
『
ね
ご
と
草
』
（
寛
文
二
年
刊
）
は
、
そ
の
物
語
の
基
調
と
な
る
中
世
風
恋

物
語
に
、
俳
譜
と
道
中
記
の
要
素
を
と
り
入
れ
た
仮
名
草
子
で
あ
る
。
こ
の

１

現
象
を
「
新
時
代
性
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
俳
諾
の
導

入
、
道
中
記
の
方
法
は
、
と
も
に
当
世
流
行
の
近
世
的
要
素
で
あ
る
。
「
ね

ご
と
草
』
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
中
世
風
恋
物
語
か
ら
近
世
恋
物
語
へ
の
変

容
の
可
能
性
を
も
っ
た
。
そ
こ
に
「
新
時
代
性
」
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
そ
の
要
素
が
『
ね
ご
と
草
』
に
ど
の
よ
う
に
作
用
し
、
ど
の

よ
う
な
意
味
で
「
新
時
代
性
」
を
創
造
し
て
い
っ
た
の
か
。
こ
の
こ
と
が
、

ま
ず
『
ね
ご
と
草
」
の
近
世
的
構
造
を
さ
ぐ
る
う
え
で
の
視
点
と
な
る
。

『
ね
ご
と
草
』
の
韮
調
と
な
る
恋
物
語
の
方
法
は
、
御
伽
草
子
以
来
の
伝

統
的
・
〈
タ
ー
ン
に
よ
っ
て
い
る
。
主
人
公
「
余
助
」
が
、
「
や
ん
ご
と
な
き

上
嘱
」
の
「
松
風
」
を
見
初
め
、
そ
の
跡
を
追
い
も
と
め
て
一
夜
の
契
り
を

結
ぶ
と
い
う
定
型
の
図
式
が
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
ね
ご
と
草
」
が
そ

の
図
式
に
よ
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
「
余
助
」
は
先
行
の
恋
物
語
『
う
ら
み

『
ね
ご
と
草
』
の
近
世
的
構
造

1

「
ね
ご
と
草
」
の
近
世
的
構
造
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の
す
け
』
『
う
す
ゆ
き
物
語
』
『
つ
ゆ
殿
物
語
」
な
ど
の
主
人
公
た
ち
と
は

異
な
る
人
物
で
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
俳
譜
を
詠
む
と
い
う
点
だ
け
を
と
っ

て
も
、
「
余
助
」
は
先
行
の
恋
物
語
の
主
人
公
た
ち
と
は
異
質
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
「
う
ら
み
の
す
け
」
や
「
朝
顔
の
露
の
介
」
な
ど
が
、
中
世
貴
族
の

名
残
り
を
も
っ
た
こ
と
と
は
本
質
的
に
異
な
る
。
俳
譜
の
要
素
を
と
り
入
れ
、

恋
物
語
を
当
世
風
に
変
革
さ
せ
よ
う
と
し
た
作
者
の
意
図
の
一
端
が
こ
こ
に

あ
っ
た
。

名
所
記
の
方
法
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
『
竹
斎
』
や
『
東
海
道
名
所
記
』

か
ら
の
影
響
で
あ
る
。
同
伴
型
の
道
行
き
形
式
、
同
伴
者
に
よ
る
和
歌
・
狂

歌
の
か
け
合
い
な
ど
、
こ
れ
ら
が
そ
の
ま
ま
『
ね
ご
と
草
』
に
も
踏
襲
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
同
伴
型
と
は
言
っ
て
も
、
こ
の
方
法
は
個
々
の
作
品
に

よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
同
伴
者
に
そ
れ
な
り
の

役
割
を
与
え
る
こ
と
は
、
そ
の
作
品
の
本
質
に
関
わ
り
、
作
品
の
志
向
性
も

決
定
す
る
。
た
と
え
ば
『
竹
斎
』
で
は
、
同
伴
者
に
「
に
ら
み
の
す
け
」
が

設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
「
に
ら
み
の
す
け
」
と
は
、
そ
の
命
名
か
ら
も
考
察

②

さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
世
俗
を
「
に
ら
む
」
作
者
の
発
想
が
あ
っ
た
。
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「
に
ら
み
の
す
け
」
に
作
者
の
視
点
を
仮
託
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
世
俗

を
写
実
す
る
こ
と
が
、
一
Ｌ
竹
斎
』
の
道
中
記
の
方
法
で
あ
っ
た
。
「
竹
斎
」
の

「
京
う
ち
参
り
」
の
構
想
も
、
「
又
、
あ
る
方
を
見
て
あ
れ
ば
」
や
、
「
さ

て
あ
る
方
を
見
て
あ
れ
ば
」
な
ど
と
し
て
視
点
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
で
、
「
北

野
」
で
の
世
俗
や
享
楽
現
象
を
描
写
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

同
じ
く
同
伴
型
の
道
行
き
形
式
な
が
ら
『
東
海
道
名
所
記
』
は
、
道
中
名
所

の
解
説
者
と
し
て
の
役
割
を
に
な
っ
た
「
楽
阿
弥
」
と
、
そ
の
聞
き
手
と
し

て
の
「
大
坂
辺
の
な
に
が
し
か
手
代
」
を
配
す
る
構
図
で
あ
る
。
道
中
記
・

案
内
記
の
実
用
性
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
主
人
公
を
設
定
し
、
読
み
も
の

と
し
て
の
娯
楽
性
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
『
東
海
道
名
所
記
』
の
方

法
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
『
東
海
道
名
所
記
』
に
は
小
説
と
し
て
の
物
語
性

は
少
な
い
。
『
東
海
道
名
所
記
」
は
、
主
人
公
を
設
定
し
た
と
は
い
え
、
「
楽

阿
弥
」
と
「
手
代
」
と
に
東
海
道
を
旅
さ
せ
る
こ
と
で
、
江
戸
か
ら
京
ま
で

の
各
宿
場
の
名
所
を
記
録
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
「
楽
阿
弥
」
と
「
手

代
」
と
は
、
東
海
道
移
動
の
た
め
の
手
段
な
い
し
は
視
点
で
し
か
な
く
、
東

海
道
案
内
と
名
所
解
説
者
と
し
て
の
仮
託
者
的
役
割
と
し
て
の
比
重
が
大
き

い
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
『
ね
ご
と
草
』
の
登
場
人
物
「
余
助
」
「
金
無
」

は
、
た
だ
の
視
点
人
物
や
道
中
の
案
内
者
と
し
て
の
役
割
に
と
ど
ま
り
は
し

な
い
。
「
金
無
」
は
、
こ
の
物
語
に
主
体
的
に
関
与
し
て
い
く
道
中
記
の
主

人
公
で
あ
り
恥
恋
物
語
の
主
人
公
「
余
助
」
と
対
置
さ
れ
て
い
る
。
「
余
助
」

と
「
金
無
」
と
の
設
定
は
、
道
中
記
の
要
素
の
恋
物
語
へ
の
添
加
に
と
ど
ま

ら
ず
、
い
わ
ば
恋
物
語
と
道
中
記
の
融
合
と
し
て
の
新
し
い
方
法
の
創
造
で

あ
っ
た
。
当
世
風
恋
物
語
へ
の
変
革
と
、
恋
物
語
と
道
中
記
と
の
融
合
、
こ

|､‐
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ll の
二
点
が
『
ね
ご
と
草
」
の
近
世
的
特
質
と
し
て
文
学
史
的
意
義
を
も
つ
こ

