
「
『
好
色
五
人
女
』

巻
四

恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」

の
考
察

一
、
お
七
と
吉
三
郎
の
性
格
に
つ
い
て

本
稿
で
は
、
こ
の
作
品
を
解
明
す
る
為
に
大
き
く
三
つ
の
項
目
に

分
け
、
分
析
し
て
い
く
も
の
と
す
る
。

ま
ず
初
め
に
一
つ
日
の
項
目
と
し
て
、
お
七
と
吉
三
郎
の
性
格
の

設
定
に
つ
い
て
本
文
よ
り
分
析
を
行
う
。

本
文
中
の
、
日
く
あ
り
げ
な
振
袖
を
見
て

「思

へ
ば
夢
な
れ
や
、

何
事
も
い
ら
ぬ
世
や
、
後
生
こ
そ
ま
こ
と
な
れ
と
し
ほ
し
ほ
と
し
づ

み
果
」
と
思
い
し
ょ
ん
ぼ
り
と
沈
ん
で
い
る
と
い
う
部
分
か
ら
は
、

お
七
の
少
女
ら
し
い
豊
か
な
感
受
性
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ

れ
と
同
時
に
、
強
い
意
志
の
あ
る
女
性
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
。
な

ぜ
な
ら
、
今
自
分
が
生
き
て
い
る
人
生
に
つ
い
て
不
満
を
持
っ
て
い

る
か
ら
こ
そ
後
生
に
望
み
を
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
元

は
、
強
い
意
志
や
願
望
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
希
望
も
自
由
も
な
い
今

の
世
の
中
に
落
胆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
元
々
自
由
に
対
し
て
の
強

大

麻

央

長卜

い
意
志
や
願
望
が
な
け
れ
ば
、
今
の
世
の
中
や
自
分
自
身
の
生
き
方

に
つ
い
て
、
何
の
疑
問
も
持
た
ず
に
生
き
て
い
く
だ
ろ
う
。

丁
度
そ
ん
な
時
に
、
障
子
を
開
け
て
夕
暮
れ
の
光
の
中
か
ら
出

て
き
た
の
は
、
銀
色
の
毛
抜
き
を
片
手
に
左
の
人
差
し
指
に
刺
さ
っ

た
刺
を
気
に
し
た
吉
三
郎
だ
っ
た
。
そ
れ
を
寺
田
晶
海
氏
は
「
夕

暮
れ
の
光
の
中
に
件
む
美
少
年
の
姿
は
、
息
を
呑
む
よ
う
な
美
し
さ

が
あ
る
。
そ
こ
に
、
刺
を
抜
こ
う
と
少
年
の
手
を
取
る
美
少
女
お
七

の
姿
が
重
な
る
と
、
は

っ
と
す
る
ほ
ど
美
し

い
場
面
が
う
ま
れ
る

の
で
あ
る
ご
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
吉
三
郎
の
、
一

人
で
は
小
さ
な
困
難
も
容
易
に
解
決
で
き
な
い
弱
さ
と
、
母
性
本

能
を
く
す
ぐ
る
よ
う
な
可
愛
ら
し
さ
が
あ
り
、
女
性
に
と
っ
て
放
っ

て
お
け
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
銀
色
と
い
う

色
は
白
金
と
も
称
さ
れ
た
よ
う
に
、
純
粋
無
垢
の
意
味
が
あ
る
。
そ

こ
か
ら
も
、
西
鶴
が
吉
三
郎
を
そ
う
い
っ
た
男
性
と
し
て
描
こ
う
と

し
て
い
た
事
が
分
か
る
。
そ
し
て
夕
暮
れ
の
光
の
中
か
ら
出
て
き
た
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と
い
う
の
も
神
々
し
い
も
の
が
あ
り
、
銀
色
の
毛
抜
き
で
あ
っ
た
と

い
う
の
も
お
七
に
と
っ
て
特
別
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
吉
三
郎
も
特
別

に
輝
い
て
見
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
本
文
の
中
で
も
、
お
七

と
吉
三
郎
が
初
め
て
出
会
う
場
面
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
二
人
に
と
っ

て
も
特
別
な
音
訓
味
が
こ
め
ら
れ
た
別
世
界
へ
の
入
り
口
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

吉
三
郎
が
、
思
わ
ず
お
七
の
手
を
握
っ
た
こ
と
で
二
人
の
恋
が

始
ま
る
の
だ
が
、
こ
の
吉
三
郎
の
行
為
は
思
わ
ず
し
た
行
為
で
あ

り
、
吉
三
郎
が
恋
に
積
極
的
で
能
動
的
な
少
年
で
あ
っ
た
わ
け
で
は

な
い
と
い
え
る
。
そ
れ
は
刺
を
自
分
で
抜
く
事
も
で
き
ず
に
い
た
様

子
や
、
長
老
や
雷
を
恐
が
り
、
な
か
な
か
自
分
か
ら
は
契
り
を
結
ば

な
い
様
子
か
ら
も
分
か
る
。
し
か
し
、
お
七
が
わ
ざ
と
毛
抜
き
を
返

し
忘
れ
た
ふ
り
を
し
て
、
吉
三
郎
を
追
い
か
け
て
手
を
握
り
返
し
に

行
く
行
動
は
、
「
初
め
て
の
恋
に
戸
惑
い
つ
つ
も
自
己
の
心
に
忠
実

に
行
動
す
る
、
少
年
少
女
の
可
憐
さ
、
純
粋
さ
が
よ
く
描
か
れ
て

(注
2
)

い
る
」
の
で
あ
る
。
ま
た
お
七
は
、
思
い
立
つ
と
即
行
動
す
る
と
い

う
能
動
的
な
面
を
持
ち
、
本
来
は
自
分
の
気
持
ち
を
曲
げ
た
り
押
さ

え
込
ん
だ
り
も
し
な
い
、
大
胆
で
主
張
の
強
い
女
性
で
あ
る
事
が
わ

か
る
。
そ
し
て
お
七
は
吉
三
郎
に
会
い
た
い
が
た
め
に
、
本
当
は
恐

い
雷
を
強
が
っ
て
恐
く
な
い
な
ど
と
言
う
。
こ
の
部
分
も
女
の
身
で

あ
り
な
が
ら
、
自
ら
を
強
く
見
せ
た
が
っ
て
い
る
よ
う
に
受
け
取
れ

る
。
小
坊
主
の
扱
い
に
つ
い
て
も
非
常
に
上
手
く
丸
め
込
み
、
手
玉

に
と
っ
て
い
る
。
と
っ
さ
の
判
断
に
し
て
は
冷
静
で
最
善
の
方
法
を

と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
お
七
が
忍
び
込
ん
で
来
た
に
も
関

わ
ら
ず
、
吉
三
郎
は
蒲
団
に
戻
り
も
ぐ
ろ
う
と
し
た
が
お
七
に
引
き

の
け
ら
れ
た
と
い
う
部
分
や
、
契
り
を
結
ん
だ
場
面
で
も
お
七
が
常

に
主
導
権
を
握
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
お
七
の
動
作
の
大
胆
さ

(註
3
)

を
「
恋
に
手
慣
れ
た
遊
女
の
如
き
も
の
」
や
「
世
慣
れ
た
遊
女
の
手

管
を
思
わ
せ
る
行
為
で
あ
り
、
彼
女
は
必
ず
し
も
幼
い
と
は
言
え

(註
4
)

な
い
」
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
自
分
か
ら
男
性
の
元
に
忍

び
込
ん
で
い
く
と
い
う
大
胆
な
行
動
同
様

「あ
ど
け
な
い
少
女
の
一

(日一夜

5
)

途
さ
の
表
れ
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
お
七
が
恋
に
慣
れ
た
少

女
で
あ
る
な
ら
、
雷
の
力
な
ど
借
り
な
く
て
も
、
吉
三
郎
に
行
動
を

起
こ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
二
人
は
一
向
に
契
り

を
結
ぶ
事
が
出
来
ず
に
、
涙
を
流
す
ほ
ど
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
お
七

の
積
極
性
は
恋
に
慣
れ
て
い
る
為
で
は
な
く
、
純
粋
に
恋
を
し
て
一

途
に
吉
三
郎
を
思
う
強
い
意
思
や
心
が
そ
う
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
ま

た

「初
恋
故
幼
い
故
の
無
謀
と
も
い
う
べ
き
一
途
さ
の
た
め
な
の
で

あ
る
。
こ
の
無
謀
な
一
途
さ
は
、
後
に
放
火
と
い
う
大
胆
な
罪
を
犯

(注
6
)

