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今
年
で
し
た
か
去
年
の
こ
と
で
し
た
か
、
浅
草
の
女
剣
豪
不
二
洋
子
と
浅
香

光
代
の
武
藏
と
小
次
郎
と
か
い
ふ
舞
台
中
継
を
、
テ
レ
ビ
で
よ
そ
目
に
な
が
め

た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
不
二
の
武
藏
と
浅
香
の
小
次
郎
が
超
人
の
善
玉
で
あ

る
こ
と
は
、
冷
胆
な
第
三
者
に
は
馬
鹿
／
Ｉ
し
い
と
し
て
も
、
不
二
や
浅
香
に

惚
れ
込
ん
で
、
浅
草
へ
通
ふ
観
客
大
衆
に
は
、
か
う
で
な
く
て
は
な
り
ま
す
ま

い
・

芸
能
は
、
宗
教
的
な
点
に
発
生
の
始
源
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

が
、
そ
の
折
も
、
神
を
擬
人
視
し
て
、
人
間
臭
い
喜
び
を
共
に
し
た
も
の
と
思

ひ
ま
す
。
神
を
含
め
て
、
人
間
の
集
団
に
於
い
て
、
喜
怒
哀
楽
を
共
に
す
る
、

事
新
し
い
話
を
し
よ
う
と
い
ふ
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
平
生
講
壇
で
し
ゃ
べ

り
散
ら
し
て
を
り
ま
す
と
こ
ろ
を
、
少
し
ま
と
め
て
み
よ
う
と
い
ふ
だ
け
な
の

で
、
例
の
、
放
談
の
癖
は
、
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
一
ま
す
。

今
新
た
に
稿
を
起
す
暇
の
な
い
ま
ま
、
今
年
七
月
十
三
日
の
本
学
夏

季
講
座
の
疎
稿
に
、
四
国
へ
の
慌
し
い
族
の
車
中
、
僅
か
に
手
を
入
れ

て
、
せ
め
を
ふ
さ
ぐ
こ
と
に
し
ま
し
た
。
（
三
五
・
一
一
・
二
五
）
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そ
の
場
に
、
芸
能
の
発
生
を
認
め
て
よ
い
で
せ
う
か
。
従
っ
て
、
は
じ
め
は
、

す
寺
へ
て
の
人
が
芸
能
に
参
加
す
る
の
で
す
。
が
、
そ
の
感
動
を
よ
り
高
く
す
る

に
は
、
担
ひ
手
を
、
特
定
の
洗
錬
さ
れ
た
少
数
人
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
も
必
要
に

な
り
ま
せ
う
。
芸
能
人
は
、
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
ゐ
る
だ
け
で
、
地
盤
は
、
全
体
の

人
の
喜
怒
哀
楽
に
あ
る
の
で
す
。
浅
草
あ
た
り
の
お
芝
居
は
、
芸
能
の
そ
ん
な

意
味
を
、
素
朴
に
伝
へ
て
ゐ
は
し
ま
せ
ん
か
。

さ
て
、
私
が
、
う
は
の
空
な
が
ら
、
こ
の
舞
台
中
継
を
見
ま
し
た
の
は
、
巖

流
島
血
闘
の
処
理
の
仕
方
が
目
当
て
も
し
た
。
小
次
郎
が
斬
ら
れ
て
武
藏
が
勝

ち
誇
っ
て
は
、
浅
香
の
フ
ァ
ン
が
承
知
す
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
い
っ
て
、
小
次
郎
が
斬
ら
れ
な
い
で
は
変
で
す
。
不
二
が
一
太
刀
斬
り
つ

け
、
浅
香
が
倒
れ
ま
す
。
そ
の
時
、
舞
台
の
端
に
出
て
来
た
男
が
、
自
分
ら
の

策
謀
に
か
か
っ
て
、
果
し
合
ひ
を
し
た
と
喜
び
、
そ
れ
を
聞
く
と
、
不
二
は
そ

の
男
を
斬
り
落
し
、
浅
香
を
抱
へ
起
し
ま
す
。
そ
し
て
、
両
人
の
見
栄
よ
ろ
し

く
、
と
い
ふ
と
こ
ろ
で
、
両
人
に
対
す
る
降
る
声
援
の
う
ち
に
、
幕
と
な
る
の

で
す
。
生
死
の
ぼ
か
さ
れ
た
興
奮
の
渦
中
で
、
幕
切
れ
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
作

者
の
味
噌
が
あ
る
の
で
す
。

こ
の
や
り
方
は
、
久
し
い
も
の
で
、
近
松
で
も
、
以
前
に
も
指
摘
し
た
こ
と

一
つ

村

け
ａ
Ｂ
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が
あ
り
ま
す
（
「
西
鶴
と
近
松
」
女
子
大
国
文
七
号
》
昭
和
三
十
二
年
十
一

