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一

　
『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
は
、
貞
享
二
（
一
八
六
五
）
年
正
月
に
刊
行
さ
れ
た
、

大
本
五
巻
五
冊
、
計
三
十
五
話
か
ら
成
る
西
鶴
の
短
編
集
で
あ
る
。
外
題
は

「
絵入

西
鶴
諸
国
ば
な
し
」
で
あ
る
が
、
各
巻
の
目
録
題
に
は
「
近
年
諸
国
咄

大
下
馬
」

と
あ
る
。「
大
下
馬
」
と
は
江
戸
城
大
手
門
の
下
馬
場
の
意
で
あ
る
。
た
だ
し
、

作
者
は
作
品
中
で
意
味
の
説
明
は
行
っ
て
い
な
い
。
恐
ら
く
、「
大
下
馬
」
の

よ
う
に
人
を
留
め
て
話
を
聞
い
た
と
い
う
意
味
を
込
め
た
の
だ
ろ
う
。

　

か
つ
て
、『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
は
怪
異
説
話
集
と
捉
え
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ

た
。
後
藤
興
善
氏
は
「「
古
今
著
聞
集
」
と
西
鶴
の
説
話
」（『
西
鶴
研
究
』
第

貳
册
、
昭
和
十
七
年
十
二
月
）
の
中
で
、『
諸
国
ば
な
し
』
と
『
古
今
著
聞
集
』

と
の
関
連
を
強
調
し
て
い
る
。
野
田
寿
雄
氏
は
『
古
典
と
そ
の
時
代
Ⅷ　

西

鶴
』（
三
一
書
房
、
昭
和
三
十
三
年
）
で
、『
伽
婢
子
』
と
そ
の
他
仮
名
草
子
の

怪
談
説
話
集
に
倣
っ
て
書
か
れ
た
説
話
集
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
研
究
の
流
れ
を
受
け
て
、
岸
得
蔵
氏
は
『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』

が
多
く
の
素
材
や
典
拠
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
岸
氏
は
「『
西
鶴

諸
国
は
な
し
』
考
─
そ
の
出
生
を
た
ず
ね
て
─
」（『
仮
名
草
子
と
西
鶴
』
成
文

堂
、
昭
和
四
十
九
年
。
初
出
『
国
語
国
文
』
昭
和
三
十
二
年
四
月
）
で
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
は
、
内
題
に
「
近
年
諸
国
咄　

大
下
馬

0

0

0

」、
序
の
は

じ
め
に
「
世
間
の
広
き
事
国
〴
〵
を
見
め
ぐ
り
て
は
な
し
の
種
を
も
と
め

ぬ
」
と
記
す
。「
大
下
馬

0

0

0

」
が
果
し
て
『
宇
治
大
納
言
物
語
』
の
成
立
に

倣
い
て
の
銘
な
ら
ば
、『
諸
国
は
な
し
』
の
取
材
法
は
、
内
題
と
序
の
冒

頭
に
端
的
で
あ
る
。
旅
人
を
と
ど
め
て
咄
を
求
め
、
あ
る
い
は
自
己
を
旅

せ
し
め
て
種
を
拾
っ
た
の
で
あ
る
。
約
せ
ば
見
聞

0

0

の
二
字
に
尽
き
る
。
勿

論
そ
う
し
た
単
一
な
公
式
で
『
諸
国
は
な
し
』
が
割
り
き
れ
る
わ
け
で
は

決
し
て
な
い
。
し
か
し
研
究
の
視
点
は
、『
剪
燈
新
話
』『
伽
婢
子
』
等
、

先
行
す
る
内
外
の
典
籍
と
の
比
較
研
究
を
試
み
る
以
前
に
、
先
ず
こ
こ
に

定
め
る
の
が
、
作
者
の
言
に
忠
実
で
あ
り
、
且
つ
至
当
と
言
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。

　

岸
氏
は
他
の
作
品
と
の
比
較
で
は
な
く
、
原
拠
を
重
視
す
る
べ
き
だ
と
考
え

た
の
で
あ
る
。
岸
氏
以
降
、
典
拠
論
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の

