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「真
景
累
ヶ
淵
」
は
三
遊
亭
円
朝
二
十

一
歳
の
作
で
あ
る
。
こ
れ
が
で
き
た
こ

と
に
つ
い
て
は
、

一
つ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
あ
る
。

そ
れ
ま
で
場
末
の
寄
席
を
ま
わ
っ
て

い
た
噺
家
に
、
う
れ
し
い
話
が
舞
い
込

ん
だ
。
所
は
下
谷
御
数
寄
屋
町
、
寄
席

「吹
ぬ
き
」
が
真
打
の
出
演
を
た
の
ん

で
き
た
。
円
朝
は
そ
の
と
き
、
駆
け
出
し
の
自
分
に
は
荷
が
重
い
と
思

っ
た
の

す

け

　

だ
ろ
う
、
師
匠
の
二
代
目
三
遊
亭
円
生
に
助
演
を
た
の
ん
だ
。
中
入
り
前

の
と

り
を
と

っ
て
も
ら
う
。
円
生

・
円
朝

の
二
枚
看
板
で
晴
れ
の
舞
台
を
の
り
き
ろ

う
と
し
た
。

当
時
、
円
朝
は
道
具
噺
で
売

っ
て

い
た
。
ご
く
簡
単
な
も
の
だ
が
う
し
ろ
に

背
景
を
立
て
か
け
、
小
道
具
を
手
に
し

て
演
じ
て
み
せ
る
。
道
具
や
背
景
を
大

八
車
に
積
ん
で
寄
席
入
り
を
し
た
。
そ
れ
に
よ

っ
て
出
し
物
が
わ
か
る
。

師
匠
の
円
生
が
奇
妙
な
仕
打
ち
を
し
た
。
楽
屋
に
用
意
し
て
あ
る
道
具
類
を

見
て
、
当
の
そ
の
噺
を
中
入
り
前
に
や
っ
て
し
ま
う
。
素
噺
と
、
鳴
物
入
り
の

道
具
噺
は
ち
が
う
と
は
い
え
、
同
じ
出
し
物
を
や
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
初
日

に
そ
れ
を
知

っ
て
、
若

い
噺
家
は
さ
ぞ
か
し
目
を
白
黒
さ
せ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

や
む
な
く
同
じ
道
具
で
べ
つ
の
噺
に
き
り
か
え
て
打
ち
出
し
に
し
た
。

そ
の
後
も
毎
夜
、
師
匠
が
真
打
の
噺
を
取

っ
て
し
ま
う
。
当
然
の
こ
と
な
が

ら
円
朝
は
困
り
は
て
た
。
信
夫
怒
軒
作

「円
朝
伝
」

の
く
だ
り
に
あ
る
。

「斯
く
の
如
き
事
、
毎
夜
な
れ
ば
、
後
に
は
円
朝
も
余
り
の
事
に
席
を
ば
止
め

わ
ざ

ん
と
し
た
り
し
が
、
是
こ
そ
師
円
生
が
我
を
し
て
励
ま
さ
ん
と
の
心
よ
り
態
と

計
ら
れ
し
も
の
な
る
べ
し
と
、
図
ら
ず
心
傾
き
し
に
ぞ
…
…
」

急
拠
ス
ト
ー
リ
ィ
を
考
え
、
創
作
噺
を
高
座
に
か
け
た
。
自
分
ひ
と
り
の
新

作
で
あ
れ
ば
、
師
匠
も
先
取
り
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
題
し
て

「累
ヶ
淵
後

日
怪
談
」
。
こ
れ
が
円
朝
創
作
噺
の
皮
き
り
に
な

っ
た
。

円
生
の
仕
打
ち
が

「我
を
し
て
励
ま
さ
ん
」
の
こ
と
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
は

疑
問
で
あ
る
。
以
後
、
師
弟
が
不
仲
に
な

っ
た
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
そ
ん
な
う

る
わ
し
い
ケ
ー
ス
で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
。
す
で
に
と
う
の
立

っ
た
芸
人
が
、

ま
さ
に
売
り
出
し
中
の
若
手
に
意
地
の
悪

い
イ
ヤ
ガ
ラ
セ
を
し
た
、
と

い
う
の
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が
真
相
だ

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
だ

「円
朝
伝
」
は
、
円
朝
か
ら
の
聞

き
書
き
を
怒
軒
が
ま
と
め
た
も
⑳
で
あ

っ
て
、
う
る
わ
し
い
師
恩
説
を
世
に
ひ

ろ
め
た
の
は
円
朝
自
身
で
あ

っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

円
朝
の
記
念
す
べ
き
処
女
作
だ
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の

か
、
正
確
な
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
。
今
日
に
伝
わ

っ
て
い
る

「真
景
累
ヶ
淵
」

は
三
十
年
ば
か
り
の
ち
速
記
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
た
。
「後
日
怪
談
」
は
そ
の
原

型
に
あ
た
る
。
口
承
芸
の
宿
命
で
、
ひ
と
夜
、
人
の
耳
を
た
の
し
ま
せ
た
の
ち
、

あ
と
か
た
も
な
く
消
え
失
せ
た
。

「ち
と
模
様
違
ひ
の
怪
談
話
を
筆
記
致
し
ま
す
る
事
に
な
り
ま
し
た
、
怪
談
話

こ
あ

い

に
は
取
わ
け
小
相
さ
ん
が
よ
か
ろ
う
と
云
ふ
の
で
ご
ざ

い
ま
す
が
…
…
」

現
在
手
に
す
る
に
こ
と
の
で
き
る
刊
行
本

「真
景
累
ヶ
淵
」
二
十

一
の
章
の

冒
頭
に
円
朝
が
断
り
を
し
て
い
る
。
速
記
者
は
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
速
記
し
た
。

の
み
な
ら
ず
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
刊
行
し
た
。

つ
、、つ
い
て
円
朝
は
述
べ
て
い

る
。
た
と
え

「傍
聴
筆
記
」
で
あ
れ
、
怪
談
は
早
口
で
あ
る
と
大
き
に
不
都
合

が
あ
っ
て
、
「ネ
ン
バ
リ
ネ
ン
バ
リ
と
、
静
か
に
お
話
を
す
る
」
と
、
か
え

っ
て

恐
い
も
の
だ
。
「…
私
は
至
つ
て
不
弁
で
、
ネ
ト
ネ
ト
話
を
致
す
所
か
ら
、
怪
談

話
が
よ
か
ら
う
と
云
ふ
社
中
の
お
思
ひ
付
で
ご
ざ

い
ま
す
」

初
出
は

「
や
ま
と
新
聞
」
。
明
治
十
七
年

(
一
八
八
六
)
、
条
野
採
菊
が
創
刊

し
た
新
聞
で
、
円
朝

の
人
情
噺
を
連

載
読
み
物
に
掲
載
し
て
人
気
を
博
し
た
。

二
十

一
の
章
の
は
じ
め
に
断

っ
て
あ
る

「社
中
の
お
思
ひ
付
」
は
新
聞
社
の
意

向
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
条
野
採
菊
は
本
名
伝
平
、
明
治
前
半
期
の
新
聞
人
で
、