月
）
が
、
例
へ
ぱ
「
大
経
師
昔
暦
」
、
映
画
に
も
な
り
ま
し
た
お
さ
ん
茂
興
衞

の
物
語
、
の
終
り
の
と
こ
ろ
、
両
人
処
刑
の
場
へ
、
東
岸
と
い
ふ
怪
し
げ
な
坊

主
が
飛
び
出
ン
て
、
二
人
の
命
を
「
た
す
け
た
‐
↑
こ
‐
《
ぱ
は
る
」
と
一
」
ろ
で
、
幕

を
下
す
の
で
す
。
事
実
は
助
か
る
は
ず
も
な
く
、
助
か
つ
て
も
ゐ
な
い
の
で
す

が
、
助
か
つ
た
か
の
や
う
な
錯
覚
を
観
客
に
与
へ
て
幕
に
す
る
の
で
す
。
も
つ

と
も
、
此
の
作
品
を
解
題
す
る
人
或
ひ
は
、
「
最
後
は
主
人
公
が
助
か
る
」
な

ど
と
、
杜
選
な
言
ひ
方
；
す
ま
し
て
ゐ
ま
す
の
は
、
い
か
が
な
も
の
で
せ
う
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
観
客
と
喜
怒
哀
楽
を
共
に
す
る
演
劇
の
原
初
的
性
糀

が
、
企
業
性
を
帯
び
て
来
ま
す
と
、
よ
り
よ
く
観
客
の
心
を
つ
か
ま
う
と
し
、

つ
ひ
末
梢
的
技
巧
に
走
る
や
う
に
も
な
り
ま
す
。
観
客
の
心
の
底
を
掘
り
あ
て

る
よ
り
、
売
笑
的
媚
態
が
は
び
こ
り
易
い
と
こ
ろ
に
、
企
業
と
し
て
の
大
衆
演

劇
の
危
機
が
あ
り
ま
せ
う
。
大
衆
芸
能
の
卑
随
は
、
享
受
者
が
大
衆
だ
と
い
ふ

こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
大
衆
に
媚
び
孝
一
売
る
一
」
と
を
し
か
知
ら
ぬ
作
者
内

心
の
卑
随
に
よ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
あ
り
ま
す
ま
い
。

大
衆
芸
能
の
媚
態
が
甚
だ
し
く
な
り
空
す
と
、
実
験
演
劇
的
な
試
み
な
ど
も

な
さ
れ
ま
す
。
が
、
こ
の
種
の
演
劇
の
欠
陥
は
、
媚
び
を
憎
む
の
余
り
、
肝
心

の
観
客
大
衆
の
気
持
も
無
視
し
て
、
独
り
よ
が
り
に
堕
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
に
似
て
非
な
最
も
愚
劣
な
の
は
、
右
に
よ
ら
ず
左
に
よ
ら
ず
、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
を
鼻
の
下
に
ぶ
ら
下
げ
た
疑
似
演
劇
一
い
す
。
叉
、
レ
ェ
ゼ
・
ド
ラ
マ

と
い
ふ
の
も
、
劇
の
純
粋
さ
を
保
た
う
と
す
る
試
み
な
の
で
す
。

ざ
っ
と
こ
の
程
度
を
含
ん
で
も
ら
っ
て
、
近
松
の
観
客
に
対
す
る
処
方
を
、

少
々
具
体
的
に
話
し
て
み
た
い
と
思
ふ
の
で
す
。

も
つ
と
も
、
そ
の
近
松
の
対
し
た
観
客
層
が
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
か
と
い
ふ

竜

卜

■

近
松
と
申
せ
ば
、
本
来
な
ら
、
ま
づ
、
古
浄
瑠
璃
か
ら
時
代
物
に
か
け
て
話

さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
時
間
の
関
係
か
ら
、
そ
こ
は
暫
く
目
を
つ
ぶ
っ
て
、

途
中
か
ら
は
じ
め
ま
せ
う
。

ど
な
た
も
よ
く
御
承
知
の
「
曽
根
崎
心
中
」
。
今
更
申
す
ま
で
も
な
く
、
元

禄
十
六
年
五
月
北
日
を
初
日
に
「
日
本
王
代
記
」
の
切
と
し
て
、
初
演
ざ
れ
た

と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
て
を
り
ま
し
て
、
時
に
、
作
者
近
松
五
十
一
歳
、
太
夫
竹

本
筑
後
橡
五
十
三
歳
、
人
形
遣
辰
松
八
郎
兵
衛
十
八
歳
で
し
た
。

｜
」
の
作
は
、
世
話
淨
瑠
璃
の
は
じ
め
で
、
古
今
の
大
当
り
、
大
儲
け
を
し
た

と
、
「
淨
瑠
璃
譜
」
「
外
題
年
鑑
」
「
操
年
代
記
」
な
ど
に
、
そ
ろ
っ
て
記
す

と
こ
ろ
で
す
。

一
一

こ
と
が
も
先
き
に
述
べ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
す
が
、
詳
し
く
は
別
の
機
会
に

ゆ
づ
っ
て
、
先
羊
も
既
揮
御
指
摘
の
如
く
「
色
道
大
鏡
」
に
「
畢
寛
淨
る
り
と

い
ふ
も
の
、
下
品
な
る
芸
な
れ
ば
・
素
人
の
口
ず
さ
び
と
て
も
、
よ
き
人
か
た

る
べ
か
ら
ず
」
と
か
、
「
難
波
土
産
」
に
「
只
下
々
の
も
て
は
や
す
の
み
に
し

て
中
人
以
上
は
曽
て
基
本
と
て
取
あ
げ
み
る
事
も
な
か
り
し
」
と
か
、
あ
る
の

は
、
近
松
以
前
の
浄
瑠
璃
を
い
ふ
も
の
な
が
ら
、
例
へ
ぱ
、
千
五
百
円
く
ら

ゐ
も
す
る
「
好
色
一
代
男
」
の
読
者
層
に
対
し
て
、
近
松
の
方
は
、
五
六
十
円

く
ら
ゐ
の
大
衆
席
の
観
客
層
を
中
心
に
支
へ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
、
は
っ
き
り