と
に
な
る
。
．

「
余
助
」
と
「
金
無
」
と
の
発
句
の
か
け
合
い
は
、
冒
頭
で
は
や
く
も
次

の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
。

田
舎
に
も
飛
花
落
葉
の
な
が
め
か
な

余
助
か
や
う
に
発
句
を
っ
か
ふ
ま
つ
り
け
れ
ば
、
金
無
間
き
て
、
「
さ
ら

ば
そ
れ
が
し
も
一
句
申
し
て
見
ん
」
と
て
、
ゞ

袖
を
つ
ら
ね
歌
を
っ
ら
ぬ
る
花
見
か
な

と
、
た
が
ひ
に
言
ひ
か
た
ら
ひ
、
さ
さ
へ
な
ど
取
り
い
だ
し
、
余
助
ま
た

と
り
あ
へ
ず
、

弁
当
も
開
く
は
花
の
木
か
げ
か
な

か
く
て
盃
を
は
じ
め
け
れ
ば
…
…
興
ふ
か
き
に
め
で
て
、

い
さ
の
ま
ん
枝
を
お
か
く
に
花
見
酒

、
、
、
、

か
や
う
に
心
套
の
言
ひ
捨
て
を
し
侍
る
．
…
：

ま
た
、
「
白
須
賀
」
へ
の
道
中
で
も
、
俳
諾
は
た
と
え
ば
吹
の
よ
う
な
か

た
ち
で
挿
入
さ
れ
る
。

く
ら
べ
見
ん
思
ひ
は
ど
ち
ぞ
岩
つ
つ
じ

と
、
涙
も
ろ
と
も
つ
か
ふ
ま
つ
り
は
ん
尋
へ
れ
ば
、
金
無
間
き
て
、
「
察
し

た
る
御
作
意
か
な
。
を
ろ
か
な
が
ら
、
わ
れ
も
ま
た
一
句
申
（
し
）
て
み
ん
」

と
て
、な

が
め
い
る
人
や
動
か
ぬ
岩
つ
つ
じ

2
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ま
こ
と
や
こ
の
所
の
つ
つ
じ
は
、
名
に
あ
ふ
歌
人
ど
も
詠
ま
れ
た
る
名
物

な
り
。
。
…
・
・

つ
つ
じ
咲
く
を
錦
木
と
見
る
や
色
ご
の
み

、
、
、
、

思
ひ
の
あ
ま
り
に
や
、
か
や
う
に
言
ひ
す
て
て
、
と
こ
ろ
定
め
ず
ま
ど
ひ

ゆ
け
ば
。
…
：

③

『
ね
ご
と
草
』
に
俳
譜
が
と
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
、
岸
得
蔵
氏
に
よ
っ

て
作
者
と
し
て
推
定
さ
れ
た
小
野
愚
侍
の
文
学
的
素
養
に
よ
る
も
の
か
も
し

れ
な
い
。
岸
氏
に
よ
る
と
、
小
野
愚
侍
は
、
「
寛
文
期
の
三
河
で
最
も
活
躍

し
た
俳
人
」
で
あ
り
、
『
捨
子
集
』
「
木
玉
集
』
「
落
穂
集
」
な
ど
に
句
を

多
く
残
し
て
い
る
。
作
者
を
小
野
愚
侍
と
特
定
す
る
な
ら
ば
、
俳
人
と
し
て

の
作
者
が
俳
諾
の
要
素
を
と
り
入
れ
た
こ
と
は
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
点
だ
け
で
は
、
「
ね
ご
と
草
』
で
の
俳
譜
の
挿
入
は
説
明
し
つ
く
せ
な
い
。

『
ね
ご
と
草
』
の
物
語
の
プ
ロ
ッ
ト
そ
の
も
の
は
、
定
型
図
式
の
中
世
風
恋

物
語
で
あ
る
。
そ
こ
に
俳
譜
が
と
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
、
た
だ
小
野
愚
侍

の
恐
意
だ
け
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
『
ね
ご
と
草
』
に
当
世
流
行

の
俳
譜
を
加
え
る
こ
と
で
、
作
品
に
新
感
覚
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
創
作
意

図
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
意
味
か
ら
『
ね
ご
と
草
』
に
と
っ

て
、
俳
譜
導
入
の
意
図
は
何
な
の
か
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
が
『
ね
ご
と
草
』

に
何
を
も
た
ら
し
た
か
が
さ
し
あ
た
っ
て
の
課
題
と
な
る
。

俳
諸
は
滑
稽
を
基
調
と
す
る
。
先
に
引
用
の
冒
頭
の
発
句
の
か
け
合
い
で

も
、
「
田
舎
」
「
花
見
酒
」
「
弁
当
」
な
ど
の
俗
語
の
使
用
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
ら
は
す
べ
て
「
言
ひ
す
て
」
の
発
想
に
よ
っ
て
い
る
。
「
か
や
う
に
心

、
、
、
、

、
、

堂
の
言
ひ
捨
て
を
し
侍
る
」
や
、
一
‐
思
ひ
の
あ
ま
り
に
や
、
か
や
う
に
言
ひ

『
ね
ご
と
草
』
の
近
世
的
構
造

昼

、
、

す
て
て
、
と
こ
ろ
定
め
ず
ま
ど
ひ
ゆ
け
ば
」
な
ど
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
よ

③
一

う
に
、
「
言
ひ
す
て
」
は
、
「
そ
の
場
の
座
興
に
詠
ん
だ
だ
け
の
句
」
と
し

て
の
一
過
性
の
「
を
か
し
み
」
で
あ
る
。
『
ね
ご
と
草
』
に
と
っ
て
は
、
俳

諸
要
素
の
導
入
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
当
世
流
行
色
の
添
加
ば
か
り
で
な
く
、

世
俗
を
笑
い
の
対
象
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
世
俗
を
笑
う
こ
と
は
笑
い
の

対
象
と
享
楽
性
と
の
交
感
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
余
助
」
と
「
金

無
」
は
、
世
俗
と
の
関
わ
り
の
中
で
滑
稽
性
・
享
楽
性
を
保
有
す
る
こ
と
に

な
る
。
ま
た
、
俳
譜
要
素
の
導
入
は
、
従
来
の
恋
物
語
の
基
盤
と
な
っ
た
中

世
的
厭
世
感
の
否
定
で
あ
り
、
世
俗
を
笑
う
こ
と
に
よ
る
現
世
的
享
楽
感
の

付
与
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
浮
世
感
覚
の
認
識
で
あ
り
、
そ
の