す
事
と
繋
が
っ
て
く
る
。
」
と
い
う
無
謀
な
一
途
さ
と
幼
さ
、
大
胆

さ
が
放
火
に
繋
が
っ
た
と
い
う
考
え
方
は
少
し
目
の
つ
け
ど
こ
ろ

が
違
う
の
で
あ
る
。
吉
三
郎
が
村
の
子
に
扮
し
て
お
七
に
会
い
に
来
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た
際
に
、
吉
三
郎
は
お
七
が
気
付
く
ま
で
自
ら
の
素
性
を
明
か
さ
ず

体
が
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
部
分
を
見
る
と
、
一
日

会
い
た
い

一
心
で
一
生
懸
命
に
お
七
に
会
い
に
来
た
に
も
関
わ
ら

ず
、
勇
気
が
な
い
た
め
名
乗
り
出
る
事
も
で
き
ず
に
い
る
吉
三
郎

に
、
お
七
も
読
者
も
な
ん
と
も
け
な
げ
な
少
年
、
だ
ろ
う
と
情
が
湧
い

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
お
七
は
、
吉
三
郎
と
い
る
時
に
父
親
が
帰
っ

て
く
る
と
い
う
危
機
的
状
況
に
お
い
て
も
、
冷
静
さ
を
失
う
こ
と
な

く
何
く
わ
ぬ
様
子
で
話
を
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
も
十
六
歳
に
な
る

少
女
だ
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
度
胸
が
す
わ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
放

火
と
い
う
手
段
を
と
っ
た
事
に
つ
い
て
「
吉
三
郎
が
恋
し
い
と
い
う

一
念
の
み
で
、
何
ら
か
の
手
段
を
講
じ
て
会
い
得
た
の
で
あ
ろ
う
に
、

(世
7
}

そ
う
し
た
知
恵
を
働
か
せ
る
に
は
二
人
共
幼
す
ぎ
た
の
で
あ
る
」
や

(注
8
)

「余
り
に
幼
く
短
絡
的
な
思
考
で
あ
る
」
と
の
見
解
が
あ
る
が
、
幼

い
が
た
め
に
手
段
が
思
い
浮
か
ば
ず
放
火
し
た
と
い
う
の
は
前
述

し
た
お
七
の
性
格
を
考
え
る
と
納
得
が
い
か
な
い
。
お
七
は
当
然
幼

い
の
だ
が
、
手
段
無
く
し
て
放
火
を
選
ん
だ
わ
け
で
は
な
く
、
冷
静

に
考
え
た
末
に
一
つ
の
手
段
と
し
て
放
火
を
選
ん
だ
の
だ
。
放
火
の

罪
を
あ
り
の
ま
ま
に
白
状
し
た
と
い
う
部
分
や
、
処
刑
さ
れ
る
最
期

の
時
も
少
し
も
取
り
乱
す
事
が
な
か
っ
た
と
い
う
部
分
か
ら
は
、
初

め
の
頃
の
現
世
へ
の
諦
め
で
は
な
く
、
希
望
や
し
っ
か
り
と
し
た
意

思
を
持
っ
た
女
性
で
あ
り
現
世
で
の
後
悔
が
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、

堂
々
と
し
た
最
期
を
迎
え
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
く
ら
べ

て
吉
三
郎
は
お
七
を
思
い
詰
め
て
病
気
に
な
っ
た
り
、
お
七
が
死
ん

だ
の
を
知
り
自
殺
を
は
か
っ
た
り
と
、

心
が
弱
く
軟
弱
で
あ
る
。
ま

た
完
全
に
お
七
に
依
存
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
事
を
簡
単
に
ま
と
め
て
み
る
と
、
お
七
は
自
分
の
強
い
意

思
を
持

っ
て
お
り
、
冷
静
で
周
り
の
状
況
を
よ
く
見
て
把
握
し
て
い

る
頭
の
い
い
少
女
で
あ
る
と
い
え
る
。
吉
三
郎
は
、
体
力
的
に
も

精
神
的
に
も
弱
く
、

一
人
で
は
生
き
て
い
け
な
い
弱
々
し
い
青
年
で

あ
る
が
、
純
粋
無
垢
で
放
っ
て
お
け
な
い
愛
ら
し
い
青
年
だ
と
い
え

る
。

一
見
対
称
的
な
二
人
だ
が
、
こ
れ
も
西
鶴
の
狙
い
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
お
七
は
決
し
て
本
能
の
お
も
む
く
ま
ま
に

行
動
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
「
お
七
の
幼
さ
に
よ

っ

(註
9
)

て
運
命
は
破
綻
す
る
」
わ
け
で
は
な
い
。
二
人
は
た
だ
純
粋
無
垢
で
、

初
恋
を

一
途
に
貫
き
通
し
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
決
し
て
幼
さ
故
の

本
能
的
な
行
動
で
は
な
い
。
特
に
お
七
に
は
強
い
意
思
と
現
世
で
も

後
生
で
も
希
望
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
の
だ
。
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二
、
風
を
用
い
た
情
景
描
写
に
つ
い
て

二
つ

日
の
テ
ー
マ
と
し
て
、
本
文
内
に
幾
度
と
な
く
用
い
ら
れ
て

い
る
風
の
情
景
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
本
文
に
出
て
く
る
風
を
使
っ

た
表
現
は
、
九
箇
所
あ
る
。
一

作
品
の
中
に
こ
れ
ほ
ど
風
の
情
景
が



使
わ
れ
る
こ
と
は
些
か
不
思
議
で
あ
る
。
ま
た
巻
四
以
外
の
好
色
五

人
女
の
作
品
に
お
い
て
は
風
を
使
っ
た
情
景
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
に
変

わ
る
も
の
す
ら
幾
度
と
な
く
使
わ
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
。
さ
ら
に

は
、
風
の
情
景
が
使
わ
れ
た
箇
所
は
必
ず
話
の
中
で
重
要
な
場
面
で

あ
る
。
こ
れ
は
風
が
、
何
か
出
来
事
が
起
こ
る
前
触
れ
と
し
て
使
わ

れ
、
西
鶴
の
意
図
す
る
何
か
が
あ
っ
た
為
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
自

然
で
あ
る
。

ま
ず
風
の
情
景
が
用
い
ら
れ
て
い
る
部
分
を
見
て
い
く
と
、
一
つ

日
は
文
章
の
一
番
初
め
に
「
な
ら
ひ
風
は
げ
し
く
」
と
あ
る
。
本
文

の

一
番
初
め
の
出
だ
し
に
使
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
重
要
性
が

わ
か
る
。
二
つ
目
は
十
二
月
二
十
八
日
の
火
事
で
お
寺
に
避
難
し
て

い
た
お
七
に
、

「折
節
の
夜
嵐
を
し
の
ぎ
か
ね
し
に
」
す
る
と
住
持

が
黒
羽
二
重
の
大
振
袖
を
貸
し
て
く
れ
た
。
こ
こ
は
お
七
と
吉
三
郎

が
初
め
て
出
会
う
前
に
、
お
七
が
後
生
へ
と
望
み
を
託
し
て
い
る
大

事
な
場
面
で
あ
る
。
三
つ
目
は
お
七
が
吉
三
郎
の
寝
床
に
行
く
直
前

で
、
柳
原
の
あ
た
り
か
ら
来
た
使
い
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
の
寺
の
者

は
出
払
っ
た
後
に
「
松
の
風
淋
し
く
、
虫
出
し
の
神
鳴
響
き
渡
り
」
、

お
七
は
吉
三
郎
に
逢
い
に
行
く
決
心
を
し
た
の
だ
。
四
つ
目
に
、
二

人
が
契
り
を
結
ん
だ
す
ぐ
後
に
「
吹
上
の
榎
の
木
朝
風
は
げ
し
く
」
、

そ
の
後
す
ぐ
に
母
親
に
連
れ
戻
さ
れ
て
し
ま
う
。
五
つ
目
に
吉
三

郎
が
里
の
子
に
成
り
す
ま
し
お
七
に
会
い
に
行
く
場
面
で
も

「嵐、

枕
に
通
ひ
」
と
使
わ
れ
て
い
る
。
六
つ
目
に
お
七
の
放
火
の
直
前
で
、

「
風
の
は
げ
し
き
夕
暮
に
」
お
七
が
放
火
を
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
。

