
笑
い
の
表
現
と
し
て
の
三
猿

―
―
上
田
秋
成
『
諸
道
聴
耳
世
間
狙
』
の
書
名
、
序
の
解
釈

志
堅
原
　あ
さ
こ

要
旨本稿

は
、
上
田
秋
成
（
一
七
三
四
年
～
一
八
〇
九
年
）
の
浮
世
草
子
『
諸
道
聴
耳

世
間
狙
』
で
は
三
猿
を
裏
返
す
一
笑
い
の
表
現
に
よ
っ
て
気
質
物
の
特
徴
で
あ
る
批
評

性
が
包
み
込
ま
れ
て
い
る
と
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、『
世
間
狙
』
は
秋
成

の
皮
肉
的
な
暗
い
笑
い
、
登
場
人
物
ら
の
救
い
難
い
人
生
に
特
徴
が
あ
る
と
指
摘
さ

れ
て
き
た
。
書
名
や
序
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
も
諸
説
あ
る
。
だ
が
、
秋
成
が
「
猿
」
二

を
な
ぜ
素
材
と
し
た
の
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
効
果
が
生
ま
れ
て
い
る
の

か
に
つ
い
て
十
分
に
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
『
世
間
狙
』
の

「
猿
」
を
三
猿
と
し
て
解
釈
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
三
猿
の
認

識
、
猿
と
笑
い
の
関
係
か
ら
、
秋
成
は
三
猿
を
裏
返
す
こ
と
で
笑
い
を
表
現
し
て
い

る
と
明
ら
か
に
な
っ
た
。
く
わ
え
て
、
浮
世
草
子
と
噺
本
は
文
体
表
現
の
面
で
関
わ

り
が
深
い
こ
と
か
ら
『
世
間
狙
』
が
烏
亭
焉
馬
『
落
噺 

無
事
志
有
意
』
の
序
に
影
響

を
与
え
た
可
能
性
を
主
張
す
る
。
他
に
も
、三
之
巻
三
回「
雀
は
百
ま
で
舞
子
の
年
寄
」

に
も
猿
の
諺
や
故
事
、
庚
申
に
関
す
る
記
述
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
序
と
同
じ

よ
う
に
「
猿
」
が
笑
い
の
素
材
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
察
し
て
い
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
…
上
田
秋
成
、
雀
は
百
ま
で
舞
子
の
年
寄
、
気
質
物
浮
世
草
子
、
庚

申
、
咄
、
鳥
亭
焉
馬

 

一 
 

本
稿
で
の「
三
猿
を
裏
返
す
」と
い
う
言
い
回
し
は
、「
見
ざ
る
、聞
か
ざ
る
、言
は
ざ
る
」

の
三
つ
を
「
見
る
、
聞
く
、
言
う
」
と
正
反
対
に
行
っ
て
い
る
さ
ま
を
意
味
し
て
い
る
。

二 
 

書
名
『
諸
道
聴
耳
世
間
狙
』
の
「
狙
」
は
「
猿
」
の
異
体
字
で
あ
る
。
本
稿
で
は
「
猿
」

と
表
記
を
統
一
す
る
。

Three wise monkeys as an expression of laughter：
Interpretation of the title and introduction to Akinari Ueda’s 

“Shodokikimimisekenzaru”
SHIKENBARU Asako

Summary
This paper argues that Akinari Ueda’s “Shodokikimimisekenzaru” parodies “three wise monkeys” in the opposite way1 to the original 
to create witty laughter which is typical of a temperament story known as “Ukiyozoshi”. It has been pointed out that "Sekenzaru" is 
characterized by Akinari’s cynical, dark laughter and the hopeless life of its characters. There are also several persuasive views on the 
interpretation of the book title. However, why Akinari used "monkey"2 in that way and what kind of effect it had on his work have not 
been studied so sufficiently as the interpretation of the book title and the introduction. Therefore, this paper focuses on the “monkey” 
in "Sekenzaru" and interprets it as an alteration of “three wise monkeys”. Based on the recognition of “three wise monkeys” in the Edo 
period and the relationship between “three wise monkeys” and laughter in literature, it is clarified that “three wise monkeys” is described 
in the opposite way, and that this is an expression of laughter. In addition, this paper points out that since the Ukiyozoshi and the 
storytelling books are closely related in terms of stylistic expression, it is possible that "Sekenzaru" may have influenced the introduction 
of "Otoshibanasi Bujishui" written by Enba Utei. Other references to monkeys, proverbs, and stories about them, as well as descriptions 
of Koushin, are also found in the third episode of " Suzume wa hyakumade maiko no toshiyori " leading us to consider that "monkeys" 
are used as material for laughter in the same way as in the introduction.

Keywords: Akinari Ueda, "Suzume wa hyakumade maiko no toshiyori", the temperament story known as “Ukiyozoshi”, Koushin, Story, 
Enba Utei

1  “Three wise monkeys” is a proverb in Japan, meaning “see no evil, hear no evil, speak no evil”. “The three wise monkeys” in the 
opposite way in this paper means that in “Sekenzaru” Akinari described “see, hear, speak” attitudes, which is in the opposite way to 
the proverb.

2  The " 狙 " in the book title "Shodokikimimisekenzaru" is a variant of the Chinese character for "monkey. In this paper, " 猿 " is used 
instead of "monkey.
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は
じ
め
に

『
諸
道
聴
耳
世
間
狙
』（
以
下
『
世
間
狙
』）
は
、
当
時
実
在
し
た
人
物
を
モ
デ

ル
に
戯
画
化
し
て
、
世
相
を
風
刺
し
た
気
質
物
浮
世
草
子
一
で
あ
る
。
明
和
三

（
一
七
六
六
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
本
書
の
題
名
に
つ
い
て
、中
村
幸
彦
ら
は
「
世

に
伝
わ
る
噂
話
を
悪
戯
気
た
っ
ぷ
り
に
誇
張
し
て
描
い
た（「
諸
道
聴
耳
世
間
狙
」）

と
い
う
、
本
書
の
方
法
を
明
示
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る
二
。
開
版

願
書
が
「
明
和
元
申
年
十
一
月
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
開
版
時
の
干
支
を
書
名
に

取
り
込
ん
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
」三
と
い
う
説
も
あ
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
、『
世

間
狙
』の「
猿
」を
三
猿
と
指
摘
す
る
の
は
森
山
重
雄
で
あ
る
。
森
山
は
、人
の「
形

代
」
と
さ
れ
る
猿
が
滑
稽
な
姿
で
処
世
訓
を
表
わ
す
さ
ま
に
、
秋
成
は
教
え
を
守

る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
の
絶
望
の
表
れ
を
感
じ
と
っ
た
と
考
察
す
る
。し
か
し
、

三
猿
は
「
江
戸
の
流
行
神
」
で
あ
っ
た
側
面
も
も
つ
。
ま
た
、
他
の
文
学
作
品
で

は
笑
い
を
誘
う
存
在
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
当
時
の

三
猿
へ
の
認
識
を
踏
ま
え
て
『
世
間
狙
』
の
「
猿
」
を
考
察
す
る
。

一
．
先
行
研
究

秋
成
の
浮
世
草
子
に
関
す
る
研
究
史
は
モ
デ
ル
の
追
求
に
は
じ
ま
り
数
多
く
の

蓄
積
が
あ
る
四
が
、
こ
こ
で
は
『
世
間
狙
』
の
書
名
、
序
を
論
じ
る
先
行
研
究
を

確
認
す
る
。

ま
ず
、
改
め
て
森
山
の
見
解
を
み
て
お
き
た
い
。
序
の
解
釈
の
な
か
で
、
三
猿

は
三
つ
の
教
え
の
う
ち
一
つ
も
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
人
間
の
絶
望
の
表

れ
で
あ
る
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
な
お
、
三
猿
と
は
三
匹
の
猿
が
そ

れ
ぞ
れ
、
両
手
で
目
を
覆
い
（
見
ざ
る
）、
耳
を
覆
い
（
聞
か
ざ
る
）、
口
を
塞
ぐ

（
言
わ
ざ
る
）
も
の
で
あ
る
。

そ
の
点
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
三
猿
も
、
猿
に
演
技
さ
せ
な
が
ら
、
人
間

じ
し
ん
は
三
猿
を
一
つ
も
実
行
で
き
な
い
と
い
う
絶
望
を
風
刺
的
に
表
出
し

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
代
理
演
技
は
所
詮
手
の
長
い
猿
だ
か
ら
可

能
な
の
で
あ
り
、
人
間
じ
し
ん
は
三
猿
な
ど
を
始
め
か
ら
信
じ
ち
ゃ
い
な

か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
代
償
の
皮
肉
が
、
猿
と
い
う
形
代
を
通
し

て
の
滑
稽
な
姿
態
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
秋
成
も
そ
の
間
の
機
微
を
感
じ

た
ら
し
く
、「
い
は
猿
の
戒
を
守
れ
ば
、
白
痴
狙
の
指
ざ
し
に
あ
ふ
」
と
反

論
し
て
い
る
。

人
に
は
守
る
こ
と
の
で
き
な
い
教
え
を
敢
え
て
猿
に
託
す
皮
肉
を
秋
成
が
感
じ

と
っ
た
た
め
、
あ
の
よ
う
な
序
文
が
書
か
れ
た
と
す
る
解
釈
で
あ
る
。

本
見
解
は
、
三
猿
が
処
世
訓
と
し
て
広
く
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
三
猿
は
処
世
訓
と
同
時
に
庚
申
の
使
い
と
し
て
認
識
五