「東
京
日
々
新
聞
」
な
ど
で
ペ
ン
を
振

っ
て
い
た
。
美
人
画
で
知
ら
れ
る
画
家
鏑

木
清
方
は
、
こ
の
採
菊
の
,息
子
で
あ
る
。
新
聞
連
載
に
は
挿
絵
が

つ
く
。
「
や
ま

と
新
聞
」
で
は
主
に
水
野
年
方
が
担
当
し
た
。
新
聞
経
営
が
左
前
に
な
り
、
挿

画
料
に
も
こ
と
欠
く
よ
う
に
な

っ
た
と
き
、
年
方
に
代
わ
り
、
そ
の
弟
子
で
ま

だ
十
代
だ

っ
た
清
方
が
挿
絵
を
引
き
つ
い
だ
。

円
朝
の
断
り
は
、
速
記
本
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
。
そ
れ
は
本
来
、
速
記

の
必
要
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
速
記
は
し
て
も
、
内
輪
ぱ
な
し
で
あ
れ

ば
、
新
聞
に
載
せ
る
に
あ
た

っ
て
は
カ

ッ
ト
し
て
よ
か

っ
た
。
新
聞
に
は
タ
イ

ト
ル
に
そ

っ
て

「三
遊
亭
円
朝
口
述
/
小
相
英
太
郎
筆
記
」
と
銘
打

っ
て
あ
り
、

読
者
に
は
そ
れ
で
十
分
で
あ

っ
て
、
こ
と
さ
ら
噺
の
途
中
に
内
輪
ば
な
し
を
読

ま
せ
ら
れ
る
ま
で
も
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
速
記
者
は
速
記
し
、
記
者
は
そ
の
ま
ま
掲
載
し
、
小
冊
子

の
形
で
刊
行
す
る
際
に
も
カ

ッ
ト
し
な
か

っ
た
。
単
行
本
と
し
て
世
に
出
た
と

き
も
、
そ
の
ま
ま
収
録
さ
れ
た
。
円
朝
自
身
、
「や
ま
と
新
聞
」
を
読
み
、
刊
行

に
あ
た
り
ゲ
ラ
刷
り
を
見
た
は
ず
だ
が
、
と
り
た
て
て
異
義
を
申
し
出
な
か

っ

た
。厳

密
に
い
う
と
円
朝
物
の
速
記
は

「や
ま
と
新
聞
」
が
は
じ
ま
り
で
は
な
い
。

こ
う
ぞ
う

明
治
十
七
年

(
一
八
八
四
)
、
速
記
者
若
林
珀
蔵
の
す
す
め
に
よ
り

「怪
談
牡
丹

燈
籠
」

の
速
記
本
を
出
版
し
て
い
る
。
そ
れ
を
伝
え
た

「時
事
新
報
」
に
よ
る

と
、
「同
書
は
有
名
な
る
落
語
家
三
遊
亭
円
朝
が
演
述
せ
し
怪
談
を
若
林
珀
蔵
氏
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が
例
の
傍
聴
筆
記
法
に
て
書
取
り
、
円
朝

の
口
気
を
其
侭
に
写
出
し
た
る
も
の

に
て
…
…
」

傍
聴
筆
記
に

「例
の
」
と

つ
い
て

い
る
の
は
、
当
時
、
速
記
が
も

つ
ば
ら

「傍
聴
」
を

つ
け
て
よ
ば
れ
て
い
た
せ

い
だ
ろ
う
。
そ
の
二
年
前

の
明
治
十
五
年

(
一
八
八
二
)、
田
鎖
綱
紀
が
タ
ラ
ハ
ム
式
速
記
法
を
応
用
し
た

「日
本
傍
聴
筆

記
法
」
を
考
案
し
た
。
わ
が
国
の
速
記

の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
同
年
十
月
に
講

習
会
を
開
き
、
三
十
名
ち
か
く
の
修
了
者
を
出
し
た
。
若
林
珀
蔵
は
こ
の
と
き

の
修
了
者
の
一
人
で
、
明
治
二
十
三
年

(
一
入
九
〇
)
、
国
会
開
設
に
あ
た
り
両

院
に
速
記
課
が
設
置
さ
れ
た
際
、
衆
議
院
速
記
主
任
に
採
用
さ
れ
、
議
事
録
速

記
の
も
と
を
築
い
た
。

円
朝
の
話
芸
は
寄
席
だ
け
で
は
か
ぎ
ら
れ
て
い
た
。
彼
が
近
代
落
語
の
創
始

者
に
な
っ
た
の
は
、
速
記
を
通
し
て
の
出
版
の
力
が
大
き
か

っ
た
。
と
と
も
に

速
記
と
い
う
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
が
わ
が
国
に
ひ
ろ
く
知
ら
れ
る
に
あ
た
り
、
円

朝
の
力
が
大
き
く
預

っ
て
い
た
。
そ
れ
が
ま
だ
演
説
や
講
義
の
筆
記
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
な
か
に
、
「
口
気
を
其
侭
に
写
生
し
た
る
」
と
い
う
文
字
に
よ
る
録
音

が
登
場
し
た
。
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
よ
う

に
薄
い
も
の
で

一
席
を

一
回
と
し
て
毎

土
曜
日
に
発
行
。
テ
レ
ビ
の
連
続
ド
ラ

マ
を
毎
週
ビ
デ
オ
で
見
る
の
と
同
じ
で
、

非
常
な
人
気
に
な
っ
た
。
寄
席
に
縁

の
な
い
人
で
も
三
遊
亭
円
朝
の
名
に
親
し

ん
だ
。
と
と
も
に
噺
を
そ
の
ま
ま
届
け
て
く
れ
る
新
メ
デ
ィ
ア
に
も
目
を
み
は

っ
た
。
若
林
珀
蔵
は
小
冊
子
の
表
紙
と
裏
に
、
速
記
文
字
を
デ
ザ
イ
ン
代
わ
り

に
つ
け
て
い
た
。
円
朝
人
気
に
便
乗
し
て
、
ち
ゃ
っ
か
り
速
記
法

の
宣
伝
を
し

て
い
た
わ
け
だ
。

速
記
を
と
る
に
あ
た

っ
て
は
、
若
林
と
同
じ
講
習
会
第

一
期
修
了
者
の
酒
井

昇
造
が
協
力
し
た
。
と
も
に
二
十
代
半
ば
の
若
者
で
あ

っ
て
、
試
行
錯
誤
し
た

よ
う
だ
。
円
朝
の
人
情
噺
は
十
五
日
間
で

一
話
が
完
結
し
た
。
二
人
は
寄
席
芸

に
不
慣
れ
な
上
に
、
語
り
手
は
興
が
の
っ
て
く
る
と
早
口
に
な
る
。
十
五
日
間

欠
か
さ
ず
通

い
、
二
人
し
て
速
記
を
と
る
こ
と
に
し
、
は
じ
め
は
両
国
の
立
花

亭

で
客
に
ま
じ

っ
て
や
っ
て
み
た
が
う
ま
く

い
か
な

い
。

つ
ぎ
に
は
下
谷

の

「吹
ぬ
き
」
で
、
こ
ん
ど
は
楽
屋
で
速
記
を
と
り
、
な
ん
と
か
ま
と
め
た
。

こ
れ
が
現
在
に
刊
行
本
で
つ
た
わ
る

「牡
丹
燈
篭
」
か
ど
う
か
、
こ
れ
も
ま

た
正
確
な
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
。
速
記
者
酒
井
昇
造
に
よ
る
と
、
「報
知
新
聞