七
つ
目
に
お
七
の
処
刑
の
直
前
で
、
お
七
は
「
世
の
哀
れ
春
ふ
く
風

に
名
を
残
し
、
お
く
れ
桜
の
今
日
散
り
し
身
は
」
と
辞
世
を
読
ん

だ
部
分
で
あ
る
。
八
つ
目
に
お
七
の
処
刑
後
に
、

「鈴
の
森
松
風
ば

か
り
残
り
て
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
九
つ
目
は
吉
三
郎
が
出
家
す

る
こ
と
に
な
っ
た
場
面
で

「盛
な
る
花
に
時
の
間
の
嵐
の
ご
と
く
」

と
い
う
よ
う
に
風
の
情
景
が
描
か
れ
て
い
る
。

で
は
、
な
ぜ
風
と
い
う
情
景
を
用
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由

を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
る
と
、
古
来
よ
り
風
と
い
う
言
葉
は
眼
に
見

え
な
い
何
者
か
を
象
徴
す
る
た
め
に
も
使
わ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
れ

と
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
空
気
全
体
の
動
き
と
い

う
こ
と
で
、
全
体
的
な
雰
囲
気
の
方
向
の
よ
う
な
意
味
で
風
が
使
わ

れ
る
例
が
多
い
の
で
、
そ
の
よ
う
な
意
味
を
含
ま
せ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
そ
し
て
、
江
戸
時
代
は
火
事
が
多
く
、
ち
ょ
っ
と
し
た
火

の
粉
で
も
簡
単
に
大
火
事
に
発
展
す
る
の
で
、
風
が
吹
く
日
に
は
特

に
火
事
に
注
意
し
て
い
た
事
か
ら
、
一
度
つ
い
た
火
を
消
す
こ
と
は

大
変
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
関
係
す
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
ま
た
風
は
人
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
自
然
現
象
で

あ
る
こ
と
が
言
い
た
か

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
文
で
の

風
は
、
桜
や
吉
三
郎
の
髪
、
お
七
の
灰
ま
で
も
吹
き
飛
ば
し
て
い
る
。
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風
の
使
わ
れ
方
と
し
て
、
は
か
な
く
も
散
っ
て
い
く
お
七
と
吉
三
郎

へ
の
直
接
的
な
使
わ
れ
方
も
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
現
状
を
風
に
よ
っ

て
吹
き
飛
ば
し
変
え
て
い
る
と
い
う
の
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
西
鶴
は
、
こ
れ
ら
の
理
由
と
こ
の
作
品
を
リ
ン
ク
さ

せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
目
に
見
え
な
い
何
か
が
出
来
事
の
前
触
れ
を

知
ら
せ
て
い
る
よ
う
に
、
風
が
こ
れ
か
ら
起
こ
る
苦
し
く
も
幸
せ
な

出
来
事
を
予
感
さ
せ
て
い
る
の
だ
。
西
鶴
の
描
く
風
に
は
、
生
き
物

の
よ
う
な
印
象
を
持
た
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
風
が
淋
し
か
っ
た
り
烈

し
か
っ
た
り
嵐
の
よ
う
だ
っ
た
り
、
様
々
に
変
わ
り
な
が
ら
こ
の
話

の
出
来
事
を
と
ら
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
風
は
同
じ
と

こ
ろ
に
と
ど
ま
っ
て
は
い
な
い
。
ま
し
て
や
人
の
力
で
ど
う
に
か
な

る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
風
の
み
が
流
れ
行
く
方
向
を
決
め
る
こ

と
が
で
き
る
、
自
由
な
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
七
や
吉
三
郎
が

常
に
求
め
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
二
人
は
宿
命
や
社
会

に
よ
っ
て
恋
愛
の
自
由
を
奪
わ
れ
て
い
る
の
で
、
誰
に
も
縛
ら
れ

る
こ
と
な
く
風
の
よ
う
に
思
う
ま
ま
に
生
き
て
い
き
た
い
、
と
願
っ

て
い
た
の
だ
。
そ
れ
ら
が
、
西
鶴
が
風
の
情
景
を
多
用
し
た
理
由
に

あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
本
文
中
の
言
葉
の
分
析

一
一
一
つ
目
の
項
目
と
し
て
、
本
文
で
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
の
分
析

を
行
っ
て
い
く
。

ま
ず
吉
三
郎
の
左
手
の
薬
指
に
刺
が
さ
さ
り
抜
こ
う
と
す
る
場

面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
は
お
七
と
吉
三
郎
が
初
め
て
出
会
い
を
果

た
す
の
に
加
え
、
お
互
い
の
気
持
ち
を
確
認
し
あ
う
重
要
な
箇
所
で

あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
分
量
の
多
さ
や
二
人
の
細
や
か
な
描
写
か
ら

も
分
か
る
よ
う
に
、
左
手
の
薬
指
に
刺
が
さ
さ
っ
た
こ
と
に
は
西
鶴

が
考
え
た
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ

る
。心

中
と
は
他
人
に
対
し
て
義
理
立
て
を
す
る
意
味
で
用
い
ら
れ

て
い
た
心
中
立
が
、
江
戸
時
代
に
は
刺
青
や
切
指
等
の
行
為
と
同
様

に
男
女
の
相
愛
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
心
中
立
に
は
、
誓
詞
、

放
爪
、
断
髪
、
入
れ
墨
、
切
り
指
、
貫
肉
が
あ
る
。
誓
詞
は
起
請
文

と
も
い
い
、
年
季
明
け
に
夫
婦
に
な
る
こ
と
を
誓
う
も
の
で
熊
野
牛

王
符
を
料
紙
と
し
て
用
い
、
裏
面
に
誓
詞
を
書
く
。
掌
の
印
を
押
捺

す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
血
判
と
い
う
血
液
に
よ
り
押
捺
し
、
あ

る
い
は
血
書
と
い
っ
て
血
液
で
書
く
こ
と
も
あ
っ
た
。
男
は
左
手

の
、
女
は
右
手
の
中
指
あ
る
い
は
薬
指
の
上
の
関
節
と
爪
の
生
え
際

と
の
間
を
、
古
く
は
剃
万
、
小
万
で
、
の
ち
に
針
で
刺
し
、
血
液
を

落
と
す
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
心
中
立
で
あ
る
左
手
の
薬
指
か
ら
血
液
を
落
と
す
と
い

う
行
為
は
、
誓
詞
と
い
い
、
奉
公
す
る
約
束
の
年
限
が
あ
け
れ
ば
一
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緒
に
な
る
と
誓
う
も
の
で
あ
り
、
男
女
の
相
愛
を
意
味
す
る
の
で

あ
る
。
文
中
で
、
刺
が
さ
さ
っ
て
い
る
の
を
左
手
の
薬
指
と
し
て
い

た
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、
西
鶴
が
意
図
し
て
お
七
と
吉
三
郎
の

恋
、
つ
ま
り
二
人
の
相
愛
を
意
味
し
て
い
て
描
い
た
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
西
鶴
が
心
中
立
を
作
品
に
忍
ば
せ
る
の

は
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
と
い
え
る
。
そ
れ
は
『
好
色
五
人
女
』

巻
一
の
一
「
恋
は
闇
夜
を
昼
の
国
」
に
「
誓
紙
千
束
に
つ
も
り
、
爪

は
手
箱
に
あ
ま
り
、
切
ら
せ
し
黒
神
は
大
綱
に
な
は
せ
け
る
」
や
巻

一
の
二

「
く
け
帯
よ
り
あ
ら
は
る
る
文
」
に
「
お
物
師
は
針
に
て

血
を
し
ぼ
り
、
心
の
程
を
童
日
き
遣
は
し
け
る
」
と
誓
詞
と
い
う
形

で
心
中
立
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
や
、
放
爪
に
お
い
て
も
『
好
色

一
代
男
』
巻
四
の
二
「
形
見
の
水
櫛
」
で
、
断
髪
に
お
い
て
も
「
好

色
一
代
男
』
巻
六
の
三
「
心
中
箱
」
に
登
場
し
て
い
る
こ
と
か
ら
裏

づ
け
ら
れ
る
。

西
鶴
は
こ
の
心
中
立
を
匂
わ
せ
る
記
述
を
入
れ
る
こ
と
で
、
二
人

の
相
愛
を
前
も
っ
て
予
告
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
次
に
、
左
手
の
薬

指
に
刺
さ
っ
た
刺
で
あ
る
が
、
な
ぜ
刺
さ
っ
て
い
る
か
も
分
か
ら

な
い
よ
う
な
刺
を
登
場
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
刺
が
さ
さ
っ

て
い
る
か
の
よ
う
に
、
吉
三
郎
に
は
自
分
で
は
ど
う
に
も
で
き
な
い

よ
う
な
事
柄
、
宿
命
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
せ
な
く
な
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
刺
さ
っ
て
い
る
の
か
も
よ
く
わ
か
ら