区
別
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
す
ま
い
。
重
ｈ
あ
ふ
層
は
あ
る
に
し
て
も
、
近
松
を

支
へ
る
層
は
、
岩
波
文
庫
の
読
者
で
も
、
新
劇
の
観
客
で
も
な
く
、
女
チ
ャ
ン

バ
ラ
や
大
村
篦
や
浪
花
節
孝
一
支
へ
る
眉
な
の
で
す
。
智
能
も
金
も
閑
も
乏
し
い

人
達
を
、
連
日
惹
き
つ
け
る
に
は
、
近
松
は
ど
れ
だ
け
の
努
力
を
せ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
か
を
、
は
じ
め
に
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
の
で
す
。
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そ
の
大
当
り
を
取
っ
た
所
以
と
、
そ
の
計
画
を
め
ぐ
っ
て
、
近
松
の
意
図
し

た
と
こ
ろ
を
、
考
へ
て
み
よ
う
と
思
ふ
の
で
す
。

古
今
の
大
当
り
の
主
因
に
は
、
所
謂
世
話
淨
瑠
璃
の
は
じ
め
、
と
い
ふ
↑
」
と

が
あ
り
ま
せ
う
。

歌
舞
伎
の
世
界
で
は
、
こ
れ
よ
り
先
き
、
近
松
は
坂
田
藤
十
郎
と
結
ん
で
、

世
話
歌
舞
伎
を
確
立
し
ま
し
た
が
、
淨
瑠
璃
は
、
時
代
物
に
肚
話
物
を
も
ち
込

む
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
ゐ
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
理
由
の
あ
る
こ
と
な
の
で
す
。

歌
舞
伎
は
、
あ
く
ま
で
役
者
の
芸
を
見
せ
る
も
の
な
の
で
す
。
普
通
人
の
世
界

で
は
、
と
て
も
見
得
ぬ
や
う
な
、
洗
錬
さ
れ
た
細
や
か
な
芸
の
見
ら
れ
る
の

が
、
歌
舞
伎
の
大
き
な
楽
し
み
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
典
型
を
藤
十
郎
か

ら
引
き
出
し
た
の
が
近
松
で
し
た
。
そ
こ
に
元
禄
世
話
歌
舞
伎
が
確
立
し
ま

す
。
が
、
淨
瑠
璃
は
語
り
が
主
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
人
形
は
ま
だ
ノ
、
‐

お
粗
末
で
、
色
模
様
の
微
細
を
描
く
に
は
適
し
な
か
っ
た
や
う
で
す
。
い
き
ぼ

ひ
、
世
話
は
添
へ
も
の
、
大
味
な
時
代
物
が
主
だ
っ
た
の
で
す
。

大
雑
把
に
傾
向
を
言
っ
て
、
歌
舞
伎
は
世
話
向
き
淨
瑠
璃
は
時
代
向
き
の
観

が
あ
り
ま
し
た
。
が
、
人
形
も
次
第
に
進
ん
で
来
ま
し
た
。
五
十
三
歳
の
筑
後

嫁
の
語
り
口
に
も
円
熟
み
を
ま
し
て
来
ま
し
た
。
就
中
、
作
者
近
松
は
、
既
に

歌
舞
伎
に
世
話
を
確
立
し
た
人
な
の
で
す
か
ら
、
時
代
物
か
ら
世
話
場
が
抜
け

て
、
世
話
浄
瑠
璃
が
生
れ
て
も
よ
い
下
地
は
、
や
う
や
く
整
っ
て
来
た
と
い
っ

て
よ
い
で
せ
う
。
き
っ
か
け
が
何
時
出
来
る
か
の
問
題
で
す
。

、
き
っ
か
け
は
、
案
外
重
要
な
の
で
す
。
、
日
常
の
他
の
場
合
で
も
、
仕
来
り
通

り
と
い
ふ
の
は
、
一
応
の
安
全
感
が
抱
か
れ
ま
す
の
で
、
保
守
派
は
大
む
ね
多

数
派
な
の
で
す
。
浄
瑠
璃
は
か
う
い
ふ
も
の
だ
と
い
ふ
期
待
が
木
戸
銭
を
払
は

せ
る
の
で
す
。
イ
ン
テ
リ
の
諸
君
は
、
お
涙
頂
戴
の
母
物
映
佃
な
ど
馬
鹿
ノ
ー

I

し
く
思
ふ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
観
客
は
楽
し
く
泣
く
こ
と
を
あ
て
に
し
て
、

入
場
料
を
払
ふ
の
で
す
。
そ
の
期
待
を
破
る
と
す
れ
ば
、
期
待
以
上
の
、
更
に

大
き
な
楽
し
み
を
与
へ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

さ
て
、
そ
の
き
っ
か
け
は
、
三
つ
あ
っ
た
と
思
ひ
ま
す
。

一
つ
は
、
「
操
年
代
記
」
に
従
ひ
ま
す
と
、
も
と
筑
後
橡
の
弟
子
で
、
竹
本

采
女
と
い
ふ
の
が
、
堺
で
族
興
行
中
、
そ
の
地
の
糸
屋
の
娘
と
手
代
の
心
中
事

件
に
ぶ
つ
か
り
、
「
俄
に
一
段
浄
る
り
に
作
り
」
「
心
中
泪
の
玉
の
井
」
と
題

し
た
の
が
、
好
評
を
博
し
た
と
い
ふ
先
例
が
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
采
女
は
帰
坂