さ
れ
て
い
た
面
も
大
き
い
。

次
に
、『
世
間
狙
』は「
も
ろ
も
ろ
の
道
に
つ
い
て
聴
耳
を
立
て
る
世
間
の
猿（
の

書
き
上
げ
・
報
告
書
）」
と
す
る
の
は
山
本
秀
樹
六
で
あ
る
。「
序
文
を
読
ま
な
い

と
題
の
意
味
に
到
達
で
き
な
い
よ
う
で
は
、
題
意
が
自
立
し
て
い
な
い
、
と
評
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
で
は
、
題
が
題
と
し
て
の
役
割
を
果
た
さ
な
い
で

あ
ろ
う
」
と
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
書
名
の
意
味
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し

て
い
る
。
江
戸
時
代
の
京
都
や
大
阪
で
は
「
町
人
の
う
ち
、
町
奉
行
所
与
力
同
心

へ
の
密
告
役
と
な
っ
た
者
」
が
「
猿
」
と
呼
ば
れ
た
こ
と
を
根
拠
に
、
当
時
の
大

阪
の
人
々
は
書
名
の
「
猿
」
を
珍
し
い
噂
を
聞
き
出
し
て
お
上
に
告
げ
る
「
猿
」

と
想
定
し
た
七
。
そ
し
て
、「
書
名
は
、
本
作
が
、
世
間
の
『
猿
』
が
す
る
よ
う
に
、
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（
古
今
の
）
噂
を
利
用
、
あ
る
い
は
悪
用
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
含

意
し
て
い
る
」
と
い
う
。
書
名
を
密
告
者
の
「
猿
」
と
す
る
解
釈
は
、
浮
世
草
子

と
関
係
の
深
い
咄
を
専
ら
と
し
た
者
を
想
定
す
る
点
で
鋭
い
指
摘
で
あ
る
。ま
た
、

た
し
か
に
書
名
と
は
序
文
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
序
文
の
理
解
に

よ
っ
て
題
意
を
補
え
ば
、
書
名
に
含
意
さ
れ
て
い
な
い
も
の
ま
で
も
投
影
さ
せ
て

し
ま
う
恐
れ
は
あ
る
。
し
か
し
、「
猿
」
の
語
に
よ
っ
て
連
関
す
る
書
名
と
序
文

を
並
べ
て
検
討
す
る
こ
と
は
、
表
現
と
し
て
の
効
果
を
考
察
す
る
う
え
で
有
効
と

考
え
る
。
本
指
摘
を
受
け
止
め
つ
つ
、
考
察
し
て
い
く
。

最
後
に
、『
荘
子
』
と
の
関
係
か
ら
解
釈
を
試
み
る
研
究
と
し
て
は
二
つ
が
挙

げ
ら
れ
る
。
浮
世
草
子
と
初
期
読
本
の
間
に
位
置
す
る
秋
成
浮
世
草
子
の
特
徴
を

論
じ
る
篠
原
進
八
は
、
信
更
生
『
都
荘
子
』
と
『
雨
月
物
語
』
巻
之
五
「
貧
富
論
」

が
通
底
す
る
と
の
指
摘
九
を
踏
ま
え
て
、
さ
ら
に
『
都
荘
子
』
と
『
世
間
狙
』
の

関
係
を
探
る
。
そ
の
な
か
で
、『
世
間
狙
』
の
書
名
は
『
都
荘
子
』
の
「
朝
三
暮
四
」

と
題
さ
れ
る
冒
頭
章
の「
朝
三
暮
四
を
し
ら
ぬ
衆
狙
」を
も
含
意
す
る
と
し
て『
都

荘
子
』
か
ら
の
「
猿
」
の
摂
取
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、『
世
間
狙
』
を
評
釈

す
る
宍
戸
道
子
一
〇
は
、『
荘
子
』
に
お
い
て
「
猿
」
が
「
よ
り
直
接
的
な
意
味
で
、

本
質
を
知
ら
な
い
愚
か
な
存
在
の
象
徴
と
し
て
登
場
し
て
い
る
」
こ
と
か
ら
、
次

の
よ
う
に
「
猿
」
の
解
釈
を
提
示
す
る
。

　
本
作
の
各
編
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
愚
か
な
人
々
、
ず
る
い

人
々
、
間
の
抜
け
た
人
々
の
姿
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
本
作
は
ま
ず
最
初
に
、

そ
の
よ
う
な
「
世
間
の
猿
」
た
ち
の
姿
を
描
い
た
も
の
、
と
解
さ
れ
て
良
い

だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
題
号
『
諸
道
聴
耳
世
間
狙
』
は
、
も
ろ
も
ろ
の
道
で
の

（「
諸
道
」）、
噂
話
に
聞
く
（「
聴
耳
」）、
世
間
の
猿
じ
み
た
人
々
の
姿
（「
世

間
狙
」）、
と
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
つ
の
見
解
は
、
秋
成
浮
世
草
子
が
『
荘
子
』
や
初
期
談
義
本
か
ら
受
け
た
影

響
を
考
え
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。
だ
が
、
本
稿
で
は
「
猿
」
を
庚
申
信
仰
か
ら

捉
え
る
こ
と
で
同
時
代
の
文
学
作
品
と
の
関
係
も
考
え
て
み
た
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
先
行
研
究
に
お
い
て
『
世
間
狙
』
の
「
猿
」
を
三
猿
と
指
摘

す
る
の
は
森
山
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
を
受
け
て
、
本
稿
で
は
更
に
当
時

の
三
猿
へ
の
認
識
や
他
の
文
学
作
品
で
の
描
か
れ
方
と
比
較
し
な
が
ら
「
猿
」
の

解
釈
を
試
み
る
。

二
．
三
猿
と
笑
い

三
猿
は
、
日
本
語
の
否
定
形
「
ざ
る
」
が
動
物
の
「
猿
」
と
同
音
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
猿
に
よ
っ
て
寓
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
現
代
で
は
日
光
東
照
宮
の
神
厩

舎
の
三
匹
猿
が
有
名
だ
が
、
実
は
三
匹
猿
の
形
が
多
く
見
ら
れ
る
の
は
村
里
に
残

る
庚
申
塔
で
あ
り
、
庚
申
の
本
尊
を
青
面
金
剛
と
し
て
三
匹
猿
を
侍
者
と
す
る
説

が
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
一
一
。
祭
神
と
し
て
の
庚
申
は
、
仏
教
で
は
青
面
金
剛
、

神
道
で
は
猿
田
彦
を
祭
る
。
本
来
は
、
中
国
に
お
い
て
晋
の
時
代
か
ら
説
か
れ
て

い
た
と
さ
れ
る
「
守
庚
申
」
一
二
が
日
本
に
伝
わ
り
、
平
安
時
代
の
貴
族
社
会
に

お
い
て
行
わ
れ
、
そ
れ
に
仏
教
や
神
道
が
融
合
し
た
と
い
う
。
一
方
、
民
間
に
広

ま
っ
た
庚
申
信
仰
は
、
村
落
社
会
の
講
と
呼
ば
れ
る
組
織
と
結
び
つ
き
、
講
の
仲

間
と
と
も
に
夜
を
徹
し
て
庚
申
の
祭
事（
庚
申
講
や
庚
申
待
）を
営
む
よ
う
に
な
っ

た
。
庚
申
信
仰
の
中
心
は
「
夜
籠
も
り
」
に
あ
っ
た
と
さ
れ
、庚
申
の
夜
の
禁
（
同

衾
）
を
犯
せ
ば
盗
人
が
生
ま
れ
る
と
い
う
俗
信
一
三
や
「
話
は
庚
申
の
夜
」
と
い
っ

た
言
葉
が
現
在
で
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
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ま
た
、『
和
漢
三
才
図
会
』
で
は
「
庚
申
」
の
項
目
で
三
猿
に
つ
い
て
記
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
三さ

ん
し尸
を
天
帝
の
元
へ
行
か
せ
な
い
た
め
に
村
々
で
集
合
し

て
、
夜
通
し
起
き
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
三
尸
と
は
、
道
教
に
お
い
て
人
の
身

体
の
な
か
で
絶
え
ず
行
動
を
監
視
し
て
い
る
三
匹
の
虫
の
こ
と
で
あ
る
。
庚
申
待

の
伝
来
に
関
す
る
記
述
の
あ
と
「
青
面
金
剛
ト
號
ク
其
前
ニ
三
ノ
猴
有
一
ハ
兩
手

ヲ
以
眼
ヲ
塞
キ
一
ハ
耳
ヲ
塞
キ
一
ハ
口
ヲ
塞
テ
以
視
ザ
ル
聴
ザ
ル
言
ハ
ザ
ル
之
戒

ト
為
乎
」
一
四
と
記
さ
れ
る
。
本
項
の
末
尾
で
は
、「
み
ず
き
か
ず
い
は
ざ
る
三
つ

の
さ
る
よ
り
も
思
は
ざ
る
こ
そ
ま
さ
る
な
り
け
れ
」
と
三
つ
の
戒
め
を
守
る
こ
と

で
幸
福
に
な
ろ
う
と
欲
張
る
こ
と
が
制
限
さ
れ
て
い
る
。

日
本
に
伝
え
ら
れ
る
三
猿
の
起
源
を
研
究
す
る
飯
田
道
夫
一
五
に
よ
れ
ば
、
庚

申
塔
の
成
立
年
次
が
江
戸
時
代
初
期
の
江
戸
で
急
増
し
て
い
る
こ
と
か
ら
庚
申
を

「
江
戸
の
流
行
神
」
一
六
と
す
る
説
も
あ
る
。
飯
田
は
著
書
に
お
い
て
、
猿
は
元
来

「
笑
い
の
材
料
」
一
七
に
さ
れ
た
と
し
て
烏
亭
焉
馬
の
『
落
噺 

無
事
志
有
意
』
を
例

に
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
を
手
が
か
り
に
猿
が
笑
い
の
材
料
に
さ
れ
て
い
る
様
子
を