の
記
者
を
し
て
居
た
某
氏
に
頼
ん
で
旨
く
文
章
の
添
削
を
し
て
貰

っ
た
」
と
い

う
。
は
じ
め
寄
席

で
試
み
を
し
て
、
つ
ぎ
に
は
楽
屋
で
速
記
し
た
の
は
、
意
識

し
て
演
出
を
変
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
せ
い
と
も

い
う
。
芸
人
は
た
い
て
い

「録
音
」
に
よ
っ
て
芸
が
盗
ま
れ
る
の
を
嫌

っ
た
も
の
だ
。

「真
景
累
ヶ
淵
」
が
、
「
や
ま
と
新
聞
」
に
連
載
を
み
た
の
は
、
速
記
が
登
場

し
て
よ
り
十
年
ば
か
り
た

っ
て
の
こ
と
だ
。
円
朝
が
断
り
の
な
か
で

「怪
談
話

に
は
取
り
わ
け
小
相
さ
ん
が
よ
か
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
速
記
法
が
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
の
な
か
に
定
着
し
て
、
す
で
に
専
門
化
し
た
速
記
記
者
が
現
わ

れ
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
三
遊
亭
円
朝

口
述
と
並
び
、
同
じ
文
字
の
大
き

さ
で
小
相
英
太
郎
筆
記
と
銘
打

っ
て
あ

っ
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
新
メ
デ
ィ
ア
の

人
気
が
高
か

っ
た
せ
い
に
ち
が

い
な

い
。
速
記
者
が
、
さ
な
が
ら

ニ
ュ
ー
ス
の
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語
り
手
で
あ
る
キ
ャ
ス
タ
ー
の
扱
い
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。

円
朝
は
長
大
な
怪
談
噺
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
り
出
し
て
い
る
。

「今
日
よ
り
怪
談
の
お
話
を
申
上
げ
ま
す
る
が
、
怪
談
ぱ
な
し
と
申
す
は
近
来
大

き
に
廃
り
ま
し
て
、
餘
り
寄
席
で
致
す
者
も
ご
ざ

い
ま
せ
ん
…
…
」

二
十

一
歳
の
作
の

「累
ヶ
淵
後
日
怪
談
」
が
こ
ん
な
語
り
出
し
を
し
て
い
た
か

ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
き

つ
と
こ
ん
な
く
だ
り
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
。
手
も
ち

の
道
具
に
間
に
合
わ
せ
の
噺
を
く
っ
つ
け
る
の
に
精

一
杯
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

最
初

「後
日
怪
談
」
と
名
づ
け
た
の
は
、
師
匠
の
二
代
目
円
生
作
に

「累
草

紙
」
と

い
う
怪
談
噺
が
あ

っ
て
、
そ
れ
を
受
け
た
せ
い
だ
と

い
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
円
生
に
し
て
も
、
世
に
つ
た
わ
る

「累
」
の
伝
説
を
草
紙
風
に
ま
と
め
た

は
に
ゅ
う

も
の
だ

っ
た
。
下
総
国
羽
生
村
に
実
際
あ

っ
た
事
件
だ
と

い
う
が
、
村
の
女
が

別
れ
話
を
め
ぐ
る
ゴ
タ
ゴ
タ
か
ら
、
淵
に
身
を
投
げ
て
死
ん
だ
。

「名
題
を
真
景
累
ヶ
淵
と
申
し
、
下
総
国
羽
生
村
と
申
す
處
の
、
累
の
後
日
の
お

は
な
し
で
ご
ざ

い
ま
す
る
が
…
…
」

円
朝
は
創
作
に
使

っ
た
資
料
な
り
ヒ
ン
ト
は
、
さ
り
げ
な
く
で
あ
れ
、
つ
ね

に
噺
の
な
か
で
告
げ
る
こ
と
に
し
て
い
た
。
「累
ヶ
淵
」
の
場
合
、
村
の
名
を
あ

げ
て
も
円
生
作
に
つ
い
て
は
ど
こ
に
も
触
れ
て
い
な
い
。
は
じ
め
の

「後
日
怪

談
」
は
と
も
か
く
、
「真
景
累
ヶ
淵
」
が
円
生
作
と
は
ま
る
き
り
無
縁
の
と
こ
ろ

で
生
ま
れ
た
せ
い
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「幽
霊
と
云
ふ
も
の
は
無

い
、
全
く
禪
経
病
だ
と
云
ふ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
か
ら
、

怪
談
は
開
化
先
生
方
は
お
嫌
ひ
な
さ
る
事
で
ご
ざ

い
ま
す
」

こ
ん
な
箇
所
は
む
ろ
ん
、
「後
日
怪
談
」
に
は
あ
り
え
な
か

っ
た
。
寄
席

「吹

ぬ
き
」

で
そ
れ
を
こ
し
ら
え
た
の
は
安
政
六
年

(
一
八
六
〇
)
の
こ
と
で
あ

っ

て
、
「開
化
先
生
」
な
ど
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
現
わ
れ
る
の
は
文
明
開
化
で
な