な
い
よ
う
な
刺
が
、
吉
三
郎
に
と
っ
て
は
自
分
で
は
ど
う
し
よ
う

も
で
き
な
い
自
分
の
宿
命
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
お

七
は
、
そ
の
刺
で
も
あ
る
吉
三
郎
の
宿
命
を
い
と
も
簡
単
に
抜
い

て
し
ま
う
の
だ
。
西
鶴
は
吉
三
郎
に
も
あ
っ
た
宿
命
と
い
う
名
の

苦
し
み
ゃ
重
圧
を
、
ま
ず
は
お
七
が
跳
ね
除
け
二
人
の
恋
は
始
ま
っ

た
と
い
う
こ
と
を
描
き
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
次
に
、
住
持
が
貸
し
て
く
れ
た
着
替
え
で
あ
る
「
黒
羽

二
重
の
大
振
袖
に
、
桐
銀
杏
の
な
ら
ベ
紋
、
紅
裏
を
山
道
の
裾
取
り
、

わ
け
ら
し
き
小
袖
の
仕
立
」
と
い
う
部
分
の
桐
と
銀
杏
の
な
ら
べ
紋

と
い
う
と
こ
ろ
に
注
目
す
る
。
桐
の
紋
と
は
皇
室
の
替
紋
と
し
て
定

紋
菊
花
紋
に
つ
い
で
権
威
の
あ
る
紋
章
で
あ
っ
た
。
中
国
で
は
鳳
風

は
桐
に
棲
み
、
竹
実
を
喰
う
と
伝
え
ら
れ
、
中
国
文
化
の
渡
来
と
共

に
日
本
に
も
輸
入
さ
れ
、
後
に
皇
室
御
紋
章
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。

皇
室
御
紋
で
あ
る
相
紋
だ
が
、
そ
の
後
主
君
が
臣
下
に
与
え
る
褒
美

用
の
紋
章
の
趣
が
あ
り
、
武
士
の
家
紋
と
し
て
広
く
流
布
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
紋
は
名
の
あ
る
大
名
や
武
将
が
使
用
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
銀
杏
の
紋
は
、
徳
川
家
の
替
紋
で
あ
る

と
い
う
説
も
あ
る
が
、
桐
に
比
べ
れ
ば
使
用
し
て
い
た
人
た
ち
に
大

き
な
立
場
の
聞
き
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
な
ら
べ
紋
と
は
一
一
つ

紋
、
比
翼
紋
と
も
称
し
て
相
思
相
愛
の
男
女
の
紋
を
二
つ
並
べ
る

も
の
で
あ
る
。
『
色
道
大
鏡
」
に
「
ち
か
き
頃
よ
り
三
つ
も
ん
と
て
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ち
い
さ
き
紋
を
な
ら
べ
て
付
る
こ
と
女
郎
に
も
お
と
こ
に
も
あ
り
。

(中
略
)
・
・
二
つ
の
う
ち
か
は
り
た
る
は
ひ
と
つ
は
我
定
紋
、
今
ひ

と
つ
は
わ
が
お
も
ふ
も
の
の
紋
と
み
ゆ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
遊
里
に

は
じ
ま
り
一
般
婦
女
に
も
流
行
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
都
風
俗
鑑
』

に
も
「
定
紋
は
ぬ
ひ
に

一
つ
は
も
と
よ
り
一

一
つ
三一

つ
な
ら
び
、
大
方

当
世
も
て
け
う
ず
る
野
郎
の
紋
を
つ
く
る
也
」
と
あ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
も
、
こ
の
振
袖
の
持
ち
主
は
、
身
分
の
違
う
相
思
相
愛
の
男
性

が
い
た
女
性
で
、
振
袖
に
桐
と
銀
杏
の
二
つ
紋
を
入
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
西
鶴
が
意
図
し
て
入
れ
た
記
述
で
あ
り
、
お

七
と
吉
三
郎
に
こ
れ
か
ら
起
こ
る
出
来
事
を
暗
示
し
て
い
た
の
だ
。

お
七
が
こ
の
日
く
あ
り
げ
な
振
袖
を
見
て
、
や
は
り
現
世
に
は
望
み

は
な
く
諦
め
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
振
袖
の
持
ち
主
の
よ
う

に
若
死
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
お
七
と
同
じ
く
ら
い
の
年
頃
の

女
の
子
が
若
死
に
し
て
し
ま
い
、
傷
ま
し
く
哀
れ
に
思
い
、
見
た
こ

と
も
な
い
人
の
た
め
に
無
常
心
が
起
こ
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
こ
の
よ

う
に
、
こ
れ
か
ら
自
分
が
同
じ
運
命
を
た
ど
っ
て
し
ま
う
と
は
ま
っ

た
く
考
え
も
し
て
い
な
い
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
し
か
し
西
鶴
は
こ

の
桐
と
銀
杏
の
な
ら
び
紋
を
入
れ
る
事
で
、
初
め
か
ら
身
分
の
違
う

者
同
士
の
恋
は
現
世
で
は
上
手
く
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
暗
示

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
話
に
は
悲
劇
的
な
題
材
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
西
鶴
が

描
き
た
か
っ
た
の
は
悲
劇
的
な
結
末
で
も
モ
デ
ル
小
説
で
も
な
い
。

つ
ま
り
結
末
が
悲
劇
的
で
あ
る
の
は
、
封
建
社
会
の
下
で
の
意
志

的
な
恋
愛
が
否
定
さ
れ
て
い
た
為
で
あ
り
、
音
山
図
し
て
悲
劇
的
に

書
い
た
訳
で
は
な
い
。
も
し
悲
劇
的
に
書
こ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ

た
な
ら
ば
、
お
七
を
も
っ
と
自
己
主
張
の
な
い
、
世
の
中
の
流
れ
や

宿
命
に
流
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
女
性
と
し
て
描
き
、
封
建
社
会
に

従
う
し
か
な
い
と
い
う
悲
し
み
が
作
品
の
前
面
に
押
し
出
さ
れ
た

は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
西
鶴
の
描
い
た
お
七
は
、
強
い
意
志
を
も
っ

た
情
熱
的
で
、
最
期
の
瞬
間
ま
で
療
と
し
た
女
性
で
あ
る
。
そ
し
て
、

自
ら
が
招
い
た
死
と
い
う
結
果
を
少
し
も
不
幸
と
感
じ
て
お
ら
ず
、

恋
愛
に
全
て
を
賭
け
た
自
ら
の
人
生
に
全
く
後
悔
す
る
こ
と
な
く
、

満
足
を
覚
え
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

西
鶴
が
悲
劇
的
な
話
を
童
日
い
た
の
で
は
な
い
の
は
、
放
火
に
よ

っ

て
こ
の
物
語
が
始
ま
り
、
終
わ
っ
て
い
く
の
に
対
し
て
、

十
二
月

二
十
八
日
の
火
事
も
お
七
が
し
た
放
火
も
分
量
的
に
は
か
な
り
少

な
い
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
西
鶴
は
、
お
七
と
吉
三
郎
の
恋
の
過
程

は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
初
々
し
い
情
趣
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
状

況
設
定
に
力
点
を
置
い
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
契
り
を
結
ぶ
場
面
は

特
に
細
か
く
書
か
れ
て
お
り
、
肉
体
交
渉
を
描
き
な
が
ら
も
こ
の
部

分
は
少
し
も
厭
ら
し
く
な
い
。
そ
れ
は
二
人
の
初
々
し
く
純
粋
な
恋

が
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
西
鶴
は

「純

一
に
相
愛
す
る
男
女
の
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(注
ロ
)

情
熱
の
極
点
に
お
け
る
抱
擁
を
、
美
し
い
も
の
」
と
考
え
て
い
た

の
で
あ
る
。
「
何
と
も
此
恋
は
じ
め
も
ど
か
し
」
と
書
か
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
「
近
世
に
お
い
て
肉
体
的
に
結
ば
れ

ね
ば
恋
が
成
就
し
た
こ
と
に
な
ら
な
か
っ
た
。
例
え
少
年
少
女
の
初

恋
え
あ
っ
と
も
同
様
で
あ
り
、
肉
体
関
係
に
よ
っ
て
精
神
的
な
純
粋

(
注
目
}

さ
、
美
し
さ
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
よ
と
い

う
見
解
に
は
説
得
力
が
あ
る
の
だ
。

お
七
の
最
期
の
姿
が
人
々
の
同
情
を
誘
っ
た
と
あ
る
が
、
何
故
こ

れ
程
ま
で
に
毅
然
た
る
態
度
で
処
刑
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う