確
認
し
た
い
。

焉
馬
は
、
談
義
本
、
洒
落
本
、
滑
稽
本
作
者
で
、
咄
の
愛
好
者
を
組
織
し
て

素
人
の
咄
を
盛
ん
に
し
た
人
物
で
あ
る
一
八
。『
落
噺 

無
事
志
有
意
』
は
、
寛
政
四

（
一
七
七
二
）
年
よ
り
年
中
行
事
化
し
た
「
咄
の
会
」
一
九
に
集
ま
っ
た
落
咄
か
ら

焉
馬
が
秀
作
を
選
ん
だ
作
品
集
で
あ
る
。
寛
政
一
〇
（
一
七
七
八
）
年
に
刊
行
さ

れ
た
。
大
衆
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
小
咄
の
集
ま
り
は
、
天
明
期
に
生
ま
れ
た
小
咄

の
落
ち
に
向
か
っ
て
簡
潔
に
終
わ
る
特
徴
が
失
わ
れ
て
お
り
、「
冗
長
間
の
び
し

た
文
体
で
、
鋭
さ
や
粋
な
味
わ
い
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
二
〇
と
評
価
さ

れ
る
。
内
容
は
、
作
者
の
創
作
で
は
な
く
先
行
す
る
咄
の
焼
き
直
し
二
一
と
さ
れ

て
い
る
。『
落
噺 

無
事
志
有
意
』
の
序
二
二
は
、
芝
居
の
噺
初
と
新
春
の
咄
を
利
か

せ
る
言
葉
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
な
か
で
次
の
よ
う
な
つ
ら
ね
が
述
べ
ら
れ
る
。

年ね
ん
く々

歳さ
い
く々

花
あ
い
く
ち
、
焉ゑ
ん
ば馬
が
は
な
し
を
す
る
な
ら
ば
、
七
左
衛
門
が
聞き
こ

ふ
と
は
、
河ふ

ぐ豚
に
大
根
〔
こ
ん
〕、
鴨か
も
に
葱ね
ぎ
、
市い
ち
が
榮さ
か
へる
下し
た
つ
ま
ち

津
町
、
祖ぢ

父ゞ
は
山
の
手

祖ば

母ゞ
は
川か
は
ば
た端
橋
々
に
、
咄は
な
しの
評
ひ
や
う
ば
ん判
四
里
四よ
ほ
う方
、
聞き
く
べ
い
見
る
べ
い
話
〔
は
な
〕す
べ

い
、
庚こ

う
し
ん申
ま
ち
に
白
猿
が
、
三
筋
た
ら
ね
へ
序じ
よ
の
せ
り
譜ふ

、
福ふ
く
茶
に
う
か
れ

た
戯た

は
ご
と言
と
、
ホ
ヽ
う
や
ま
つ
て
、
坊ぼ
う
ず主
に
は
な
り
ま
せ
ぬ
。

「
年
年
歳
歳
花
相
似
」
と
「
合
口
」（
話
が
互
い
に
よ
く
合
う
こ
と
）
が
掛
け
ら

れ
、
話
し
手
・
焉
馬
と
聞
き
手
・
七
左
衛
門
の
関
係
を
深
い
取
り
合
わ
せ
と
言
い

表
す
。
物
語
や
お
伽
話
の
終
い
の
き
ま
り
文
句
「
市
が
栄
え
る
下
津
町
」
に
対
応

す
る
「
山
の
手
」
を
つ
づ
け
、
咄
の
評
判
が
江
戸
中
に
広
ま
る
と
す
る
。
次
の
表

現
に
は
、庚
申
待
と
咄
の
関
係
が
示
さ
れ
て
い
る
。守
庚
申
を
遂
げ
る
た
め
に
人
々

が
寝
ず
に
歌
会
や
咄
の
会
を
行
っ
た
こ
と
か
ら「
見
ざ
る
、聞
か
ざ
る
、言
わ
ざ
る
」

を
も
じ
っ
て
「
聞
く
べ
い
見
る
べ
い
話
す
べ
い
」
と
お
ど
け
る
。
こ
れ
は
、
本
来

意
味
す
る
も
の
と
は
正
反
対
の
意
味
を
三
猿
に
担
わ
せ
て
お
り
、
三
猿
の
戒
め
は

裏
返
さ
れ
て
い
る
。
次
節
で
考
察
す
る
『
世
間
狙
』
の
序
に
も
確
認
さ
れ
る
方
法

だ
。
つ
づ
け
て
、「
猿
」
つ
な
が
り
か
ら
「
白
猿
が
、三
筋
た
ら
ね
へ
序
の
せ
り
譜
」

と
「
猿
は
人
間
に
毛
が
三
筋
足
ら
ぬ
」
二
三
と
い
う
俗
説
を
踏
ま
え
た
團
十
郎
の

謙
遜
し
た
号
が
引
き
出
さ
れ
て
い
る
。
最
後
は
「
ホ
ヽ
う
や
ま
つ
て
」
と
つ
ら
ね

を
ふ
ま
え
て
締
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
落
噺 

無
事
志
有
意
』
の
序
に
は
庚

申
待
の
習
慣
、
三
猿
の
戒
め
の
裏
返
し
、
猿
を
人
よ
り
も
劣
っ
た
生
き
も
の
と
す

る
俗
説
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
殊
に
噺
本
に
お
い
て
三
猿
を
裏
返
し
て
お
ど
け

る
表
現
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
、
三
猿
と
笑
い
の
繋
が
り
を
示
す
も
の
と
し
て
注

 　（4）

地
域
文
化
論
叢 

21
号

- 71 　　-



目
す
べ
き
だ
ろ
う
。

他
に
も
、夏
目
成
美
二
四
の
俳
文
「
三
猿
箴
」
二
五
（
初
出
は
寛
政
二
（
一
七
九
一
）

年
）で
も
三
猿
は
ユ
ー
モ
ア
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
成
美
と
久
二
、糸
が「
三

猿
の
遊
び
」（
三
猿
の
身
振
り
を
真
似
た
も
の
）
を
す
る
様
子
と
と
も
に
、
女
の

色
気
に
身
を
滅
ぼ
し
て
は
な
ら
な
い
（
見
ざ
る
）、
男
の
口
に
騙
さ
れ
て
は
い
け

な
い
（
聞
か
ざ
る
）
と
二
人
を
案
じ
る
親
心
が
綴
ら
れ
た
あ
と
、
次
の
よ
う
に
つ

づ
く
。さ

て
我
は
常
に
無
益
の
辨
を
好
み
て
、
人
と
爭
ひ
、
或
は
恨
み
怒
ら
れ
て
、

悔
ゆ
る
事
あ
ま
た
度
あ
り
。
犬
の
よ
く
吠
ゆ
る
を
よ
し
と
せ
ず
、
人
の
よ
く

物
い
ふ
を
賢
と
せ
ず
と
か
や
。
今
よ
り
此
の
物
言
は
ざ
る
の
か
た
ち
を
、
わ

が
身
の
戒
め
と
し
て
、
長
く
口
を
し
て
鼻
の
如
く
な
ら
し
め
む
と
、
や
が
て

三
猿
の
箴
書
き
て
、
自
ら
戒
め
、
か
つ
か
の
二
子
に
頒
ち
與
へ
侍
る
。

こ
こ
で
は
、「
口
を
蔽
」
っ
て
言
わ
猿
を
演
じ
た
成
美
が
自
身
を
振
り
返
る
。
子

を
心
配
し
な
が
ら
も
自
ら
が
口
を
慎
む
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
と
自
覚
し
つ
つ

「
三
猿
の
箴
」
を
書
い
た
と
茶
目
っ
気
の
効
い
た
洒
落
が
披
露
さ
れ
て
い
る
。『
落

噺 

無
事
志
有
意
』
の
よ
う
な
大
胆
さ
に
は
欠
け
る
が
、
三
猿
を
利
用
し
た
面
白

み
の
あ
る
文
章
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
三
猿
は
庚
申
の
侍
者
と
し
て
知
ら
れ
る
存
在
で
あ
り
、
人
々

に
は
庚
申
信
仰
や
庚
申
待
の
風
習
、
三
猿
の
戒
め
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、

庚
申
信
仰
と
の
繋
が
り
に
お
い
て
咄
や
庚
申
待
の
語
か
ら
連
想
さ
れ
る
存
在
で

あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
三
猿
と
は
、
三
つ
の
戒
め
が
も
じ
ら
れ
る
こ

と
で
教
訓
性
が
裏
返
さ
れ
た
り
、
人
真
似
を
す
る
猿
を
更
に
人
が
真
似
る
遊
戯
と

し
て
描
き
出
さ
れ
た
り
と
笑
い
を
誘
う
存
在
で
あ
っ
た
。
元
々
、
猿
が
人
よ
り
も

劣
っ
た
生
き
も
の
で
あ
る
と
の
意
識
、
そ
の
意
識
か
ら
発
生
し
た
言
い
回
し
と
組

み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
で
、
三
猿
と
笑
い
と
の
結
び
つ
き
が
深
め
ら
れ
た
側
面
も
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
次
節
で
は
『
世
間
狙
』
の
序
を
考