し
ま
す
と
、
豊
竹
若
太
夫
と
改
め
、
「
さ
か
い
み
や
げ
」
と
角
書
き
し
て
、
こ

の
作
を
上
場
し
ま
す
が
、
そ
の
時
は
既
に
、
近
松
の
「
曽
根
崎
心
中
」
の
後
で

は
あ
り
、
原
「
心
中
泪
の
玉
の
井
」
は
、
一
夜
漬
の
文
辞
・
も
拙
い
も
の
、
而

も
、
時
と
所
が
際
物
的
興
味
を
う
す
く
し
て
ゐ
ま
す
し
、
後
出
の
は
ず
の
「
曾

根
崎
心
中
」
の
文
に
よ
っ
て
改
修
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
「
曽
根
崎
」
に
原
「
玉
の
井
」
を
考
慮
し
た
と
は
、
関
係
者
は

も
ら
し
て
ゐ
ま
せ
ん
が
、
采
女
が
、
堺
で
当
て
た
際
物
を
大
坂
に
も
ち
帰
っ
て

今
一
当
て
と
目
論
ん
で
ゐ
た
と
こ
ろ
を
、
既
に
筑
後
橡
の
方
で
は
大
坂
種
の
よ

り
生
ま
’
～
し
い
「
曽
根
崎
」
を
上
場
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
の
は
、
た
だ
の
偶
然

で
は
な
く
、
興
行
師
の
機
敏
さ
が
、
窺
へ
る
と
思
ふ
の
で
す
。
堺
の
実
蹟
が
、

大
坂
で
直
ち
に
捉
へ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
す
。

二
つ
は
、
際
物
的
興
味
で
す
。
「
泪
の
玉
の
井
」
の
堺
興
行
の
成
功
は
、
際

物
の
興
味
で
し
た
。
歌
舞
伎
に
は
既
に
、
先
例
が
あ
り
ま
し
た
。
曾
根
崎
の
こ

の
事
件
に
つ
い
て
も
、
歌
舞
伎
が
先
ん
じ
た
ら
し
い
こ
と
を
、
「
牟
芸
古
雅

志
」
は
伝
へ
て
ゐ
ま
す
。
そ
こ
に
収
め
て
あ
る
「
曾
根
崎
心
中
辰
松
八
郎
兵
衞
口

上
」
に
「
は
う
人
～
の
か
ぶ
き
に
も
仕
ｈ
ま
し
て
さ
の
み
か
は
り
ま
し
た
義
も

一
一
一

も

Ｊ
ｌ
ｌ

グ
ー

ｰ



ご
ざ
り
ま
せ
ね
共
淨
る
り
に
仕
り
ま
す
は
は
じ
め
に
て
ご
ざ
り
ま
す
る
」
と
あ

り
ま
す
こ
と
は
、
大
方
の
御
承
知
ず
み
で
せ
う
。

と
も
あ
れ
、
北
の
新
地
の
天
満
屋
の
お
初
と
醤
油
屋
の
手
代
徳
兵
衞
と
の
情

死
と
い
ふ
の
な
ら
、
先
き
に
一
寸
触
れ
ま
し
た
観
客
層
に
は
、
最
喝
身
近
か
な

セ
ン
セ
イ
シ
ョ
ナ
ル
な
事
件
だ
っ
た
の
で
す
。
西
鶴
の
際
物
に
「
椀
久
一
世
の

物
語
」
と
い
ふ
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
こ
れ
と
に
は
、
や
は
り
、
亨
受
層

の
違
ひ
が
あ
り
ま
す
。

も
つ
と
も
、
こ
の
身
近
か
な
、
と
い
ふ
こ
と
は
、
近
頃
馬
鹿
の
一
つ
覚
え
さ

れ
て
ゐ
る
傾
き
が
あ
り
ま
す
の
で
、
序
を
以
て
注
意
し
て
お
き
ま
せ
う
か
。

つ
い
先
き
頃
、
日
雇
労
働
者
を
主
人
公
に
し
た
芝
居
が
、
日
雇
労
働
者
に
は

喜
こ
ば
れ
な
い
で
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
観
客
に
喜
ば
れ
た
と
い
ふ
新
劇
の
女
優
さ

ん
の
手
紙
に
、
「
首
を
か
し
げ
た
」
と
書
い
た
石
頭
の
評
論
家
の
文
章
に
ぶ
つ

か
り
ま
し
た
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
喜
ん
だ
と
い
ふ
こ
と
は
、
彼
等
の
階
層
に
は

芝
居
を
ぢ
か
に
見
な
い
で
、
既
成
観
念
を
通
し
て
し
か
見
得
ぬ
連
中
の
多
い
こ

と
を
示
す
も
の
で
す
が
、
大
事
な
こ
と
は
、
身
近
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
れ
だ

け
で
は
ゞ
ゞ
観
客
を
動
員
し
た
り
、
観
客
を
惹
き
つ
け
た
り
す
る
要
因
と
は
な
ら

ぬ
こ
と
を
、
骨
身
に
徹
し
て
知
る
ぺ
き
な
の
で
す
。
脱
線
つ
ぎ
き
に
申
し
ま
す

な
ら
、
右
の
や
う
な
場
合
日
雇
労
働
者
の
意
識
の
低
さ
を
責
め
る
前
に
、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
を
意
識
し
た
或
種
の
新
劇
作
品
な
ど
、
疑
似
演
劇
な
の
で
、
女
チ
ャ