中
か
ら
作
者
の
創
造
性
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、

冨
士
昭
雄
氏
「『
諸
国
は
な
し
』
の
方
法
」（『
西
鶴
と
仮
名
草
子
』
笠
間
書
院
、

平
成
二
十
三
年
。
初
出
「
西
鶴
諸
国
は
な
し
」『
国
文
学 

解
釈
と
鑑
賞
』
三
十

四
巻
十
一
号
、
昭
和
四
十
四
年
十
月
）
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
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『
諸
国
は
な
し
』
に
は
笑
話
的
要
素
が
濃
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
ご
と

く
で
あ
り
、
怪
異
小
説
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
笑
話
文
学
と
し
て
の
面

か
ら
も
座
標
を
定
め
直
す
べ
き
で
、
広
く
説
話
文
学
の
系
譜
の
中
で
そ
の

特
異
性
を
論
ず
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。（
中
略
）『
諸
国
は
な
し
』
は
「
大

下
馬
」
と
題
し
た
と
こ
ろ
か
ら
西
鶴
の
独
自
性
が
始
ま
る
。
怪
異
説
話
に

笑
話
を
加
え
た
素
朴
な
外
見
に
、
現
実
社
会
の
人
間
達
に
、
鋭
い
時
に
は

冷
徹
な
ま
で
の
洞
察
の
眼
を
注
い
だ
内
容
を
あ
わ
せ
て
、
雅
趣
溢
れ
る
文

体
で
描
き
切
る
西
鶴
の
魅
力
は
語
り
尽
く
せ
ぬ
も
の
が
あ
る
。

　

笑
話
要
素
に
加
え
て
、
西
鶴
の
冷
静
な
観
察
眼
が
光
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
江
本
裕
氏
は
、「『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
と
伝
承
」（『
西
鶴
研
究
─
小

説
篇
─
』
新
典
社
、
平
成
十
七
年
。
初
出
『
伝
承
文
学
研
究
』
第
十
七
号
、
昭

和
五
十
年
三
月
）
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

『
諸
国
は
な
し
』
に
お
い
て
作
者
西
鶴
は
、
自
己
の
作
品
の
場
所
を
始
め

と
し
て
、
細
か
な
こ
と
に
ま
で
充
分
の
配
慮
を
し
、
そ
れ
を
、
読
者
を
も

参
加
す
る
こ
と
の
で
き
る
共
通
の
場
と
し
た
。
同
時
に
、
そ
の
場
を
作
者

独
自
の
世
界
へ
飛
翔
す
る
契
機
と
し
、
今
ま
で
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
ユ

ニ
ー
ク
な
作
品
に
形
象
し
た
。（
中
略
）
西
鶴
の
作
品
を
検
討
す
る
に
は
、

概
括
的
な
規
定
を
す
る
前
に
、
個
々
の
作
品
の
あ
り
よ
う
を
更
に
細
か
く

検
証
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

西
鶴
は
作
品
を
作
者
と
読
者
の
共
通
の
場
と
し
た
う
え
で
、
独
自
の
世
界
観

を
注
入
し
た
と
い
う
。
加
え
て
、『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
の
研
究
に
際
し
て
は
、

全
体
を
見
る
前
に
個
々
の
作
品
に
焦
点
を
あ
て
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。

　

井
上
敏
幸
氏
「『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
攷
─
仙
郷
譚
と
武
家
物
─
」（『
国
語

国
文
』
昭
和
四
十
二
年
十
月
）
も
、
典
拠
の
指
摘
か
ら
西
鶴
の
創
作
方
法
に
言

い
及
ぶ
。

こ
の
手
法
、
い
い
か
え
れ
ば
、
原
拠
の
説
話
の
型
の
み
と
り
出
し
、
そ
の

型
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
自
在
に
自
己
の
世
界
を
創
出
す
る
と
い
う
手

法
は
、『
諸
国
ば
な
し
』
一
篇
を
貫
く
基
本
的
手
法
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ

い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。（
中
略
）
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
原
拠
離
れ
の

手
法
の
中
に
西
鶴
の
創
作
意
識
が
伺
え
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な

い
。

　

西
鶴
は
原
拠
の
型
を
採
用
し
な
が
ら
も
、
典
拠
か
ら
距
離
を
と
り
た
が
っ
た

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
西
鶴
は
読
者
周
知
の
素
材
を
用
い
、
先
行
の
笑
話
本
が