察
し
て
い
く
。

三
．『
諸
道
聴
耳
世
間
狙
』
の
序

考
察
に
あ
た
り
、『
世
間
狙
』
の
序
全
て
を
引
用
す
る
二
六
。

彼
賢
人
の
中
間
法
度
に
。
偽
め
き
し
真
か
た
る
と
も
。
真
く
さ
き
虚
言
は
つ

か
ぬ
も
の
と
や
。
釈
迦
の
蔵
経
荘
子
の
南
華
経
。
う
そ
の
ま
こ
と
の
ま
こ
と

の
う
そ
で
。
お
も
は
く
は
我
が
こ
ゝ
ろ
よ
り
出
て
人
の
口
に
か
は
り
ゆ
き
。

貂
と
な
り
鼬
と
な
る
。
其
尾
に
喰
つ
く
世
の
噂
を
。
天
に
口
な
し
。
婆
嬶
の

そ
し
り
は
し
り
に
も
。
い
は
猿
の
い
ま
し
め
を
ま
も
れ
ば
。
こ
け
狙
の
指
ざ

し
に
あ
ふ
。
さ
ら
ば
尻
わ
ら
ひ
の
戯
れ
草
を
朝
三
暮
四
の
筆
ま
め
に
書
聚
め

て
。
題
号
を
。
聴
耳
世
間
狙
と
よ
ぶ
事
は
。
見
猿
の
人
の
伽
と
も
な
ら
ん
か

し
ま
ず
、
七
賢
人
の
仲
間
の
掟
と
し
て
嘘
の
よ
う
な
真
実
は
語
っ
て
も
本
当

ら
し
い
虚
言
を
つ
い
て
は
い
け
な
い
と
い
う
「
寓
言
論
」
二
七
に
始
ま
り
、
つ

づ
け
て
仏
教
や
道
教
の
教
え
と
い
っ
た
も
の
は
実
で
も
虚
で
も
あ
る
と
す
る

「
虚
実
論
」二
八
が
述
べ
ら
れ
る
。
次
に
、「
こ
ゝ
ろ
」か
ら
出
て
い
っ
た「
お
も
は
く
」

は
、
他
人
の
口
を
通
じ
て
様
々
な
尾
ひ
れ
が
つ
い
て
形
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
と
噂

が
変
化
し
て
い
く
過
程
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
三
猿
の
戒
め
を
用
い
な
が
ら

世
間
の
噂
に
つ
い
て
の
論
を
展
開
す
る
。

こ
こ
か
ら
は
、「
猿
」
に
注
目
し
て
考
察
を
進
め
た
い
。
ま
ず
、
世
間
の
噂
に

 　（5）

地
域
文
化
論
叢 

21
号

- 70 　　-



ま
で
口
を
つ
ぐ
ん
で
礼
を
守
っ
て
い
れ
ば
「
こ
け
狙
」
に
指
さ
れ
て
笑
わ
れ
る
と

い
う
。
猿
が
笑
う
諺
と
し
て
は
「
九
百
九
十
九
の
鼻
欠
猿
、
満
足
な
一
匹
の
猿
を

笑
う
」
が
あ
る
。「
こ
け
狙
」
と
は
、
自
分
の
欠
点
に
気
が
つ
か
ず
に
他
人
を
嘲

笑
す
る
猿
、
つ
ま
り
序
を
書
い
た
作
者
を
笑
う
「
婆
嬶
」
や
噂
を
弄
ぶ
世
間
の
人

と
理
解
で
き
る
。

次
に
、
猿
に
ま
つ
わ
る
諺
、
故
事
の
二
つ
が
引
か
れ
る
。
一
つ
め
は
「
猿
の
尻

笑
い
」
で
あ
る
。
こ
の
諺
は
、
尻
が
赤
い
特
徴
を
も
つ
猿
が
自
ら
の
尻
に
は
気
が

つ
か
ず
に
他
の
猿
の
尻
を
笑
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
本
書
を
「
尻
わ
ら
ひ
の

戯
れ
草
」と
言
い
表
す
書
き
方
か
ら
は
、欠
点
に
気
づ
か
ぬ
そ
ぶ
り
で
世
間
を
笑
っ

て
い
る
自
ら
も
「
こ
け
狙
」
と
同
じ
で
あ
る
と
の
作
者
の
意
識
が
う
か
が
え
る
。

二
つ
め
は
、「
朝
三
暮
四
」の
故
事
で
あ
る
。
こ
こ
で
の「
朝
三
暮
四
」の
引
用
に
は
、

朝
夕
と
い
う
意
味
と
世
間
の
人
を
愚
弄
す
る
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
言
う
ま
で

も
な
く
、「
朝
三
暮
四
」
と
は
猿
飼
い
が
芧
の
実
を
与
え
る
の
に
個
数
を
変
え
ず

に
言
葉
だ
け
で
誤
魔
化
し
た
と
こ
ろ
、
猿
が
喜
ん
で
受
け
入
れ
た
話
で
あ
る
二
九
。

物
事
の
本
質
を
見
ず
に
目
先
で
判
断
し
た
猿
を
笑
う
も
の
で
、
世
間
の
人
が
作
者

を
笑
う
様
子
が
「
朝
三
暮
四
」
の
猿
に
擬
え
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
作
者
は

噂
を
知
っ
た
時
点
で
三
猿
の
戒
め
の
一
つ
「
聞
か
ざ
る
」
を
破
っ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。「
い
は
猿
の
い
ま
し
め
」
を
守
る
作
者
が
、
噂
を
悦
ぶ
世
間
と
変
わ
り
が

な
い
こ
と
に
気
が
つ
か
な
い
人
々
は
、ま
さ
に
本
質
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い「
朝

三
暮
四
」
の
猿
と
同
じ
で
あ
る
。

最
後
に
、
作
者
は
本
書
を
「
聴
耳
世
間
狙
」
と
名
付
け
て
「
見
猿
の
人
の
伽
と

も
な
ら
ん
か
し
」と
閉
じ
る
。
こ
こ
で「
伽
」の
一
語
に
注
目
し
た
い
。「
伽
」は
、

話
の
相
手
を
し
て
退
屈
を
慰
め
る
意
味
を
も
つ
。
延
広
真
治
三
〇
は
、
秋
成
の
も

う
一
つ
の
浮
世
草
子
『
世
間
妾
形
気
』
の
序
に
あ
る
「
荒
唐
世
説
を
。
い
は
ざ
れ

ば
夜
食
の
腹
ふ
く
る
ゝ
よ
と
。
宵
よ
り
つ
ど
い
て
七
つ
の
鐘
聞
く
夜
は
あ
ま
た
ゝ

び
。」
三
一
と
の
記
述
か
ら
、
秋
成
の
自
宅
を
「
咄
の
会
所
」
で
あ
っ
た
ろ
う
と
指

摘
す
る
。
ま
た
、「
講
釈・落
語
と
文
学
」
三
二
に
お
い
て
も
、
秋
成
の
自
宅
は
「
落

咄
の
会
所
」
で
あ
り
、「
秋
成
は
咄
仲
間
の
頭
取
」
で
「
咄
番
に
当
た
っ
た
秋
成

は
咄
仲
間
を
さ
ぞ
感
心
さ
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
延

広
の
指
摘
か
ら
「
見
猿
の
人
の
伽
と
も
な
ら
ん
か
し
」
と
い
う
記
述
も
、
未
だ
噂

を
知
ら
ぬ
人
に
披
露
す
る
、
ま
た
は
咄
の
種
を
提
供
す
る
「
咄
の
会
所
」
を
意
識

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、『
世
間
狙
』
と
『
落
噺 

無
事
志
有

意
』
の
序
が
三
猿
を
裏
返
す
点
で
共
通
す
る
の
は
、『
世
間
狙
』
が
「
咄
の
会
所
」

を
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
、『
落
噺 

無
事
志
有
意
』も「
咄
の
会
」の
成
果
を
編
集
、

上
梓
三
三
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
と
推
測
で
き
る
。
し
か
も
、二
つ
の
共
通
点
は「
咄

の
会
」
以
外
に
も
あ
る
。

咄
本
と
談
義
本
、
浮
世
草
子
の
三
つ
は
、「
滑
稽
性
、
風
刺
性
、
世
相
・
風
俗

の
描
写
、
会
話
体
を
多
用
す
る
文
体
」
三
四
に
お
い
て
関
連
が
深
い
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
噺
本
の
表
現
・
文
体
を
検
証
す
る
鈴
木
久
美
三
五
は
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

　
噺
本
、
つ
ま
り
書
型
作
品
の
咄
を
制
作
す
る
に
あ
た
っ
て
、
読
み
手
の
需

要
に
応
え
て
新
し
い
落
ち
を
も
つ
新
作
笑
話
を
際
限
な
く
次
々
と
生
み
出
す

こ
と
は
事
実
上
困
難
で
あ
る
。
そ
う
し
た
場
合
、
読
み
手
を
引
き
つ
け
る
に

は
、
既
に
読
み
手
が
知
っ
て
い
る
骨
組
み
に
、
作
者
の
個
性
や
能
力
で
ど
う

い
っ
た
目
新
し
い
表
現
上
の
肉
付
け
が
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
が
重
要
に

な
っ
て
く
る
。
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『
落
噺 

無
事
志
有
意
』
も
他
の
噺
本
と
同
じ
く
先
行
す
る
咄
の
焼
き
直
し
と
い
う

性
格
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
焉
馬
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
序
も
先
行
す
る
テ
キ
ス
ト

の
影
響
を
受
け
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
噺
本
の
確
立
期

（
一
六
七
三
～
一
七
七
二
年
）に
該
当
す
る
時
期
に
大
坂
で
刊
行
さ
れ
た『
世
間
狙
』

が
、
文
運
東
漸
の
流
れ
と
と
も
に
噺
本
の
全
盛
期
（
一
七
七
二
～
一
八
〇
四
年
）

に
江
戸
で
刊
行
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
三
六
『
落
噺 

無
事
志
有
意
』
に
影
響
を
与
え
た

と
考
え
る
三
七
。
焉
馬
は
、
三
猿
を
正
反
対
の
意
味
で
用
い
る
と
い
う
秋
成
の
笑

い
の
手
法
を
落
噺
作
品
集
に
取
り
込
み
、
江
戸
の
下
層
の
口
語
体
「
べ
い
」
を
加

え
て
肉
付
け
し
て
い
る
。『
荘
子
』か
ら
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
る『
世
間
狙
』の「
猿
」