ン
バ
ラ
の
方
が
ま
だ
ノ
ー
、
高
級
な
演
劇
な
の
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
費
用
が
か
か
ら
ぬ
こ
と
で
す
。
堺
興
行
の
原
「
玉
の
井
」
も

「
さ
っ
と
し
た
道
具
栫
」
と
あ
り
ま
す
が
、
「
曾
根
崎
」
も
「
こ
し
ら
へ
に
物

は
入
ら
ず
」
と
あ
り
ま
す
（
「
操
年
代
記
」
）
・
赤
字
つ
づ
き
の
竹
本
座
に

は
、
こ
の
点
で
、
積
極
的
な
意
味
も
あ
っ
た
の
で
す
。

座

け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
き
つ
か
ず
に
す
が
っ
て
、
不
用
意
に
幕
を
開
げ
て
は

を
り
ま
せ
ん
。
一
作
の
当
り
不
当
り
が
、
小
屋
の
浮
沈
に
か
か
は
る
興
行
物
と

し
て
、
幕
開
け
ま
で
に
は
相
応
の
手
が
打
た
れ
て
ゐ
る
の
で
す
。

冒
頭
に
「
観
音
廻
り
」
と
い
ふ
の
が
あ
り
ま
す
。
お
初
が
田
舎
客
の
供
を
し

て
、
大
坂
三
十
三
所
の
観
音
廻
り
を
す
る
趣
向
で
す
。
寺
の
名
に
縁
語
掛
詞
を

か
ら
ま
せ
た
文
章
で
、
今
教
室
に
で
も
読
み
ま
す
な
ら
、
う
ん
ざ
り
さ
せ
ら
れ

て
こ
れ
が
な
く
て
、
す
ぐ
本
文
に
入
っ
た
ら
よ
い
の
に
、
と
思
は
れ
る
と
こ

ろ
な
の
で
す
。
が
、
こ
こ
は
、
既
に
先
学
の
指
摘
さ
れ
て
ゐ
ま
す
如
く
、
「
脚

色
余
録
初
編
中
の
巻
」
に
、
「
お
初
徳
兵
衞
の
上
の
巻
に
大
坂
三
十
三
所
観
音

廻
り
の
文
有
此
比
始
り
し
故
淨
瑠
璃
に
書
入
節
老
附
語
る
物
な
れ
ば
弘
ま
る
事

速
な
れ
ば
講
中
世
話
方
よ
り
作
者
に
頼
て
書
入
も
ら
ふ
也
」
と
、
此
の
頃
始
ま

っ
た
観
音
廻
り
の
宣
伝
が
入
っ
て
ゐ
る
の
で
す
。
祭
礼
開
帳
を
当
て
込
む
こ
と

は
珍
ら
し
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
「
書
入
」
は
、
引
き
換
へ
に
、
各
講
の
団

体
観
覧
も
見
込
め
ま
せ
う
し
、
こ
の
当
て
込
み
の
有
利
さ
は
、
個
々
の
祭
礼
開

帳
の
比
で
は
な
か
っ
た
で
せ
う
。
そ
れ
か
当
て
に
、
お
初
の
人
形
を
辰
松
が
出

遣
ひ
す
る
の
を
、
呼
び
物
に
し
た
の
で
す
。
先
き
に
引
き
ま
し
た
辰
松
の
口
上

に
「
序
に
淵
三
所
の
く
は
ん
を
ん
め
ぐ
り
の
道
行
が
ご
ざ
り
ま
す
人
形
の
義
は

め
つ
ら
し
か
ら
ね
共
御
目
通
り
に
て
私
が
つ
か
ひ
ま
す
る
様
に
ご
ざ
り
ま
す

る
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
計
画
の
観
客
動
員
力
は
頗
る
大
き
か
っ
た
と
思
は
れ

