
一

か
つ
て
野
田
壽
雄
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

仮
名
草
子
が
多
く
の
新
し
い
小
説
形
態
を
創
出
し
、
そ
れ
が
の
ち
の

近
世
小
説
の
柱
に
な
っ
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
だ
れ
し
も
が

認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
実
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
仮
名
草
子
は

決
し
て
過
渡
期
的
文
学
で
は
な
く
、
む
し
ろ
近
世
小
説
の
基
礎
的
文
学

（
�
）

で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ゆ
る
「
仮
名
草
子
」
と
呼
ば
れ
る
近
世
初
期
文
芸
で
は
、
そ
れ
が
慶

長
〜
寛
永
期
と
い
う
極
初
期
の
作
品
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
ま
ず
先
行
文
芸

と
の
関
係
性
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
た
。
恋
物
語
と
呼
ば
れ
る
作
品
で
は
そ
の

傾
向
は
顕
著
で
、
表
現
上
の
模
倣
と
構
造
上
の
依
存
が
真
っ
先
に
指
摘
さ
れ

る
。
そ
の
後
、
文
芸
素
材
の
処
理
方
法
に
着
目
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
基
本

構
造
は
中
世
風
の
物
語
だ
が
、
当
世
風
の
風
俗
・
感
覚
に
脚
色
さ
れ
た
文
芸

化
の
方
法
な
り
意
識
な
り
が
作
品
評
価
の
対
象
と
な
る
視
点
が
主
流
と
な

る
。
こ
う
し
て
作
品
の
複
合
性
が
検
討
さ
れ
る
中
で
、
先
行
文
芸
か
ら
の
奪

胎
の
度
合
い
、
素
材
の
活
用
方
法
、
さ
ら
に
は
作
者
の
創
作
意
識
な
ど
が
明

ら
か
に
さ
れ
る
。
し
か
し
、
要
素
に
当
代
性
が
盛
り
込
ま
れ
、
意
識
も
当
世

に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
表
現
や
構
造
の
前
時
代
性
が
色
濃
く
て

は
、
ど
う
し
て
も
作
品
評
価
は
「
過
渡
期
性
」
に
押
し
込
め
ら
れ
が
ち
に
な

る
。
お
お
む
ね
そ
う
い
う
評
価
と
な
る
の
が
、
か
つ
て
の
極
初
期
仮
名
草
子

へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
っ
た
。『
恨
の
介
』
し
か
り
、『
薄
雪
物
語
』
し
か
り

で
あ
る
。
中
で
も
典
型
例
の
一
つ
と
し
て
『
露
殿
物
語
』
が
あ
る
。
成
立
年

代
も
ほ
ぼ
特
定
で
き
、
時
代
を
切
り
取
り
、
そ
の
精
神
も
文
芸
要
素
と
し
て

盛
り
込
ま
れ
、
ま
さ
に
近
世
初
期
文
芸
と
言
う
べ
き
歴
史
的
位
置
に
あ
り
な

が
ら
、
作
品
全
体
を
覆
う
発
想
・
形
式
・
表
現
は
旧
態
と
し
て
お
り
、
過
渡

期
文
芸
と
し
て
の
性
格
が
代
表
的
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
ち
な
み

に
、
野
田
氏
は
前
述
の
引
用
文
を
発
表
し
た
『
近
世
初
期
小
説
論
』
の
「
あ

と
が
き
」
に
て
、
読
む
に
「
意
義
の
あ
る
作
品
」
と
し
て
『
露
殿
物
語
』
も

『
露
殿
物
語
』
追
考

│
│
作
者
の
意
識
を
め
ぐ
っ
て
│
│

小

原

亨
一
三



含
む
六
作
品
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
今
後
論
じ
て
み
た
い
と
す
る
意
向
も

発
表
し
て
い
た
。
し
か
し
後
年
、
氏
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
（
同
時
に
未
完
の
大

作
と
な
っ
た
）
と
も
い
え
る
『
日
本
近
世
小
説
史
』
五
部
作
の
第
一
巻
『
仮

（
�
）

名
草
子
篇
』
の
中
で
は
『
露
殿
物
語
』
を
取
り
上
げ
て
い
な
い
。
結
局
、
野

田
氏
が
『
露
殿
物
語
』
の
作
品
論
を
発
表
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。「
近
世

初
期
小
説
」
と
「
仮
名
草
子
」
と
、
概
念
論
を
言
う
こ
と
は
こ
こ
で
は
避
け

た
い
が
（
二
つ
の
違
い
は
書
籍
の
命
名
上
の
事
情
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
の

で
）、
後
年
の
野
田
氏
の
範
疇
で
は
、『
露
殿
物
語
』
は
仮
名
草
子
で
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

成
立
時
期
か
ら
み
る
と
明
ら
か
に
『
露
殿
物
語
』
は
近
世
初
期
小
説
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
中
世
的
性
格
と
近
世
的
要
素
と
の
振
幅
の
中
で
作
品
評
価
は

揺
れ
て
き
た
。
か
つ
て
は
結
末
の
前
時
代
性
が
い
か
ん
と
も
し
が
た
く
、
そ

こ
に
過
渡
期
作
品
の
限
界
性
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
近
世
的
素

材
は
否
応
な
く
目
に
つ
く
。
そ
れ
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
作
者
の
新
文
芸

創
作
へ
の
意
気
込
み
も
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
文
芸
化
の
方
法
は
未
消
化
な
が

ら
も
、
そ
こ
に
意
味
を
見
出
そ
う
と
す
る
評
価
が
し
だ
い
に
な
さ
れ
て
い

く
。
中
世
風
恋
物
語
の
発
想
・
構
造
は
基
本
と
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点

か
ら
の
分
析
が
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
過
渡
期
文
芸
の
典
型
か
ら
徐
々
に
そ

の
位
相
を
変
化
さ
せ
ら
れ
て
き
た
の
も
『
露
殿
物
語
』
で
あ
っ
た
。

『
露
殿
物
語
』
に
み
ら
れ
る
先
行
文
芸
か
ら
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
、

（
�
）

（
�
）

東
明
雅
氏
に
始
ま
り
市
古
貞
次
氏
に
続
く
指
摘
に
よ
っ
て
基
本
的
な
こ
と
が

提
示
さ
れ
て
い
る
。
御
伽
草
子
『
朝
顔
の
露
の
宮
（
以
下
『
朝
顔
の
露
』）』

・『
秋
の
夜
の
長
物
語
（
以
下
『
秋
夜
長
』）』・
仮
名
草
子
『
恨
の
介
』（
古

活
字
版
）
の
三
作
品
を
大
き
な
骨
組
み
と
し
て
、『
伊
勢
物
語
』
の
構
想
も

取
り
込
ん
で
い
る
の
が
基
本
構
造
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
表
現
上
で
は
『
古
今

集
』・『
平
家
物
語
』・『
太
平
記
』・
古
歌
・
幸
若
舞
・
謡
曲
や
歌
謡
に
い
た

（
�
）

る
多
く
の
作
品
か
ら
の
模
倣
が
あ
る
。『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
の
神
保
五

彌
氏
・
青
山
忠
一
氏
に
よ
る
詳
し
い
注
釈
（
以
下
「
全
集
注
」）
が
施
さ
れ

て
、
模
倣
の
全
貌
が
見
渡
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
経
緯
を
経

て
、
先
行
文
芸
の
枠
組
み
の
中
に
あ
る
近
世
的
文
芸
要
素
を
検
討
し
て
い
く

中
で
、
新
し
い
時
代
に
沿
っ
た
素
材
や
構
想
へ
の
分
析
が
加
え
ら
れ
る
。
こ

う
し
て
『
露
殿
物
語
』
の
近
世
初
期
小
説
と
し
て
の
位
置
が
確
立
さ
れ
て
き

（
�
）

た
。
青
山
忠
一
氏
は
、「
恋
・
無
常
・
出
家
」
の
基
本
構
想
が
中
世
的
伝
統

様
式
だ
と
認
め
な
が
ら
も
、
主
体
的
で
積
極
的
な
作
者
の
主
張
も
あ
る
と
い

う
。
そ
の
推
進
力
と
な
る
の
は
近
世
的
享
楽
精
神
な
の
だ
が
、
一
方
に
は
作

者
が
捨
て
き
れ
な
い
仏
教
的
求
道
精
神
も
強
力
で
、
こ
の
二
律
背
反
に
「
過

渡
的
様
相
」
と
し
て
の
「
妥
協
的
漸
進
的
姿
」
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ

（
�
）

た
。
田
中
宏
氏
は
、『
秋
夜
長
』
と
の
深
い
関
係
性
か
ら
、
基
本
は
中
世
小

説
の
パ
タ
ー
ン
だ
と
し
な
が
ら
、
独
自
色
と
し
て
の
遊
女
讃
美
論
や
遊
里
を

舞
台
に
し
た
点
、
東
海
道
の
旅
中
や
京
見
物
で
の
名
所
記
風
の
描
写
、
京
で

の
諸
々
の
風
俗
描
写
、
下
巻
の
遊
女
評
判
記
な
ど
に
注
目
す
る
。
そ
こ
に
作

者
の
思
考
の
柔
軟
性
を
見
い
だ
し
、
作
品
内
部
へ
の
評
価
視
点
を
提
示
し

た
。
特
に
現
実
的
な
人
間
描
写
は
近
世
的
恋
物
語
と
し
て
の
成
果
だ
と
述

べ
、
作
品
の
本
質
評
価
へ
と
発
展
す
る
端
緒
と
な
っ
た
。

そ
う
い
っ
た
『
露
殿
物
語
』
の
独
自
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
視
点
は
、
作

品
の
方
法
論
あ
る
い
は
本
質
論
へ
と
発
展
し
て
い
く
。
た
と
え
ば
安
田
富
貴

一
四



（
�
）

子
氏
は
、
御
伽
草
子
風
の
恋
愛
譚
が
依
然
と
し
て
当
時
の
創
作
の
主
流
で
あ

っ
た
と
し
な
が
ら
も
、『
露
殿
物
語
』
に
は
「『
恨
の
介
』
を
越
え
る
世
俗
小

（
�
）

説
」
へ
の
志
向
も
強
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
水
田
潤
氏
は
、「
廓

の
法
則
」
の
導
入
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
「
新
し
い
秩
序
へ
の
調
和
」
が
意

図
さ
れ
た
点
や
、
悪
場
所
風
俗
へ
の
視
覚
の
拡
大
が
も
た
ら
す
写
実
描
写
の

（

）

意
味
な
ど
を
問
う
て
い
る
。
ま
た
西
沢
正
二
氏
は
、
近
世
的
遊
女
物
語
へ
の

志
向
と
中
世
的
恋
物
語
の
残
存
が
も
た
ら
す
不
調
和
の
中
に
「
煩
悩
即
菩

提
」
の
思
想
の
形
骸
化
を
指
摘
し
て
い
る
。
一
方
、
中
巻
前
半
の
「
夢
想
姫

挿
話
」
と
『
朝
顔
の
露
』
と
の
相
違
点
や
、『
恨
の
介
』
に
負
う
発
想
上
の

特
徴
か
ら
見
て
、
当
世
風
俗
の
素
材
化
に
よ
る
当
世
へ
の
強
い
関
心
を
指
摘

（

）

し
た
の
は
美
山
靖
氏
で
あ
っ
た
。
美
山
氏
は
こ
れ
以
外
に
『
伊
勢
物
語
』
と

の
関
係
も
重
要
視
し
て
お
り
、『
仁
勢
物
語
』
と
は
異
な
る
パ
ロ
デ
ィ
化
の

方
法
に
主
題
を
見
出
し
て
い
る
。

以
上
四
氏
の
論
は
、『
露
殿
物
語
』
に
文
芸
近
世
化
の
可
能
性
を
抽
出
し

よ
う
と
す
る
試
み
で
共
通
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
可
能
性
の
枠
に
止
ま

り
、
作
品
本
来
の
意
義
ま
で
は
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
美
山
氏
が
論
の
最
後

で
述
べ
る
よ
う
に
、
仮
名
草
子
作
品
に
は
「
そ
の
時
代
の
共
有
の
性
格
と
と

も
に
個
性
的
な
思
想
と
方
法
が
認
め
ら
れ
る
」
の
で
あ
る
。
そ
の
点
、
一
九

（

）

九
〇
年
代
に
入
っ
て
の
大
桑
斉
氏
に
よ
る
思
想
史
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

恋
物
語
の
主
題
に
関
わ
る
人
間
内
部
の
問
題
へ
と
切
り
込
ん
だ
も
の
で
興
味

深
い
。
享
楽
意
識
の
中
に
あ
る
作
品
の
立
場
を
仏
教
思
想
の
観
点
で
捉
え
、

思
想
の
時
代
性
が
作
品
に
も
た
ら
さ
れ
た
特
質
も
論
じ
て
い
る
点
で
刺
激
的

で
あ
っ
た
。
作
品
本
質
・
創
作
意
識
の
解
明
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
視
野
に
入

っ
て
き
た
感
が
あ
る
。
こ
う
し
て
『
露
殿
物
語
』
は
過
渡
期
的
限
界
性
の
評

価
か
ら
徐
々
に
脱
し
て
き
た
。
今
で
は
ま
だ
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
の

「
露
殿
物
語
」
の
項
目
が
代
表
的
な
概
観
と
な
る
だ
ろ
う
が
、
そ
こ
で
安
田

（

）氏は
「
本
作
の
先
駆
的
な
部
分
は
、
後
に
遊
女
評
判
記
・
道
中
記
・
名
所
記

へ
と
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
発
展
を
遂
げ
る
」
と
ま
と
め
た
。
こ
れ
は
野
田
氏
の

い
う
「
近
世
小
説
の
基
礎
的
文
学
」
と
し
て
の
位
置
づ
け
と
同
じ
評
価
で
あ

る
。以

上
、
研
究
史
を
概
観
し
た
が
、『
露
殿
物
語
』
の
分
析
は
先
行
文
芸
と

の
影
響
関
係
の
指
摘
か
ら
、
し
だ
い
に
個
別
の
要
素
の
検
討
に
よ
る
文
芸
性

の
解
明
へ
と
深
化
し
て
き
た
。
同
時
に
時
代
相
や
文
芸
史
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー

チ
も
進
め
ら
れ
、
成
立
時
の
社
会
的
基
盤
か
ら
の
影
響
関
係
か
ら
も
論
じ
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
独
自
の
文
芸
要
素
の
も
つ
意
味
の
解
明
は

進
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
作
者
の
意
識
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
こ
れ
ま

で
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
も
っ
と
も
作
者
の
特
定
は
出
来
ず
、
作
者
周

辺
の
環
境
は
こ
う
で
あ
ろ
う
と
い
う
く
ら
い
し
か
分
か
ら
な
い
。
し
か
も
、

（

）

岡
田
利
兵
衛
氏
・
安
田
富
貴
子
氏
も
想
定
す
る
よ
う
に
、
文
章
の
作
者
（
文

作
者
）
と
挿
絵
の
画
者
（
絵
作
者
）
は
別
人
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
上
に
複

数
の
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
特
に
上
巻
で
は
文
作
者
と
絵
作
者
の
創

作
意
識
の
相
違
が
現
れ
て
い
る
の
だ
が
、
本
稿
で
は
文
章
表
現
の
内
部
に
存

す
る
作
者
の
意
識
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
の
で
、
以
後
「
作
者
」
と
す

る
の
は
全
て
「
文
作
者
」
の
こ
と
に
な
る
。

『
露
殿
物
語
』
追
考

一
五



二

そ
れ
天
ひ
ら
き
地
か
た
ま
り
し
よ
り
こ
の
方
、
伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
の

尊
、
天
の
磐
座
に
し
て
、
み
と
の
遘
合
あ
り
し
よ
り
、
男
女
の
語
ら
ひ

を
な
し
、
陰
陽
の
道
な
が
く
つ
た
は
る
。
花
に
な
く
鶯
、
水
に
す
む

蛙
、
千
種
に
す
だ
く
虫
、
い
づ
れ
か
こ
の
道
を
し
ら
ざ
る
。

『
露
殿
物
語
』
冒
頭
に
『
古
今
集
』
仮
名
序
の
も
じ
り
が
あ
る
こ
と
は
明

瞭
で
あ
る
。「
全
集
注
」
に
よ
る
と
『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
も
ふ
ま
え

（

）

た
と
あ
る
が
、
す
で
に
拙
論
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
は
『
朝
顔
の
露
』

を
意
識
し
て
の
表
現
で
あ
ろ
う
。『
朝
顔
の
露
』
の
主
人
公
・
露
の
宮
は
、

恋
す
る
女
性
・
朝
顔
の
上
を
口
説
く
手
段
と
し
て
、「
善
生
太
子
」
と
「
阿

就
䫂
夫
人
」
の
例
や
「
悉
達
太
子
」
と
三
人
の
妃
の
例
を
挙
げ
て
「
男
女
の

語
ら
ひ
」
を
説
く
。
そ
の
上
、「
我
が
朝
」
の
例
と
し
て
「
伊
弉
諾
・
伊
弉

冉
」
を
も
ち
だ
す
。

我
が
朝
の
人
の
始
め
に
は
、
伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
の
尊
よ
り
、
天
照
太

