四
十
五
年
一
月
一
日
〜
三
月
十
日
『
東
京
日
日
新
聞
』。
途
中
合
計
十
五
回
の

休
載
を
含
む
。
同
年
七
月
五
日
に
籾
山
書
店
よ
り
単
行
。

（
9
） 

南
明
日
香
は
同
じ
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
鷗
外
『
か
の
よ
う
に
』（
明
治
四
十
五
年
一

月
『
中
央
公
論
』）
と
荷
風
『
暴
君
』（
明
治
四
十
五
年
一
月
『
中
央
公
論
』）
の
類

縁
性
を
指
摘
し
、
発
表
前
に
二
人
の
や
り
取
り
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測

し
て
い
る
（『
永
井
荷
風
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
パ
リ
・
東
京
』
平
成
十
九
年
六
月
翰

林
書
房
）。
こ
の
よ
う
な
両
者
の
つ
な
が
り
を
考
え
れ
ば
『
み
れ
ん
』
が
連
載
中
で

あ
っ
て
も
、
話
を
聞
く
な
ど
し
て
補
う
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。

（
10
） 

ち
な
み
に
芸
者
屋
の
主
人
の
業
務
と
し
て
は
、
石
井
美
代
『
芸
者
と
待
合
』（
大
正

五
年
六
月
、
日
本
書
院
）
に
「
芸
者
お
酌
が
稼
い
だ
、
時
間
と
玉
、
祝
儀
な
ど
を

帳
面
へ
附
け
る
」
こ
と
や
着
物
の
や
り
く
り
、「
お
茶
屋
、
待
合
か
ら
頼
ま
れ
る
、

芝
居
の
義
理
見
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
四
畳
半
襖
の
下
張
（
一
）』（
大

正
六
年
七
月
『
文
明
』）
に
「
も
と
〳
〵
さ
る
家
の
三
男
坊
」
で
あ
っ
た
が
、
今
は

待
合
を
営
業
し
て
い
た
昔
の
馴
染
み
芸
者
の
も
と
に
転
が
り
込
ん
で
「
亭
主
同
様



永
井
荷
風
『
風
邪
ご
ゝ
ち
』
論

六
九

の
身
」
に
な
っ
た
男
が
「
男
の
身
の
役
目
と
云
へ
ば
芝
居
お
さ
ら
ひ
へ
義
理
の
顔

出
す
る
」
設
定
に
近
い
。
待
合
茶
屋
と
芸
者
屋
の
違
い
は
あ
る
が
、『
風
邪
ご
ゝ
ち
』

の
「
男
」
と
類
似
し
て
い
よ
う
。

（
11
） 
他
に
武
智
重
次
郎
が
登
場
す
る
先
行
作
品
と
し
て
は
浄
瑠
璃
『
三
日
太
平
記
』（
近

松
判
二
・
三
好
松
洛
・
八
民
平
七
・
竹
本
三
郎
兵
衛
合
作
、
明
和
四
年
）
が
存
在
す
る
。

こ
ち
ら
は
名
前
の
表
記
が
「
重
次
郎
」
で
あ
る
点
で
『
絵
本
太
功
記
』
よ
り
も
近

い
が
、
初
菊
に
相
当
す
る
人
物
が
登
場
せ
ず
、「
遠
寄
せ
の
陣
太
鼓
に
恋
も
涙
も
抛

つ
て
」
や
「
緋
縅
」
と
い
う
記
述
に
該
当
す
る
要
素
が
見
ら
れ
な
い
。

（
12
） 

浄
瑠
璃
で
は
な
く
歌
舞
伎
を
と
る
の
は
、
両
者
の
筋
立
て
に
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
が

な
く
『
風
邪
ご
ゝ
ち
』
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
両
者
の
差
異
を
問
う
必
要
性
が
あ

ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
、
明
治
三
十
三
年
に
歌
舞
伎
座
の
福
地
桜
痴
の
下
で
作

者
見
習
を
し
て
い
た
こ
と
な
ど
、
荷
風
の
知
的
基
盤
に
お
い
て
は
歌
舞
伎
の
方
が

重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
よ
る
。

（
13
） 

荷
風
は
鬼
太
郎
の
花
柳
小
説
に
つ
い
て
「
各
篇
い
づ
れ
も
其
体
裁
を
異
に
し
て
ゐ

る
」
と
作
品
毎
に
い
く
つ
か
の
文
体
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
（『
岡

鬼
太
郎
氏
の
花
柳
小
説
を
読
む
』
昭
和
十
年
二
月
十
八
日
〜
二
十
一
日
『
東
京
朝

日
新
聞
』）。
そ
の
具
体
例
と
し
て
「
或
も
の
は
為
永
春
水
の
筆
致
を
借
り
」
と
述

べ
る
。
具
体
的
な
作
品
名
は
挙
げ
て
い
な
い
も
の
の
、こ
れ
は
『
花
柳
巷
談
二
筋
道
』

を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

付
記　

引
用
は
通
行
の
字
体
を
用
い
、
適
宜
ル
ビ
と
圏
点
を
省
い
た
。
ま
た
引
用
文
中
の

傍
線
、〔　

〕
の
注
記
は
引
用
者
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
／
は
改
行
を
示
す
。
荷
風
著
作
の

本
文
は
主
に
初
収
単
行
本
を
底
本
と
す
る
新
版
『
荷
風
全
集
』（
平
成
四
年
五
月
〜
平
成
七

年
八
月
岩
波
書
店
）
に
よ
っ
た
。
な
お
本
稿
は
近
代
文
学
研
究
会
（
平
成
二
十
四
年
十
二

月
二
十
一
日
、於
京
都
府
立
大
学
）で
の
発
表
に
基
づ
い
て
い
る
。
席
上
ご
教
示
賜
っ
た
方
々

に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。