啓
蒙
・
教
訓
と
し
て
使
用
し
た
典
拠
を
、
一
般
的
常
識
と
し
て
踏
ま
え
て
創
作

を
行
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

以
上
の
研
究
史
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
本
稿
で
は
二
話
を
取
り
上
げ
て
主
題
を
考

察
し
、『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
の
性
格
を
論
じ
た
い
。

　
　
　

二

　

ま
ず
、
巻
三
の
五
「
行
末
の
宝
舟
」
を
見
て
い
き
た
い
。「
行
末
の
宝
舟
」

は
信
濃
国
で
起
き
た
不
思
議
な
話
で
あ
り
、「
人
間
程
、
物
の
あ
ぶ
な
き
事
を
、

か
ま
は
ぬ
も
の
な
し
」
と
い
う
一
文
か
ら
物
語
は
始
ま
る
。

　

信
濃
の
国
に
暴
れ
者
の
根
引
の
勘
内
と
い
う
者
が
い
た
。
あ
る
日
、
勘
内
が

人
々
の
忠
告
も
聞
か
ず
氷
っ
た
湖
を
渡
っ
た
と
こ
ろ
、
氷
が
溶
け
て
勘
内
は
溺

れ
沈
ん
で
し
ま
っ
た
。

　

同
じ
年
の
七
月
七
日
の
暮
れ
に
、
湖
か
ら
大
勢
の
見
慣
れ
な
い
人
を
乗
せ
た

光
り
輝
く
船
が
現
れ
た
。
高
い
玉
座
に
は
死
ん
だ
は
ず
の
勘
内
が
、
昔
と
は
比

べ
物
に
な
ら
な
い
立
派
な
姿
で
座
っ
て
い
た
。
勘
内
は
昔
使
わ
れ
た
親
方
の
も

と
へ
行
き
、
湖
で
溺
れ
た
後
竜
宮
の
都
に
流
れ
着
い
た
こ
と
、
都
で
大
王
の
買
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い
物
係
と
し
て
金
銀
を
自
由
に
使
っ
て
い
る
こ
と
を
話
し
た
。
ま
た
、
彼
は
竜

宮
の
素
晴
ら
し
さ
を
語
り
、
陸
地
に
戻
っ
て
き
た
の
は
盆
祝
い
の
買
い
物
が
理

由
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
た
。

　

勘
内
の
話
に
目
が
眩
ん
だ
者
た
ち
は
竜
宮
行
き
を
望
み
、
親
方
を
含
む
七
人

が
勘
内
と
共
に
竜
宮
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
船
に
乗
り
込
む
際
、
突
然
一
人

が
分
別
し
て
乗
船
を
断
っ
た
が
、
残
り
の
者
は
船
と
一
緒
に
沈
ん
で
し
ま
っ

た
。

　

そ
の
後
、
十
年
余
り
が
過
ぎ
て
も
、
誰
も
湖
か
ら
帰
っ
て
は
こ
な
か
っ
た
。

一
方
、
行
か
な
か
っ
た
一
人
は
長
生
き
を
し
た
と
い
う
の
が
あ
ら
す
じ
で
あ

る
。

　
「
行
末
の
宝
舟
」
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
数
々
の
典
拠
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
以
下
は
、
典
拠
の
一
つ
と
し
て
『
伽
婢
子
』「
竜
宮
の
上
棟
」

を
提
唱
す
る
堤
精
二
氏
の
「「
近
年
諸
国
咄
」
の
成
立
過
程
」（『
近
世
小
説 

研

究
と
資
料
』
至
文
堂
、
昭
和
三
十
八
年
）
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
西
鶴
の
小
説
技
法
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、「
近
年
諸
国
咄
」

成
立
の
契
機
と
し
て
「
伽
婢
子
」
が
重
要
な
位
置
を
し
め
る
事
を
「
雲
中

の
腕
押
」「
面
影
の
焼
残
」「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
の
三
話
を
例
と
し