(注
H
)

か
。
そ
れ
は

「本
質
的
に
罪
の
意
識
が
な
か
っ
た
」
か
ら
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
本
文
で
お
七
は
、
幼
く
も
愚
か
な
少
女
と
し
て
は
描
か
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
通
り
、
お
七
の
性
格
を
考
え
る
と

投
げ
や
り
に
な
っ
て
放
火
を
し
た
わ
け
で
も
な
く
、

一
途
な
恋
を
貫

く
た
め
に
必
要
な
手
段
だ
っ
た
か
ら
だ
と
い
え
る
。
ま
し
て
や
放
火

を
し
た
後
の
事
を
全
く
考
え
ず
に
、
罪
の
意
識
も
な
か
っ
た
と
は
考

え
に
く
い
。
お
七
に
と
っ
て
は
吉
三
郎
と
会
え
な
い
、

自
由
な
恋
愛

の
で
き
な
い
こ
の
生
活
で
は
生
き
て
い
る
と
は
い
え
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
七
の
よ
う
な
意
思
の
強
い
女
性
が
自
分
の

感
情
を
押
し
殺
し
た
ま
ま
で
生
き
続
け
て
い
く
こ
と
は
難
し
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
物
語
は
、

お
七
の
恋
と
そ
の
破
局
が

「
美
し
き
も
の
、
微
笑

(注
目
)

ま
し
き
も
の
」

「
い
じ
ら
し
き
も
の
、

可
憐
な
も
の
」
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
。
こ
の
描
き
方
か
ら
、
西
鶴
が

一
般
少
女
の
恋
を
認
め
て

い
た
事
が
わ
か
る
。
西
鶴
が
異
性
を
恋
す
る
心
は
法
で
縛
り
き
れ
る

も
の
で
は
な
い
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
「

一
般
女
性

の
も
つ
愛
欲
思
慕
の
念
が
厳
し
く
否
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
甘
ん

じ
て
服
す
る
こ
と
な
く
か
え
っ
て
こ
れ
を
是
認
し
、
肯
定
し
た
物
語

(
注
目
)

を
書
い
た

」
の
で
あ
る
。
西
鶴
は
儒
教
思
想
、
封
建
思
想
の
社
会

に
生
き
た
江
戸
時
代
の
人
間
で
あ
る
か
ら
、
感
情
を
抑
圧
す
る
体
制

に
抵
抗
し
よ
う
と
い
う
意
志
は
持
ち
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し

(注

η
)

か
し

「自
身
の
興
味
に
引
き
ず
ら
れ
て
」
の
み
書
い
た
と
い
う
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
物
語
に
は
、
お
七
の
恋
の
様
子
が
ひ
た
す

ら
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
七
と
い
う
少
女
の
純
粋
無
垢
で
い

て
、
き
ち
ん
と
自
分
の
意
見
を
持
っ
た
強
い
女
性
が
自
分
の

一
途
な

気
持
ち
を
抑
え
る
事
な
く
貫
き
通
す
こ
と
で
、
自
分
自
身
を
変
え
た

い
と
い
う
思
い
や
後
生
へ
の
希
望
こ
そ
が
、
こ
の
物
語
の
主
題
で
あ

る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
自
由
な
恋
愛
は
不
義
と
さ
れ
た
江
戸
時
代

で
あ
る
か
ら
、
西
鶴
が
描
い
た
の
は
道
徳
的
に
見
る
と
罪
を
犯
し
た

女
性
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
の
時
代
に
反
道
徳
的
な

女
性
を
描
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
植
田

一
夫
氏
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
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好
色
に
対
す
る
憧
れ
は
、
人
間
と
し
て
の
生
命
の
発
露
で
あ

り
、
善
と
か
悪
の
問
題
で
は
な
い
。
し
か
し
、
個
人
的
な
人
間

本
能
の
無
限
な
発
露
は
、

社
会
秩
序
を
破
壊
さ
せ
る
危
険
性
が

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
秩
序
を
防
御
す
る
た
め
に
、
人
聞

社
会
は
道
徳
、
法
律
な
ど
の
文
化
体
系
を
確
立
し
て
い
る
。
社

会
秩
序
維
持
の
た
め
に
、
す
べ
て
の
人
聞
を

一
色
で
塗
り
つ

ぶ

し
、
個
人
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
微
塵
も
許
そ
う
と
し
な
い

封
建
体
制
の
も
と
で
は
、
た
と
え
そ
れ
が
好
色
の
問
題
で
な
く

て
も
、
個
人
と
し
て
の
自
覚
を
持
っ
て
行
動
し
、
生
き
る
こ
と

(
注
国
)

は
秩
序
の
破
壊
者
と
し
て
社
会
か
ら
圧
迫
さ
れ
る
。

し
か
し
西
鶴
は
、
封
建
道
徳
に
反
し
て
い
て
も
異
性
を
恋
い
慕
う

感
情
は
自
然
な
も
の
で
あ
り
、

上
か
ら
の
抑
圧
で
抑
え
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
強
い
意
志
を
持

っ
た

女
性
が
自
由
を
望
む
事
を
抑
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
考
え

方
が
、
結
局
は
反
道
徳
的
な
女
性
を
描
く
事
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ

た
の
だ
。

こ
の
作
品
が
世
間
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
は
、

「
愚
直
な
迄
の
幼

(
注
目
)

さ
と
引
き
か
え
に
世
人
の
同
情
を
集
め
」
た
か
ら
で
は
な
く
、
「
当

時
の
浮
世
草
子
読
者
層
が
恋
愛
感
情
を
道
徳
を
越
え
た
も
の
と
考

(註
却
)

え
て
い
た
」
か
ら
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
町
人
は
、
身
分
制
度
と

商
業
資
本
主
義
と
い
う
相
容
れ
な
い
考
え
方
の
中
で
生
活
し
て
い

た
。
町
人
は
経
済
的
な
力
を
獲
得
す
る
と
、
当
然
の
よ
う
に
人
間
的

な
自
由
も
求
め
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
人
間
性
を
否
定
す
る
身
分
制

度
の
下
で
は
、
自
由
を
獲
得
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

恋
愛
感
情
は
精

一
杯
の
自
我
の
表
出
で
あ
り
、
自
分
の
生
き
た
い
よ

う
に
自
由
に
人
生
を
選
択
す
る
こ
と
が
難
し
い
時
代
だ
っ
た
か
ら

こ
そ
、
強
い
意
思
を
持
っ
て
自
由
に
生
き
よ
う
と
し
た
お
七
は
、
皆

の
理
想
化
さ
れ
た
憧
れ
の
対
象
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
近
世
に

お
い
て
そ
れ
は
破
滅
を
意
味
す
る
事
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
自

ら
の
決
め
た
道
を

一
途
に
つ
き
進
む
女
性
の
姿
を
、

西
鶴
は
肯
定
し

て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
、
っ
か
。

最
後
に
、
西
鶴
が

「
さ
で
も
/
¥
、
取
集
め
た
る
恋
や
、
あ
は

れ
や
。
無
常
な
り
、
夢
な
り
、
現
な
り
」
と
本
文
を
し
め
く
く
っ
て

い
る
の
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
部
分
は
、
男
色
女
色
入
り
乱
れ
て
の

恋
は
、
哀
れ
で
は
か
な
く
夢
や
幻
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
意

味
で
あ
る
が
、
西
鶴
は
何
が
言
い
た
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
思
ひ
く
ら
ぶ
れ
ば
、
命
は
あ
り
な
が
ら
、
お
七
最
期
よ
り
は
、

な
ほ
哀
れ
な
り
」
と
は
、
命
は
あ
る
も
の
の
吉
三
郎
の
こ
と
を
哀
れ

だ
と
言
っ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
西
鶴
が
生
き
残
っ
て
し
ま
っ
た

者
を
哀
れ
だ
と
し
て
い
る
の
は
、
吉
三
郎
に
自
分
自
身
の
影
を
見

て
い
た
か
ら
だ
と
い
え
る
。
西
鶴
が
、
自
ら
を

「
あ
さ
ま
し
く
つ
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れ
な
き
物
」
と
捉
え
る
感
性
を
持
ち
続
け
る
こ
と
で
、
死
ね
な
か
っ