ま
す
。も

う
一
つ
、
稽
古
本
を
逸
速
く
版
行
し
て
、
見
物
に
前
以
て
の
み
こ
ま
せ
た

ら
し
い
手
段
も
、
見
落
し
て
は
な
り
ま
す
ま
い
。
「
操
年
代
記
」
に
「
泪
の
玉

、
、
、
、
、
、
、

の
井
」
を
い
ふ
条
に
、
「
茶
屋
名
よ
せ
の
道
行
に
。
；
…
・
そ
ね
崎
道
行
同
前

Ｑに
。
此
稽
古
本
京
大
坂
の
浄
瑠
璃
本
や
。
門
を
な
ら
べ
板
行
し
て
ひ
る
む
。
あ

ド



た
ま
か
ら
見
物
に
の
み
こ
ま
せ
し
は
。
太
夫
に
な
る
べ
き
五
音
の
調
子
間
人
か

ん
じ
け
る
な
り
。
」
（
傍
点
筆
者
）
と
あ
り
ま
す
。

「
曾
根
崎
」
の
道
行
き
は
、
特
に
名
文
の
評
判
の
高
い
も
の
で
、
凉
菟
や
祖

侠
を
引
き
あ
ひ
に
も
て
は
や
さ
れ
て
ゐ
ま
す
が
、
こ
の
名
文
句
を
前
以
て
見
、

太
夫
が
ど
う
語
る
か
を
興
味
深
く
待
つ
連
中
が
あ
っ
た
の
で
す
。
今
の
流
行
歌

謡
に
も
似
た
要
素
も
あ
っ
た
の
で
す
。

次
に
、
内
容
に
入
り
ま
す
と
、
主
人
公
は
内
本
町
の
醤
油
屋
平
野
屋
久
右
衞

門
の
手
代
徳
兵
衞
と
天
満
屋
の
抱
女
お
初
な
の
で
す
が
、
大
衆
演
劇
の
定
石
に

従
っ
て
、
美
男
美
女
と
描
か
れ
ま
す
。
西
鶴
の
「
好
色
五
人
女
」
の
お
さ
ん
茂

右
衞
門
で
は
、
茂
右
衞
門
は
う
す
ぎ
た
な
い
い
や
ら
し
い
男
と
し
て
描
か
れ
て

も
、
同
じ
題
材
の
「
大
経
師
昔
暦
」
で
は
、
茂
兵
衛
を
美
男
と
し
て
描
か
ね

ば
、
観
客
に
涙
を
流
す
楽
し
さ
を
興
へ
る
対
象
と
は
な
り
得
な
い
の
で
す
。
近

松
が
茂
兵
衞
な
り
徳
兵
衛
な
り
に
同
情
を
寄
せ
て
ゐ
た
な
ど
い
ふ
こ
と
と
は
、

ま
る
で
別
の
話
な
の
で
す
。

次
に
、
徳
兵
衞
の
死
因
と
な
る
二
貫
目
の
銀
の
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
、
主

人
で
あ
り
伯
父
で
あ
る
久
右
衞
門
が
妻
の
姪
を
徳
兵
衞
に
め
あ
は
せ
よ
う
と
す

る
持
参
金
で
、
そ
れ
は
今
の
金
に
し
て
ざ
っ
と
五
十
万
円
く
ら
ゐ
の
と
こ
ろ
で

す
。
そ
の
金
を
、
在
所
の
継
母
が
徳
兵
衛
に
だ
ま
っ
て
受
取
っ
て
ゐ
た
の
を
、

一
在
所
の
わ
び
言
で
返
し
て
も
ら
ひ
、
そ
の
金
を
、
友
人
の
油
屋
九
卒
次
に
貸

し
ま
す
が
、
そ
の
証
文
に
押
し
た
九
卒
次
の
印
判
は
、
彼
が
そ
の
以
前
に
失
っ

て
、
町
内
へ
は
紛
失
届
を
出
し
て
ゐ
る
印
判
な
の
で
、
そ
れ
を
徳
兵
衞
が
拾
っ

て
巧
ん
だ
の
だ
ら
う
と
、
か
へ
つ
て
謀
判
の
罪
に
間
は
れ
る
の
で
す
。

こ
の
事
実
は
、
こ
れ
も
既
に
先
学
の
御
指
摘
の
如
く
「
俗
枕
草
紙
」
（
寛
永

七
年
刊
）
に
「
近
世
天
満
屋
の
お
初
に
い
た
る
ま
で
、
皆
誠
の
心
中
と
い
ふ
も

て
れ
ん

の
に
あ
ら
ず
、
大
方
其
客
金
虚
し
て
畝
落
に
も
あ
て
ど
な
く
、
裏
表
も
い
ひ
尽

か
り
ま
か
な
い

し
て
、
人
に
手
ご
り
さ
せ
た
れ
ぱ
借
賄
も
な
ら
ず
、
其
上
牢
野
屋
徳
兵
衞
が
や

う
に
、
似
手
形
し
て
散
々
に
踏
み
叩
か
れ
…
…
」
と
あ
り
ま
す
。
事
実
は
、
徳

兵
衞
が
お
初
に
逢
ふ
金
に
困
っ
て
、
謀
判
し
た
の
ぢ
や
な
い
か
と
思
ひ
ま
す
。

が
、
そ
れ
を
近
松
が
曲
げ
た
と
し
ま
し
て
も
、
そ
れ
は
近
松
の
思
想
が
問
題
で

は
な
く
、
大
衆
演
劇
と
し
て
の
性
格
に
よ
る
と
こ
ろ
と
思
ひ
ま
す
。

次
に
、
濡
れ
人
形
の
趣
向
の
あ
る
こ
と
、
こ
れ
も
先
学
の
御
指
摘
が
あ
り
ま

す
。
お
初
が
、
天
満
屋
で
徳
兵
衞
を
縁
の
下
に
し
の
ぱ
せ
九
平
次
と
応
待
す

る
と
こ
ろ
、
「
美
景
蒔
繪
の
松
」
巻
五
の
一
定
「
芝
居
は
お
は
つ
が
徳
兵
衛
を

沓
ぬ
ぎ
迄
忍
ば
せ
、
上
り
口
に
腰
か
け
居
て
、
ど
こ
や
ら
を
い
ろ
わ
す
る
う
ま

い
最
中
、
諾
見
物
は
う
つ
農
を
ぬ
か
し
、
女
中
は
顔
を
赤
ふ
し
て
、
尻
を
い
ぢ

ノ
ー
半
畳
へ
ず
り
付
て
、
下
の
ぬ
る
』
も
し
ら
ぬ
：
…
・
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
伊
勢
の
古
市
で
の
旅
興
行
の
話
で
、
近
松
作
の
大
坂
興
行
と
は
必
ず
し
も

同
じ
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
を
、
「
梅
田
心
中
」
の
文
章
と
照