て
述
べ
て
き
た
。（
中
略
）そ
の
ほ
か
に
も
「
近
年
諸
国
咄
」
巻
三
の
五
「
行

末
の
宝
舟
」
が
「
伽
婢
子
」
巻
一
の
一
「
竜
宮
の
上
棟
」
と
の
間
に
関
係

が
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

こ
こ
で
、「
竜
宮
の
上
棟
」
の
あ
ら
す
じ
を
簡
単
に
説
明
す
る
。
永
正
年
中

に
、
江
州
勢
多
の
橋
付
近
に
住
む
真
上
阿
秖
奈
と
い
う
者
が
い
た
。
あ
る
日
の

夕
暮
れ
、
彼
の
も
と
に
竜
宮
の
使
者
が
訪
れ
、
真
上
は
一
緒
に
竜
宮
に
行
く
こ

と
に
な
っ
た
。
彼
が
竜
王
に
謁
見
す
る
と
、
竜
王
は
新
し
い
宮
殿
の
棟
上
げ
を

祝
う
文
を
書
い
て
ほ
し
い
と
真
上
に
頼
ん
だ
。
真
上
が
書
き
上
げ
る
と
、
竜
王

は
大
喜
び
し
て
盛
大
な
宴
を
催
し
た
。
作
中
で
は
主
に
、
竜
宮
世
界
の
様
子
や

地
上
世
界
と
異
な
る
人
々
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
堤
氏
説
を
前
提
と
し
た
上
で
考
察
を
深
め
る
こ
と
に
す
る
。
ま

ず
、
典
拠
と
さ
れ
る
「
竜
宮
の
上
棟
」
と
「
行
末
の
宝
舟
」
を
比
較
す
る
。「
行

末
の
宝
舟
」
に
は
「
竜
宮
の
上
棟
」
と
近
似
す
る
箇
所
が
存
在
す
る
。
以
下
に

「
竜
宮
の
上
棟
」
と
「
行
末
の
宝
舟
」
で
類
似
す
る
箇
所
を
そ
れ
ぞ
れ
引
用
し

た
い
。

「
竜
宮
の
上
棟
」

し
ば
し
の
あ
ひ
だ
に
宮
門
に
い
た
り
、
馬
よ
り
お
り
て
立
た
り
。
門
を
ま

も
る
も
の
共
は
、
蝦
魚
の
か
し
ら
、
螃
蟹
の
甲
、
辛
螺
・
貝
蛤
の
殻
に
似

た
る
甲
の
緒
を
し
め
、
鑓
・
長
刀
を
立
な
ら
べ
、
き
び
し
く
番
を
つ
と
む

る
。
真
上
を
見
て
み
な
ひ
ざ
ま
づ
き
、
頭
を
地
に
つ
け
て
う
や
ま
ひ
つ
ゝ

し
め
り
。

「
行
末
の
宝
舟
」

め
し
つ
れ
し
者
ど
も
、
何
と
や
ら
磯
く
さ
く
、
か
し
ら
魚
の
尾
な
る
も
あ

り
、
螺
の
や
う
な
る
も
有
。
万
の
買
物
を
も
た
せ
出
行
時

　

引
用
部
分
は
、「
竜
宮
の
上
棟
」
で
は
真
上
の
見
た
竜
宮
の
守
衛
の
描
写
で

あ
り
、「
行
末
の
宝
舟
」
で
は
勘
内
が
引
き
連
れ
た
手
下
の
描
写
で
あ
る
。
ど

ち
ら
も
人
間
と
は
違
う
異
形
の
者
た
ち
で
あ
る
。
竜
宮
世
界
の
描
写
か
ら
、
竜

宮
世
界
が
異
世
界
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
分
か
る
。

　

次
に
、
目
録
見
出
し
の
題
名
下
の
「
無
分
別
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
考
え
る
。

こ
れ
に
関
し
て
、
井
上
敏
幸
氏
は
「
西
鶴
文
学
の
世
界
─
中
国
文
学
と
の
か
か

わ
り
」（『
講
座
日
本
文
学 

国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
別
冊
』
昭
和
五
十
三
年
一
月
）

で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
私
は
、「
行
末
の
宝
舟
」
一
篇
の
主
題
は
、「
紫
女
」
に
お
け
る
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「
夢
人
」
と
同
様
に
、
目
録
見
出
し
の
「
無
分
別
」
で
あ
っ
た
よ
う
に
思

う
。「
無
分
別
」
は
、
お
そ
ら
く
根
引
の
勘
内
の
口
車
に
の
せ
ら
れ
た
親

方
以
下
六
人
の
行
為
に
対
し
て
い
わ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
は
冒
頭
の
一
句