た
吉
三
郎
の
生
き
方
を
正
当
化
で
き
ず
、
母
親
が
言
っ
た
決
定
的
な

一
言
を
意
味
不
明
の
ま
ま
終
わ
ら
せ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ

る
。
西
鶴
は
妻
が
若
く
し
て
亡
く
な
り
、
大
き
な
悲
し
み
の
中
で
妻

の
後
を
追

っ
て
死
ん
で
し
ま
い
た
い
衝
動
に
駆
ら
れ
な
が
ら
、
そ
う

す
る
こ
と
の
出
来
な
い
自
分
自
身
を

「あ
さ
ま
し
く
つ
れ
な
き
物
」

と
感
じ
て
い
た
。
そ
う
し
た
人
聞
に
と
っ
て
、

「
さ
れ
と
で
は
死
れ

ぬ
も
の
、
人
の
命
に
ぞ
有
り
け
る
」
と
言
い
な
が
ら
生
き
残
っ
て
し

ま
っ
た
自
分
が
い
か
に
醜
く
映
り
、
反
対
に
愛
に
生
き
た
者
た
ち
の

姿
が
い
か
に
美
し
く
輝
い
て
み
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
『
諸
艶
大
鑑
』

に
お
い
て
、
西
鶴
が
心
中
死
を
否
定
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
が
、
恐
ら
く
そ
れ
は
、
社
会
の
側
に
生
き
残

っ
て
し
ま

っ

た
自
分
が
、
彼
ら
の
痛
み
を
分
か
ち
合
え
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を

(在
幻
}

引
け
目
と
感
じ
る
意
識
が
混
同
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
西
鶴
の
「
哀
れ
な
も
の
」
へ
の
考
え
方
や
捉
え
方
か

ら、

「
さ
て
も
/
【
¥
、
取
集
め
た
る
恋
や
、
あ
は
れ
や
。
無
常
な
り
、

夢
な
り
、
現
な
り
」
と
最
後
を
締
め
く
く
っ
た
西
鶴
の
考
え
を
分
析

す
る
と
、
こ
の
部
分
か
ら
は
西
鶴
の
暖
昧
な
気
持
ち
が
窺
え
る
。
男

色
女
色
は
哀
れ
で
は
か
な
い
も
の
で
、
い
つ
か
は
覚
め
て
し
ま
う
夢

や
幻
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
つ
つ
も
、
決
し
て
本
文
内
で

お
七
と
吉
三
郎
の
恋
を
否
定
し
て
い
な
い
の
だ
。
ま
た
、
お
七
の
放

火
・
処
刑
の
様
子
等
は
細
か
く
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
作
中
人
物
の
悩

み
や
心
の
葛
藤
等
の
心
理
描
写
が
欠
如
し
て
い
る
か
、
書
か
れ
て
い

て
も
簡
略
で
あ
り
、
結
果
だ
け
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ

の
こ
と
か
ら
も
西
鶴
は
、
悲
劇
を
同
情
的
に
美
化
し
て
描
こ
う
と

し
、
し
ば
し
ば
詠
嘆
的
な
言
葉
を
入
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

一

方
で
教
訓
や
自
身
の
感
情
的
な
思
い
を
嘆
き
、
お
七
ら
を
犯
罪
者
と

し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
も
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾

は
西
鶴
自
身
の
心
の
葛
藤
と
読
み
取
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う。

西
鶴
は
色
欲
と
は
「
人
間
や
人
生
の
本
然
の
相
と
し
て
一
種
の
超

越
的
な
態
度
で
観
照
し
て
い
る
」
も
の
の
現
実
の
世
の
中
で
自
由
な

恋
愛
は
否
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
厭
世
観
に
似
た
恋
愛

観
を
表
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
完
全
に
二
人
の
身
分
違
い
の
恋
を
応

援
し
、
時
代
や
社
会
に
反
感
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
い
た

か
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、

二
人
の
恋
を
否
定
的
で
悲
劇
的
な
話
を
書

こ
う
と
し
て
書
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
西
鶴
に
は

ま
た
別
に
本
文
や
お
七
を
通
し
て
何
か
言
い
た
か
っ
た
こ
と
が
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

基
本
的
に
西
鶴
が
描
き
た
か
っ
た
も
の
は
、
自
ら
の
決
め
た
道
を

時
代
の
道
徳
に
は
反
し
て
い
た
と
し
て
も

一
途
に
貫
き
通
す
女
性

の
姿
で
あ
る
。
そ
れ
は
西
鶴
自
身
が
、
封
建
道
徳
に
反
し
て
い
て
も

異
性
を
恋
い
慕
う
感
情
は
自
然
な
も
の
で
あ
り
、
上
か
ら
の
抑
圧
で
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抑
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は

当
然
、
こ
の
作
品
の
内
容
白
体
が
世
間
で
求
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で

あ
っ
た
か
ら
だ
。
「
近
世
前
期
に
お
い
て
は
民
衆
の
好
色
の
要
求
の

中
に
は
、
封
建
的
な
い
ま
し
め
か
ら
解
き
放
た
れ
よ
う
と
す
る
人
間

(注
辺
)

的
な
欲
求
が
あ
っ
た
」
と
も
あ
る
よ
う
に
、
人
間
性
を
否
定
し
身

分
制
度
の
支
配
す
る
社
会
で
は
、
自
由
を
獲
得
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
お
七
は
、
恋
愛
感
情
は
精
一
杯
の
自
我
の
表

出
で
あ
り
、
強
い
意
思
を
持

っ
て
自
由
に
生
き
よ
う
と
し
た
の
だ
。

ま
た
、
皆
の
理
想
化
さ
れ
た
憧
れ
の
対
象
と
し
て
求
め
ら
れ
て
書
か

れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
西
鶴
自
身
は
、
『
好
色
五
人
女
」
を
出
版
し
た
貞
享
三
一
年

か
ら
約

一
年
前
に
は
、
竹
本
義
太
夫
と
宇
治
加
賀
捻
の
競
演
が
あ

り
、
日
本
に
有
史
以
来
と
も
い
う
べ
き
演
劇
時
代
が
近
松
と
義
太
夫

の
提
携
に
よ
っ
て
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
影
響
さ
れ
て
い

た
の
だ
。
こ
の
時
代
の
演
劇
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た

が
、
白
河
揚
期
特
有
の
雰
囲
気
が
あ
り
、
浄
瑠
璃
な
ど
は
文
謹
の
不
自

然
を
犯
し
て
も
、
劇
的
展
開
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
熱
烈
な
要
求

を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「俳
語
的
文
鯉
に
き
た
え
ら
れ
た
西
鶴

は
、
語
り
物
に
必
要
な
流
麗
な
調
子
や
愛
化
や
聞
な
ど
に
熟
し
て
い

な
か
っ
た
が
、
演
劇
の
成
立
を
可
能
な
ら
し
め
る
時
代
の
到
来
は
ひ

(注
お
)

し
ひ
し
感
じ
た
に
違
い
な
い

。
」
ま
た
西
鶴
は
も
と
も
と
劇
界
の
人

達
と
交
渉
を
も
っ
て
お
り
、
俳
友
の
大
和
屋
甚
兵
衛
の
上
演
に
刺
激

さ
れ
て
椀
久
を
小
説
に
書
い
た
の
も
そ
の
表
れ
だ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
「
椀
久
一
世
』
後
半
の
悲
劇
的
形
象
は
、
西
鶴
の
演

劇
へ
の
接
近
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
西
鶴
が
こ

の
作
品
全
体
に
お
い
て
、
恋
愛
が
本
来
は
非
日
常
的
な
も
の
で
あ
る

こ
と
を
、
さ
ら
に
際
立
た
せ
よ
う
と
し
て
、
演
劇
的
趣
向
と
い
う

方
法
を
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
八
百
屋
お
七
と
い
う
作
品
は
、

ゆ
る
ぎ
な
い
現
実
や
日
常
的
な
世
界
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、
非
日
常
世

界
が
よ
り
鮮
や
か
に
浮
か
び
が
る
と
い
う
構
造
で
あ
る
か
ら
だ
。

ま
た
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
有
名
人
を
取
り
上
げ
た
作
品
は
多
く

あ
っ
た
が
、
名
も
な
い
民
衆
が
そ
の
主
人
公
と
な
っ
て
き
た
の
は

こ
の
時
代
が
初
め
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
西
鶴
は
、
お
七
事

件
に
つ
い
て
、

「好
色
」
と
し
て
鈍
化
さ
せ
た
も
の
と
し
て
描
い
た

の
だ
。
そ
れ
は
「
好
色
」
時
代
が
人
間
の
運
命
を
左
右
す
る
も
の

と
し
て
描
き
、
民
衆
の
話
題
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
西
鶴
自
体
は
、