は
、書
名
と
序
の
な
か
に
散
ら
ば
っ
て
配
置
さ
れ
る
こ
と
で
、見
ざ
る
、聞
か
ざ
る
、

言
わ
ざ
る
の
主
語
が
世
間
の
人
々
な
の
か
、
作
者
な
の
か
判
然
と
せ
ず
、
そ
の
た

め
に
少
々
高
尚
め
い
て
い
る
。
だ
が
、『
世
間
狙
』か
ら
の
影
響
が
う
か
が
え
る『
落

噺 

無
事
志
有
意
』
で
は
、
大
衆
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
落
噺
集
に
相
応
し
く
な
る

よ
う
に
焉
馬
が
工
夫
を
施
し
て
い
る
。
そ
の
工
夫
と
は
、
裏
返
さ
れ
た
三
猿
を
連

続
し
て
並
べ
る
こ
と
で
直
接
的
に
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
、「
べ
い
」
の
音
に
よ
っ

て
リ
ズ
ミ
カ
ル
か
つ
通
俗
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
三
猿
を
裏
返
す
笑
い
を
、
よ

り
卑
近
な
も
の
と
し
て
工
夫
し
た
点
に
『
世
間
狙
』
と
は
異
な
る
個
性
が
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
秋
成
は
世
間
の
噂
に
聴
耳
を
立
て
、
噂
を
草
子
と
し
て
語

り
、未
だ
噂
を
知
ら
ぬ
人
々
に
「
伽
」
を
提
供
す
る
と
い
う
裏
返
し
の
三
猿
に
よ
っ

て
戒
め
を
破
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
気
質
物
は
一
般
的
に
一
つ
の
偏
っ
た
性
格
を

描
き
出
し
て
批
評
す
る
教
訓
性
、
そ
の
批
評
性
を
笑
い
の
表
現
で
包
み
込
む
方
法

を
も
つ
。
一
方
、
秋
成
の
浮
世
草
子
で
は
「『
笑
い
』
の
成
分
自
体
に
毒
性
が
含

ま
れ
て
」
三
八
お
り
、
本
傾
向
は
『
世
間
狙
』
で
顕
著
に
み
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
た

し
か
に
、『
世
間
狙
』
に
は
孝
行
の
た
め
に
相
撲
興
行
に
よ
っ
て
稼
い
で
も
貧
乏

神
に
憑
か
れ
て
病
み
つ
く
相
生
浦
之
助
三
九
や
息
子
二
人
を
失
っ
て
も
如
来
を
祈
り

続
け
る
父
親
・
太
郎
右
衛
門
四
〇
の
よ
う
に
、
最
後
ま
で
報
わ
れ
な
い
深
刻
な
話
が

あ
る
。
だ
が
、
秋
成
は
そ
れ
ら
を
包
み
込
む
笑
い
を
本
当
に
描
い
て
い
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
そ
う
で
は
な
い
と
考
え
る
。
三
猿
は
笑
い
と
結
び
つ
け

ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
秋
成
は
書
名
で
「
聴
」
か
猿
、
序

中
で「
い
は
猿
」「
見
ざ
る
」を
裏
返
し
て
み
せ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
世

間
狙
』
に
笑
い
の
表
現
を
持
ち
込
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
秋
成
の
表
現
は
後

世
の
『
落
噺 

無
事
志
有
意
』
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
焉
馬
に
よ
っ

て
三
猿
の
裏
返
し
は
通
俗
化
し
た
笑
い
の
表
現
へ
と
変
容
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。

四
．
五
郎
市
の
宿
命
と
い
う
落
ち
　―
―
「
雀
は
百
ま
で
舞
子
の
年
寄
」

秋
成
は
三
猿
を
裏
返
す
こ
と
で
笑
い
の
表
現
を
利
用
し
て
い
た
。
言
い
換
え
れ

ば
、
三
猿
の
戒
め
を
破
る
形
と
も
い
え
よ
う
。
実
は
、
戒
め
が
破
ら
れ
る
の
は
序

だ
け
で
は
な
い
。
三
之
巻
三
回
「
雀
は
百
ま
で
舞
子
の
年
寄
」
で
も
、
宇
治
江
と

鬼
若
の
弁
蔵
の
同
衾
に
よ
っ
て
庚
申
の
夜
の
禁
が
破
ら
れ
て
い
る
。

「
雀
は
百
ま
で
舞
子
の
年
寄
」
の
枕
に
は
、
六
〇
歳
過
ぎ
の
後
家
の
話
が
お
か

れ
る
。
内
容
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。
後
家
は
好
色
な
男
と
関
係
を
も
っ
て
家

に
帰
ら
な
く
な
る
。
そ
れ
を
心
配
す
る
後
家
の
長
男
は
手
代
を
迎
え
に
遣
わ
せ
る

が
、
後
家
は
馬
鹿
な
こ
と
ば
か
り
言
っ
て
聞
か
な
い
。
そ
れ
で
も
、
手
代
は
何
と

か
内
密
に
役
目
を
終
え
た
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
既
に
世
間
に
は
噂
が
広
ま
っ

て
い
た
。
枕
の
最
後
は
、
親
の
業
に
よ
っ
て
息
子
が
災
難
に
合
う
こ
と
を
気
の
毒

が
る
一
文
で
終
わ
る
。
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次
に
、
本
話
（
宇
治
江
と
五
郎
市
の
話
）
を
概
括
す
る
。
京
の
辰
巳
屋
の
宇
治

江
は
五
〇
歳
を
過
ぎ
て
も
派
手
な
様
子
で
舞
子
勤
め
を
し
て
い
た
。
あ
る
日
、
智

積
院
の
僧
の
座
敷
に
呼
ば
れ
る
も
「
皺
く
ら
べ
に
は
こ
ぬ
」
と
年
寄
り
で
あ
る
こ

と
を
悪
く
言
わ
れ
る
。
腹
を
立
て
た
宇
治
江
は
口
達
者
に
僧
ら
を
言
い
負
か
し
、

帰
っ
て
い
っ
た
。
そ
ん
な
宇
治
江
に
は
、
実
は
三
四
、五
歳
の
時
に
生
ん
だ
子
が

あ
っ
た
。庚
申
の
夜
に
鬼
若
の
弁
蔵
と
の
同
衾
で
一
夜
孕
み
し
た
男
の
子
で
あ
る
。

大
変
美
し
か
っ
た
の
で
石
河
五
郎
市
四
一
と
名
付
け
て
陰
間
に
し
た
が
、
手
癖
が

悪
く
、
親
方
か
ら
い
と
ま
を
出
さ
れ
て
し
ま
う
。
京
に
居
ら
れ
な
く
な
っ
た
五
郎

市
は
江
戸
の
両
国
橋
で
若
衆
の
惣
嫁
と
な
る
。

右
記
の
よ
う
に
、
枕
と
本
話
を
並
べ
る
と
年
寄
り
女
の
あ
せ
な
い
色
気
の
凄
み

を
面
白
お
か
し
く
描
き
出
す
意
図
で
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。そ
の
た
め
、

五
郎
市
の
話
だ
け
不
自
然
に
浮
い
て
み
え
る
と
指
摘
さ
れ
る
四
二
。
だ
が
、
宇
治

江
が
庚
申
の
夜
の
禁
を
破
っ
た
こ
と
で
五
郎
市
が
盗
人
の
宿
命
を
負
わ
さ
れ
た
と

思
い
起
こ
し
て
み
る
と
、
五
郎
市
も
後
家
の
息
子
と
近
い
境
遇
に
あ
る
と
指
摘
で

き
よ
う
。「
雀
は
百
ま
で
舞
子
の
年
寄
」
に
は
、
二
人
の
年
老
い
た
女
の
色
気
の

滑
稽
さ
、
そ
の
滑
稽
な
振
る
舞
い
か
ら
生
じ
る
世
間
の
噂
、
逃
れ
る
こ
と
の
で
き

な
い
宿
命
が
息
子
た
ち
に
降
り
か
か
る
悲
劇
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。こ
こ
に
も
、

秋
成
特
有
と
さ
れ
る
暗
い
笑
い
、
救
い
が
た
い
登
場
人
物
ら
の
人
生
を
確
か
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

五
郎
市
の
話
に
も
「
猿
」
に
ま
つ
わ
る
言
葉
が
見
つ
け
ら
れ
る
。
客
の
持
ち
物

に
手
を
付
け
た
こ
と
が
親
方
に
知
ら
れ
、
五
郎
市
が
警
告
を
受
け
る
場
面
四
三
で

あ
る
。あ

き
れ
果
て
の
こ
は
異
見
に
当
座
は
聞
た
や
う
な
れ
ど
。
目
の
ゆ
き
や
す
い

閨
の
う
ち
。
愛
想
も
月
の
手
長
猿
。
尻
か
ら
は
げ
て
く
る
な
れ
ば
迚
も
な
を

ら
ぬ
根
性
と
見
か
ぎ
り
果
て
長
の
い
と
ま
。

「
愛
想
も
月
の
手
長
猿
」
は
、「
愛
想
を
尽
か
す
」（
嫌
に
な
る
）、「
猿
猴
が
月
を

取
る
」、「
手
が
長
い
」（
盗
癖
が
あ
る
）
の
三
つ
を
掛
け
た
表
現
で
あ
る
。「
猿
猴

が
月
を
取
る
」
は
、
猿
が
水
面
に
映
る
月
を
取
ろ
う
と
し
て
、
お
ぼ
れ
死
ん
だ
故

事
に
基
づ
く
喩
え
で
あ
る
。
五
郎
市
は
、
盗
人
と
陰
間
と
い
う
二
つ
の
性
格
を
も

つ
人
物
で
あ
る
。「
猿
」
に
ま
つ
わ
る
諺
は
、
五
郎
市
の
盗
人
と
い
う
性
格
と
掛

け
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
猿
」
は
狡
い
者
や
卑
し
い
者
を
あ
ざ
け
る
喩
え