く
て
は
夜
の
明
け
ぬ
世
の
中
に
な

っ
て
以
後
で
あ
る
。

円
朝
が

「開
化
先
生
」
な
ど
と
、
多
少
と
も
皮
肉

っ
ぽ
い
語
り
口
を
と

っ
た

の
は
、
舶
来
物
に
目
の
な
い
開
化
組
に
へ
だ
た
り
を
と

っ
て
い
た
か
ら
だ
。
そ

の
手
の
新
し
が
り
屋
と
き
た
ら
、
洋
物
と
な
る
と
な
ん
で
あ
れ
、
む
や
み
に
あ

り
が
た
が
る
。
江
戸
由
来
の
伝
統
を
破
れ
草
履
の
よ
う
に
捨
て
て
顧
み
な
い
。

マ
ン
ト
を
着
て
、
ざ
ん
ぎ
り
頭
に
シ
ャ
ッ
ポ
を
の
せ
て
い
さ
え
す
れ
ば
、
文
明

を
身
に
つ
け
た
と
思
っ
て
い
る
。

や
す
は
る

こ
の
点
、
三
遊
亭
円
朝
は
同
世
代
の
絵
師
小
林
清
親
や
井
上
安
治
と
似
た
よ

う
な
感
性
や
考
え
を
も

っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
清
親
は
漫
画
や
諷
刺

画
に
よ

っ
て
、
新
し
が
り
の
開
化
組
を
手
ひ
ど
く
か
ら
か

っ
た
。
井
上
安
治
は

「真
画
」
シ
リ
ー
ズ
と
題
し
て
湯
島
天
神
や
向
島
の
桜
や
根
津
神
社
を
、
特
有
の

雰
囲
気
の
な
か
で
描
き

つ
づ
け
た
。
そ
こ
に
は
鉄
道
馬
車
や
川
蒸
気
が
と
り
こ

ん
で
あ
る
が
、

一
貫
し
て
い
る
の
は
江
戸
の
感
性
で
あ
り
美
学
で
あ
る
。
新
時

代
の
風
物
を
と
り
あ
げ
て
も
、
江
戸
の
伝
統
は
ゆ
ず
ら
な
か
っ
た
。

「現
在
開
け
た
え
ら
い
方
で
、
幽
霊
は
必
ず
無
い
も
の
と
定
め
て
も
、
鼻
の
先

へ

怪
し
い
も
の
が
出
れ
ば
ア
ツ
と
い
つ
て
臀
餅
を

つ
く
の
は
、
や
つ
ば
り
神
経
が

ち些
と
怪
し
い
の
で
ご
ざ

い
ま
せ
う
」

4
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タ
イ
ト
ル
に
角
書
き
風
に
つ
け
ら
れ
た

「真
景
」
に
つ
い
て

一
つ
の
説
が
定

ま

っ
て
い
る
。
は
な
し
の
そ
も
そ
も
の
冒
頭
に
語
ら
れ
た

「神
経
」

の
書
き
換

え
と
い
う
の
だ
。
反
時
代
的
な
幽
霊
ぱ
な
し
を
す
る
に
あ
た
り
、
円
朝
は
自
ら

の
考
え
を
申
し
立
て
た
。
客
観
的
に
は
幽
霊
な
ど
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
人

間
心
理
の
な
か
に
は
存
在
す
る
と
い
う

の
だ
。

「…
人
を
殺
し
て
物
を
取
る
と
云
ふ
や
う
な
悪
事
を
す
る
者
に
は
必
ず
幽
霊
が
有

り
ま
す
る
。
是
が
即
ち
神
経
病
と
云
つ
て
、
自
分
の
幽
霊
を
背
負
つ
て
居
る
や

う
な
事
を
致
し
ま
す
」

生
き
な
が
ら
幽
霊
に
な
る
こ
と
も
あ

る
。
思
い
が
深
く
、
ま
た
執
念
に
と
り

つ
か
れ
た
り
す
る
と
、
み
ず
か
ら
が
幽
霊
と
な
る
。

「円
朝
伝
」
を
ま
と
め
た
信
夫
怒
軒
は
、
そ
の
こ
ろ
漢
学
者
だ

っ
た
。
こ
の
怒
軒

が
助
言
し
て

「神
経
」
に
あ
や
か
り

「真
景
」
を
つ
け
さ
せ
た
と

い
う
の
だ
が
、

は
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
円
朝
は
む
し
ろ
、
井
上
安
治
の

「真
画
」
シ
リ
ー

ズ
に
な
ぞ
ら
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
安
治
は
真
画
に
添

っ
て
地
名
を

つ
け

た
が
、
真
景
に
も
伝
説
で
知
ら
れ
た
累

ヶ
淵
が
付
さ
れ
て
い
る
。
円
朝
自
身
、

げ
ん

や
だ
な

若
い
こ
ろ
、
玄
冶
店
の

一
竜
斎
国
芳
門
下
に
入

っ
て
絵
師
を
志
し
た
こ
と
が
あ

る
。
新
し
い
時
代
に
逆
ら
う
よ
う
に
し
て
江
戸
情
緒
を
描
き

つ
づ
け
る
絵
師
を
、

共
鳴
の
思
い
で
見
守

っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
そ
も
そ
も
人

一
倍
、
語

り
の
言
葉
に
敏
感
だ

っ
た
創
作
家
円
朝

が
、
禪
経
こ
と

「真
景
累
ヶ
淵
」
と
い

っ
た
タ
イ
ト
ル
を
許
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
深
い
淵
の
よ
う
な
底
知
れ
ぬ
人
間
の

怨
念
を
語
っ
て
、
真
画
に
か
な
う
真
景

で
あ
れ
ば
こ
そ
、
「名
題
を
真
景
累
ヶ
淵

と
申
し
」
と
高
ら
か
に
語
り
だ
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「只
今
の
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
昔
根
津
の
七
軒
町
に
皆
川
宗
悦
と
申
す
鍼

医
が
ご
ざ
い
ま
し
て
…
…
」

齢
は
五
十
す
ぎ
、
娘
が
二
人
い
て
、
姉
の
志
賀
は
十
九
歳
、
妹
は
園
と

い
っ

て
十
七
歳
。
宗
悦
は
貯
め
こ
ん
で
き
た
小
金
を
高
利
貸
で
ま
わ
し
て
い
る
。

安
永
二
年

(
一
七
七
三
)
と
円
朝
は
こ
ま
か
い
年
号
を
述
べ
て
い
る
。
百
年

ば
か
り
前
の
こ
と
に
し
た
わ
け
だ
。
そ
の
年
も
押
し
つ
ま

っ
た
十
二
月
二
十
日

の
こ
と
、
目
の
見
え
な
い
宗
悦
が
不
自
由
な
か
ら
だ
を
ひ
き
つ
る
よ
う
に
し
て
、

雪
も
あ
い
の
夕
方
、
根
津
か
ら
小
日
向
の
旗
本
深
見
新
左
衛
門
の
と
こ
ろ
ま
で

貸
し
金
の
取
り
立
て
に
い
く
の
が
発
端
。

い
ま
に
も
雪
が
ち
ら
つ
く
よ
う
な
年
の
瀬
、
日
光
下
ろ
し
が
身
に
し
む

一
日

に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
と
も
事
件
が
起
こ
る
の
は
、
い
つ
も
歳
末
の

寒

々
し
い
季
節
で
あ
る
。
人
間
関
係
の
因
果
ば
か
り
で
な
く
、
時
間
も
ま
た
、

つ
ね
に
め
ぐ
り
く
る
季
節
の
糸
で
結
ば
れ
て
い
る
。

宗
悦
が
玄
関
で

「お
頼
み
申
し
ま
す
」
と
声
を
か
け
る
と
、
新
左
衛
門
み
ず

か
ら
が
そ
れ
に
答
え
る
。

「お
い
誰
か
取
次
が
有
り
ま
す
ぜ
、
奥
方
、
取
次
が
あ
り
ま
す
よ
」

つ
づ

い
て

「ど
う
れ
」
と
奥
方
が
出
て
く
る
。
尾
羽
打
ち
か
ら
し
て
奉
公
人
も

い
な
い
貧
乏
旗
本
の
世
帯
が
玄
関
の
や
り
と
り
だ
け
で
わ
か
る
し
く
み
。
そ
れ

に
ダ
メ
押
し
を
お
す
よ
う
に
円
朝
は
、
盲
人
の
感
覚
を
利
用
し
て
足
で
も
表
現
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し
た
。
何
か
足
に
引
っ
掛
か