神
の
始
め
奉
り
、
そ
の
外
の
御
神
よ
り
陰
陽
の
道
伝
は
り
、
今
末
の
世

の
我
等
に
至
る
ま
で
、
男
女
の
語
ら
ひ
に
よ
り
て
こ
そ
、
生
を
ば
受
け

て
来
る
な
り
。

『
朝
顔
の
露
』
で
は
さ
ら
に
露
の
宮
は
、
屋
上
屋
と
で
も
い
う
よ
う
に

「
江
口
の
君
」
ま
で
も
引
き
合
い
に
出
し
て
朝
顔
の
上
を
口
説
く
。

然
れ
ば
善
悪
二
つ
と
い
ふ
も
、
悟
を
以
て
悪
を
善
と
な
し
、
愚
痴
を

以
て
善
を
悪
に
翻
す
事
あ
り
。
そ
の
仔
細
例
多
き
中
に
も
、
江
口
の
君

と
申
せ
し
は
、
流
れ
を
た
て
さ
せ
給
ひ
、
諸
人
に
肌
を
触
れ
給
へ
ど
も

心
に
悟
坐
せ
ば
、
忽
ち
普
賢
菩
薩
と
現
れ
給
ふ
な
り
。

「
男
女
の
語
ら
ひ
」
を
説
く
た
め
に
「
江
口
の
君
」
す
な
わ
ち
遊
女
を
も

ち
だ
す
意
識
は
、『
露
殿
物
語
』
に
よ
っ
て
拡
幅
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。『
朝

顔
の
露
』
に
お
い
て
す
で
に
江
口
の
君
は
、
釈
迦
や
伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
と
同

等
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
江
口
の
君
に
は
「
悪
を
善
と
な
し
」、
衆
生
を
救
う

「
普
賢
菩
薩
」
に
な
る
べ
き
「
悟
」
が
あ
る
と
い
う
。『
露
殿
物
語
』
の
作
者

が
『
朝
顔
の
露
』
を
利
用
す
る
際
、
構
成
や
詞
章
に
依
存
し
て
い
る
の
は
も

ち
ろ
ん
だ
が
、
こ
の
言
葉
に
含
ま
れ
る
好
色
容
認
の
表
現
と
精
神
が
、
そ
の

ま
ま
『
露
殿
物
語
』
の
冒
頭
に
生
か
さ
れ
る
。「
天
ひ
ら
き
地
か
た
ま
り
し

よ
り
」
人
の
心
を
動
か
し
て
き
た
の
は
「
陰
陽
の
道
・
遊
女
の
道
」
な
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
作
者
は
『
平
家
物
語
』
か
ら
遊
女
を
取
り
あ
げ
る
。「
島
の

千
歳
、
和
歌
の
前
」
は
「
我
朝
に
白
拍
子
の
始
ま
り
け
る
事
」（『
平
家
』）

の
引
用
だ
が
、
冒
頭
部
分
の
最
後
に
「
祇
王
・
祇
女
・
仏
」
を
登
場
さ
せ
る

意
識
は
、
明
ら
か
に
江
口
の
君
か
ら
の
連
続
で
あ
る
。

つ
ら
�
�
古
を
ひ
い
て
今
を
み
る
に
、
歌
ふ
も
舞
ふ
も
法
の
声
、
悪

と
い
ふ
も
善
、
煩
悩
と
い
ふ
も
菩
提
な
り
。
祇
王
・
祇
女
・
仏
ど
ち
ら
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が
大
道
心
、
今
も
あ
り
と
な
り
。

江
口
の
君
を
普
賢
菩
薩
と
見
な
す
発
想
が
、
祇
王
・
祇
女
・
仏
（
御
前
）

に
も
連
想
し
、
こ
れ
ら
遊
女
達
は
煩
悩
を
救
済
し
、
衆
生
を
菩
提
へ
と
導
く

大
道
心
と
見
な
さ
れ
る
。
し
か
も
「
今
も
あ
り
」
と
述
べ
、
歴
史
的
概
観
に

と
ど
め
て
は
い
な
い
。「
今
を
み
る
」
と
い
う
文
辞
と
相
ま
っ
て
作
者
の
当

世
へ
向
け
る
視
線
を
表
明
し
て
い
る
。
当
世
は
遊
女
達
に
よ
る
「
煩
悩
即
菩

提
」
の
時
代
だ
と
言
う
。
こ
の
意
識
は
遊
女
を
取
り
巻
く
現
実
の
世
相
へ
も

言
及
さ
れ
て
い
く
。
少
し
以
前
に
戻
る
と
、
次
の
よ
う
な
表
白
が
あ
っ
た
。

今
の
世
の
中
、
色
に
つ
き
、
人
の
心
花
に
な
り
、
あ
だ
な
る
心
の
み

い
で
く
れ
ば
、
色
好
み
の
家
は
埋
れ
木
の
人
し
れ
ず
富
貴
に
な
り
、
ま

め
な
る
所
に
は
花
薄
穂
に
い
で
ざ
る
に
さ
い
は
ひ
き
た
れ
り
。

こ
こ
で
も
す
で
に
作
者
は
「
今
の
世
の
中
」
を
見
て
い
る
。
慶
長
十
七
年

の
京
・
六
条
三
筋
町
へ
の
遊
里
の
移
転
、
元
和
四
年
の
江
戸
元
吉
原
に
て
の

遊
里
の
公
的
開
業
な
ど
、
こ
の
時
期
の
遊
里
や
遊
女
へ
の
興
味
関
心
が
『
露

殿
物
語
』
の
大
き
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
こ
こ
で

注
目
し
た
い
の
は
、「
色
好
み
」
と
「
ま
め
」
と
を
並
置
す
る
意
識
だ
。
好

色
が
富
貴
の
源
泉
と
な
り
、
誠
実
が
幸
福
に
繋
が
る
の
が
「
今
の
世
の
中
」

だ
と
言
う
。
老
若
貴
賤
が
「
遊
女
に
た
は
ぶ
れ
あ
そ
ぶ
」
の
も
、
誠
実
な
れ

ば
こ
そ
幸
い＝

救
済
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め

に
こ
そ
遊
女
達
は
「
今
も
あ
」
っ
て
煩
悩
へ
と
誘
い
込
む
の
だ
。
序
文
は
物

語
の
主
題
を
提
示
す
る
。
作
者
は
巧
み
に
、
中
世
風
の
物
語
を
遊
女
に
よ
る

煩
悩
即
菩
提
を
主
題
と
す
る
物
語
へ
と
、
そ
の
変
革
を
試
み
て
い
る
。
古
歌

的
情
感
か
ら
好
色
の
精
神
へ
の
奪
胎
を
、
作
者
は
意
識
し
て
い
た
。

さ
て
主
人
公
・
露
殿
が
登
場
す
る
と
、
物
語
の
開
幕
と
歩
調
を
合
わ
せ
た

よ
う
に
、『
露
殿
物
語
』
が
大
き
く
依
存
す
る
も
う
一
つ
の
先
行
作
品
『
秋

夜
長
』
が
浮
か
び
上
が
る
。「
し
か
れ
ば
こ
の
頃
、
所
に
ふ
れ
し
事
の
、
あ

は
れ
な
る
物
語
、
一
つ
申
し
は
べ
ら
ん
」
の
詞
章
が
、『
秋
夜
長
』
の
「
老

ノ
寝
覚
ニ
秋
ノ
夜
ノ
長
物
語
一
（
ツ
）
申
（
シ
）
侍
ラ
ン
」
か
ら
の
引
用
で

あ
る
こ
と
は
「
全
集
注
」
の
と
お
り
。
露
殿
が
「
御
年
二
八
ば
か
り
」
な
の

も
、『
秋
夜
長
』
で
の
主
人
公
・
桂
海
の
恋
愛
対
象
と
な
る
稚
児
・
梅
若
の

「
齢
二
八
計
」
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
い
る
。
露
殿
が
「
一
寺
の
僧
形
」
か

ら
思
い
を
か
け
ら
れ
る
設
定
も
、
梅
若
が
「
一
寺
ノ
老
僧
若
輩
」
か
ら
慕
わ

れ
る
こ
と
と
同
様
で
あ
る
。
こ
う
し
て
露
殿
は
、
ま
ず
梅
若
の
設
定
を
踏
襲

し
て
人
物
設
定
が
な
さ
れ
る
が
、
物
語
の
進
行
で
は
桂
海
の
恋
物
語
の
模
倣

と
な
る
。
以
下
、
前
に
『
秋
夜
長
』
の
、
後
に
『
露
殿
物
語
』
の
、
そ
れ
ぞ

れ
の
詞
章
を
並
べ
て
解
り
や
す
く
比
べ
て
み
た
い
。

イ
ツ
ト
ナ
ク
深
窓
ノ
内
ニ
向
（
ヒ
）
テ
、
詩
ヲ
作
（
リ
）、
歌
ヲ
読

（
ミ
）
テ
、
等
閑
ニ
月
日
ヲ
渡
ラ
セ
玉
フ
ナ
リ
。

い
つ
と
な
く
深
窓
の
う
ち
に
む
か
つ
て
月
に
染
み
、
花
に
賞
で
、
詩

を
つ
く
り
、
歌
を
よ
み
て
、
な
ほ
ざ
り
に
月
日
を
送
ら
せ
給
ひ
け
り
。

学
問
修
業
に
明
け
暮
れ
て
い
た
は
ず
の
露
殿
が
、
い
つ
と
な
く
詩
歌
に
没

『
露
殿
物
語
』
追
考
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頭
す
る
。
こ
れ
は
『
秋
夜
長
』
の
童
が
語
る
梅
若
の
身
の
上
話
か
ら
、
そ
の