表
出
で
も
あ
っ
た
。
世
俗
の
滑
稽
的
・
享
楽
的
現
象
だ
け
が
俳
譜
の
素
材
と

な
る
。『

ね
ご
と
草
』
に
俳
譜
に
よ
る
滑
稽
性
・
享
楽
性
が
付
与
さ
れ
た
こ
と
は
、

作
者
も
ま
た
世
俗
を
浮
世
と
し
て
認
識
す
る
情
感
を
保
有
し
た
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
同
時
に
、
そ
れ
ま
で
憂
世
感
覚
に
色
ど
ら
れ
て
い
た
『
う
ら
み
の
す

け
』
や
『
う
す
ゆ
き
物
語
』
な
ど
、
中
世
風
恋
物
語
の
情
感
を
、
浮
世
的
情

感
に
転
換
し
よ
う
と
す
る
意
図
で
も
あ
っ
た
。
憂
世
感
覚
か
ら
浮
世
感
覚
へ

の
転
換
と
、
そ
の
形
象
化
の
方
法
を
導
き
出
し
た
も
の
の
一
つ
が
、
『
ね
ご

と
草
』
で
の
俳
譜
的
要
素
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
道
中
で
も
う
一
か
所
、

「
余
助
」
と
「
金
無
」
と
が
詠
む
発
句
の
か
け
合
い
場
面
に
、
さ
ら
に
端
的

に
表
わ
れ
て
い
る
。

折
ふ
し
に
は
か
に
落
風
し
て
、
盛
り
な
る
花
を
な
さ
け
な
く
も
吹
き
散

ら
し
け
る
を
、
余
助
か
な
し
び
て
、

』
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花
を
ち
ら
い
た
い
た
し
き
ぞ
春
の
風

金
無
も
一
句

花
も
枝
も
吹
き
お
る
や
あ
ま
り
む
た
い
風

か
く
よ
し
な
し
事
を
言
ひ
か
た
ら
ひ
て
へ
し
ば
ら
く
た
ち
や
す
ら
ひ
し
に
、

風
に
散
り
ゆ
く
花
ま
で
も
、
い
か
さ
ま
興
あ
る
も
の
に
こ
そ
と
、
余
助
つ

く
づ
く
な
が
め
を
り
て
、

散
り
て
さ
へ
や
さ
し
き
も
の
や
花
む
し
ろ

金
無
も
ま
た
一
句
、

月
花
を
よ
む
も
人
間
の
発
句
か
な

、
、
、
、
、
、
、
℃
、
、
、
、
、
、
、
、

余
助
聞
き
て
、
「
げ
に
げ
に
人
間
の
は
つ
く
も
、
月
花
に
お
ゐ
て
は
発
句

、
、
、
、

な
る
べ
し
。
…
…
」

こ
こ
で
は
、
「
人
間
の
は
つ
く
（
八
苦
）
」
（
憂
世
感
覚
）
が
「
月
花
を
よ

む
発
句
」
（
浮
世
感
覚
）
に
転
換
さ
れ
る
俳
譜
の
特
質
が
明
確
に
表
出
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
浮
世
感
覚
を
背
景
に
形
象
化
さ
れ
た
の
が
、
発
句
を
詠
み
興

ず
る
「
余
助
」
と
「
金
無
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
「
う
ら
み
の
す

け
」
や
「
園
部
の
衛
門
」
な
ど
、
初
期
仮
名
草
子
の
主
人
公
の
す
べ
て
は
、

憂
世
感
覚
を
背
景
に
形
象
化
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
「
う
ら
み
の
す
け
」

は
、
清
水
で
展
開
さ
れ
る
享
楽
風
俗
を
前
に
し
て
も
、
仏
教
的
無
常
感
に
逃

避
し
た
。何

に
つ
け
て
、
も
数
な
ら
ぬ
、
う
ら
み
の
す
け
は
わ
が
身
の
程
を
案
ず
る

に
、
電
光
朝
砺
石
の
火
の
、
光
の
う
ち
を
た
の
む
身
の
、
し
ば
し
な
ぐ
さ

む
か
た
も
な
し
。
よ
し
そ
れ
と
て
も
力
な
し
。
過
去
の
因
果
と
思
へ
ぱ
、

歴
然
の
道
理
に
ま
か
せ
、
我
と
わ
が
身
を
な
ぐ
さ
む
る
ぱ
か
り
也
。

全
・
３
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ま
た
、
「
園
部
の
衛
門
」
の
恋
文
も
、
恋
の
不
成
就
の
憂
世
へ
の
恨
み
と
、

そ
の
た
め
の
死
へ
の
志
向
に
満
ち
て
い
た
。

と
て
も
か
な
は
い
恋
路
に
て
候
は
ぱ
、
う
き
世
に
な
が
ら
へ
身
を
や
つ

さ
せ
候
は
ん
よ
り
も
、
露
の
間
も
か
み
の
木
さ
ま
の
御
ば
ち
に
、
御
蹴
殺

し
候
ひ
て
く
だ
さ
れ
侯
へ
か
し
。
う
ら
め
し
や
う
ら
め
し
や
。

も
と
よ
り
『
ね
ご
と
草
』
の
情
感
は
こ
れ
ら
の
背
景
と
な
っ
た
憂
世
感
覚

と
は
異
質
で
あ
る
。
「
余
助
」
や
「
金
無
」
は
、
ま
ず
「
八
苦
」
を
「
発
句
」

に
転
換
し
、
笑
い
を
対
象
化
す
る
情
感
（
浮
世
感
覚
）
に
よ
る
主
人
公
と
し

て
形
象
化
さ
れ
た
。

こ
の
当
世
風
浮
世
感
覚
を
背
景
と
し
て
形
象
化
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
物
語

の
女
主
人
公
の
場
合
で
も
同
様
で
あ
る
。
「
余
助
」
が
見
初
め
た
「
や
ん
ご

と
な
き
上
萌
」
の
「
松
風
」
も
、
「
遠
江
の
国
白
菅
の
宿
に
お
い
て
、
か
く

れ
な
き
色
ご
の
み
の
御
方
」
と
し
て
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
美
女
形
容
も
、
旧
態
に
よ
る
「
美
人
づ
く
し
」
の
方
法
を
踏
襲
し
な
が

ら
も
、
『
う
ら
み
の
す
け
』
ほ
か
の
方
法
と
は
同
じ
で
は
な
い
。

む
か
し
の
美
人
は
申
（
す
）
に
を
よ
ば
ず
。
今
の
世
に
て
も
て
は
や
す
、

花
の
都
に
お
や
ま
の
君
、
武
蔵
の
国
に
聞
え
て
う
つ
く
し
き
、
み
め
吉
原

の
勝
山
や
、
名
を
も
吉
、
の
御
す
が
た
を
、
た
ぐ
ひ
あ
ら
じ
と
聞
き
つ
た

へ
し
も
、
な
か
な
か
こ
れ
に
は
よ
も
ま
さ
ら
じ
と
、
…
…
。

『
う
ら
み
の
す
け
』
で
は
、
「
唐
の
楊
貴
妃
ま
や
ぶ
に
ん
：
；
：
」
と
中
国

の
美
女
づ
く
し
に
始
ま
り
、
「
：
。
…
朧
月
夜
の
内
侍
の
か
み
、
染
殿
の
御
き

さ
き
」
と
、
日
本
古
来
か
ら
の
美
人
を
列
挙
す
る
御
伽
草
子
以
来
の
伝
統
で

「
雪
の
前
」
の
美
が
形
容
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
ね
ご
と
草
』
で
は