ら
し
あ
は
せ
て
、
「
情
は
歌
舞
伎
の
濡
狂
言
を
奪
っ
て
、
濡
人
形
で
あ
っ
た
よ

な
。
斯
う
し
た
事
は
人
間
の
す
る
歌
舞
伎
で
は
、
何
と
云
っ
て
も
木
偶
に
遣
ら

せ
る
操
ほ
ど
に
思
ひ
切
っ
た
芸
が
出
来
る
も
の
で
な
い
、
歌
舞
伎
の
濡
狂
言
を

喜
ん
だ
見
物
は
、
そ
れ
よ
り
も
猛
烈
な
濡
人
形
を
何
程
も
余
計
に
興
が
つ
た
ら

う
。
そ
れ
に
対
抗
し
よ
う
と
し
て
、
叉
は
丸
本
を
持
ち
込
ん
だ
為
め
に
も
、
後

年
の
歌
舞
伎
の
濡
場
が
途
轍
も
な
い
も
の
に
な
り
も
し
た
ら
う
。
こ
れ
も
曾
根

崎
心
中
興
行
に
つ
い
て
の
特
殊
な
施
設
の
一
つ
と
見
ら
れ
よ
う
。
」
と
、
故
三

田
村
鳶
魚
氏
は
記
し
て
を
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
に
類
す
る
卑
隈
の
場
面
に
、
お
初
徳
兵
衞
の
逃
亡
に
際
し
て
、
裸
の
下

女
を
か
ら
ま
せ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

五
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こ
れ
ら
は
、
も
つ
と
も
目
ぼ
し
い
と
こ
ろ
を
拾
っ
た
の
で
す
が
、
観
客
に
対

す
る
サ
ー
ビ
ス
精
神
の
濃
い
と
こ
ろ
、
興
行
上
の
配
慮
を
指
摘
し
た
の
で
す
。

そ
ん
な
と
こ
ろ
と
、
近
松
の
本
当
に
言
ひ
た
い
こ
と
を
ご
ち
や
ま
ぜ
に
し
て
は

話
に
な
ら
ぬ
の
で
す
。

例
へ
ぱ
、
近
松
の
時
代
物
を
論
じ
て
、
そ
の
「
荒
唐
無
稽
」
さ
も
．
「
庶

民
」
に
「
親
し
い
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
」
る
た
め
の
配
慮
で
、
そ
こ
に

「
庶
民
階
級
の
意
気
の
盛
り
上
り
」
を
強
調
し
、
近
松
を
「
七
の
が
わ
に
立
つ

と
こ
ろ
」
に
意
義
を
認
め
、
「
最
後
に
至
っ
て
胸
の
す
ぐ
よ
う
な
解
決
を
と
る

と
こ
ろ
に
、
窮
屈
な
日
常
生
活
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
て
い
た
当
時
の
庶
民
階
級
に

と
っ
て
、
か
ぎ
り
な
く
心
ひ
ら
け
ゆ
く
思
い
を
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
」
な

ど
い
ふ
こ
と
が
、
近
松
の
ほ
め
言
葉
に
な
る
の
な
ら
、
当
今
の
も
ろ
も
ろ
の
チ

ャ
ン
パ
ラ
映
画
も
亦
同
様
に
ほ
め
称
へ
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
は
し
ま
せ
ん
か
。

興
行
政
策
を
抜
き
に
し
た
演
劇
論
な
ど
、
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
上
｜
思
ふ
の
で
す
。

尚
、
こ
の
作
は
、
亭
保
二
年
に
改
作
が
上
演
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。
時
に
近
松
六

十
五
歳
。
徳
兵
術
の
伯
父
久
右
衛
門
が
、
九
平
次
の
姦
計
を
聞
き
知
る
と
こ
ろ

と
、
徳
兵
衞
と
お
初
が
好
き
な
の
な
ら
ゆ
く
ゆ
く
は
夫
婦
と
し
て
や
り
た
い
と

思
っ
て
ゐ
た
と
皆
の
前
で
述
懐
す
る
と
こ
ろ
が
、
加
へ
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。

大
体
、
近
松
の
作
品
は
、
「
心
中
重
井
筒
」
（
宝
永
四
年
上
演
、
近
松
五
十

五
歳
）
頃
か
ら
、
作
風
が
変
っ
た
と
、
森
修
氏
な
ど
も
説
い
て
を
ら
れ
ま
す
。

情
死
す
る
若
人
を
周
囲
が
何
と
か
し
て
助
け
て
や
ら
う
と
努
力
し
な
が
ら
、
そ

の
思
ひ
が
遂
げ
ら
れ
ず
、
何
か
の
手
違
ひ
か
ら
、
死
ん
で
行
く
こ
と
に
な
り
ま

す
の
で
、
「
曾
根
崎
心
中
」
の
改
作
は
、
さ
う
し
た
傾
向
に
従
っ
た
も
の
で

す
。
こ
の
傾
向
は
、
近
松
の
思
想
の
変
化
で
は
な
く
て
、
観
客
心
理
の
計
算
の

精
密
化
を
意
味
す
る
も
の
な
の
で
す
。

式

I

一
〈

｝
」
の
他
に
も
、
ま
だ
色
々
話
し
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
特
に
そ
の
歌
舞

伎
的
要
素
は
重
大
な
の
で
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
祐
田
善
雄
氏
の
「
『
曾