「
人
間
程
物
の
あ
ぶ
な
き
事
を
か
ま
わ
ぬ
も
の
な
し
」
の
教
訓
的
訓
示
と

一
致
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
見
無
分
別
も
の
は
主
人
公
根
引
の
勘
内

の
ご
と
く
で
あ
る
が
（
中
略
）
人
の
制
止
を
も
き
か
ず
氷
上
を
渡
ろ
う
と

し
て
死
ん
だ
勘
内
は
、
も
と
も
と
「
哀
と
申
は
て
ぬ
」
の
一
言
で
片
付
け

ら
れ
る
人
物
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
一
篇
の
主
題
で
あ
る
人
間
の

「
無
分
別
」
さ
へ
の
警
鐘
は
、
竜
宮
の
女
と
金
の
話
に
の
せ
ら
れ
た
親
方

以
下
六
人
の
者
の
分
別
の
な
さ
に
向
っ
て
集
中
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。

　

井
上
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
、「
竜
宮
の
上
棟
」
に
お
け
る
「
無
分
別
」
と
の

目
録
見
出
し
は
主
題
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
傍
線
部
の
よ
う

に
、「
無
分
別
」
の
対
象
を
親
方
以
下
六
人
の
み
と
す
る
考
え
方
に
は
疑
問
が

残
る
。
改
め
て
「
無
分
別
」
が
指
す
も
の
を
考
え
て
み
た
い
。

　
「
無
分
別
」
は
、
一
つ
に
は
井
上
氏
の
指
摘
の
通
り
親
方
た
ち
を
指
す
だ
ろ

う
。
次
の
引
用
は
、
親
方
た
ち
の
行
動
と
そ
の
結
果
を
め
ぐ
る
描
写
で
あ
る
。

「
あ
の
国
の
女
の
、
い
た
づ
ら
を
皆
〳
〵
、
見
せ
ま
し
た
い
事
じ
や
」
と

い
ふ
。「
そ
れ
は
な
る
事
か
」
と
い
へ
ば
、「
そ
れ
が
し
の
ま
ゝ
な
り
。
十

日
計
の
隙
入
に
し
て
御
越
あ
れ
。
し
ろ
が
ね
銭
を
、
ふ
ね
に
一
ば
い
つ
み

て
ま
い
ら
せ
ん
」
と
申
せ
ば
、「
我
は
つ
ね
〴
〵
の
よ
し
み
」「
人
よ
り
は

念
比
し
た
」
と
行
事
を
あ
ら
そ
ひ
け
る
。
親
方
を
は
じ
め
、
そ
の
中
に
て

七
人
、
伴
ひ
け
る
。
取
残
さ
れ
し
人
、
是
を
な
げ
き
し
に
、
耳
に
も
聞
き

い
れ
ず
。（
中
略
）「
さ
ら
ば
〳
〵
頓
」
と
い
ふ
ま
も
な
く
、
舟
は
浪
間
に

沈
み
、
そ
れ
よ
り
十
と
せ
あ
ま
り
も
過
ゆ
け
ど
、
た
よ
り
も
な
く
、「
踊

を
見
に
」
と
、
歌
に
ば
か
り
う
と
ふ
て
果
ぬ
。

　

勘
内
の
話
を
信
じ
き
っ
た
親
方
た
ち
は
竜
宮
行
き
を
争
い
、
人
々
の
声
を
無

視
し
て
船
に
乗
り
込
ん
だ
結
果
、
二
度
と
地
上
に
戻
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
勘
内
の
甘
言
に
目
が
眩
ん
で
話
を
鵜
呑
み
に
し
た
こ
と
と
、
周
囲
の
注
意

を
無
視
し
て
利
欲
に
走
っ
た
こ
と
か
ら
、
彼
ら
は
無
分
別
者
で
あ
る
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
無
分
別
な
言
動
ゆ
え
に
、
彼
ら
は
自
ら
を
死
に
追
い
や
っ
た
の
で
あ