七
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凸

こ
の
方
法
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
常
套
手
段
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
伝
統

的
美
人
の
名
は
、
「
申
す
に
お
よ
ば
ず
１
｜
と
し
て
捨
象
さ
れ
、
次
に
「
勝
山
」

や
「
吉
田
」
と
い
う
当
時
実
在
の
遊
女
た
ち
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
。
伝
統
的

美
人
を
排
し
、
当
世
に
実
在
の
遊
女
の
名
を
挙
げ
た
こ
と
は
、
「
松
風
」
を

当
世
風
で
現
実
性
の
あ
る
人
物
と
し
て
形
象
化
し
よ
う
と
し
た
作
者
の
意
図

の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
「
松
風
」
は
、
当
時
実
在
の
遊
女
「
勝
山
」
や
「
吉

田
」
と
並
び
称
さ
れ
る
女
性
と
し
て
形
象
化
さ
れ
た
。
そ
れ
は
伝
統
的
・
観

念
的
形
象
と
し
て
で
は
な
く
、
実
在
感
を
も
た
せ
た
当
世
人
と
し
て
の
形
象

化
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
か
く
れ
な
き
色
ご
の
み
」
と
し
て
「
松
風
」
を

登
場
さ
せ
た
こ
と
、
そ
の
美
人
描
写
に
実
在
の
遊
女
の
名
を
用
い
た
こ
と
、

「
余
助
」
と
遊
里
的
結
構
で
の
酒
宴
を
開
く
こ
と
な
ど
、
「
松
風
」
は
遊
里

を
背
景
と
し
て
形
象
化
さ
れ
た
人
物
で
も
あ
る
。
遊
里
の
特
質
は
、
い
う
ま

で
も
な
く
享
楽
性
で
あ
る
。
「
松
風
」
は
遊
里
的
享
楽
性
を
背
景
と
し
て
形

象
化
さ
れ
た
人
物
で
も
あ
っ
た
。
遊
里
の
享
楽
性
は
、
近
世
的
情
感
（
浮
世

感
覚
）
そ
の
も
の
で
あ
る
。
「
松
風
」
の
形
象
化
の
背
景
も
ま
た
浮
世
感
覚

で
あ
っ
た
。

俳
諸
の
滑
稽
性
、
遊
里
の
享
楽
感
覚
、
こ
れ
ら
が
登
場
人
物
の
背
景
に
存

在
し
、
そ
の
形
象
化
の
方
法
を
左
右
し
た
の
が
『
ね
ご
と
草
』
の
特
徴
で
あ

る
。
当
世
風
の
恋
物
語
を
書
こ
う
と
し
た
作
者
の
意
図
は
、
ま
ず
主
人
公
を

滑
稽
性
・
享
楽
性
を
背
景
と
し
た
近
世
的
情
感
の
色
濃
い
も
の
と
し
て
形
象

化
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
憂
世
感
覚
か
ら
浮
世
感
覚
へ
の
転
換
と
、
そ
れ
に

も
と
づ
く
主
人
公
の
形
象
化
は
、
俳
譜
要
素
や
遊
離
的
情
感
の
移
入
に
よ
っ

て
は
た
さ
れ
た
。
こ
こ
に
「
ね
ご
と
草
』
の
「
新
時
代
性
」
の
一
面
が
あ
る
。

『
ね
ご
と
草
』
の
近
世
的
構
造

ま
た
、
こ
の
こ
と
に
仮
名
草
子
変
革
の
文
学
史
的
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
で

美
ご
子
○
○『

ね
ご
と
草
』
の
も
う
一
つ
の
新
要
素
と
し
て
、
道
中
記
の
方
法
が
あ
る
。

こ
こ
で
の
道
中
記
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
余
助
」
と
「
金
無
」
と
の
同
伴

型
で
あ
る
。
道
中
の
宿
場
や
名
所
の
案
内
・
解
説
、
そ
こ
で
の
和
歌
・
狂
歌

の
か
け
合
い
な
ど
、
そ
の
形
態
は
、
『
竹
斎
』
に
始
ま
り
「
東
海
道
名
所
記
一

を
経
て
定
型
化
し
た
方
法
の
踏
襲
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
方
法
は
、

さ
き
に
も
述
ぺ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
本
質
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
先

行
の
そ
れ
と
は
異
質
で
あ
る
。
「
竹
斎
』
で
は
、
道
中
記
は
「
京
う
ち
参
り
」

や
名
古
屋
で
の
珍
治
療
諄
な
ど
の
要
素
と
そ
れ
ぞ
れ
分
離
・
独
立
し
た
形
で

物
語
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
い
わ
ば
『
竹
斎
」
は
各
要
素
の
独
立
的
結

合
の
構
造
を
も
っ
た
物
語
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
『
東
海
道
名
所
記
」
で
は
、

道
中
記
の
方
法
は
東
海
道
の
名
所
・
宿
場
の
案
内
・
解
説
と
し
て
の
目
的
で

と
り
入
れ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
道
中
記
・
名
所
記
要
素
の
単
一
構
造
で
し
か

な
い
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
『
ね
ご
と
草
』
で
の
そ
れ
は
、
恋
物
語
の
要
素

と
名
所
記
・
道
中
記
の
要
素
の
分
離
・
融
合
の
形
態
を
と
る
。

『
ね
ご
と
草
』
で
の
道
中
記
は
、
同
伴
者
「
金
無
」
が
「
余
助
」
を
促
し
、

「
も
ろ
と
も
に
君
の
行
衛
を
し
た
ふ
雫
へ
し
。
い
ざ
い
ざ
立
ち
出
で
た
ま
へ
」

と
「
松
風
」
の
後
を
追
う
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
「
吉
田
」
か
ら
「
蝉
川
」
「
岩

屋
の
観
音
‐
｜
「
ふ
た
む
ら
山
」
「
大
岩
」
「
二
川
」
「
富
士
見
の
松
」
「
た

か
し
山
」
「
堺
川
」
「
猿
が
番
場
」
「
汐
見
坂
」
を
経
て
、
「
白
須
賀
」
に

3
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至
る
道
行
き
が
そ
う
で
あ
る
。
二
人
の
道
中
は
、
道
中
各
所
で
の
和
歌
・
狂

歌
や
、
発
句
の
「
言
ひ
す
て
」
、
「
蝉
川
」
で
の
「
余
助
」
の
入
水
自
殺
（
未

遂
）
や
、
「
岩
屋
の
観
音
」
で
の
恋
愛
成
就
の
祈
願
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
恋

物
語
の
要
素
を
基
軸
と
し
な
が
ら
展
開
す
る
。
こ
こ
に
は
、
道
中
記
の
要
素

と
恋
物
語
の
要
素
の
分
離
と
融
合
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
ね
ご
と
草
」
で
は

そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
立
場
の
主
人
公
「
余
助
」
と
「
金
無
」
と
が
、
道
中