っ
た
と
い
う
の
だ
。
奥
方
が
な
に
げ
な
く
答
え
た
。

[な
に
ね
畳
が
ズ
タ
ズ
タ
な
つ
て
る
か
ら
足
に
引
掛
か
る
の
だ
よ
」

「ズ
タ
ズ
タ
」
の
擬
音
が
効
果
的
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
刀
で
ズ
タ
ズ
タ
に
さ
れ
る
盲

人
の
運
命
の
予
告
で
も
あ
る
か
ら
だ
。

新
左
衛
門
が
出
て
き
た
直
後
に
、
円
朝
は
同
じ
セ
リ
フ
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に

く
り
返
さ
せ
て
い
る
。

ど

「
い
や
是
は
何
も
珍
し
い
、
よ
く
来
た
。
誠
に
久
し
く
逢
わ
な
か

つ
た
な
。
こ
の

寒
い
の
に
よ
く
尋
ね
て
く
れ
た
…
…
」

「な
か
な
か
尋
ね
る
つ
た
つ
て
容
易
で
な

い
。
よ
く
そ
れ
で
も
心
に
掛
け
て
尋
ね

て
く
れ
た
…
…
」

「宗
悦
よ
く
来
た
。
サ
ア

一
つ
」

と
酒
を
す
す
め
て
か
ら
、
ま
た

い
っ
た
。

「ま
ア
宗
悦
よ
く
来
た
な
…
…
」

借
金
の
取
り
立
て
に
き
た
相
手
に
対
し
て
、
返
す
あ
て
の
な
い
男
の
応
対
で

あ
る
。
「よ
く
来
た
」
が
く
り
返
さ
れ
る
な
か
、
そ
れ
が
し
だ
い
に
困
惑
と
、
迷

惑
と
、
懐
柔
と
、
そ
し
て
腹
立
ち
と
に
変
化
し
て
い
く
。
微
妙
な
音
声
の
変
化

を
こ
め
て
語
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。

ふ
つ
う
の
貸
し
金
は
十
五
両
三
分
の
利
子
な
の
に
、
特
別
に
十
五
両

一
分
で

用
立
て
を
し
た
。
そ
れ
を
足
か
け
三
年
、
ビ
タ

一
文
返
そ
う
と
し
な
い
。
や
り

と
り
し
て
い
る
う
ち
に
宗
悦
の
口
か
ら
運
命
の
ひ
と
こ
と
が
漏
れ
た
。
そ
れ
が

た
め
に
命
を
落
と
す
こ
と
に
な
る
ひ
と

こ
と
で
あ
っ
て
、
円
朝
は
そ
れ
を
盲
人

の

口
に
く

り

返
さ

せ

た

。

「
三
年

こ

し

に
な

つ
て
も

ま

だ

出

来

ぬ
と

云

ふ

の
は

、
餘

り

馬
鹿

々

々
し

い
…

…
」

ど

「
ヘ
エ
何
う
か
今
日
御
返
金
願
ひ
ま
す
、
馬
鹿
々
々
し
い
」

「餘
り
と
云
へ
ば
馬
鹿
々
し
い
…
…
」

と
た
ん
に
新
左
衛
門
の
手
が
刀
掛
け
に
か
か
っ
た
。
「こ
の
馬
鹿
者
め
」
と
峰

打
ち
に
し
た

つ
も
り
が
、
肩
か
ら
乳
の
あ
た
り
ま
で
ザ
ッ
ク
リ
と
斬
り
込
ん
で

い
た
。

速
記
は
忠
実
に
円
朝
の
語
り
を
文
字
に
と
ど
め
て
い
る
。
同
じ
言
葉
の
く
り

返
し
が
、
し
だ

い
に
状
況
を
あ
る

一
点
に
追
い
つ
め
て
い
く
こ
と
が
よ
く
わ
か

る
。
い
わ
ば
は
な
し
の
色
調
を
凝
縮
し
て
、
あ
わ
や
と
い
う
と
き
に
悲
劇
が
起

き
た
。

寄
席
の
聴
き
手
に
は
語
り
手
の
声
が
あ

っ
た
が
、
速
記
の
読
者
に
は
文
字
し

か
な
い
。
声
の
代
理
に
円
朝
は

一
つ
の
巧
み
な
工
夫
を
し
て
い
る
。
読
者
を
盲

人
の
位
置
に
据
え
て
、
こ
と
さ
ら
何
も
見
さ
せ
な

い
。
音
に
集
中
さ
せ
る
た
め

だ
。
つ
い
て
は
擬
音
語
を
は
さ
み
こ
む
。
わ
ざ
わ
ざ
宗
悦
に
冬
の
夕
方
、
取
り

立
て
に
出
立
さ
せ
た
の
は
、
以
後

の
経
過
を
夜
に
ま
と
め
る
た
め
だ

っ
た
ろ
う
。

鼻
を
つ
ま
ま
れ
て
も
わ
か
ら
な
い
闇
夜
で
あ
れ
ば
、
目
あ
き
に
も
何
も
見
え
な

い
。
手
さ
ぐ
り
で
こ
と
を
た
し
か
め
る
し
か
な
い
。

つ
づ

ら

葛
篭
に
詰
め
た
宗
悦

の
死
体
が
秋
葉
原
に
捨
て
ら
れ
た
。
そ
れ
を
欲
張
り
夫

婦
が
長
屋
に
か
つ
ぎ
こ
む
。
さ
ら
に
そ
れ
を
長
屋
に
く
す
ぶ
っ
て
い
た
小
悪
党

が
盗
み
だ
し
、
手
さ
ぐ
り
で
中
を
物
色
す
る
く
だ
り
。
油
紙
に
さ
わ
る
と
、
模
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様
物
の
友
禅
の
染
物
が
入

っ
て
い
て
、
雨
が
か
か
っ
て
も
大
丈
夫
の
よ
う
に
手

当
て
が
し
て
あ
る
と
考
え
た
。
欲
に
つ
ら
れ
、
「楽
し
み
そ
う
に
手
を
入
れ
る
と
、

グ
ニ
ヤ
リ
」

冷
た
く
な

っ
て
い
る
死
人
の
顔
だ
が
、
ま

っ
暗
な
の
で
わ
か
ら
な
い
。
衣
裳

の
カ
ツ
ラ
だ
と
想
像
し
た
。

「
二
度
目
に
手
を
入
れ
る
と
今
度
は
ヒ
ヤ
リ
」

聴
き
手
も
ま
た
、
へ
ん
な
も
の
に
触
れ
た
小
悪
党
の
よ
う
に

「
ウ
ハ
、
ウ
ハ
、

ウ
ハ
」
と
あ
た
ふ
た
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
れ
を
強
い
て
高
価
な
お
面
が
収
め

て
あ
る
と
思
い
直
し
た
。

一
つ
二
百
両
も
す
る
と

い
わ
れ
、
さ
ら
に
欲
心
が
強

ま

っ
た
。

「今
度
は
思
ひ
切
つ
て
手
を
突
込
む
と
グ
シ
ヤ
リ
」

「
ウ
ハ
ア
ー
」

土
間
に
と
び
下
り
、

一
目
散
に
駆
け
出
し
た
。

暗
闇
で
手
に
触
れ
る
。
そ
の
指
先
の
感
触
。
語
り
手
は
こ
の

一
点
に
集
中
し

て
い
る
。
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
の
金
襴
緞
子
と
、
現
実
に
詰
ま