詞
章
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
。
そ
ん
な
露
殿
は
あ
る
日
突
然
の
無
常
感

に
襲
わ
れ
る
。
こ
ち
ら
は
桂
海
の
同
様
の
場
面
か
ら
、
や
は
り
そ
の
詞
章
を

ほ
ぼ
引
用
し
て
い
る
。

花
ノ
落
（
チ
）、
葉
ノ
散
（
ル
）
ヲ
見
テ
、
寝
ヌ
夜
ノ
夢
ヤ
サ
メ
タ

リ
ケ
ン
、
コ
ハ
ソ
モ
何
事
ゾ
ヤ
、
我
適
俗
塵
ノ
郷
界
ヲ
離
レ
テ
、
釈
氏

ノ
門
室
ニ
入
（
リ
）
ナ
ガ
ラ
、
明
暮
ハ
只
名
聞
利
養
ノ
ミ
ニ
走
リ
テ
、

出
離
生
死
ノ
営
ニ
怠
リ
ヌ
ル
事
ノ
ア
サ
マ
シ
サ
ヨ
ト
…

盛
り
と
見
え
し
花
の
、
は
ら
は
ら
と
御
袖
に
散
り
か
か
り
け
る
を
御

覧
じ
て
、
寝
ぬ
夜
の
夢
や
さ
め
つ
ら
ん
。
こ
は
そ
も
何
事
ぞ
や
。
わ
れ

た
ま
�
�
受
け
が
た
き
人
身
を
受
け
た
り
と
い
へ
ど
も
、
あ
け
く
れ
名

聞
利
養
の
心
の
み
お
こ
つ
て
、
出
離
生
死
を
営
み
に
お
こ
た
り
ぬ
る
事

の
か
な
し
さ
よ
。

こ
う
い
っ
た
主
人
公
の
突
然
の
覚
醒
は
、
御
伽
草
子
『
辨
の
草
子
』
な
ど

で
も
描
か
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
出
家
遁
世
の
き
っ
か
け
を
描
く
手
法
で
あ
っ

た
。『
秋
夜
長
』
で
も
動
機
は
同
じ
で
、
桂
海
は
修
行
の
怠
り
を
感
じ
遁
世

へ
の
思
い
を
深
め
る
。
し
か
し
、
来
世
を
志
向
し
な
が
ら
も
一
方
で
家
族
と

の
別
れ
を
惜
し
む
情
が
桂
海
を
躊
躇
さ
せ
る
。
そ
こ
で
「
仏
菩
薩
の
応
護
」

に
頼
る
わ
け
と
な
る
。
こ
う
い
っ
た
詞
章
も
そ
の
ま
ま
『
露
殿
物
語
』
に
引

用
さ
れ
て
い
く
。

な
ご
り

同
朋
同
宿
ノ
別
モ
サ
ス
ガ
ニ
余
波
惜
（
シ
）
ケ
レ
バ
、
イ
タ
ヅ
ラ
ニ

月
日
ヲ
送
（
リ
）
ケ
ル
処
ノ
、
心
ウ
チ
ニ
動
キ
テ
…
…
邪
魔
外
道
ノ
我

ヲ
サ
マ
タ
グ
ル
ニ
ヤ
。
サ
ラ
バ
仏
菩
薩
ノ
擁
護
ヲ
憑
（
ミ
）
テ
、
此
願

ヲ
成
就
セ
ン
ト
思
（
ヒ
）
テ
…

二
親
儔
類
の
離
別
も
さ
す
が
名
残
を
し
う
し
て
、
い
た
づ
ら
に
月
日

を
お
く
ら
れ
け
れ
ば
、「
い
か
さ
ま
娑
婆
外
道
の
わ
が
道
心
を
ば
さ
ま

た
げ
ぬ
る
に
や
。
さ
あ
ら
ば
仏
菩
薩
の
応
護
を
た
の
み
て
こ
の
願
成
就

せ
ん
」

こ
の
後
、
観
音
へ
の
参
籠
、
満
願
の
夜
の
夢
想
、「
所
願
成
就
ノ
夢
想
」

の
解
釈
な
ど
『
露
殿
物
語
』
は
『
秋
夜
長
』
の
展
開
を
全
く
な
ぞ
っ
て
い

く
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
観
音
へ
の
往
路
と
帰
途
と
の
違
い
は
あ
れ
、
寺
の
門

前
で
の
見
初
め
、
そ
の
雨
宿
り
の
設
定
な
ど
の
展
開
も
全
く
『
秋
夜
長
』
か

ら
踏
襲
さ
れ
る
。
違
い
は
桂
海
が
人
家
の
庭
に
た
た
ず
む
梅
若
を
御
簾
越
し

に
見
初
め
る
の
に
対
し
て
、
露
殿
が
橋
の
上
を
通
り
か
か
る
輿
の
簾
の
舞
い

上
が
り
越
し
に
東
の
君
を
見
初
め
る
点
（
こ
れ
も
御
伽
草
子
『
猿
源
氏
草

紙
』
に
み
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
）
で
あ
る
。
細
か
な
設
定
や
、
男
色
女
色
の
違

い
は
あ
れ
、
大
筋
で
は
『
露
殿
物
語
』
は
『
秋
夜
長
』
の
恋
の
発
端
を
踏
襲

し
て
い
る
。「
全
集
注
」
に
よ
る
と
、
露
殿
登
場
か
ら
東
の
君
を
見
初
め
る

ま
で
（
第
三
図
の
挿
絵
前
ま
で
）
に
、『
秋
夜
長
』
か
ら
の
詞
章
の
引
用
は

十
箇
所
に
も
及
ぶ
。『
舞
の
本
』
の
「
満
仲
」
や
「
敦
盛
」、
古
歌
、『
平
家

物
語
』、『
和
漢
朗
詠
集
』
な
ど
、
他
の
先
行
文
芸
か
ら
の
引
用
も
指
摘
さ
れ

て
は
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
詞
章
上
の
模
倣
に
す
ぎ
な
い
。
上
巻
前
半
に
お
い
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て
作
者
が
最
も
依
存
し
た
の
は
『
秋
夜
長
』
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
物
語
発
端
の
露
殿
に
つ
い
て
、
作
者
が
『
秋
夜

長
』
の
桂
海
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
て
い
る
こ
と
だ
。
桂
海
も
観
音
に
参
籠
し

夢
告
を
授
か
る
。
だ
が
世
を
捨
て
る
意
図
に
反
し
て
、
夢
想
は
ま
さ
に
稚
児

・
梅
若
を
見
初
め
る
契
機
と
な
る
。
夢
に
現
れ
た
稚
児
の
面
影
が
忘
れ
ら
れ

ず
、
仏
に
向
か
い
香
を
焚
い
て
も
「
李
夫
人
ノ
反
魂
香
」
と
な
る
。
空
山
の

花
を
眺
め
て
も
巫
山
の
神
女
の
「
夢
ノ
後
ノ
面
影
」
が
見
え
る
。
桂
海
が
所

願
成
就
の
夢
想
と
見
た
も
の
は
、
実
は
思
い
に
反
し
て
恋
愛
（
た
と
え
対
象

が
稚
児
で
あ
っ
て
も
）、
す
な
わ
ち
煩
悩
到
来
の
予
告
で
あ
っ
た
。
そ
う
い

っ
た
桂
海
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
露
殿
な
ら
ば
、
そ
の
夢
想
も
ま

た
恋
愛＝

煩
悩
へ
の
入
口
を
予
告
す
る
も
の
と
解
釈
で
き
よ
う
。
露
殿
に
と

っ
て
浅
草
観
音
が
授
け
る
「
煩
悩
即
菩
提
」
の
言
葉
は
恋
愛
の
予
告
で
あ
っ

た
。
序
文
で
も
老
若
貴
賤
が
享
楽
的
に
「
遊
女
に
た
は
ぶ
れ
あ
そ
ぶ
」
さ
ま

が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
の
後
に
続
く
の
が
、
今
に
み
え
る
「
煩
悩
と
い
ふ
も
菩