記
の
中
で
そ
の
性
格
を
主
体
的
に
分
離
し
関
与
さ
せ
合
う
形
で
、
恋
物
語
と

道
中
記
の
要
素
の
融
合
を
も
た
ら
す
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
要

素
の
分
離
と
融
合
の
相
乗
過
程
で
の
道
行
き
が
、
『
ね
ご
と
草
』
の
方
法
で

あ
っ
た
。
道
中
記
と
恋
物
語
の
要
素
と
の
分
離
・
融
合
は
、
「
余
助
」
と
「
金

無
」
と
が
、
当
初
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
主
人
公
と
し
て
の
性
格
や
役
割
を

与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。

『
ね
ご
と
草
』
で
「
金
無
」
に
与
え
ら
れ
た
立
場
と
は
、
道
中
記
の
主
人

公
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
り
、
「
金
無
」
は
「
余
助
」
に
、
「
い
ざ
い
ざ
立
ち

出
で
た
ま
ご
と
道
行
き
を
促
す
案
内
者
で
あ
る
。
「
金
無
」
は
「
大
岩
の

宿
」
や
「
二
川
の
宿
」
「
三
河
と
遠
江
の
堺
川
」
、
「
岩
屋
の
観
音
」
や
「
富

士
見
の
松
」
「
猿
が
番
場
の
名
物
の
柏
餅
」
な
ど
の
解
説
者
で
あ
る
。
こ
れ

は
『
東
海
道
名
所
記
』
の
「
楽
阿
弥
」
と
「
大
坂
辺
の
な
に
が
し
か
手
代
」

の
構
図
と
同
じ
よ
う
に
、
「
金
無
」
が
道
中
や
宿
場
・
名
所
の
案
内
者
や
解

説
者
と
な
り
、
「
余
助
」
が
そ
の
聞
き
手
と
な
る
構
図
で
あ
る
。
道
中
記
部

分
の
主
体
は
一
・
金
無
」
で
あ
り
、
「
余
助
」
は
脇
役
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
ね

ご
と
草
』
の
場
合
の
「
金
無
」
は
、
「
竹
斎
』
で
の
「
竹
斎
」
や
「
に
ら
み

⑤

の
す
け
」
の
よ
う
に
、
「
世
俗
へ
の
視
点
と
し
て
の
意
味
を
付
与
さ
れ
」
た

弘

三
四

仮
託
者
で
は
な
い
。
「
金
無
」
は
道
中
記
の
主
人
公
で
あ
り
、
主
体
者
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
道
中
で
「
金
無
」
が
詠
む
和
歌
・
狂
歌
も
、
道
中
記
の

発
想
で
あ
り
、
案
内
者
・
解
説
者
と
し
て
の
性
質
を
帯
び
た
も
の
に
な
っ
て

い
る
。
道
中
で
「
金
無
」
が
詠
む
和
歌
・
狂
歌
は
、
次
の
七
首
で
あ
る
。

南
無
観
音
力
の
つ
よ
き
ぞ
知
ら
れ
け
る
大
き
な
岩
を
笠
に
か
ぶ
れ
ば

（
「
岩
屋
の
観
音
」
）

千
歳
ふ
る
松
も
い
つ
し
か
枯
れ
う
せ
て
そ
れ
と
も
見
え
ぬ
あ
と
ぞ
か
な
し

き
（
「
富
士
見
の
松
」
）

酒
に
酢
ふ
身
に
し
あ
ら
ね
ど
顔
赤
き
猿
が
番
場
に
う
か
れ
来
に
け
り

（
「
猿
が
番
場
」
）

汐
見
坂
ゆ
き
か
ふ
人
の
い
く
た
び
か
沖
の
白
波
た
ち
ま
さ
り
見
め

（
「
汐
見
坂
」
）

春
と
て
も
頭
の
霜
は
そ
の
ま
ま
に
消
え
ぬ
老
ほ
ど
か
な
し
き
は
な
し

（
「
汐
見
坂
の
ふ
も
と
」
）

代
灸
の
人
の
形
見
の
数
の
し
ら
す
げ
の
浜
の
真
砂
の
つ
き
ぬ
言
の
葉

（
「
白
須
賀
」
）

の
り

あ
り
か
た
や
朽
ち
ぬ
仏
の
ち
か
ひ
と
て
ま
さ
り
し
法
の
寺
に
来
に
け
り

（
「
ざ
う
ほ
う
寺
」
）

こ
れ
ら
は
、
す
筆
へ
て
道
中
記
の
発
想
に
よ
る
作
歌
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
金

無
」
の
詠
む
和
歌
・
狂
歌
は
、
道
中
案
内
や
名
所
解
説
の
部
分
の
記
述
を
受

け
、
そ
の
内
容
を
集
約
す
る
形
態
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
〕
竹
斎
」
の
道
中
記

部
分
や
『
東
海
道
名
所
記
』
で
の
和
歌
・
狂
歌
も
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な

発
想
形
態
を
も
っ
て
い
た
。

上
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潮
見
坂
は
、
町
は
ず
れ
也
。
こ
こ
よ
り
富
士
山
見
ゆ
。
又
此
坂
に
上
れ

、
、
、
、
、
、
、

ば
、
海
の
面
眼
の
前
に
あ
る
故
に
、
潮
見
坂
と
い
ふ
。
浜
辺
の
千
鳥
の
声

、
、
、
、
、
、
ｏ
、
、
、

か
す
か
に
聞
え
け
れ
ば
、

楽
阿
弥
、

潮
見
坂
汐
の
満
干
に
浜
千
鳥
声
さ
だ
ま
ら
ず
遠
近
に
聞
（
く
）

（
『
東
海
道
名
所
記
』
三
「
潮
見
坂
」
）

『
竹
斎
』
の
和
歌
は
、
「
昔
は
色
も
一
し
ほ
」
と
語
る
里
人
の
解
説
を
集

約
す
る
も
の
で
あ
り
、
『
東
海
道
名
所
記
』
で
の
和
歌
も
、
「
浜
辺
の
千
鳥

の
声
か
す
か
に
聞
え
け
れ
ば
」
の
描
写
を
受
け
た
そ
れ
で
あ
る
。

『
ね
ご
と
草
』
で
も
「
金
無
」
の
詠
む
歌
は
、
原
則
的
に
道
中
記
の
発
想

に
よ
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
富
士
見
の
松
」
で
の
「
金
無
」
の
和
歌
は
、