っ
て
い
る
盲
人
の

死
骸
。
そ
の
か
け
ち
が

い
の
お
か
し
さ
。
話
芸
の
名
人
は
言
葉
を
節
約
し
て
、

こ
の
上
な
く
簡
明
に
構
成
し
て
い
る
。

一
年
ち
か
く
た

っ
て
、
年
の
瀬
が
近
づ
い
た
。
奥
方
が
か
ら
だ
の
不
調
を
訴

え
る
。
「キ
ヤ
キ
ヤ
さ
し
こ
み
」
が
起

こ
る
と
い
う
の
だ
。
鍼
医
を
よ
ぼ
う
と
す

る
と
、
お
り
よ
く
ピ
ー
と
按
摩
の
笛
が
し
た
。
鍼
を
し
た
と
こ
ろ
、
み
ぞ
お
ち

が
た
だ
れ
、
や
が
て
そ
こ
か
ら

「ジ
ク
ジ
ク
と
水
が
出
る
」
。

十
二
月
二
十
日
の
夜
、
ま
た
も
や
ピ
ー
ピ
ー
と
笛
の
音
が
し
た
の
で
よ
び
込

ん
で
み
る
と
、
按
摩
な
が
ら
鍼
が
で
き
な
い
。
揉
む
だ
け
だ
と
い
う
。
た
め
し

に
揉
ま
し
た
ら
、
む
や
み
に
痛

い
。
苦
情
を
い
う
と
、
按
摩
が
答
え
た
。
こ
れ

し
き
の
こ
と
は
痛
い
と
申
さ
れ
ま

い
。

か

「貴
方
の
お
脇
差
で
こ
の
左
の
肩
か
ら
乳
の
處
ま
で
斯
う
斬
下
げ
ら
れ
ま
し
た
時

の
苦
し
み
は
こ
ん
な
事
で
は
有
り
ま
せ
ん
か
与
ナ
」

新
左
衛
門
が
ギ
ョ
ッ
と
し
て
振
り
返
る
と
、
骨
と
皮
ば
か
り
に
痩
せ
た
盲
人

宗
悦
が
恨
め
し
そ
う
に
目
を
み
ひ
ら
い
て
す
わ

っ
て
い
る
。
お
も
わ
ず

一
刀
を

と

っ
て
斬
り
つ
け
た
と
こ
ろ
、
宗
悦
に
は
あ
ら
ず
、
奥
方
が
肩
か
ら
乳
ま
で
斬

り
下
げ
ら
れ
て
、
の
た
う

っ
て
い
た
。
二
本
の
糸
を
結
ん
だ
よ
う
に
、
き
ち
ん

と
因
果
が
そ
ろ
え
て
あ
る
。

新
左
衛
門
が
切
腹
し
て
、
お
家
は
改
易
。

長
子
新
五
郎
は
谷
中
七
面
下
の
質
屋

へ
奉
公
に
出
る
。
そ
こ
に
宗
悦

の
娘
の

園
が
下
働
き
の
女
中
と
し
て
働

い
て
い
た
。
新
五
郎
が
思
い
を
か
け
る
が
、
お

園
は

一
向
に
応
じ
て
く
れ
な
い
。
行
燈
の
下
で
お
園
が
針
仕
事
を
し
て
い
る
と

こ
ろ
に
、
酒
に
酔

っ
た
新
五
郎
が
来
あ
わ
せ
、
か
た
わ
ら
に
す
わ
り
こ
ん
だ
と

き
の
お
園
の
セ
リ
フ
。
こ
こ
に
も
、
く
り
返
し
の
技
法
が
効
果
的
に
使
わ
れ
て

い
な

い
だ
ろ
う
か
。

や
す

あ

っ
ち

「…
早
く
お
店
に
行

つ
て
お
寝
み
な
さ
い
…
…

彼
方

へ
行

つ
て
お
呉
ん
な
さ
い

…
…

早
く
お
出
で
よ
…
…

お
店
へ
お
出
で
な
さ
い
…
…

彼
方

へ
お
出
な

7
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さ
い
よ
…
…

早
く
お
出
で
な
さ
い
よ
…
…

行
つ
て
下
さ
い
よ
」

新
左
衛
門
の
次
子
新
吉
は
齢
ま
わ
り

が
母
親
の
よ
う
な
宗
悦

の
長
女
の
豊
志

賀
と
い
い
仲
に
な
る
。
そ
の
う
ち
同
じ
町
内

の
小
間
物
商
羽
生
屋
の
娘
お
久
が

好
き
に
な
り
、
豊
志
賀
が
嫉
妬
す
る
。
す
る
と
妙
な
こ
と
が
起
き
た
。
豊
志
賀

の
目
の
下
に
ポ
ツ
リ
と
腫
物
が
で
き
、
そ
れ
が
し
だ
い
に
は
れ
上
が
っ
た
と
お

も
う
と
、
や
が
て
た
だ
れ
て

「膿
が
ジ
ク
ジ
ク
」
し
み
出
し
て
く
る
。

つ
い
で
な
が
ら
円
朝
の
同
時
代
に
も
、
医
学
が
手
術
の
成
功
を
誇

っ
て
い
た

ら
し
い
。
ひ
と
こ
と
皮
肉
を
差
し
は
さ
ん
で
い
る
。

「只
今
な
ら
佐
藤
先
生
の
處

へ
行
け
ば
、
切
断
し
て
毒
を
取
つ
て
跡
は
他
人
の
肉

で
継
合
は
せ
る
と
云
ふ
、
飴
細
工
の
様
な
事
も
出
来
る
か
ら
造
作
は
な
い
が
…
」

当
時
す
で
に
人
体
再
生
の

「飴
細
工
」
が
登
場
し
て
い
た
。

傷
口
が
膿
み
、
た
だ
れ
、
水
気
が
ジ
ク
ジ
ク
出
る
と
こ
ろ
は
、
新
吉
の
母
親

の
場
合
と
同
様
だ
。
さ
ら
に
長
子
の
奉
公
先
が
下
総
屋
、
次
子
の
恋
人
の
家
が

羽
生
屋
。
見
え
な
い
糸
で
引
く
よ
う
に
し
て
、
物
語
は

「累
」
伝
説
の
故
里
、

下
総
国
羽
生
村

へ
と
導
か
れ
て
い
く
。

新
吉
と
お
久
が
手
に
手
を
と

っ
て
下
総

へ
駈
け
落
ち
を
す
る
少
し
前
だ
が
、

夜
道
で
ば

っ
た
り
二
人
が
出
会

っ
た
。
円
朝
は
新
吉
に
、
ど
ん
な
言
葉
を
使
わ

せ
て
い
る
だ
ろ
う
?