純
粋
に
一
途
に
恋
に
生
き
た
少
女
が
、
社
会
に
よ
っ
て
現
世
で
は
幸

せ
に
は
な
れ
な
か
っ
た
と
い
う
時
代
へ
の
嘆
き
、
そ
し
て
民
衆
が
求

め
て
い
る
も
の
を
素
直
に
描
こ
う
と
し
た
作
家
と
し
て
の
強
い
意

識
に
よ
っ
て
こ
の
作
品
を
描
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
で
述
べ
た
結
論
で
は
、
こ
の
作
品
は
西
鶴
が
た
だ
単
に
時
代

の
波
に
乗
せ
ら
れ
て
、
読
者
が
求
め
て
い
る
も
の
を
描
い
た
だ
け
だ
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と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
お
七
や
吉
三
郎

の
性
格
の
設
定
を
細
か
く
分
り
や
す
い
も
の
に
し
、
一
一
人
の
恋
の
過

程
に
力
点
を
置
き
な
が
ら
も
ど
こ
か
「
恋
」
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い

西
鶴
の
描
き
方
を
見
る
と
、
他
に
言
い
た
か
っ
た
事
や
考
え
が
作
品

内
に
は
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
、

そ
の
も
う

一
つ
の
結
論
を
述
べ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
に
本
稿
で
出
て
き
た
、
お
七
の
持
っ

て
い
た
後
生
や
現
世
で
の
「
希
望
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
述
べ
る
。

そ
れ
は
希
望
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
、
西
鶴
の
言
い
た
か

っ
た
事

や
考
え
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
お
七
と
吉
三
郎
に
は
「
宿
命
」
、
つ
ま
り
個
人
で
は
ど

う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
圧
倒
的
な
力
と
し
て
そ
の
人
生
を
支
配

す
る
も
の
で
、
す
べ
て
の
人
生
を
呪
縛
し
拘
束
す
る
も
の
が
あ

っ

た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
呪
縛
や
宿
命
に
対
し
て
大
抵
の
人
聞
は
無
自

覚
で
あ
る
と
い
え
る
。
人
は
自
分
が
知
ら
な
い
自
分
を
抱
え
る
事
に

な
る
が
、
そ
れ
に
気
づ
く
事
も
意
識
す
る
こ
と
も
な
く
、
無
自
覚
の

う
ち
に
人
生
を
築
き
繰
り
返
し
て
い
く。

そ
し
て
無
自
覚
さ
に
支
配

さ
れ
て
い
る
事
に
気
付
け
な
い
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
の
生
き
方
を
そ

の
ま
ま
続
け
よ
う
と
し
て
ま
た
そ
の
ル

1
プ
が
深
く
強
い
も
の
に

な
っ
て
い
く
の
だ
。

し
か
し
二
人
に
関
し
て
は
無
自
覚
の
ま
ま
で
は
な
か
っ
た
。
自

分
た
ち
の
立
場
を
冷
静
に
見
極
め
「
宿
命
」
を
受
け
入
れ
て
い
た
。

そ
れ
は
作
品
内
初
め
で
の
お
七
の
現
世
で
の
諦
め
を
言
っ
た
部
分
ゃ
、

二
人
が
契
り
を
交
わ
す
場
面
か
ら
も
わ
か
る
。
そ
う
す
る
と
人
間
は
、

「
絶
望
感
や
虚
無
感
を
感
じ
、
一
体
人
生
に
生
き
る
に
値
す
る
価
値

な
ど
あ
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
、
自
ら
を
苦
し
め
、
周
囲
の
人
々

を
も
悲
し
み
に
巻
き
込
む
宿
命
の
深
い
聞
を
な
ぜ
人
は
背
負
わ
ね
ば

(注
且
)

な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
改
め
て
確
か
め
て
し
ま
う
」
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
に
苦
し
ん
で
い
た
お
七
だ
っ
た
が
、
そ
れ
は

吉
三
郎
の
登
場
に
よ
っ
て
す
ぐ
に
解
消
さ
れ
た
。
「
肉
体
的
に
も
精

神
的
に
も
深
い
痛
み
を
抱
い
た
と
き
、
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
、

困
難
を
解
決
し
、
癒
し
と
救
い
を
も
た
ら
す
「
人
間
の
光
」
が
現

(注
お
)

れ
る
と
い
う
法
則
が
あ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
吉
三
郎
と
い
う

「人

間
の
光
」
が
現
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
お
七
が
宿
命
と
し
て

背
負
っ
た
聞
の
中
か
ら
、
吉
三
郎
と
い
う
一
筋
の
光
が
関
か
れ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
吉
三
郎
が
夕
暮
れ
の
光
の
中

か
ら
出
て
く
る
」
と
い
う
吉
三
郎
と
お
七
が
初
め
て
出
会
う
場
面

で
、
宿
命
と
い
う
閣
に
呑
み
込
ま
れ
て
い
た
お
七
に
差
し
込
ん
で
き

た
一
筋
の
光
の
よ
う
に
、
吉
三
郎
が
描
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
づ

け
ら
れ
る
。
人
聞
が
宿
命
の
閣
の
中
か
ら
光
を
生
み
出
す
歩
み
の
中

に
は
、
共
通
す
る

一
つ
の
法
則
が
あ
る
。
そ
れ
は
ま
ず
、
お
互
い
が
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宿
命
の
中
に
身
を
置
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
そ
の
宿
命
ゆ

え
に
困
窮
し
、
苦
悩
し
、
虚
無
感
に
脅
か
さ
れ
る
が
、
自
ら
の
内
な

る
閣
を
正
面
か
ら
引
き
受
け
、
そ
の
閣
の
重
さ
ゆ
え
に
、
そ
れ
だ
け

切
実
に
光
へ
の
道
を
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
閣

と
向
か
い
合
い
、
闘
い
、
変
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
宿
命

の
聞
を
背
負
っ
た
そ
の
人
間
で
な
く
て
は
生
み
出
す
こ
と
の
で
き

な
い
光
を
放
つ
こ
と
に
な
る
の
だ
。
宿
命
を
背
負
い
、
閣
を
抱
い
た

か
ら
こ
そ
発
す
る
事
の
出
来
る
か
け
が
え
の
な
い
光
は
、
た
だ
二
人

を
宿
命
の
呪
縛
か
ら
自
由
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
周
囲
や
時
代
、
社

会
が
抱
く
痛
み
や
問
題
ま
で
も
解
決
に
導
い
て
い
く
の
だ
。
つ
ま
り

宿
命
の
閣
の
中
に
、
切
り
開
か
れ
る
一
筋
の
光
と
は
、
お
七
と
吉
三

郎
に
と
っ
て
の
希
望
で
あ
っ
た
の
だ
。

お
七
と
吉
三
郎
は
自
ら
の
置
か
れ
た
宿
命
を
受
け
入
れ
て
い
た
。

そ
し
て
宿
命
に
よ
っ
て
自
由
の
な
い
人
生
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し

自
覚
し
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
ん
な
中
で
閣
の
中
に
光
が
差
し
込
む

か
の
よ
う
に
、
吉
三
郎
と
お
七
は
出
会
い
、
宿
命
と
い
う
名
の
呪
縛

か
ら
希
望
と
い
う
光
を
導
き
だ
し
た
の
だ
。
そ
し
て
今
あ
る
自
分
た

ち
の
宿
命
を
変
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
希
望
を
持

つ
こ
と
は
、
持
ち
主
が
将
来
へ
明
る
い
望
み
を
持
つ
と
い
う
事
だ
け

で
は
な
く
、
現
状
を
変
化
さ
せ
る
為
の

一
つ
の
手
段
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
手
段
に
よ
っ
て
、
持
ち
主
の
周

囲
の
人
や
時
代
、
社
会
を
も
変
化
さ
せ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の

だ
以
下
で
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
三
つ
の
項
目
の
結
論
を
踏
ま

え
、
西
鶴
の
描
き
た
か
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
い
く
。

こ
の
話
に
は
基
と
な
る
実
話
が
あ
っ
た
が
、
西
鶴
は
基
に
な
る
実

話
を
大
き
な
枠
組
み
と
し
て
と
ら
え
、
内
容
の
細
か
な
出
来
事
や
登

場
人
物
の
描
写
や
性
格
の
設
定
な
ど
は
、
ほ
と
ん
ど
は
西
鶴
独
自
で

考
え
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
前
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
話
に
非
日

常
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
の
は
、
西
鶴
自
身
が
、
日
常
と
非
日
常
の

聞
に
は
人
の
人
格
自
体
が
変
化
し
て
い
く
可
能
性
が
隠
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
日
常
と
非
日
常
を