、
、
、
、

、
、
、
、
、

前
の
解
説
部
分
の
「
松
樹
千
年
つ
ゐ
に
朽
ち
ぬ
な
ら
ひ
に
や
、
い
つ
し
や
松

、
、
、
、
、
、

も
枯
れ
失
せ
て
、
名
の
み
残
り
し
う
き
世
の
中
」
と
描
写
さ
れ
た
記
述
部
分

『
ね
ご
と
草
』
の
近
世
的
構
造

業
平
あ
づ
ま
に
下
り
給
ひ
し
時
、
唐
衣
の
牙
を
詠
ま
れ
し
も
、
此
杜
若

を
詠
み
し
幕
と
か
や
。
我
等
ご
と
き
の
は
た
は
り
も
な
き
身
に
て
、
丹
物

語
は
よ
し
な
け
れ
共
、
業
平
の
い
に
し
へ
思
ひ
や
ら
れ
て
あ
は
れ
な
り
。

、
、
、
途
、
、
、
、
、
、
、
、
、
℃
や

里
人
申
（
し
）
け
る
や
う
は
、
「
昔
は
色
も
一
し
ほ
濃
紫
に
咲
き
た
り
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
申
せ
ど
も
、
今
は
色
も
薄
く
咲
く
」
と
申
（
し
）
け
れ
ば
、
此
竹
斎
も

す
ぐ
な
る
吾
こ
そ
な
ら
ず
と
も
、
せ
め
て
は
こ
し
を
れ
成
（
り
）
共
、
一

首
つ
ら
ね
ば
や
と
思
ひ
て
、

紫
の
色
な
へ
だ
て
そ
か
き
つ
ば
た
昔
も
今
も
花
の
ゆ
か
り
は

（
『
竹
斎
』
「
八
橋
」
）

Ｆ
”
》
、
‐
一
厚
●
，
，
，
，
，
，
’
‐
‐
‐
‐

の
集
約
で
あ
り
、
「
汐
見
坂
」
で
の
和
歌
も
、
眼
前
に
展
開
さ
れ
る
景
観
を

「
見
や
り
て
」
の
叙
景
歌
で
あ
っ
た
。
「
汐
見
坂
の
ふ
も
と
」
で
の
そ
れ
も
、

こ
こ
に
齢
は
百
年
に
近
づ
き
ぬ
る
姥
一
人
、
う
き
世
は
な
れ
ぬ
竹
の
杖

に
す
が
り
て
、
行
き
来
の
人
に
物
を
乞
ひ
て
い
た
る
有
さ
ま
、
か
の
い
に

し
へ
小
野
の
小
町
が
身
の
果
て
も
、
か
く
や
と
思
ふ
に
つ
け
て
、
白
楽
天

の
身
は
浮
雲
に
似
た
り
、
頭
は
霜
に
似
た
り
と
言
き
た
ま
へ
る
も

と
叙
述
さ
れ
た
道
中
で
の
挿
話
を
受
け
、
「
春
と
て
も
頭
の
霜
は
そ
の
ま
ま

に
。
ｗ
・
…
」
と
し
て
集
約
さ
れ
た
即
興
で
あ
る
。
ま
た
、
「
猿
が
番
場
」
や
「
ざ

う
ほ
う
寺
」
で
詠
ま
れ
た
和
歌
は
、
結
句
を
一
‐
…
。
：
に
来
に
け
り
」
と
す
る

こ
と
で
、
宿
や
名
所
へ
の
到
着
と
連
続
を
示
す
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
も
道
中

記
の
発
想
に
よ
る
作
歌
態
度
で
あ
る
。
道
中
案
内
や
名
所
の
解
説
者
と
し
て
、

道
中
の
随
所
で
和
歌
・
狂
歌
を
詠
む
「
金
無
」
に
は
、
道
中
の
同
伴
者
と
し

て
で
は
な
く
、
道
中
記
の
主
体
と
し
て
の
性
格
を
明
確
に
よ
み
と
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
方
、
「
余
助
」
が
道
中
で
詠
む
和
歌
は
十
六
首
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

そ
れ
ぞ
れ
縁
語
や
か
け
詞
で
名
所
や
宿
場
の
名
を
詠
み
込
む
技
巧
に
よ
っ
て

道
中
を
関
与
さ
せ
て
は
い
る
が
、
「
金
無
」
の
詠
む
和
歌
・
狂
歌
と
は
本
質

的
に
異
な
っ
た
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
蝉
川
」
で
は
、
「
松
風
」

へ
の
思
い
の
あ
ま
り
に
入
水
を
決
意
し
、
「
金
無
」
に
い
さ
め
ら
れ
た
後
で

和
歌
を
詠
む
が
、
そ
の
あ
た
り
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

絶
え
ぬ
お
も
ひ
を
せ
ん
よ
り
も
、
水
の
泡
と
も
ろ
と
も
に
、
消
え
も
や

ら
ば
や
と
思
ひ
す
て
、
す
で
に
川
に
沈
ま
ん
と
す
れ
ば
、
金
無
挟
に
と
り

１
、
、
、
、
、

つ
き
、
．
…
：
い
さ
め
け
れ
ば
、
余
助
は
道
理
に
至
極
し
て
、
や
る
方
な
き

三
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、
、
、
、
、
、
、

思
ひ
の
あ
ま
り
に
、

お
も
ひ
わ
び
涙
の
川
は
あ
る
も
の
を
沈
み
，
も
は
て
ぬ
身
こ
そ
っ
ら
け
れ

ま
た
、
「
大
岩
」
で
も
「
余
助
」
の
和
歌
は
、
次
の
よ
う
な
情
感
で
つ
づ

ら
れ
て
い
る
。

ゆ
か
し
さ
は
い
や
ま
さ
り
け
れ
ど
、
君
の
面
影
は
幻
に
も
見
え
た
ま
は

、
℃
、
、
、
、
、
、

ず
。
悲
し
さ
の
あ
ま
り
に
、

泣
く
泣
く
も
た
づ
ね
て
ゆ
け
ば
大
岩
と
名
に
の
み
聞
き
て
あ
は
ぬ
君
か

な
「
や
る
方
な
き
思
ひ
の
あ
ま
り
に
」
や
、
「
悲
し
さ
の
あ
ま
り
に
」
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
「
松
風
」
へ
の
思
慕
の
表
白
で
あ
る
。
『
ね
ご
と
草
』
で

は
、
「
余
助
」
の
詠
む
歌
十
六
首
の
う
ち
十
三
首
ま
で
が
、
た
と
え
ば
次
の

よ
う
な
叙
情
感
覚
の
表
象
化
で
あ
っ
た
。

う
れ
し
や
な
深
き
恩
ひ
の
淵
を
さ
へ
こ
ひ
わ
た
れ
と
や
浅
き
せ
み
が
は

へ
「
”
瑠
十
Ⅱ
Ⅱ
川
一
一

〆
｜
小
川
弊
Ⅱ
ｌ
ノ
Ｌ
良

か
な
は
ざ
る
恋
に
は
死
な
沮
命
か
な
さ
て
も
う
き
世
や
う
ら
め
し
の
身

や
（
「
蝉
川
」
）

網
あ
ら
ば
引
き
上
げ
た
ま
へ
二
川
の
恋
の
淵
瀬
に
し
づ
む
わ
が
身
を

（
「
二
川
」
）

〆

そ
れ
て
ゆ
く
君
を
い
つ
し
か
し
づ
が
手
に
す
へ
あ
げ
て
み
ん
た
か
し
山

か
も

（
「
た
か
し
山
」
）

旅
人
に
君
の
ゆ
く
ゑ
を
と
う
た
う
み
た
と
ひ
み
か
ば
に
浮
名
流
す
と

（
「
堺
川
」
）

名
に
貴
で
て
な
つ
か
し
く
お
も
ふ
お
も
ひ
き
や
君
が
目
元
の
し
ほ
見
ざ

雪

寺
、

、

ニ
ニ
ハ

か
と
は
（
「
汐
見
坂
］
）

こ
れ
ら
と
、
「
金
無
」
の
歌
と
の
異
質
性
は
明
白
で
あ
る
。
俳
譜
を
詠
み

こ
む
と
い
う
こ
と
で
、
浮
世
感
覚
に
依
拠
し
た
作
者
の
意
図
が
こ
こ
で
は
退

行
し
、
伝
統
的
な
憂
世
感
覚
に
色
ど
ら
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