提
な
り
」
の
精
神
で
あ
る
。
観
音
の
夢
告
に
は
そ
の
精
神
が
重
ね
ら
れ
て
い

た
。
夢
告
を
「
所
願
成
就
の
御
告
」
と
了
解
し
た
露
殿
で
は
あ
っ
た
が
、
浅

草
寺
を
出
た
直
後
に
恋
愛
の
情
感
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
自
身
の
「
所
願
」
な

ど
は
す
っ
か
り
忘
却
し
て
い
る
。
何
の
た
め
ら
い
も
な
く
、
人
間
的
感
情
に

素
直
に
従
う
。
し
か
も
相
手
は
当
代
の
遊
女
た
る
吉
原
の
太
夫
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
「
道
心
堅
固
、
即
証
菩
提
」
を
祈
る
た
め
の
参
籠
が
、
遊
女
の
道

へ
の
陥
入
の
契
機
と
な
る
。
作
者
の
意
識
は
露
殿
の
憂
世
観
念
を
浮
世
観
念

へ
と
変
革
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

三

「
煩
悩
即
菩
提
」
の
夢
告
に
よ
り
煩
悩
、
す
な
わ
ち
遊
女
の
道
に
陥
っ
た

露
殿
だ
が
、
東
の
君
と
の
逃
避
行
の
失
敗
に
よ
り
恋
愛
が
中
断
さ
れ
る
。
そ

れ
は
、
菩
提
へ
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
た
事
を
意
味
す
る
。『
伊
勢
物
語
』
の
構

想
に
倣
っ
て
、
業
平
の
イ
メ
ー
ジ
を
露
殿
に
重
ね
よ
う
と
し
た
作
者
の
動
機

だ
が
、
そ
の
意
に
反
し
て
し
ま
う
。
露
殿
の
失
意
の
中
で
迎
え
る
中
巻
で

は
、「
煩
悩
即
菩
提
」
に
対
す
る
露
殿
の
誤
解
が
さ
ら
に
重
な
る
。
隅
田
川

に
身
を
投
げ
た
吉
原
の
女
（『
秋
夜
長
』
で
も
梅
若
は
勢
多
の
橋
か
ら
身
を

投
げ
る
）
が
東
の
君
だ
と
確
信
し
た
露
殿
は
、
消
息
を
尋
ね
る
旅
を
決
意
す

る
。「
も
し
又
ふ
し
ぎ
の
命
長
ら
へ
て
ま
し
ま
さ
ば
」
と
「
も
し
ま
た
、
死

し
た
る
事
の
ま
こ
と
に
て
」
と
が
並
立
し
、
期
待
と
諦
め
と
が
半
ば
し
た
独

白
に
な
っ
て
は
い
る
が
、「
過
去
の
精
霊
、
藤
原
氏
の
女
、
出
離
生
死
、
頓

証
菩
提
」
と
回
向
す
る
よ
う
に
、
露
殿
は
東
の
君
の
死
を
意
識
せ
ざ
る
を
得

な
い
。
そ
ん
な
露
殿
に
、
作
者
は
「
煩
悩
」「
菩
提
」
を
想
起
さ
せ
る
。

も
し
ま
た
、
死
し
た
る
事
の
ま
こ
と
に
て
、
め
ぐ
り
会
は
ざ
る
物
な

ら
ば
、
こ
れ
を
菩
提
の
種
と
し
て
、
煩
悩
の
絆
を
離
れ
、
山
よ
り
山
の

奥
を
尋
ね
、
柴
の
庵
の
し
ば
し
ば
か
り
の
隠
れ
家
を
も
結
ば
ば
や
。

序
文
に
現
れ
た
「
煩
悩
即
菩
提
」
の
精
神
は
、
遊
女
の
大
道
心
の
導
き
に

よ
る
恋
愛
成
就
が
菩
提
の
道
を
開
く
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
浅
草
観
音
が
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「
煩
悩
即
菩
提
」
を
示
し
た
の
も
、
東
の
君
と
の
恋
愛
に
よ
る
所
願
成
就
を

示
し
て
い
た
。
し
か
し
、
露
殿
は
そ
の
真
意
を
理
解
し
得
な
い
。
恋
愛
成
就

の
可
能
性
を
断
た
れ
た
露
殿
は
、
東
の
君
の
死
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
そ

れ
を
「
菩
提
の
種
」
と
す
る
べ
く
煩
悩
を
断
ち
切
る
と
い
う
。
こ
こ
に
至
っ

て
「
煩
悩
」
と
「
菩
提
」
と
は
「
即
」
の
関
係
か
ら
「
断
」
の
関
係
へ
と
解

釈
変
化
が
な
さ
れ
る
。
愛
す
る
者
と
の
死
別
を
受
け
て
そ
の
菩
提
を
弔
う
こ

と
は
『
秋
夜
長
』
の
桂
海
も
同
様
で
あ
る
が
、
桂
海
の
場
合
は
梅
若
の
死
が

確
定
的
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
瞻
西
上
人
へ
と
徳
を
積
む
こ
と
に
な
る
。
最

終
的
に
仏
教
的
救
済
の
結
末
へ
と
向
か
う
た
め
の
菩
提
で
あ
っ
た
。
梅
若
は

観
音
の
変
化
と
な
り
三
井
寺
の
衆
徒
を
済
度
す
る
し
、
瞻
西
に
は
二
十
五
菩

薩
の
来
迎
の
ご
と
く
多
く
の
衆
生
か
ら
の
来
訪
が
あ
り
、
世
間
か
ら
も
尊
ば

れ
る
。
ま
た
『
朝
顔
の
露
』
で
は
、
露
の
宮
は
朝
顔
の
上
の
廟
所
に
て
殉
死

す
る
。
最
終
的
に
登
場
人
物
達
は
そ
れ
ぞ
れ
草
木
へ
変
化
し
、
人
間
界
に
有

為
転
変
を
知
ら
し
め
る
存
在
と
な
る
。
結
末
で
も
「
こ
れ
を
御
覧
ず
る
人
は

御
心
を
素
直
に
し
て
、
情
の
道
を
本
と
し
て
、
後
生
菩
提
の
事
肝
要
な
り
」

と
、「
後
生
菩
提
」
を
善
導
す
る
言
葉
で
締
め
括
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
出
家

遁
世
に
よ
る
「
即
証
菩
提
」
を
求
め
る
道
も
『
露
殿
物
語
』
の
結
末
と
な
り

得
た
の
で
あ
る
が
、
作
者
の
意
識
は
こ
こ
で
も
世
俗
へ
と
向
か
う
。

消
息
を
尋
ね
る
た
め
の
露
殿
の
旅
は
、『
竹
斎
』
で
の
遍
歴
と
同
様
に
、

一
方
で
は
道
中
の
世
俗
を
見
聞
す
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
旅
の
経
過
に
お

い
て
露
殿
は
東
の
君
と
の
離
別
の
思
い
を
し
だ
い
に
強
め
て
い
く
。
箱
根
権

現
で
こ
そ
再
会
を
祈
誓
す
る
も
の
の
、
吉
原
宿
で
は
も
は
や
「
夢
に
だ
に
見

ぬ
君
の
面
影
」
と
歌
を
詠
み
、
東
の
君
と
の
離
別
が
暗
示
さ
れ
る
。
さ
ら
に

清
見
寺
で
思
い
浮
か
べ
る
『
新
古
今
集
』・
藤
原
雅
経
の
歌
も
、
日
坂
の
茶

屋
で
想
起
す
る
『
源
氏
物
語
』・「
早
蕨
」
巻
の
歌
も
、
恋
し
い
人
と
の
死
別

を
想
起
さ
せ
る
歌
で
あ
る
。
ま
た
、
桂
海
と
の
因
縁
で
あ
ろ
う
三
井
寺
に
も

立
ち
寄
る
が
、「
妻
の
後
生
善
所
を
守
ら
せ
給
へ
」
の
祈
り
を
す
る
。
京
見

物
で
も
大
仏
殿
に
て
卒
塔
婆
を
建
て
る
な
ど
、
旅
と
京
見
物
に
あ
る
露
殿

は
、
東
の
君
と
の
死
別
へ
の
思
念
に
傾
き
つ
つ
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば

露
殿
は
江
戸
で
の
述
懐
を
守
り
、「
菩
提
の
種
と
し
て
、
煩
悩
の
絆
を
離
れ
」

る
べ
き
と
な
る
。
し
か
し
、
作
者
は
露
殿
に
菩
提
の
道
を
選
択
さ
せ
な
い
。

過
去
の
恋
か
ら
の
因
縁
を
断
ち
切
る
よ
う
に
、
入
京
後
ま
も
な
く
露
殿
を
変

心
さ
せ
る
。
そ
れ
は
露
殿
を
享
楽
感
情
に
覆
わ
れ
た
遊
女
の
道
へ
と
再
び
陥

入
さ
せ
る
趣
向
で
あ
っ
た
。
当
時
は
遺
跡
し
か
残
っ
て
い
な
い
西
寺
を
見
物

さ
せ
る
虚
構
も
、
帰
途
に
露
殿
を
六
条
三
筋
町
へ
と
誘
導
す
る
た
め
の
手
段

で
あ
る
。
長
大
な
挿
絵
の
「
第
二
十
五
図
／
六
条
三
筋
町
の
景
」
に
よ
っ
て

十
分
に
露
殿
を
享
楽
感
情
に
浸
ら
せ
、
新
た
な
見
初
め＝

煩
悩
を
発
生
さ
せ

る
。
し
か
も
、
こ
の
恋
愛
に
観
音
の
力
は
必
要
と
し
な
い
。
観
音
に
よ
る

「
煩
悩
即
菩
提
」
へ
の
導
き
は
な
く
、
代
わ
っ
て
宿
の
主
の
仲
介
と
廓
の
法

則
と
い
う
写
実
の
中
に
露
殿
の
恋
愛
が
あ
る
。
こ
う
し
て
「
か
り
の
隠
れ
家

を
も
結
ば
ば
や
」
の
、
露
殿
の
思
い
は
雲
散
霧
消
さ
せ
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
が
東
の
君
の
無
事
が
明
ら
か
に
な
り
、
露
殿
と
の
再
会
が
な
さ
れ

る
。
本
文
に
は
そ
れ
を
示
す
文
辞
は
な
い
が
、
箱
根
権
現
か
清
水
観
音
か
、

い
ず
れ
か
の
利
生
が
露
殿
の
再
会
祈
願
を
成
就
さ
せ
た
か
た
ち
で
あ
る
。
不

思
議
の
童
が
現
れ
、
東
の
君
を
露
殿
の
宿
へ
と
導
く
描
写
が
そ
れ
を
示
し
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
再
会
は
露
殿
に
動
揺
を
も
た
ら
す
。
二
都
を
代
表
す
る
遊

二
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里
の
女
性
を
介
し
た
、
二
つ
の
恋
愛＝

煩
悩
の
精
算
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
露
殿
は
葛
藤
す
る
。
し
か
し
吉
野
と
の
交
渉
は
、
現
実
の
遊
女
を
利
用

し
て
の
作
者
の
趣
向
、
い
わ
ば
現
実
の
享
楽
風
俗
の
構
図
化
で
あ
る
。
し
か

も
そ
れ
は
露
殿
を
通
じ
て
の
遊
里
の
擬
似
体
験
で
し
か
な
く
、
吉
野
と
の
恋

愛
成
就
は
あ
り
得
な
い
。
選
択
肢
は
東
の
君
し
か
な
い
。
お
そ
ら
く
作
者
に

そ
の
意
識
は
な
い
が
、
煩
悩
即
菩
提
の
道
へ
の
修
正
が
自
ず
か
ら
観
音
に
よ

っ
て
提
示
さ
れ
た
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
作
者
の
意
識
は
葛
藤
の

帰
着
と
し
て
、
露
殿
に
出
家
願
望
を
思
い
出
さ
せ
る
。

世
に
す
め
ば
こ
そ
、
煩
悩
の
絆
に
結
ぼ
ら
れ
て
、
出
離
生
死
の
営
み

に
怠
り
ぬ
れ
。
…
つ
ら
�
�
物
を
案
ず
る
に
、
娑
婆
の
楽
し
み
は
夢
の

楽
し
み
、
栄
え
て
何
か
せ
ん
。
…
一
旦
の
色
に
ふ
け
つ
て
、
暗
き
夜
の

闇
を
は
ら
さ
ざ
ら
ん
こ
と
の
悲
し
さ
よ
。

世
俗
に
あ
っ
て
は
「
煩
悩
の
絆
」
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。
一
時
的
色
欲
に

耽
っ
て
い
て
は
心
の
「
闇
」
を
晴
ら
せ
な
い
。
露
殿
の
思
念
は
、
遊
女
と
の

交
渉
を
「
煩
悩
の
絆
」「
罪
の
中
の
罪
」
と
解
す
る
。
世
相
は
享
楽
風
俗
に

満
ち
て
お
り
、
そ
の
中
に
身
を
置
い
た
露
殿
は
、「
娑
婆
の
楽
し
み
」
で
あ

る
「
色
」
へ
の
耽
溺
を
経
験
し
た
。
序
文
で
は
「
男
女
の
か
た
ら
ひ
・
遊
女

の
道
」
を
讃
美
し
て
お
き
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
そ
れ
は
「
夢
の
楽
し
み
・
闇

の
悲
し
さ
」
だ
と
い
う
。
こ
う
し
て
作
者
は
、
露
殿
に
「
穢
土
を
厭
ひ
、
浄

土
を
願
ひ
…
往
生
の
素
懐
を
と
ぐ
べ
し
」
と
思
わ
し
め
る
。「
浅
草
の
観
音

の
、
煩
悩
即
菩
提
と
し
め
し
給
ふ
は
、
こ
れ
な
る
べ
し
」
の
述
懐
は
、
煩
悩

を
断
ち
切
る
こ
と
が
即
ち
菩
提
の
種
と
な
る
と
い
う
、
旅
立
ち
前
の
解
釈
に

露
殿
を
戻
す
。
こ
の
退
嬰
的
解
釈
が
序
文
の
精
神
と
の
違
和
を
生
じ
る
こ
と

と
な
る
。
観
音
の
夢
告
に
導
か
れ
た
遊
女
と
の
恋
愛
と
、
そ
れ
に
よ
る
菩
提

へ
の
道
へ
の
修
正
を
、
露
殿
は
自
ら
閉
じ
て
し
ま
う
。
発
端
で
「
あ
は
れ
な

る
物
語
」
と
述
べ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
「
お
ろ
か
な
る
露
殿
」
の
物
語
で
あ

る
。
思
え
ば
、
露
殿
が
京
の
遊
女
・
吉
野
に
心
奪
わ
れ
た
の
は
、「
あ
だ
な

る
心
」
を
「
浮
か
ら
か
し
」
た
煩
悩
の
所
産
で
あ
っ
た
。
吉
野
と
の
交
歓

は
、
享
楽
感
情
の
下
、
遊
里
の
秩
序
に
制
御
さ
れ
る
虚
構
の
恋
で
あ
る
。
東

の
君
か
ら
も
「
神
か
け
て
変
ら
じ
と
契
り
お
き
し
事
ど
も
を
も
、
ほ
ど
な
く

う
ち
忘
れ
給
ふ
。
…
怨
め
し
や
。」
と
恨
み
言
を
言
わ
れ
る
よ
う
に
、「
ま

め
」
な
ら
ぬ
露
殿
の
、
お
ろ
か
で
恣
意
的
な
認
識
と
態
度
が
浮
か
び
上
が

る
。お

ろ
か
な
露
殿
の
後
を
追
う
か
た
ち
で
東
の
君
も
出
家
す
る
が
、
各
々
の

出
家
の
意
識
に
は
や
や
違
和
が
あ
る
。
再
会
か
ら
結
末
ま
で
の
部
分
は
、
挿

絵
を
区
切
り
と
し
て
露
殿
と
東
の
君
の
出
家
が
対
比
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

構
成
を
示
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

〔
絵

第
二
十
七
図
／
露
殿
は
吉
原
の
女
に
会
い
、
二
人
と
も
に
泣
く

図
〕露

殿
の
葛
藤
と
出
家

〔
絵

第
二
十
八
図
／
露
殿
が
出
家
す
る
と
こ
ろ
〕

東
の
君
の
出
家

〔
絵

第
二
十
九
図
／
吉
原
の
女
が
尼
と
な
る
と
こ
ろ
〕
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跋
文

挿
絵
の
第
二
十
八
図
と
第
二
十
九
図
と
に
挟
ま
れ
た
部
分
は
、
東
の
君
の

出
家
譚
と
し
て
の
一
章
と
な
る
。「
ま
め
」
な
ら
ぬ
男
・
露
殿
の
出
家
を
聞

い
て
、
東
の
君
は
憤
慨
す
る
。
同
時
に
、「
神
か
け
て
」
の
契
り
も
「
川
の

瀬
」
の
よ
う
に
一
夜
で
変
心
す
る
習
い
だ
と
認
識
し
、
無
常
感
も
感
じ
る
。

露
殿
の
意
識
と
態
度
は
、
東
の
君
に
と
っ
て
「
な
さ
け
な
や
の
御
事
」
な
の

で
あ
り
、「
怨
め
し
」
い
こ
と
な
の
だ
。
東
の
君
は
露
殿
の
出
家
を
肯
定
的

に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、「
世
を
い
と
ひ
給
ふ
上
は
怨
む
べ

き
に
あ
ら
ず
」
の
判
断
を
下
し
、「
こ
れ
を
善
知
識
の
御
諫
め
と
思
ひ
、
永

き
夜
を
楽
し
ま
む
」
と
、
自
ら
を
納
得
さ
せ
る
。
も
は
や
仏
の
導
き
に
よ
る

出
家
で
は
な
い
。
露
殿
の
心
の
動
き
に
対
す
る
、
自
ら
の
怨
み
と
無
常
感
を

合
理
化
す
る
た
め
の
、
人
間
的
な
心
の
働
き
で
あ
る
。
自
己
に
対
す
る
誠
実

な
態
度
に
は
主
体
性
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。
神
泉
寺
の
上
人
か
ら
も
賞
嘆
さ
れ