短
い
期
間
で
何
度
も
経
験
す
る
こ
と
で
、
よ
り
い
っ
そ
う
非
日
常
時

の
心
の
不
安
定
さ
や
揺
ら
、ぎ
は
「
自
分
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
を

も
た
ら
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
自
分
の
あ
り
方
を
根
底
か
ら
変

え
る
-よ
う
な
心
の
動
き
を
も
た
ら
す
の
だ
。
つ
ま
り
、
今
ま
で
の
自

由
の
な
い
宿
命
に
縛
ら
れ
た
人
生
を
や
め
、
親
や
世
間
、
社
会
か
ら

反
対
さ
れ
よ
う
が
、
自
分
の
気
持
を
貫
き
通
す
強
さ
を
大
切
な
事
と

し
て
描
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
西
鶴
自
身
が
自
分
の
意
見
に

素
直
で
一
途
で
あ
る
と
い
う
時
代
に
反
す
る
こ
と
を
肯
定
し
、
そ
の

先
に
あ
る
も
の
こ
そ
人
生
を
本
当
の
意
味
で
生
き
て
い
る
と
言
え

る
と
思
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
身
分
違
い
と
い
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う
宿
命
を
背
負
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
、
そ
れ
を
受
け

入
れ
、
解
き
放
つ
こ
と
こ
そ
真
に
人
生
を
全
う
し
て
い
る
と
考
え
て

い
た
の
だ
ろ
、
っ
。

お
七
と
吉
三
郎
の
性
格
の
設
定
に
お
い
て
も
、
吉
三
郎
の
弱
弱
し

く
依
存
的
で
恋
を
受
身
に
招
き
よ
せ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
は
、
相
反
す

る
お
七
の
強
く
一
途
な
性
格
を
際
立
た
せ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
周
り

や
社
会
か
ら
の
反
対
に
も
め
げ
な
い
お
七
の
性
格
の
設
定
は
、
こ
の

話
を
書
く
の
に
必
須
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
自
由
な
恋
愛
や
思

想
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
自
分
の
気
持
ち
に
正
直
で
強

い
意
思
を
持
っ
た
お
七
を
描
く
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
。
二
人
の
初
々

し
い
情
趣
に
力
点
を
置
い
て
書
い
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
桐
と
銀

杏
の
紋
を
入
れ
、
二
人
の
恋
は
現
世
で
は
上
手
く
い
か
な
い
と
暗
示

し
、
こ
の
恋
は
夢
幻
の
よ
う
な
も
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
西
鶴
は
、
身
分
違
い
の
恋
が
叶
う
も
の
だ
と
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
の
だ
。
し
か
し
、
お
七
自
体
の
純
粋
無
垢
で
自
分
の
意
見
を
強

く
持
っ
た
一
途
な
生
き
方
と
、
自
分
自
身
の
今
を
変
え
た
い
と
い
う

気
持
ち
ゃ
現
世
で
持
っ
て
い
る
希
望
に
対
し
て
は
、
肯
定
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
関
根
英
二
氏
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

究
極
的
な
与
え
る
喜
び
、

「命
に
か
へ
た
」
相
手
に
お
の
れ
を

贈
る
欲
求
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
限
り
あ
る
人
の
命
を
祝
福
す

る
静
か
な
希
望
を
秘
め
た
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、

「五
人
女
』
の
西
鶴
は
、
恋
に
殉
じ
て
い
っ
た
者
達
の
最
期
を

悲
劇
で
な
い
も
の
と
し
て
描
き
、
い
た
ま
し
さ
の
底
に
淡
々
と

し
た
喜
び
を
湛
え
た
何
も
の
か
と
し
て
肯
定
し
続
け
て
い
る

(注
担
)

と
見
え
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
強
い
希
望
を
持
っ
た
女
性
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
処
刑

さ
れ
る
直
前
ま
で
悔
い
る
こ
と
な
く
人
生
を
生
き
抜
く
こ
と
が
で

き
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
悔
い
な
く
自
分
で
決
め
た
人
生
を
歩
み
た

い
と
い
う
思
い
は
、
西
鶴
を
含
め
多
く
の
人
に
あ
り
、
一
種
の
理
想

像
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

西
鶴
は
、
後
生
に
ば
か
り
願
う
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ど
ん
な
結

末
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
希
望
を
持
ち
続
け
て
ほ
し
い
と
い
と
思
っ

て
い
た
の
だ
。
そ
し
て
今
の
自
分
自
身
を
認
め
、
考
え
、
苦
し
む
こ

と
で
光
を
見
出
し
、
気
持
ち
ゃ
精
神
的
な
面
で
の
自
由
を
勝
ち
取
っ

て
ほ
し
い
と
い
う
強
い
思
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
火
事
、
風
な
ど

の
天
災
の
よ
う
に
、
人
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
宿
命
で
あ
っ

て
も
、
自
分
で
求
め
、
自
分
で
変
え
よ
う
と
前
を
向
い
て
希
望
を
目

指
し
続
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
西
鶴
の
思
い
が
伝
わ
っ
て

く
る
の
で
あ
る
。
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注
(注
l
)
寺
田
日
田
海

『好
色
五
人
女
・
巻
二
巻
四
考
』
、
立
教
大
学
日
本
文
学
、

立
教
大
学
日
本
文
学
会
、
第
八
十
九
号
、
臼
頁

(注
2
)
前
掲
『
好
色
五
人
女
・
巻
二
巻
四
考
」
、
臼
頁

(注
3
)
重
友
穀

『西
鶴
の
研
究
』
文
理
書
院
、
別
頁

(注
4
)
植
田
一
夫
『
西
鶴
文
芸
の
研
究
』
笠
間
書
院
、
万
頁

(注
5
)
矢
野
公
和

『西
鶴
論
」、

若
草
書
房
、
即
頁

(注
6
)
先
掲
「
好
色
五
人
女

・
巻
三
巻
四
考
」
臼
頁

(注
7
)
前
掲
「
好
色
五
人
女

・
巻
二
巻
四
考
』
、
白
頁

(注
8
)
先
掲
『
西
鶴
論
』
国
頁

(注
9
)
森
田
雅
也

『好
色
五
人
女
に
お
け
る
恋
愛
の
形
象
性
』
但
頁

(注
叩
)
前
回
金
五
郎
「
好
色
五
人
女
全
注
釈
』
勉
誠
社
、
げ
頁

(
注
目
)
井
原
西
鶴
「
井
原
西
鶴
集
』
、
国
民
図
書
、
制
頁

(
注
ロ
)
障
峻
康
隆
「
西
鶴
評
論
と
研
究
上
」
、
中
央
公
論
社
、
加
頁

(注
目
)
先
掲
『
好
色
五
人
女
・
巻
二
巻
四
考
」
臼
頁

(注
凶
)
障
峻
康
隆
「
西
鶴
評
論
と
研
究
上
』
、
中
央
公
論
社
、
捌
頁

(
注
目
)
先
掲
『
西
鶴
の
研
究
』
、

m頁

(
注
国
)
前
掲
『
西
鶴
の
研
究
』
、
出
頁

(注
口
)
前
掲
「
西
鶴
の
研
究
』
、
出
頁

(注
凶
)
先
掲
「
西
鶴
文
芸
の
研
究
』
、
活
頁

(注川口
)
先
掲
『
西
鶴
論
』
、
国
頁

(
注
加
)
先
掲
『
好
色
五
人
女
・
巻
二
巻
四
考
』
、
前
頁

(注
幻
)
先
掲
「
西
鶴
論
』
、
日
頁

(注
辺
)
森
山
重
雄
『
近
世
に
お
け
る
政
治
と
文
学
|

|

「
好
色
五
人
女
」

成
立
の
基
礎
|
|
』
、
文
学
、

二
十
一
巻
十
一
号
、
岩
波
書
応
、
日
頁

(注
お
)
前
掲
「
近
世
に
お
け
る
政
治
と
文
学
|
|
「
好
色
五
人
女
」
成
立

の
基
礎
|

|
』
、
叩
頁

(注
且
)
高
橋
佳
子

「希
望
の
原
理
』
、
三
宝
出
版
株
式
会
社
、
四
頁

(
注
お
)
前
掲
「
希
望
の
原
理
』
、
即
頁

(注
お
)
関
根
英
二

「お
さ
ん
の
恋
、
お
七
の
恋
l
|
〈
れ
ん
ぼ
〉
だ
け
の

身
に
な
る
希
望
』
、
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
、
至
文
堂
、
加
頁
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