「
余
助
」
の
恋
物
語
の
主
人
公
と
し
て
の
性
格
・
役
割
の
明
確
化
で
あ
る
。

道
中
に
あ
っ
て
は
「
余
助
」
は
つ
ね
に
「
松
風
」
へ
の
思
慕
を
軸
と
し
て
性

格
化
さ
れ
形
象
化
さ
れ
た
。
「
蝉
川
」
、
「
岩
屋
観
音
」
な
ど
の
道
中
の
各
所

で
、
恋
物
語
に
関
わ
る
挿
話
が
付
加
さ
れ
た
の
も
、
「
余
助
」
が
恋
物
語
の

主
人
公
と
し
て
、
道
中
記
に
関
与
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
．

さ
き
に
も
述
べ
た
が
、
．
「
ね
ご
と
草
』
で
の
道
中
記
の
構
図
は
、
「
案
内

者
」
と
「
聞
き
手
」
に
よ
る
同
伴
型
で
は
な
い
。
『
ね
ご
と
草
』
で
は
、
「
余

助
」
「
金
無
」
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
立
場
の
主
人
公
で
あ
る
。
『
ね
ご
と
草
』

で
の
同
伴
型
は
、
「
余
助
」
は
恋
物
語
の
主
人
公
と
し
て
、
「
金
無
」
は
道

中
記
の
主
人
公
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
性
質
を
異
に
す
る
登
場
人
物
が
、
同
伴

型
の
道
中
記
の
中
で
主
体
的
に
物
語
に
関
与
し
て
い
く
図
式
で
あ
る
。
同
時

に
、
「
金
無
」
と
「
余
助
」
と
の
分
離
と
融
合
が
『
ね
ご
と
草
』
独
自
の
文

芸
様
式
で
あ
っ
た
。
恋
物
語
と
道
中
記
の
要
素
の
交
錯
と
、
そ
の
構
成
の
恋

物
語
へ
の
統
一
が
「
ね
ご
と
草
』
の
道
中
記
の
方
法
で
あ
っ
た
。
『
ね
ご
と

草
』
全
体
を
統
一
し
、
そ
の
基
調
と
な
る
司
余
助
」
の
恋
物
語
に
、
「
た
が

ひ
に
訪
ひ
な
ぐ
さ
み
し
友
」
の
「
金
無
」
を
配
置
し
、
道
中
記
の
要
素
を
と

り
入
れ
る
。
そ
し
て
、
道
中
記
に
あ
っ
て
は
、
逆
に
「
余
助
」
を
関
わ
ら

せ
、
そ
こ
に
恋
物
語
の
方
法
を
と
り
入
れ
な
が
ら
旅
程
を
消
化
す
る
。
こ
れ

が
「
ね
ご
と
草
』
で
の
道
中
記
の
図
式
で
あ
る
。
こ
の
融
合
図
式
に
よ
る
物

ざ

寺
■
？



一

『
ね
ご
と
草
』
の
道
中
記
と
恋
物
語
の
要
素
の
融
合
は
、
「
金
無
」
の
設

定
に
よ
り
可
能
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
「
金
無
」
は
あ
く
ま
で
も
道
中
記
の

主
人
公
と
し
て
の
域
を
逸
脱
し
て
は
い
な
い
。
「
金
無
」
は
「
余
助
」
と
対

置
さ
れ
る
構
図
の
う
え
か
ら
だ
け
で
、
恋
物
語
と
道
中
記
の
要
素
の
融
合
と

い
う
役
割
の
意
義
を
も
っ
た
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
、
「
白
須
賀
」
の
「
ざ

う
ほ
う
寺
」
に
到
着
し
、
「
余
助
」
と
「
金
無
」
の
道
中
が
終
わ
る
と
、
役

割
を
は
た
し
た
「
金
無
」
は
そ
の
存
在
基
盤
を
失
い
消
滅
し
て
し
ま
う
。
そ

れ
以
降
の
物
語
は
「
余
助
一
と
「
松
風
」
と
の
恋
物
語
に
収
束
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
、
七
五
調
で
古
歌
的
情
感
の
色
濃
い
「
余
助
」
の
恋
文
や
、

「
松
風
」
と
の
逢
瀬
の
中
で
の
無
常
感
の
表
白
な
ど
で
、
『
ね
ご
と
草
』
は

中
世
風
恋
物
語
へ
と
退
行
す
る
。
「
余
助
」
の
憂
世
感
覚
・
無
常
感
へ
の
退

行
や
、
「
金
無
」
の
形
象
化
の
中
絶
、
ま
た
、
そ
れ
ら
に
よ
る
下
巻
で
の
物

語
の
複
合
構
造
の
挫
折
な
ど
、
『
ね
ご
と
草
』
は
、
近
世
小
説
と
し
て
の
未

分
化
を
あ
ら
わ
に
す
る
が
、
少
な
く
と
も
当
初
の
『
ね
ご
と
草
』
に
は
、

近
世
的
浮
世
感
覚
に
よ
る
形
象
化
の
意
図
と
、
物
語
の
複
合
構
造
化
と
い
う

作
者
の
意
図
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
「
赤
岩
寺
」
で
の
「
余
助
」
と
「
松

風
」
と
の
出
会
い
は
、
寺
院
を
媒
介
と
し
た
男
女
の
出
会
い
と
い
う
伝
統
的

な
。
〈
タ
ー
ン
な
が
ら
、
「
う
ら
み
の
す
け
」
や
「
園
部
の
衛
門
」
な
ど
の
出

会
い
と
は
異
質
で
あ
っ
た
。
「
う
ら
み
の
す
け
」
や
「
園
部
の
衛
門
」
で
の

そ
れ
が
信
仰
心
に
依
拠
し
た
登
場
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
す
く
な
く
と
も

『
ね
ご
と
草
』
の
近
世
的
構
造

語
の
創
造
、
こ
の
｝
」
と
に
『
ね
ご
と
草
』
の
新
趣
向
が
あ
っ
た
。

４

■『

「
余
助
」
や
「
金
無
」
の
場
合
は
信
仰
心
の
所
産
で
は
な
い
。
『
ね
ご
と
草
』

の
作
者
は
、
そ
の
発
想
の
当
初
か
ら
「
余
助
」
「
金
無
」
に
享
楽
感
情
を
移

入
し
、
物
語
の
成
立
に
現
実
的
な
動
機
を
も
た
せ
た
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