る
。

　
「
無
分
別
」
者
は
根
引
の
勘
内
を
も
指
す
と
考
え
る
。
次
の
引
用
は
、
勘
内

の
行
動
と
そ
の
結
果
の
描
写
で
あ
る
。

此
里
の
あ
ば
れ
者
、
根
引
の
勘
内
と
い
ふ
馬
か
た
、
ま
は
れ
ば
遠
し
と
、

人
の
留
る
に
も
か
ま
は
ず
、
我
こ
ゝ
ろ
ひ
と
つ
に
渡
り
け
る
に
、
ま
ん
中

過
程
に
な
り
て
、
俄
に
風
あ
た
ゝ
か
に
吹
て
、
跡
先
よ
り
氷
消
て
、
浪
の

下
に
ぞ
し
づ
み
け
る
。

　

忠
告
を
無
視
し
て
危
険
な
氷
の
湖
を
渡
っ
た
と
こ
ろ
、
氷
が
と
け
て
勘
内
は

沈
ん
で
し
ま
っ
た
。
井
上
氏
は
親
方
た
ち
の
み
と
し
て
い
る
が
、
自
分
を
過
信

す
る
勘
内
の
言
動
は
、
親
方
た
ち
と
同
様
に
無
分
別
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
目
録
見
出
し
の
「
無
分
別
」
は
、
根
引
の
勘
内
と
親
方
た
ち
を
指
す
の
で

あ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
親
方
た
ち
の
、
勘
内
の
話
を
聞
い
た
後
の
行
動
を
詳
し

く
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
勘
内
の
話
を
信
じ
込
ん
だ
親
方
た
ち
七
人
は
船
に

乗
り
込
む
わ
け
で
あ
る
が
、
一
人
だ
け
心
変
わ
り
し
た
者
が
い
る
。【
図
一
】

は
、
彼
ら
の
乗
船
す
る
前
後
の
行
動
を
図
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

二
手
に
分
か
れ
る
黒
矢
印
の
右
側
ま
で
は
、
分
別
し
た
男
と
そ
れ
以
外
の
者

た
ち
は
同
じ
言
動
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
乗
船
す
る
時
に
な
り
、
分
別
し
た

者
は
「
命
に
替
る
程
の
用
の
あ
り
」
と
乗
船
を
断
っ
た
。
そ
の
結
果
、
男
は
長
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生
き
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
方
、
最
後
ま
で
欲
に
走
っ
た
親
方
た
ち
は
舟

と
一
緒
に
沈
み
、
二
度
と
戻
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
乗
船
す
る
か
否
か
が
両
者
の

運
命
を
隔
て
た
の
で
あ
る
。【
図
一
】
か
ら
、
両
者
の
行
動
と
そ
の
結
果
は
対

照
的
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
こ
で
ひ
と
つ
の
疑
問
が
浮
上
す
る
。
仮
に
、
本
話
で
無
分
別
者
が
向
か
う

末
路
を
呈
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
勘
内
と
親
方
連
中
で
事
足
り
た
だ
ろ
う
。
わ

ざ
わ
ざ
分
別
し
た
男
を
登
場
さ
せ
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
。
何
故
、
西
鶴
は
竜

宮
行
き
を
断
っ
た
者
を
登
場
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
、
分
別
を
取
り
戻
し
た
者
を
描
く
こ
と
で
、
分
別
が
運
命
の
分
岐
点

に
大
い
に
関
わ
る
こ
と
を
示
す
ね
ら
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
分
別
し

た
者
は
長
生
き
し
、
己
の
欲
望
を
貫
い
た
者
は
帰
還
し
な
か
っ
た
と
い
う
二
つ

の
描
写
を
入
れ
る
こ
と
で
、
分
別
の
大
切
さ
を
読
者
に
悟
ら
し
め
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

以
上
の
考
察
か
ら
、「
行
末
の
宝
舟
」
は
煌
び
や
か
な
竜
宮
の
都
を
題
材
に

す
る
こ
と
で
、
私
利
私
欲
に
走
る
人
間
の
愚
か
さ
を
誇
張
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
ま
た
、
途
中
で
我
に
か
え
る
者
の
描
写
を
入
れ
る
こ
と
で
、
分
別
の
有

無
が
招
く
結
果
を
対
照
的
に
示
し
て
い
る
。

　

西
鶴
は
物
語
の
冒
頭
に
、「
人
間
程
、
物
の
あ
ぶ
な
き
事
を
、
か
ま
は
ぬ
も

の
な
し
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
一
文
は
、
西
鶴
が
最
も
主
張
し
た
い
こ
と
で