出
家
し
た
東
の
君
を
、
作
者
は
「
賢
臣
二
君
に
仕
へ
ず
、
貞
女
両
夫
に
ま
み

え
ず
と
は
、
い
ま
こ
そ
お
も
ひ
知
ら
れ
た
れ
。」
と
、
高
い
賛
辞
で
描
写
す

る
。
こ
の
東
の
君
出
家
譚
に
は
、
本
質
的
に
心
の
主
体
性
へ
の
賛
美
が
あ

る
。
作
者
は
こ
こ
で
ま
た
「
煩
悩
即
菩
提
」
に
言
及
す
る
。

ま
こ
と
に
人
間
の
八
苦
を
見
て
、
穢
土
を
厭
ふ
時
は
、
煩
悩
即
ち
菩

提
と
な
り
、
天
上
の
五
衰
お
き
て
浄
土
を
求
む
る
時
は
、
生
死
即
ち
涅

槃
と
な
る
。
仏
菩
薩
の
化
導
を
た
ま
ふ
日
、
罪
あ
る
を
ば
邪
よ
り
正
に

入
れ
、
縁
な
き
を
ば
悪
よ
り
善
に
さ
そ
ひ
給
ふ
と
は
、
今
こ
そ
お
も
ひ

知
ら
れ
た
れ
と
、
是
を
見
聞
く
人
々
、
皆
感
涙
を
流
し
け
る
と
ぞ
。

東
の
君
の
出
家
は
「
煩
悩
即
菩
提
・
生
死
即
涅
槃
」
な
の
で
あ
る
。
こ
こ

は
『
秋
夜
長
』
冒
頭
の
詞
章
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
が
、
序
文
の

遊
女
に
よ
る
「
煩
悩
即
菩
提
」
の
精
神
が
復
活
さ
れ
て
い
る
。
煩
悩
の
罪
が

あ
り
浄
土
に
縁
が
な
か
っ
た
露
殿
を
、「
邪
よ
り
正
」
に
入
れ
「
悪
よ
り
善

に
」
導
く
「
仏
菩
提
の
化
導
」
と
な
る
東
の
君
の
、
結
実
し
得
な
か
っ
た
功

徳
を
称
え
て
い
る
。「
東
の
君
の
出
家
」
の
部
分
の
最
後
、
第
二
十
九
図
の

直
前
に
は
「
是
を
見
聞
く
人
々
、
皆
感
涙
を
流
し
け
る
と
ぞ
」
の
常
套
的
文

辞
が
あ
る
の
で
、
実
質
的
に
は
こ
れ
が
物
語
の
結
末
と
い
っ
て
よ
い
。
二
十

七
図
か
ら
二
十
九
図
の
間
の
二
章
で
、「
ま
め
」
な
ら
ぬ
が
ゆ
え
に
菩
提
へ

の
道
を
見
失
っ
た
露
殿
の
出
家
と
、「
ま
め
」
な
る
遊
女
で
あ
り
仏
菩
薩
へ

の
人
格
を
獲
得
し
た
東
の
君
の
出
家
と
を
対
比
さ
せ
て
描
い
て
い
る
。
作
者

の
意
識
は
、
中
世
的
憂
世
観
念
の
体
現
者
た
る
露
殿
を
、
近
世
的
浮
世
観
念

の
恋
愛
へ
と
導
き
入
れ
、
変
位
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
だ
が
、
主
人
公
の
思
念

と
浮
世
観
念
と
の
ズ
レ
を
修
正
し
得
な
か
っ
た
た
め
、
露
殿
を
変
位
で
き
な

い
ま
ま
に
結
末
の
処
理
と
な
っ
た
。

序
文
の
「
色
好
み
の
家
は
…
富
貴
に
な
り
、
ま
め
な
る
所
に
は
…
さ
い
は

ひ
き
た
れ
り
」
の
言
辞
を
思
い
出
せ
ば
、
物
語
の
結
末
へ
の
暗
示
が
感
じ
ら

れ
る
。
露
殿
は
東
の
君
と
の
再
会
は
祈
誓
し
て
い
た
が
、
再
開
後
の
処
遇
に

つ
い
て
は
全
く
述
べ
て
い
な
い
。
本
来
な
ら
再
会
〜
恋
愛
の
継
続
〜
成
就
に

よ
る
菩
提
と
な
る
は
ず
の
理
屈
が
成
り
立
つ
。
し
か
し
露
殿
は
ご
都
合
主
義

的
に
出
家
遁
世
を
選
ぶ
。
そ
れ
は
「
あ
り
が
た
か
り
し
道
心
か
な
」
と
作
者

二
二



の
感
慨
の
み
で
し
か
評
価
さ
れ
な
い
。
一
方
、
東
の
君
は
世
間
の
感
涙
を
集

め
て
い
る
。
こ
の
高
い
評
価
は
、
東
の
君
が
大
道
心
と
な
り
、
露
殿
の
煩
悩

を
解
脱
す
る
こ
と
に
よ
り
菩
提
へ
の
成
就
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
し

て
い
る
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
東
の
君
へ
の
評
価
も
高
い
。
決
し
て
東
の
君
が

「
貞
女
」
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
比
重
は
「
煩
悩
即
菩
提
」
を
な

し
得
な
か
っ
た
自
己
を
主
体
的
に
出
家
さ
せ
る
態
度
に
あ
る
。
露
殿
と
東
の

君
と
、
ど
ち
ら
に
「
さ
い
は
ひ
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
か
、
作
者
の
「
書

く
」
意
識
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

四

近
世
初
期
文
芸
に
表
さ
れ
た
「
書
く
」
意
識
に
着
目
し
た
の
は
森
山
重
雄

（

）氏で
あ
っ
た
。
森
山
氏
も
野
田
壽
雄
氏
と
同
じ
く
、「
仮
名
草
子
を
浮
世
草

子
成
立
の
た
め
の
一
階
梯
と
し
て
の
み
扱
っ
た
従
来
の
研
究
方
法
」
に
対
す

る
批
判
的
意
識
か
ら
発
し
て
い
る
。
表
現
方
法
の
未
成
熟
ゆ
え
に
、
仮
名
草

子
を
要
素
自
体
の
当
代
性
や
そ
の
処
理
方
法
で
評
価
す
る
の
で
は
な
く
、
作

品
に
あ
る
作
者
の
創
作
意
識
か
ら
独
自
性
を
見
出
そ
う
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
森
山
氏
に
よ
る
と
『
恨
の
介
』
で
は
独
自
の
書
く
方
法
は
未
発
見
で
あ

っ
た
。
恨
の
介
の
恋
物
語
は
憂
世
観
念
に
彩
ら
れ
、
中
世
風
恋
物
語
の
様
式

を
借
り
る
。
し
か
し
、
実
説
と
し
て
の
宮
廷
好
色
事
件
を
モ
チ
ー
フ
に
す
る

こ
と
で
、
伝
統
的
な
方
法
を
仮
想
し
な
が
ら
も
書
く
意
識
の
上
で
変
更
、
訂

正
を
加
え
ら
れ
、
好
色
要
素
が
物
語
を
浮
世
観
念
に
変
更
さ
せ
る
と
述
べ

る
。
恨
の
介
も
「
後
生
に
て
」
の
言
葉
を
誤
解
し
た
こ
と
で
、
恋
愛
成
就
に

よ
る
煩
悩
即
菩
提
は
獲
得
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
憂
世
観
念
か
ら
浮
世

観
念
へ
の
転
換
を
生
じ
せ
し
め
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
近
世
初
期
文
芸
へ

と
志
向
す
る
作
者
の
書
く
意
識
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
『
竹
斎
』

の
遍
歴
で
は
、
業
平
的
な
も
の
を
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
仮
想
す
る
こ
と
で
「
生

の
享
楽
」
が
あ
る
と
、
森
山
氏
は
言
う
。
た
し
か
に
『
竹
斎
』
で
は
主
人
公

を
享
楽
風
俗
へ
融
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
識
が
高
い
。
北
野
で
の
破
戒
僧
の

好
色
譚
を
揶
揄
す
る
狂
歌
に
も
、
強
烈
な
現
実
諷
刺
と
批
評
眼
が
伴
っ
て
い

る
。
同
伴
型
の
旅
も
、
古
歌
的
伝
統
性
に
よ
る
叙
情
の
確
認
か
ら
は
離
れ
、

当
世
風
俗
へ
の
関
与
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。
名
古
屋
で
の
治
療
譚
も
笑
話
的