か
よ
う
に
の
ど
か
な
る
春
を
、
い
た
づ
ら
に
暮
ら
さ
ん
事
の
口
お
し
さ

、よ
・
い
と
ど
さ
へ
、
春
の
心
は
あ
は
た
だ
し
き
に
、
嵐
の
花
を
さ
そ
は
い

間
に
、
い
か
な
る
山
辺
へ
も
お
ぽ
し
め
し
た
ち
あ
れ
か
し
。

こ
の
「
余
助
」
の
言
葉
に
は
恋
の
成
立
の
た
め
の
信
仰
は
な
い
。
「
余
助
」

と
「
金
無
」
は
春
の
の
ど
か
さ
の
中
に
、
花
見
の
享
楽
の
た
め
に
「
赤
岩

寺
」
に
登
場
す
る
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
浮
世
感
覚
の
移
入
で
あ
る
。

ま
た
、
道
中
で
の
主
人
公
は
「
金
無
」
で
あ
り
、
単
一
構
造
的
な
恋
の
道
行

き
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
意
味
か
ら
も
、
「
ね
ご
と
草
」
を
弓
十
二
段
草

⑥

子
』
を
模
倣
し
た
や
う
な
幼
稚
な
恋
愛
小
説
」
と
す
る
評
価
に
は
疑
問
が
残

る
。
同
様
に
中
世
風
恋
物
語
の
系
列
と
し
て
、
『
う
ら
み
の
す
け
』
や
『
う

す
ゅ
き
物
語
』
と
等
質
に
『
ね
ご
と
草
」
を
位
置
づ
け
る
こ
と
も
妥
当
で
は

な
い
。文

芸
は
そ
の
時
代
の
社
会
風
俗
と
密
接
な
関
係
を
保
持
し
て
い
る
。
ま
た
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
文
芸
に
変
質
を
も
た
ら
す
。
こ
の
こ
と
は
も
と
よ
り
短

絡
的
で
は
な
い
。
未
熟
や
未
分
化
も
あ
る
。
し
か
し
、
「
う
ら
み
の
す
け
」

や
「
竹
斎
」
な
ど
に
は
、
す
で
に
清
水
や
北
野
で
の
近
世
享
楽
現
象
の
摂
取

が
あ
っ
た
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
仮
名
草
子
の
近
世
化
の
萌
芽
が
あ
っ
た
。

仮
名
草
子
は
「
う
ら
み
の
す
け
」
か
ら
「
ね
ご
と
草
』
に
至
る
過
程
で
、
近

世
享
楽
風
俗
か
ら
素
材
を
吸
収
し
拡
大
し
、
そ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
の
文
芸
様
式

の
中
へ
構
造
化
し
た
。
時
好
性
と
時
代
へ
の
即
応
性
も
醜
醸
し
た
。
す
な
わ

三
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ち
、
御
伽
草
子
か
ら
浮
世
草
子
へ
の
過
程
で
、
当
代
の
価
値
規
準
と
文
芸
観

念
を
適
合
さ
せ
、
発
想
・
構
成
上
か
ら
近
世
的
文
芸
法
則
を
創
造
・
発
展
さ

せ
た
の
が
仮
名
草
子
で
あ
っ
た
。
『
ね
ご
と
草
』
が
も
っ
た
時
好
性
も
、
こ

の
意
味
で
の
文
芸
法
則
の
適
用
で
あ
っ
た
。
『
ね
ご
と
草
』
の
近
世
的
特
質

も
こ
の
こ
と
に
あ
っ
た
。
か
っ
て
野
田
寿
雄
氏
は
、
「
仮
名
草
子
を
過
渡
期

７

文
学
と
し
て
扱
う
こ
と
の
級
は
、
今
後
繰
り
返
す
今
へ
き
で
は
な
い
」
と
し
た
。

松
田
修
氏
も
、
「
仮
名
草
子
を
、
浮
世
草
子
成
立
の
た
め
の
一
階
梯
と
し
て

⑧

の
み
取
り
扱
っ
て
い
る
事
実
を
、
私
は
見
の
が
せ
な
い
」
と
従
来
の
仮
名
草

子
観
を
批
判
し
た
。
仮
名
草
子
の
過
渡
性
は
、
い
わ
ば
結
果
論
で
あ
る
。
ま

た
そ
れ
は
、
近
代
人
的
視
点
か
ら
の
評
価
で
あ
る
。
た
し
か
に
仮
名
草
子
の

い
く
つ
か
の
作
品
は
、
御
伽
草
子
か
ら
受
け
継
い
だ
文
芸
要
素
の
多
く
を
残

し
た
。
ま
た
、
そ
れ
を
近
世
感
覚
に
よ
っ
て
変
質
さ
せ
浮
世
草
子
に
受
け
渡

し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
す
尋
へ
て
文
学
史
で
の
巨
視
に
拡
散
さ
れ
る
性
格

の
も
の
で
は
な
い
。
問
題
は
仮
名
草
子
が
御
伽
草
子
か
ら
ど
の
要
素
・
方
法

を
受
け
つ
ぎ
、
そ
れ
を
個
左
の
作
品
の
内
部
で
ど
う
変
革
さ
せ
、
そ
れ
を
ど

の
よ
う
に
定
着
さ
せ
て
い
っ
た
か
で
あ
る
。
『
ね
ご
と
草
』
に
は
、
こ
の
ほ

早
』

I

三
八

か
に
も
そ
の
近
世
化
の
特
質
は
多
い
。
狂
歌
的
発
想
に
よ
る
「
余
助
‐
一
「
金

無
」
の
命
名
、
「
す
り
き
り
」
の
系
譜
の
な
か
で
の
主
人
公
設
定
、
夢
物
語

の
結
末
な
ど
も
、
仮
名
草
子
の
特
質
に
か
か
わ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
も

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
今
後
の
課
題
と
し
て
残
し
た
。

（
未
完
）

注
川
野
田
寿
雄
『
仮
名
草
子
集
上
』
解
説
（
日
本
古
典
文
学
全
書
）
朝
日
新
聞
社
。

②
水
田
潤
司
竹
斎
』
の
成
立
。
」
「
昭
砲
・
皿
「
文
命
館
文
学
」
（
第
三
八
六

’
三
九
○
号
）
。
．

⑧
弓
ね
ご
と
草
』
と
小
野
愚
侍
」
（
『
仮
名
草
子
と
西
鶴
』
所
収
。

例
野
田
寿
雄
前
掲
書
頭
注
。

⑤
水
田
潤
前
掲
書
。

⑥
穎
原
退
蔵
「
仮
名
草
子
」
（
岩
波
講
座
『
日
本
文
学
』
）
。

例
「
仮
名
草
子
の
概
念
」
（
『
講
座
日
本
文
学
の
争
点
４
』
所
収
）
。

⑧
弓
浮
世
物
語
』
の
挫
折
」
（
『
日
本
近
世
文
学
の
成
立
』
所
収
）
。

（
お
は
ら
・
と
お
る
大
阪
府
立
門
真
西
高
校
教
諭
）

畦

Ｌ

I