「お
久
さ
ん
何
處

へ
」

お
久
が
買
物
に
行
く
と
こ
ろ
だ
と
答
え
、
二
人
は
し
ば
ら
く
立
ち
ば
な
し
を
す

る
。

「お
久
さ
ん
何
處

へ
」

新
吉
が
誘
い
こ
ん
で
、
わ
け
あ
り
な
男
女
用
の
鮨
屋
の
二
階
に
し
け
こ
ん
だ
。

娘
と
さ
し
向
か
い
に
な

っ
て
か
ら
も
新
吉
が
い
う
。

「お
久
さ
ん
何
處

へ
」

そ
の
あ
と
新
吉
が
、
た
と
え
豊
志
賀
が
の
た
れ
死
し
よ
う
と
、
お
久
と
逃
げ

る
ほ
う
が
い
い
と

い
っ
た
と
き
、
き
れ
い
な
娘
の
顔
の
目
の
下
に
ポ
ツ
リ
と

一

つ
腫
物
が
吹
き
出
し
た
か
と
思
う
と
、
み
る
ま
に
紫
色
に
は
れ
あ
が

っ
た
。
不

思
議
が
起
こ
る

一
瞬
前
の

「
お
久
さ
ん
何
處

へ
」
の
く
り
返
し
。
つ
ぎ
の
異
変

の
伏
線
に
な

っ
て
い
る
。
ナ
ン
セ
ン
ス
な
セ
リ
フ
の
く
り
返
し
が
感
性
に
及
ん

で
、
不
安
が
ま
と
い
つ
く
よ
う
に
高
ま

っ
て
い
く
。

あ

っ
ち

長
子
の
新
五
郎
は
好
き
な
女
か
ら

「彼
方

へ
お
出
で
よ
」
と
七
度
に
わ
た

っ

て
い
わ
れ
た
。
次
子
の
場
合
、
当
人
が
好
い
た
女
に

「
お
久
さ
ん
何
處

へ
」
を

く
り
返
す
。
円
朝
は
微
妙
な
変
化
を
ま
じ
え
な
が
ら
、
言
語
以
前
の
記
憶
と
い

っ
た
も
の
に
訴
え
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
因
縁
の
糸
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
ス
ト

ー
リ
ィ
に
あ
る
の
で
は
な

い
。
そ
の
筋
立
て
は
、
し
ょ
せ
ん
は
た
あ
い
な
い
偶

然
の

一
致
と

い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
円
朝
の
怪
談
噺
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
大

き
な
要
素
は
、
む
し
ろ
言
語
的
因
果
の
つ
な
が
り
に
こ
そ
あ
る
。
反
復
、
く
り

返
し
、
ナ
ン
セ
ン
ス
の
効
用
が
、
こ
の
上
な
く
効
果
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。
聴

き
手
を
、
ひ
い
て
は
読
み
手
を
言
葉
の
網
の
目
に
と
ら
え
、
ギ
リ
ギ
リ
と
し
ぼ

り
上
げ
て
い
く
。

「累
ヶ
淵
」
は
、
ま
だ
ま
だ
長
い
。
こ
の
あ
と
、
新
吉
が
お
久
を
連
れ
て
下
総
の

8
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羽
生
村
に
や

っ
て
く
る
が
、
豊
志
賀

の
亡
霊
に

た
ぶ
ら
か
さ
れ
、
鬼
怒
川
堤
で
お
久
を
殺
す
。

つ
づ
い
て
土
地
の
ゴ
ロ
ッ
キ
、
土
手

の
甚
蔵
と

の
か
か
わ
り
合
い
と
、
そ
の
小
悪
人
を
殺
す
ま

で
。そ

の
あ
と
も
さ
ら
に
長
々
と
つ
づ
く

の
だ
が
、

い
る
る

こ
よ
な
く
円
朝
を
愛
し
た
演
芸
作
家

正
岡
容
が

述
べ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
、
「累
ヶ
淵
」
の
鑑

賞
す
べ
き
は
宗
悦
殺
し
か
ら
凄
艶
な
豊
志
賀
の

死
ま
で
。
寄
席
の
大
入
り
の
ま
ま
に
後
半
部
を

つ
く

っ
た
が
、
そ
れ
は
、
ま
あ
、
名

人
上
手
の

ご
愛
嬌
。

円
朝
の
速
記
文
体
が
、
わ
が
国
の
小
説
に
及
ん
で
、
大
き
く
口
語
体
を
発
展

さ
せ
た
。
二
葉
亭
四
迷
や
山
田
美
妙
が
、
お
そ
る
お
そ
る
と
い
う
ふ
う
に
言
文

一
致
を
試
み
は
じ
め
た
こ
ろ
、
寄
席

の
舞
台
で
は
と

っ
く
の
昔
に
精
妙
な
日
本

語
の
近
代
化
が
実
現
し
て
い
た
。

言
葉
の
形
、
音
の
ひ
び
き
、
色
感
、

「ネ
ン
バ
リ
ネ
ン
バ
リ
」
と
い
っ
た
感
触

ま
で
含
み
こ
ま
せ
た
点
で
、
三
遊
亭
円
朝
は
高
座
の
詩
人
と
い
っ
て
よ
か

っ
た

だ
ろ
う
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
の
人
が
言
葉
に
よ
っ
て
文
字
ど
お
り

「生
き
て
」

い
た
か
ら
だ
。
道
具
噺
の
小
道
具
を
捨
て
て
素
噺
に
転
じ
て
か
ら
は
、
ち

ょ
う

「三遊亭 円朝像 」新潮 日本美術文庫31

『鏑木清 ノi』(新潮社1997)よ り

 

ど
小
道
具
に
し
た
よ
う
に
、
言
葉
に
工
夫
を
加
え
、
不
断
に
手
入
れ
し
、
磨
き

あ
げ
、
使

い
慣
ら
し
た
。
そ
れ
は
円
朝
個
人
の
感
性
の
所
産
で
あ

っ
た
と
同
時

に
、
江
戸
の
市
民
精
神
を
色
こ
く
も

っ
た
市
井
人
と
、
そ
れ
を
教
育
し
た
文
明

の
感
性
で
も
あ

っ
た
は
ず
だ
。
そ
の
成
熟
が
、
こ
ざ
か
し
い
文
学
者

の
思
い
も

よ
ら
ぬ
表
現
の
奇
蹟
を
実
現
し
た
。

*

画
家
鏑
木
清
方
が
、
円
朝
が
速
記
で
デ
ビ

ユ
ー
し
た

「
や
ま
と
新
聞
」
創
刊
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者
の
息
子
で
あ
る
こ
と
は
、
先
に
述