と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
た
め
だ
。「
猿
猴
が
月
を
取
る
」
の
猿
が
も
の
を
取
る
さ

ま
と
手
癖
の
悪
さ
を
意
味
す
る
「
手
が
長
い
」
と
い
う
諺
が
掛
け
ら
れ
る
こ
と
で

「
猿
」
と
盗
み
は
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
づ
け
て
、「
尻
か
ら
は
げ
て
く
る
」

は
「
尻
が
割
れ
る
」
と
同
じ
よ
う
に
悪
事
や
秘
密
が
露
見
す
る
と
い
う
意
味
を
も

つ
。「
尻
」
は
「
猿
」
の
縁
語
で
あ
り
、
ま
た
「
陰
間
」
の
縁
語
で
も
あ
る
の
で

五
郎
市
の
陰
間
と
い
う
性
格
も
重
ね
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
本
引
用
箇
所
は
、
縁

語
に
よ
っ
て
五
郎
市
の
陰
間
と
い
う
性
格
が
表
現
さ
れ
、
ま
た
、
も
の
を
取
る
こ

と
を
意
味
す
る
諺
と
「
猿
」
が
掛
け
ら
れ
る
こ
と
で
盗
人
と
い
う
性
格
が
表
現
さ

れ
た
戯
文
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
で
、
い
く
つ
も
の
諺
を
掛
け
合
わ
せ
る
秋
成
の
方
法
に
つ
い
て
は
次
の
よ

う
な
指
摘
が
あ
る
。「『
世
間
猿
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
面
白
さ
は
、
プ
ロ
ッ
ト
に

も
世
相
風
俗
の
描
写
に
も
風
刺
・
批
評
に
も
な
く
、
ほ
と
ん
ど
言
葉
・
文
章
の
み

に
支
え
ら
れ
て
い
る
」
と
す
る
風
間
誠
史
四
四
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

し
か
し
そ
う
し
た
悲
惨
な
話
も
、
す
べ
て
先
に
見
た
よ
う
な
レ
ト
リ
ッ
ク
や

語
彙
の
羅
列
に
よ
っ
て
笑
い
話
と
し
か
読
め
な
い
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
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い
や
、
そ
う
し
た
言
葉
遊
び
が
眼
目
だ
か
ら
こ
そ
、
ど
ん
な
悲
惨
な
話
も
笑

い
話
と
し
て
書
か
れ
、
読
ま
れ
得
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
五
郎
市
の
性
格
を
盗
人
に
設
定
し
て
「
猿
」
に
ま
つ
わ
る
諺
を
掛
け

合
わ
せ
る
作
者
の
方
法
は
、
五
郎
市
の
宿
命
を
笑
い
へ
転
回
さ
せ
る
手
法
と
い
え

よ
う
。
陰
間
と
し
て
繁
盛
し
て
も
満
足
せ
ず
に
高
望
み
す
る
五
郎
市
は
、
宇
治
江

の
逞
し
さ
と
強
か
さ
を
確
か
に
受
け
継
い
で
い
る
。
そ
の
逞
し
さ
、
強
か
さ
を
盗

人
と
い
う
歪
な
か
た
ち
で
実
践
す
る
滑
稽
さ
が
、
人
よ
り
も
劣
っ
て
い
る
と
さ
れ

る
猿
の
表
現
と
重
ね
ら
れ
る
こ
と
で
、盗
人
の
宿
命
は
盗
み
の
露
見
と
い
う
失
態
、

笑
い
と
し
て
転
じ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
本
編
に
お
け
る
笑
い
の
方
法
は
言
葉
遊

び
の
他
に
も
み
つ
け
ら
れ
る
。
五
郎
市
の
盗
人
と
い
う
生
き
方
に
は
、
本
編
の
暗

さ
を
包
み
込
む
働
き
が
あ
る
。
末
尾
四
五
を
引
く
。

引
き
と
め
ら
れ
て
挑
灯
の
あ
か
り
に
ち
ら
と
見
た
顔
じ
や
。
た
し
か
堺
町
の

五
郎
市
と
立
も
ど
り
し
が
気
が
付
て
。
腰
の
巾
着
あ
る
か
と
見
れ
ば
南
無
三

は
や
仕
て
や
ら
れ
た

末
尾
で
は
、誰
か
が
五
郎
市
に
巾
着
を
盗
み
取
ら
れ
る
落
ち
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
枕
に
お
け
る
色
気
の
話
だ
け
で
は
成
り
立
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
換
言

す
れ
ば
、宇
治
江
が
庚
申
の
夜
の
禁
を
破
る
こ
と
で
成
立
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
考
察
か
ら
、秋
成
は
三
之
巻
三
回
「
雀
は
百
ま
で
舞
子
の
年
寄
」
で
は
、

宇
治
江
に
庚
申
の
夜
の
禁
を
破
ら
せ
る
こ
と
で
落
ち
を
つ
け
て
い
る
と
わ
か
っ

た
。
く
り
返
し
と
な
る
が
、
秋
成
は
序
で
三
猿
を
裏
返
す
こ
と
で
気
質
物
の
批
評

性
を
包
み
込
む
笑
い
の
表
現
を
利
用
し
て
い
た
。
そ
れ
と
同
様
に
、
本
編
で
は
宇

治
江
に
庚
申
の
夜
の
禁
を
破
ら
せ
る
こ
と
で
落
ち
を
用
意
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

本
編
の
悲
劇
で
あ
る
五
郎
市
の
宿
命
は
、
一
方
で
は
笑
い
を
引
き
出
す
た
め
に
意

図
的
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
庚
申
信
仰
や
猿
に
ま
つ
わ
る
言
葉
が
い
く
つ

も
確
認
さ
れ
た
こ
と
か
ら
「
猿
」
は
『
世
間
狙
』
の
笑
い
の
素
材
と
し
て
利
用
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
『
諸
道
聴
耳
世
間
狙
』
の
「
猿
」
を
三
猿
と
解
釈
し
て
、
秋

成
は
三
猿
を
裏
返
す
こ
と
で
秋
成
の
浮
世
草
子
の
暗
さ
や
困
難
な
人
生
を
包
み
込

む
笑
い
の
表
現
を
用
い
た
と
論
じ
た
。

ま
ず
、
第
一
節
で
は
書
名
と
序
に
関
す
る
先
行
研
究
を
整
理
し
て
、「
猿
」
に

つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
こ
と
、
当
時
の
三
猿
へ
の
認
識
や
他
の
文
学
作
品

と
比
較
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
次
に
、
第
二
節
で
は
三
猿
が
江
戸
時

代
に
お
い
て
庚
申
の
侍
者
と
し
て
広
く
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
や
庚
申
待
の
習
慣

か
ら
咄
と
も
関
係
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
あ
わ
せ
て
、
同
時
代
の
噺
本
で
も

三
猿
は
裏
返
さ
れ
て
お
り
、
俳
文
で
は
遊
戯
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら

笑
い
と
結
び
つ
き
が
強
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。『
世
間
狙
』
の
序
を
考
察
し

た
第
三
節
で
は
、
猿
に
ま
つ
わ
る
諺
や
故
事
、
裏
返
さ
れ
た
三
猿
が
笑
い
の
表
現

と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
し
て
、『
世
間
狙
』
の
序
の
「
伽
」
の
語
か

ら
秋
成
の
浮
世
草
子
が
「
咄
の
会
」
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
浮
世
草
子

と
噺
本
は
文
体
表
現
に
お
い
て
繋
が
り
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
焉
馬
に
影
響
を

与
え
た
可
能
性
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
最
後
に
、
第
四
節
で
は
三
之
巻
三
回

「
雀
は
百
ま
で
舞
子
の
年
寄
」
で
序
と
同
じ
よ
う
に
戒
め
が
破
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
示
し
た
。
猿
に
ま
つ
わ
る
諺
や
故
事
を
用
い
な
が
ら
、
庚
申
の
夜
の
禁
を
破
る

こ
と
で
落
ち
を
つ
け
る
笑
い
の
手
法
は
三
猿
を
裏
返
す
表
現
と
通
じ
る
も
の
で
あ
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る
。秋

成
は
、
皮
肉
的
な
暗
さ
や
困
難
な
人
生
を
描
き
出
す
『
世
間
狙
』
の
批
評
性

を
包
み
込
む
た
め
に
、「
猿
」
や
三
猿
を
笑
い
の
表
現
と
し
て
用
い
て
い
た
。
そ

れ
は
、『
落
噺 

無
事
志
有
意
』
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
三
猿

を
裏
返
す
方
法
は
そ
の
ま
ま
後
世
に
引
か
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。『
荘
子
』
か

ら
影
響
を
受
け
て
い
た
『
世
間
狙
』
の
三
猿
は
高
尚
め
い
た
印
象
を
与
え
る
が
、

『
落
噺 

無
事
志
有
意
』
の
三
猿
は
卑
近
・
通
俗
化
し
て
お
り
、
大
衆
的
な
笑
い
の

表
現
へ
と
変
容
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

秋
成
に
よ
る
笑
い
の
表
現
や
手
法
を
考
え
る
た
め
に
は
、
よ
り
多
く
の
用
例
の

考
察
や
他
の
文
学
作
品
と
の
影
響
関
係
、
類
縁
性
も
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