発
想
の
意
識
が
働
く
。
こ
こ
に
至
っ
て
作
者
の
意
識
と
方
法
は
、
現
実
と
の

距
離
を
縮
め
て
当
世
浮
世
観
念
に
生
き
る
主
人
公
の
創
造
を
志
向
し
て
い

る
。『

露
殿
物
語
』
で
は
、「
遊
女
に
よ
る
煩
悩
即
菩
提
の
恋
物
語
」
に
向
け
た

「
書
く
」
意
識
が
序
文
か
ら
明
確
に
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
憂
世
観
念
の
類
型

的
人
格
た
る
露
殿
（
命
名
そ
の
も
の
が
中
世
的
無
常
感
を
示
し
て
い
る
）

を
、
遊
女
と
の
恋
愛
に
誘
引
し
、
そ
の
成
就
に
よ
っ
て
煩
悩
を
菩
提
へ
と
昇

華
さ
せ
よ
う
と
す
る
企
図
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
憂
世
観
念
は
浮
世
観
念
へ

（

）

と
変
換
さ
れ
、
青
山
忠
一
氏
も
説
い
た
二
律
背
反
の
止
揚
と
な
り
得
る
予
定

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
『
恨
の
介
』
と
同
様
、
作
者
は
独
自
の
書
く
方
法
を

獲
得
し
て
お
ら
ず
、
構
想
・
表
現
を
先
行
文
芸
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
先

に
も
述
べ
た
が
、
上
巻
後
半
で
の
東
の
君
と
の
逃
避
行
は
『
伊
勢
物
語
』
の

近
世
的
再
生
を
目
指
し
た
も
の
の
、
恋
愛
の
中
断
に
よ
り
煩
悩
は
帰
着
点
を

見
失
い
、
作
者
自
身
も
「
書
く
」
意
識
の
定
着
化
が
な
し
得
な
か
っ
た
。

『
露
殿
物
語
』
追
考

二
三



『
伊
勢
物
語
』
や
『
竹
斎
』
を
真
似
た
道
中
記
も
、
同
伴
者
た
る
「
御
下
人
」

は
全
く
存
在
が
消
え
て
し
ま
う
。
道
中
記
的
要
素
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
意

識
も
、
菩
提
へ
志
向
す
る
露
殿
の
孤
独
な
遍
歴
と
い
う
先
行
文
芸
の
秩
序
に

戻
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
下
巻
に
至
っ
て
京
の
遊
女
と
の
交

歓
を
図
っ
た
た
め
、
菩
提
を
追
う
旅
が
享
楽
情
感
へ
の
陥
入
の
見
聞
記
と
な

る
。
吉
野
と
の
恋
愛
成
就
も
つ
か
の
間
、
東
の
君
の
再
登
場
に
よ
り
遁
世
出

家
の
結
末
と
し
た
た
め
、
再
々
度
の
変
質
と
な
る
。
結
局
、
煩
悩
と
菩
提
と

は
「
即
↓
断
↓
即
↓
断
」
へ
と
変
換
経
過
を
た
ど
る
た
め
、
不
調
和
感
を
も

た
ら
す
原
因
と
な
っ
た
。
こ
の
錯
誤
や
不
調
和
の
た
め
に
、
煩
悩
即
菩
提
は

宙
空
に
漂
い
未
消
化
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
『
露
殿
物
語
』
作
者
の

「
書
く
」
意
識
の
揺
動
で
あ
っ
た
。
意
識
と
方
法
の
不
調
和
を
調
整
さ
せ
る

た
め
に
、
作
者
は
先
行
文
芸
の
様
式
を
取
り
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ

れ
が
皮
肉
に
も
煩
悩
即
菩
提
の
破
綻
を
招
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
た

だ
、
神
仏
へ
の
依
存
に
頼
ら
な
い
人
間
の
力
に
よ
る
恋
愛
の
展
開
と
、
人
間

的
主
体
性
の
主
張
は
近
世
文
芸
の
基
礎
を
築
い
て
お
り
、
そ
こ
に
あ
る
作
者

の
創
作
意
識
に
は
着
目
す
べ
き
で
あ
る
。

注（
１
）
野
田
壽
雄
氏
「
仮
名
草
子
雑
記
」（『
近
世
初
期
小
説
論
』
笠
間
書

院
・
昭
和
五
十
三
年
四
月
）

（
２
）
野
田
壽
雄
氏
『
日
本
近
世
小
説
史

仮
名
草
子
編
』（
勉
誠
社
・

昭
和
六
十
一
年
二
月
）

（
３
）
東
明
雅
氏
『
古
典
文
庫

第
七
十
一
冊

露
殿
物
語
』・「
解
説
」

（
古
典
文
庫

昭
和
二
十
八
年
六
月
）

（
４
）
市
古
貞
次
氏
「
近
世
初
期
小
説
の
一
性
格
」（『
中
世
小
説
と
そ
の

周
辺
』
東
京
大
学
出
版
会

一
九
八
一
年
十
一
月
）

（
５
）
『
日
本
古
典
文
学
全
集

３７

仮
名
草
子
集
・
浮
世
草
子
集
』（
小

学
館
・
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
）

（
６
）
青
山
忠
一
氏
「『
露
殿
物
語
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
近
世
前
期
文
学

の
研
究
』
桜
楓
社
・
昭
和
四
十
九
年
六
月
）

（
７
）
田
中
宏
氏
「『
露
殿
物
語
』
の
人
間
像
」（『
仮
名
草
子
の
文
学
的

研
究
』
人
間
の
科
学
新
社
・
二
〇
一
六
年
一
月
）

（
８
）
安
田
富
貴
子
氏
「『
露
殿
物
語
』
解
説
」（『
露
殿
物
語

近
世
文

学
資
料
類
従

別
巻
』
勉
誠
社
・
昭
和
四
十
九
年
一
月
）。
な
お
、

こ
の
「
解
説
」
は
岡
田
利
兵
衛
・
安
田
富
貴
子
両
氏
の
名
で
書
か
れ

て
お
り
、
担
当
が
不
明
で
あ
る
が
、
内
容
か
ら
安
田
氏
と
判
断
し

た
。
ご
教
示
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
９
）
水
田
潤
氏
「『
つ
ゆ
殿
物
語
』
の
視
点
」（『
仮
名
草
子
の
世
界
│

未
分
化
の
系
譜
│
』
桜
楓
社
・
昭
和
五
十
六
年
六
月
）

（
１０
）
西
沢
正
二
氏
「
仮
名
草
子
『
露
殿
物
語
』
試
論
」（『
日
本
文
学
』

第
二
十
八
巻

第
十
号
・
一
九
七
九
年
十
月
）

（
１１
）
美
山
靖
氏
「『
露
殿
物
語
』
に
つ
い
て
」（『
愛
媛
大
学
法
文
学
部

論
集
』
第
１８
号
・
一
九
八
五
年
十
一
月
）

（
１２
）
大
桑
斉
氏
「
仏
教
の
人
間
化
と
煩
悩
即
菩
提
│
仮
名
草
子
に
お
け

る
恋
・
因
果
・
無
常
・
煩
悩
・
菩
提
│
」（『
民
衆
仏
教
思
想
史
論
』

ぺ
り
か
ん
社
・
二
〇
一
三
年
十
二
月
）
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（
１３
）
安
田
富
貴
子
氏
「
露
殿
物
語
」（『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典

第
四

巻
』
所
収
の
項
目

岩
波
書
店
・
一
九
八
四
年
七
月
）

（
１４
）
岡
田
利
兵
衛
氏
・
安
田
富
貴
子
氏

前
掲
書
（
８
）「
作
者
」
の

項
目
に
つ
い
て
は
岡
田
氏
の
執
筆
か
と
思
わ
れ
る
が
、
不
明
の
た
め

連
記
し
た
。
こ
れ
も
ご
教
示
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
１５
）
小
原
亨
「『
露
殿
物
語
』
上
巻
に
み
る
形
象
性
│
揺
れ
動
く
主
人

公
像
│
」（『
近
世
初
期
文
芸
』
第
３４
号

近
世
初
期
文
芸
研
究
会
・

平
成
二
十
九
年
十
二
月
）

（
１６
）
森
山
重
雄
氏
「
近
世
に
お
け
る
『
書
く
』
意
識
の
生
成
│
仮
名
草

子
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
近
世
文
学
の
遡
源
』
桜
楓
社
・
昭
和
五
十
一

年
五
月
）

（
１７
）
青
山
忠
一
氏

前
掲
論
考
（
６
）

（
お
は
ら
・
と
お
る

大
阪
府
立
北
千
里
高
等
学
校
）

『
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殿
物
語
』
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考
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