べ
た
。
そ
の
清
方
に

「三
遊
亭
円
朝
像
」

が
あ
る
。
痩
せ
た
大
柄
な
か
ら
だ
つ
き

で
面
長
、
両
手
で
捧
げ
る
よ
う
に
湯
呑

み
茶
碗
を
も
ち
、
や
や
上
目
づ
か
い
の
眼
差
し
。
黒
の
羽
織
に
格
子
縞
の
着
物

を
き
て
、
座
ぶ
と
ん
の
前
に
扇
子
、
右

に
懐
紙
入
れ
を
ピ
タ
リ
と
据
え
、
左
手

に
燭
台
と
太
目
の
ロ
ー
ソ
ク
。
い
ま

つ
け
た
ば
か
り
ら
し
く
、
白
い
ロ
ー
ソ
ク

が
す

っ
く
と
の
び
、
や
わ
ら
か
な
炎
を
上
げ
て
い
る
。

む
か
し
の
噺
家
は
、
は
な
し
を
は
じ
め
る
前
に

一
定
の
作
法
を
も

っ
て
い
た
。

高
座
に
出
て
く
る
と
、
ま
ず
前
に
扇
子
、
か
た
わ
ら
に
懐
紙
や
手
拭
い
を
置
い

さ

ゆ

て
か
ら
、
自
分
で
燭
台
の
ロ
ー
ソ
ク

に
火
を

つ
け
る
。

つ
ぎ
に
白
湯
を
飲
む
。

ひ
と
口
ず
つ
す
す
る
よ
う
に
ゆ
っ
く
り
と
飲
ん
だ
。
飲
み
な
が
ら
ジ
ロ
リ
と
客

席
を
み
つ
め
る
。
そ
の
間
、
ひ
と
こ
と
も
し
ゃ
べ
ら
な
い
。
気
合
い
が
の
っ
た

と
こ
ろ
で
、
や
お
ら
ゴ
ホ
ン
と
咳
払
い
を
し
て
か
ら
、
よ
う
や
く
は
な
し
に
と

り
か
か
っ
た
。

清
方
は
回
想
の
な
か
で
円
朝
の
容
貌
を

「東
大
寺
戒
壇
院
の
四
天
王
の
塑
像

な
ど
に
見
る
よ
う
な
、
彫
り
深
い
異
相
」
だ

っ
た
と
の
べ
て
い
る
が
、
そ
の

「円
朝
像
」
が
特
徴
を
よ
く
写
し
と
っ
て
い
る
。
か
た
く
結
ん
だ
口
と
鋭
い
眼
光
、

な
に
げ
な
い
姿
勢
の
な
か
に
、
は
な
し
に
と
り
か
か
る
前
の
張
り

つ
め
た
よ
う

な
緊
張
感
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。

清
方
は
ま
た

「銀
座
金
沢
亭
」
と
題
し
た
寄
席
風
景
も
描
い
て
い
る
。
明
治

初
年
に
は
東
京
府
下
に

一
七
六
軒
の
寄
席
が
あ

っ
た
と
い
う
が
、
そ
の
な
か
で

も
銀
座
の
金
沢
亭
は
、
両
国
の
橘
亭
や
日
本
橋

・
井
上
亭
な
ど
と
並
び
名
の
通

「銀座 金沢亭」新潮 日本美術 文庫31『 鏑木清 方』(新潮社1997)よ り
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っ
た
寄
席
だ

っ
た
。
同
じ
く
清
方
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
「銀
座
裏
、
東
仲
通
を
新

橋
の
方
か
ら
来
る
と
突
当
り
に
な
る
と
こ
ろ
」
に
あ

っ
て
、
二
階
が
寄
席
、
桟

敷
は
な
く
、
表
の
通
り
に
肘
か
け
窓
が

つ
い
て
い
た
。

清
方
の

「銀
座
金
沢
亭
」
は
、
中
入
り
の
ひ
と
と
き
ら
し
い
。
お
茶
子
が
盆

に
急
須
と
茶
碗
を
の
せ
て
客
の
あ
い
だ
を
ま
わ
っ
て
い
る
。
定
連
ら
し
い
の
が

顔
を
見
合
わ
せ
て
お
し
ゃ
べ
り
し
て
い
る
。
子
供
が
肘
か
け
窓
に
背
の
び
し
て

外
を
な
が
め
て
い
る
。
軒
か
ら
小
屋
根

つ
き
の
看
板
が
下
が

っ
て
い
て
、
正
面

に

「大
入
り
」
、
わ
き
に
勘
亭
流
に
似
た
書
体
で
太
い
文
字
が
見
え
る
。

人
情
ぱ
な
し

三
遊
亭
圓
朝

當
十
月
十
六
日
ヨ
リ

天
井
か
ら
下
が

っ
た
釣
り
ラ
ン
プ
に
小
さ
な
明
か
り
が
と
も

っ
て
い
る
。

明
治
二
十
八
年

(
一
八
九
五
)
、
鏑
木
清
方
は
円
朝
の
お
伴
を
し
て
旅
に
出
た
。

と
き
に
円
朝
五
十
六
歳
、
清
方
は
画
家

の
卵
で
十
七
歳
。
円
朝
は
自
作
の
舞
台

は
い
つ
も
丹
念
に
歩
い
て
い
た
。
こ
の
と
き
は
足
利
か
ら
佐
野
、
田
沼
、
栃
木

を
め
ぐ
る
十
日
間
の
草
わ
ら
じ
だ
っ
た
。
清
方
随
筆
の

一
つ

「円
朝
と
野
州
の

旅
を
し
た
話
」
に
う
か
が
え
る
が
、
十
七
歳
の
青
年
は
燃
え
る
よ
う
な
好
奇
心

を
も

っ
て

「お
っ
師
匠
さ
ん
」
の

一
挙
手

一
投
足
を
見
て
い
た
よ
う
だ
。

宿
に
着
く
と
、
円
朝
は
き

っ
と
按
摩
を
呼
ん
だ
。
按
摩
は
そ
の
土
地
の
情
報

通
で
あ

っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
1

そ
れ
も
ひ
そ
か
に
さ
さ
や
か
れ
て
い

る

よ
う

な

ウ

ラ
情

報

を

よ

く

知

っ
て

い
る
。

道

中

に
あ

っ
て
は

、

さ

ほ

ど

く
た
び
れ
て
い
な
く
て
も
掛
け
茶
屋
に
入
り
こ
み
、
渋
茶
を
す
す
り
な
が
ら
茶

店

の
親
父
の
相
手
を
す
る
。
は
な
し
の
名
人
が
と
び
き
り
の
聞
き
上
手
で
あ
る

こ
と
に
清
方
は
気
が
つ
い
た
。

宿
に
入
る
と
夕
食
の
あ
と
、
円
朝
は
必
ず
ラ
ン
プ
の
下
で
ノ
ー
ト
を
と

っ
た
。

か
た
わ
ら
で
清
方
は
見
よ
う
見
ま
ね
の
書
き
入
れ
を
し
た
り
、
昼
間
の
写
生
の

手
直
し
を
し
た
。
古
き
良
き
明
治
の
世
相
を

一
点
に
煮

つ
め
た
よ
う
な
、
「銀
座

金
沢
亭
」
や
、
近
代
肖
像
画
の
代
表
作
に
数
え
ら
れ
る

「三
遊
亭
円
朝
像
」
を

描

い
て
い
た
と
き
、
清
方
は
さ
ぞ
か
し
、
若
い
自
分
に
言
わ
ず
語
ら
ず
の
う
ち

に
創
作
の
秘
訣
を
手
ほ
ど
き
し
て
く
れ
た
人
の
こ
と
を
、
深
い
想
い
と
と
も
に

思
い
返
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
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