注
釈

一 
 

気
質
物
の
特
徴
や
成
立
に
つ
い
て
は
、
田
中
伸
「
気
質
物
の
方
法
と
そ
の
限
界
」『
近

世
文
藝
』
一
号
、
一
九
五
四
年
、
四
八
～
五
六
頁
、
西
島
攷
哉
「
気
質
物
成
立
考
」『
文

学
史
研
究
』
一
四
巻
、
一
九
七
三
年
、
四
一
～
五
一
頁
を
参
照
し
た
。

二 
 

中
村
幸
彦
編
『
上
田
秋
成
全
集
』
第
七
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
〇
年
、
三
六
九
頁

三 
 

篠
原
進
「
ミ
ネ
ル
バ
の
梟
の
行
方
―
―
『
世
間
狙
』
と
『
妾
形
気
』
の
あ
い
だ
」『
文
学
』

一
〇
巻
一
号
、
二
〇
〇
九
年
、
一
三
〇
頁

四 
 

近
衞
典
子
「
研
究
史
を
知
る
　
秋
成
の
浮
世
草
子
」『
西
鶴
と
浮
世
草
子
研
究
』
五
巻
、

二
〇
一
一
年
、
二
二
九
～
二
三
三
頁

五 
 

飯
田
に
よ
る
と
、「
見
ざ
る
言
わ
ざ
る
聞
か
ざ
る
」
が
初
め
て
諺
と
し
て
見
ら
れ
る
の

は
熊
本
藩
の
伊
沢
長
秀
が
著
わ
し
た
『
本
朝
俚
諺
』（
一
七
一
五
年
）、
出
典
は
『
省
心

銓
要
』
が
挙
げ
ら
れ
る
と
い
う
。
太
田
全
斎
が
『
諺
苑
』（
一
七
九
七
年
）
で
『
本
朝

俚
諺
』
を
引
用
し
た
が
、
活
字
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
の
は
一
九
四
四
年
で
あ
る
。
同

じ
く
太
田
の
江
戸
時
代
の
代
表
的
な
国
語
辞
書
と
さ
れ
る
『
俚
諺
集
覧
』
も
稿
本
と
し

て
は
残
さ
れ
て
い
た
が
、
増
補
刊
行
さ
れ
た
の
が
一
八
九
七
年
代
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

飯
田
は
「
三
猿
の
教
え
を
道
徳
訓
と
し
て
説
い
て
き
た
人
は
い
る
。
比
叡
天
台
し
か
り
、

儒
家
し
か
り
。
し
か
し
、
大
方
の
ひ
と
に
は
馬
耳
東
風
だ
っ
た
。
一
般
の
人
が
な
じ
ん

で
い
た
三
猿
は
庚
申
信
仰
の
そ
れ
で
あ
る
」（
一
一
一
頁
）
と
述
べ
る
（
飯
田
道
夫
『
世

界
の
三
猿
　
そ
の
源
流
を
た
ず
ね
て
』
人
文
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）。

六 
 

山
本
秀
樹
「「
諸
道
聴
耳
世
間
猿
」
の
意
味
」『
近
世
文
藝
』
七
〇
号
、
一
九
九
九
年
、

四
七
～
五
八
頁

七 
 

ま
た
、
芝
居
や
能
と
い
っ
た
活
動
場
所
で
噂
を
収
集
す
る
「
猿
」
の
働
き
は
、
本
書

の
素
材
や
内
容
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
も
述
べ
る
。

八 
 

注
三
、一
二
九
～
一
四
一
頁

九 
 

中
村
幸
彦
は
「
補
説
」
に
お
い
て
、『
雨
月
物
語
』
の
「
夢
応
の
鯉
魚
」「
貧
富
論
」

の
二
編
は
、
①
教
訓
を
示
す
と
い
う
構
成
、
②
人
間
性
の
批
評
と
い
う
二
点
で
初
期
談

義
本
と
類
縁
関
係
に
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る（
鵜
月
洋『
雨
月
物
語
評
釈
』角
川
書
店
、

一
九
九
六
年
、
六
九
六
～
六
九
八
頁
）。

一
〇 

宍
戸
道
子
、
高
松
亮
太
「『
諸
道
聴
耳
世
間
狙
』
評
釈
」『
近
世
文
芸
　
研
究
と
評
論
』

七
五
号
、
二
〇
〇
八
年
、
七
九
～
九
八
頁

一
一 

石
塚
尊
俊
「
三
匹
猿
」『
日
本
大
百
科
全
書
』
一
〇
、
小
学
館
、
一
九
八
六
年
、

四
五
九
頁

一
二 

「
守
庚
申
」
と
は
、
長
生
き
す
る
た
め
に
庚
申
の
夜
は
眠
ら
ず
に
身
を
慎
む
よ
う
に
す

る
こ
と
で
あ
る
。
三
尸
が
庚
申
の
夜
に
天
に
昇
り
、
天
帝
に
そ
の
人
の
罪
科
を
告
げ
る

と
早
死
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
由
来
す
る
（
佐
々
木
勝
「
庚
申
信
仰
」『
日
本
大
百
科

全
書
』
八
、
小
学
館
、
一
九
八
六
年
、
七
五
〇
頁
）。

一
三 

前
注
に
同
じ
。

一
四 

寺
島
良
安
『
和
漢
三
才
圖
會
』
上
巻
、
和
漢
三
才
圖
會
刊
行
委
員
会
編
、
東
京
美
術
、
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一
九
八
九
年
、
四
六
頁
、
あ
わ
せ
て
島
田
勇
雄
、
竹
島
淳
夫
、
樋
口
元
巳
訳
注
『
和
漢

三
才
図
会
』
一
、
平
凡
社
、
一
九
八
七
年
、
二
四
九
～
二
五
二
頁
も
参
照
し
た
。

一
五 
注
五
に
同
じ
。
本
稿
は
、
庚
申
信
仰
と
三
猿
に
つ
い
て
飯
田
に
多
く
を
学
ん
で
い
る
。

一
六 
そ
の
後
、
明
治
時
代
の
神
仏
分
離
令
、
淫
祠
禁
制
に
よ
っ
て
庚
申
塔
の
造
立
は
止
め

ら
れ
た
と
さ
れ
る
。

一
七 

飯
田
道
夫
『
見
ザ
ル
聞
ザ
ル
言
わ
ザ
ル
―
―
世
界
三
猿
源
流
考
―
―
』
三
省
堂
、

一
九
八
三
年
、
二
〇
～
二
二
頁
。
た
と
え
ば
、
猿
の
姿
が
確
認
で
き
る
噺
本
と
し
て
初

代
嵐
音
八
が
書
い
た
と
さ
れ
る
『
鹿か

の
子こ

餅も
ち
』（
明
和
七
（
一
七
七
二
）
年
刊
行
）
が

あ
げ
ら
れ
る
。
序
の
「
山や
ま
の
手て

を
飛と
び
あ
る
く

歩
行
尻し
り
や
け
猿ざ
る
、
下し
た
ま
ち町
に
す
む
腹は
ら
つ
ぷ
く
れ
、
い

ず
れ
與（
か
）お
と
し
ば
な
し
を
せ
ざ
り
け
る
。」と
対
句
表
現
の
な
か
に
猿
は
登
場
す
る
。「
尻

や
け
猿
」
の
元
々
の
意
味
は
、
せ
っ
か
ち
で
落
ち
着
き
が
な
く
一
つ
の
こ
と
に
集
中
で

き
な
い
人
の
こ
と
を
指
す
。
こ
こ
で
は
、「
腹
つ
ぷ
く
れ
」（
裕
福
で
太
っ
て
お
り
、
動

作
が
緩
慢
な
人
）
と
対
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
貧
乏
で
忙
し
な
く
動
き
回
る
人
を

意
味
し
て
い
る
。
人
の
性
質
を
嘲
っ
て
示
す
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
一
つ
で
、

笑
い
と
猿
の
結
び
つ
き
を
示
す
用
例
と
い
え
よ
う
。

一
八 

延
広
真
治
「
烏
亭
焉
馬
」『
新
版
　
近
世
文
学
研
究
事
典
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
六
年
、

一
五
五
頁

一
九 

延
広
は
「
咄
の
会
と
は
複
数
の
人
物
が
寄
り
合
い
、
落
咄
を
互
い
に
披
露
す
る
集
ま

り
」
と
説
明
す
る
（
延
広
真
治
『
江
戸
落
語
　
誕
生
と
発
展
』
講
談
社
、
二
〇
一
一
年
、

六
二
頁
）。

二
〇 

「
解
説
」
小
高
敏
朗
校
注
『
江
戸
笑
話
集
』
岩
波
書
店
、
一
七
八
一
年
、
一
五
頁

二
一 

前
注
に
同
じ
。

二
二 

「
落
噺 

無
事
志
有
意
」
注
二
〇
、 

四
五
一
～
四
五
二
頁

二
三 

「
猿
は
人
間
に
き
わ
め
て
よ
く
似
て
い
る
が
、
毛
が
三
本
足
り
な
い
の
で
人
間
の
高
等

さ
に
は
お
よ
ば
な
い
と
い
う
俗
説
」
に
基
づ
く
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
縮
刷
版
第
五
巻
、

小
学
館
、
一
七
八
七
年
、
一
六
八
頁
）。

二
四 

成
美
と
秋
成
を
比
較
し
た
も
の
と
し
て
、遠
藤
誠
治
「
夏
目
成
美
論
―
―
成
美
と
秋
成
、

美
と
実
生
活
を
め
ぐ
っ
て
」
が
あ
る
。
遠
藤
は
、
成
美
の
俳
句
の
文
字
遣
い
や
女
性
の

執
着
心
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
か
ら
、
成
美
が
秋
成
の
著
作
を
読
ん
で
意
識
し
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る
（『
俳
句
』
二
七
巻
二
号
、
一
九
七
八
年
、
二
〇
六
～