根
崎
心
中
』
の
歌
舞
伎
的
基
盤
」
と
い
ふ
完
壁
の
論
文
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ

れ
に
す
べ
て
を
譲
る
こ
と
に
し
ま
す
。

尚
少
し
く
私
流
の
筋
道
を
辿
っ
て
み
ま
す
な
ら
、
「
国
性
爺
合
戦
」
の
「
正

徳
五
未
年
十
一
月
朔
日
よ
り
三
年
越
十
七
箇
月
大
当
り
な
し
二
度
目
は
享
保
五

年
子
正
月
二
日
よ
り
勤
め
三
度
目
は
同
十
六
年
亥
五
月
に
勤
め
四
度
目
は
寛
延

三
年
午
七
月
に
勤
め
其
後
数
度
興
行
に
及
ぶ
と
い
へ
ど
も
い
つ
と
て
も
大
当
り

な
ら
ざ
る
は
な
し
」
と
「
南
水
漫
遊
」
に
記
し
ま
す
と
こ
ろ
は
、
「
近
松
氏
生

涯
第
一
の
秀
作
」
だ
っ
た
か
ら
と
い
ふ
わ
け
に
も
ゆ
き
ま
す
ま
い
。

か
ほ
よ

正
徳
四
年
八
月
興
行
の
「
峨
歌
加
留
多
」
を
最
後
の
舞
台
と
し
て
、
竹
本
筑

後
嫁
が
九
月
十
日
六
十
四
歳
で
残
し
ま
し
た
後
、
政
太
夫
を
雍
し
て
、
豊
竹
座

と
対
抗
す
る
た
め
に
、
近
松
が
観
客
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
精
神
を
最
高
度
に
発

揮
し
た
の
で
す
。

同
じ
正
徳
五
年
の
作
で
あ
る
「
大
経
師
昔
暦
」
と
「
生
玉
心
中
」
に
も
、
そ

の
傾
向
は
は
っ
き
り
う
か
が
へ
ま
す
。
殊
に
「
生
玉
心
中
」
は
「
曾
根
崎
心

中
」
の
書
き
替
へ
み
た
い
な
作
で
、
こ
の
二
作
を
比
較
し
て
ご
ら
ん
に
な
る
な

ら
、
「
生
玉
心
中
」
に
於
け
る
近
松
の
観
客
に
対
す
る
配
慮
が
、
は
っ
き
り
お

わ
か
り
に
な
り
ま
せ
う
。

こ
れ
と
は
逆
に
、
「
女
殺
油
地
獄
」
は
近
松
六
十
九
歳
の
享
保
六
年
七
月
興

行
で
す
が
、
こ
の
作
は
当
時
の
観
客
に
は
受
け
ず
、
近
世
を
通
じ
て
再
演
さ
れ

ず
、
明
治
以
後
に
名
作
の
評
判
を
得
て
再
演
さ
れ
た
も
の
で
す
。
も
つ
と
も
、

明
治
以
後
で
も
、
近
松
の
原
作
そ
の
ま
ま
で
、
観
客
大
衆
を
大
動
員
し
た
こ
と

は
な
く
、
大
衆
演
劇
と
し
て
不
向
き
な
点
は
改
ま
る
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
が
。

守



。
一

こ
れ
は
近
松
が
観
客
心
理
の
計
算
に
精
密
を
欠
い
た
唯
一
の
例
だ
と
思
ひ
ま

す
。
近
松
の
た
っ
た
一
度
の
我
儘
が
、
こ
の
作
だ
っ
た
と
思
ふ
の
で
す
。

さ
て
、
私
の
今
日
の
お
し
や
ぺ
り
は
、
こ
の
あ
た
り
で
終
り
た
い
と
思
ひ
ま

す
が
、
大
衆
演
劇
と
し
て
の
近
松
の
作
品
に
於
け
る
対
観
客
意
識
の
一
端
に
ふ

れ
て
み
た
か
っ
た
の
で
す
。
大
衆
演
劇
に
は
、
作
者
の
心
に
あ
る
な
し
に
拘
ら

ず
、
売
笑
的
な
媚
び
も
必
要
な
の
で
す
。
近
松
と
い
へ
ど
も
、
そ
れ
を
敢
へ
て

し
た
の
で
す
。
た
だ
、
そ
班
だ
け
に
と
ど
ま
る
か
、
そ
の
中
に
ど
れ
だ
け
深
い

人
生
の
智
恵
を
こ
め
る
か
が
問
題
な
の
下
す
。
と
い
ふ
こ
と
ば
、
観
客
大
衆
を

馬
鹿
に
す
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
観
客
は
、
そ
れ
が
単
な
る
売
笑
的
媚
び

か
、
そ
れ
以
上
の
も
の
が
こ
め
ら
れ
て
ゐ
る
か
は
、
理
窟
で
は
指
摘
出
来
ま
せ

ん
が
、
感
覚
で
感
じ
と
る
の
で
す
。
む
し
ろ
、
理
窟
で
し
か
芸
術
を
解
す
る
こ

と
を
知
ら
な
い
人
の
方
が
、
影
に
吠
え
る
の
で
す
。
我
々
は
、
媚
び
は
媚
び
と

し
て
明
碓
に
区
別
し
て
、
そ
の
中
に
こ
め
ら
れ
た
近
松
の
人
生
に
対
す
る
智
恵

の
深
さ
を
取
り
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
機
会

に
ゆ
づ
り
ま
す
。

七