二
一
八
頁
）。

二
五 

潁
原
退
藏
編
註
『
俳
文
俳
論
新
選
』
大
倉
廣
文
堂
、
一
九
三
五
年
、
一
〇
三
～
一
〇
五
頁

二
六 

注
二
、 

一
七
頁

二
七 

『
荘
子
』
か
ら
の
影
響
を
論
じ
る
李
婷
は
、
序
文
か
ら
は
作
品
を
自
ら
と
は
独
立
し
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
「
寓
言
論
」
に
似
る
物
語
に
対
す
る
本
質
的
な
認
識
と
、
素
材
と

な
っ
た
モ
デ
ル
の
噂
話
・
情
報
と
物
語
に
対
す
る
「
斉
物
」
的
な
認
識
（「
自
ら
が
発

し
た
こ
と
は
受
け
取
る
者
に
よ
っ
て
、本
意
と
か
け
離
れ
た
も
の
に
な
る
が
、元
と
な
っ

た
内
包
は
１
つ
で
あ
る
と
い
う
認
識
」）
が
読
み
と
ら
れ
る
と
述
べ
る
（
李
婷
「
上
田

秋
成
と
『
荘
子
』
―
―
『
諸
道
聴
耳
世
間
狙
』
の
序
文
を
中
心
に
―
―
」『
同
志
社
女

子
大
学
學
學
術
研
究
年
報
』
第
六
五
巻
、
二
〇
一
四
年
、
一
二
四
～
一
一
八
頁
）。

二
八 

森
山
重
雄
『
上
田
秋
成
初
期
浮
世
草
子
評
釈
』
国
書
刊
行
会
、
一
七
七
七
年
、
二
八
頁

二
九 

金
谷
治
訳
注
『
荘
子
』
第
一
冊
、
岩
波
書
店
、
一
七
七
四
年
、
六
〇
～
六
一
頁

三
〇 

注
一
九
、 

五
七
～
五
九
頁

三
一 

注
二
、 

一
二
三
頁

三
二 

「
講
釈
・
落
語
と
文
学
」
で
は
、
落
咄
の
会
の
メ
ン
バ
ー
は
「
咄
仲
間
」、
リ
ー
ダ
ー

は
「
咄
仲
間
の
頭
取
」、
咄
の
順
番
に
当
た
る
人
物
は
「
咄
番
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と

説
明
さ
れ
る
（『
講
座
　
日
本
文
学
の
争
点
』
四
巻
近
世
編
、明
治
書
院
、一
九
六
九
年
、

二
八
六
～
三
〇
九
頁
）。

三
三 

焉
馬
は
大
田
南
畝
や
朱
楽
菅
江
ら
を
中
心
に
狂
歌
の
知
己
を
招
い
て
「
咄
の
会
」
を

組
織
的
、
か
つ
長
年
に
わ
た
り
主
催
し
た
。
そ
の
成
果
の
結
実
が
『
喜
美
談
語
』（
寛

政
八
年
）、『
詞
葉
の
花
』（
寛
政
七
年
）、『
無
事
志
有
意
』
で
あ
る
（
注
一
九
、 

六
二
～

六
三
頁
）。
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三
四 

『
世
間
狙
』
は
「
当
代
の
医
者
・
僧
侶
・
神
官
・
芸
道
の
師
匠
と
い
っ
た
所
謂
文
化
人
・

知
識
人
の
堕
落
と
軽
佻
浮
薄
を
皮
肉
的
に
描
き
、
批
判
精
神
の
強
さ
に
お
い
て
談
義
本

に
通
ず
る
」と
さ
れ
る（
長
谷
川
強
監
修『
浮
世
草
子
大
事
典
』笠
間
書
院
、二
〇
一
七
年
、

二
三
頁
）。

三
五 

鈴
木
久
美
『
近
世
噺
本
の
研
究
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
七
年
、
二
〇
七
頁

三
六 

『
落
噺 

無
事
志
有
意
』
は
書
肆
名
を
欠
い
て
い
る
。

三
七 

噺
本
の
盛
衰
の
時
期
区
分
、
上
方
か
ら
江
戸
へ
の
流
れ
の
移
り
変
わ
り
は
、
武
藤
禎

夫
「
噺
本
」『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
第
五
巻
、
岩
波
書
店
、
一
七
八
四
年
、
九
八

～
九
九
頁
を
参
照
し
て
い
る
。

三
八 

野
口
は
秋
成
の
浮
世
草
子
二
作
品
を
「
両
作
品
は
ど
う
隠
し
よ
う
も
な
く
秋
成
的
」

（
二
七
頁
）
と
し
て
、
こ
れ
を
「
灰
汁
」
と
も
言
い
表
し
て
い
る
（
野
口
武
彦
「
性
格

悲
劇
と
し
て
の
「
笑
い
」
―
―
上
田
秋
成
の
初
期
浮
世
草
子
」『
ユ
リ
イ
カ
』
一
七
巻

一
三
号
、
一
七
八
七
年
、
二
四
～
三
七
頁
）。

三
九 

二
之
巻
一
回
「
孝
行
は
力
あ
り
た
け
の
相
撲
取
」
注
二
、 

一
七
七
〇
年
、
四
一
～
四
六

頁
四
〇 

二
之
巻
二
回
「
宗
旨
は
一
向
目
の
見
へ
ぬ
信
心
者
」
注
二
、 
四
七
～
五
二
頁

四
一 

五
郎
市
の
名
は
安
土
桃
山
時
代
の
盗
賊
・
石
川
五
右
衛
門
の
息
子
の
名
を
借
り
て
付

け
ら
れ
た
と
さ
れ
る
（
注
二
八
、 

一
一
五
頁
）。

四
二 

浅
野
三
平
は
本
話
を
「
内
容
が
年
寄
り
の
舞
妓
と
手
く
せ
の
悪
い
蔭
間
と
の
二
つ
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
て
、少
し
安
定
性
を
欠
き
、成
功
作
と
は
い
え
な
い
」と
評
価
す
る（
浅

野
三
平
『
上
田
秋
成
の
研
究
』
桜
楓
社
、
一
七
八
五
年
、
一
〇
二
～
一
〇
三
頁
）。

四
三 

三
之
巻
三
回
「
雀
は
百
ま
で
舞
子
の
年
寄
」
注
二
、 

一
七
七
〇
年
、
七
七
頁

四
四 

風
間
誠
史
「
和
訳
太
郎
の
方
法
　
―
―
「
諸
道
聴
耳
世
間
猿
」「
世
間
妾
形
気
」「
書

初
機
嫌
海
」「
癇
癖
談
―
―
」」『
國
文
學
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
四
〇
巻
七
号
、

一
七
七
五
年
、
三
七
～
四
三
頁

四
五 

注
四
三
、 

一
七
七
〇
年
、
七
八
頁

参
考
文
献

浅
野
三
平
『
上
田
秋
成
の
研
究
』
桜
楓
社
、
一
七
八
五
年

飯
田
道
夫
『
世
界
の
三
猿
　
そ
の
源
流
を
た
ず
ね
て
』
人
文
書
院
、
二
〇
〇
七
年

飯
田
道
夫
『
見
ザ
ル
聞
ザ
ル
言
わ
ザ
ル
―
―
世
界
三
猿
源
流
考
―
―
』
三
省
堂
、
一
七
八
三
年

鵜
月
洋
『
雨
月
物
語
評
釈
』
角
川
書
店
、
一
七
七
六
年

遠
藤
誠
治
「
夏
目
成
美
論
―
―
成
美
と
秋
成
、
美
と
実
生
活
を
め
ぐ
っ
て
」『
俳
句
』
二
七

巻
二
号
、
一
九
七
八
年
、
二
〇
六
～
二
一
八
頁

金
谷
治
訳
注
『
荘
子
』
第
一
冊
、
岩
波
書
店
、
一
七
七
四
年

近
衞
典
子
「
研
究
史
を
知
る
　
秋
成
の
浮
世
草
子
」『
西
鶴
と
浮
世
草
子
研
究
』
五
巻
、

二
〇
一
一
年
、
二
二
九
～
二
三
三
頁

島
田
勇
雄
、
竹
島
淳
夫
、
樋
口
元
巳
訳
注
『
和
漢
三
才
図
会
』
一
、
平
凡
社
、
一
七
八
七
年

田
中
伸
「
気
質
物
の
方
法
と
そ
の
限
界
」『
近
世
文
藝
』
一
号
、
一
七
五
四
年
、
四
八
～

五
六
頁

西
島
攷
哉
「
気
質
物
成
立
考
」『
文
学
史
研
究
』
一
四
巻
、
一
七
七
三
年
、
四
一
～
五
一
頁

延
広
真
治
「
烏
亭
焉
馬
」『
新
版
　
近
世
文
学
研
究
事
典
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
六
年
、

一
五
五
頁

久
松
潜
一
、
麻
生
磯
次
、
市
古
貞
次
、
五
味
智
英
監
修
『
講
座
　
日
本
文
学
の
争
点
』
四

巻
近
世
編
、
明
治
書
院
、
一
九
六
九
年

李
婷
「
上
田
秋
成
と
『
荘
子
』
―
―
『
諸
道
聴
耳
世
間
狙
』
の
序
文
を
中
心
に
―
―
」『
同

志
社
女
子
大
学
學
學
術
研
究
年
報
』
第
六
五
巻
、
二
〇
一
四
年
、
一
二
四
～
一
一
八
頁
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