は
な
い
か
。
西
鶴
は
登
場
人
物
た
ち
の
言
動
か
ら
、「
無
分
別
な
言
動
は
身
を

亡
ぼ
す
」
こ
と
を
物
語
を
通
じ
て
読
者
に
知
ら
し
め
る
。
西
鶴
は
物
語
を
面
白

く
読
ま
せ
な
が
ら
、
読
者
へ
の
教
訓
を
間
接
的
に
込
め
た
の
で
あ
る
。「
行
末

の
宝
舟
」
は
、
笑
い
の
要
素
に
力
点
を
置
き
な
が
ら
も
、
教
訓
性
を
帯
び
た
中

世
の
説
話
と
形
の
異
な
る
説
話
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

【
図
一
】親

方
含
め
七
人

分
別
し
た
者

分
別
し
た
者
以
外

・
我
は
つ
ね
〴
〵
の
よ
し
み

・
人
よ
り
は
念
比
し
た

命
に
替
る
程

の
用
の
あ
り

さ
ら
ば
〳
〵
頓

・
行
事
を
あ
ら
そ
ひ
け
る

・
親
方
を
は
じ
め
、
そ
の
な
か
に
て
七
人
、
伴
ひ
け
る

・
ゆ
か
ず

・
今
に
命
の
な

が
く
、
目
安

書
し
て
、
世

を
渡
り
け
る

と
也

・
舟
は
波
間
に
沈
み

・
そ
れ
よ
り
十
と
せ
あ
ま
り

も
過
ゆ
け
ど
、
た
よ
り
も

な
く

・「
踊
を
見
に
」
と
、
歌
に
ば

か
り
う
と
ふ
て
果
ぬ
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三

　

前
章
で
は
、「
行
末
の
宝
船
」
に
お
け
る
「
無
分
別
」
と
い
う
目
録
見
出
し

が
作
品
の
主
題
に
深
く
関
わ
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
巻
三
の
四
「
紫

女
」
を
検
討
す
る
。「
紫
女
」
は
、
多
く
の
研
究
者
が
典
拠
の
究
明
を
進
め
て

き
た
一
篇
で
あ
る
が
、
研
究
の
大
半
が
典
拠
論
に
傾
斜
し
、「
紫
女
」
そ
の
も

の
を
ど
の
よ
う
に
読
み
解
く
か
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
語
ら
れ
て
い
な
い
。

　

あ
ら
す
じ
は
以
下
で
あ
る
。
世
俗
を
嫌
い
、
仏
道
修
行
に
励
む
伊
織
と
い
う

者
が
い
た
。
冬
の
初
め
の
あ
る
日
、
伊
織
の
も
と
に
女
が
現
れ
る
。
女
が
訪
れ

る
よ
う
な
場
所
で
は
な
い
た
め
伊
織
は
訝
し
く
思
う
も
の
の
、
女
の
扇
情
的
な

様
子
に
惹
か
れ
て
契
り
を
交
わ
す
。
二
人
は
そ
の
後
毎
晩
契
り
を
交
わ
す
が
、

二
十
日
も
経
た
な
い
う
ち
に
伊
織
は
や
つ
れ
果
て
て
し
ま
う
。
彼
の
様
子
を
不

審
に
思
っ
た
医
者
は
、
伊
織
か
ら
事
情
を
聞
き
、
女
の
正
体
は
紫
女
で
、
す
ぐ

に
退
治
し
な
い
と
手
遅
れ
に
な
る
と
伊
織
に
告
げ
た
。
医
者
の
言
葉
に
正
気
を

取
り
戻
し
た
伊
織
は
、
そ
の
夜
現
れ
た
女
を
刀
で
斬
り
つ
け
る
。
女
は
姿
を
消

す
が
、
そ
の
後
も
伊
織
に
執
心
し
た
。
そ
こ
で
、
国
中
の
仏
道
修
行
者
を
集
め

て
弔
っ
た
と
こ
ろ
、
紫
女
は
退
治
さ
れ
伊
織
の
命
は
助
か
っ
た
と
い
う
の
が
あ

ら
す
じ
で
あ
る
。

　

さ
て
、「
紫
女
」
が
浅
井
了
意
作
『
伽
婢
子
』「
牡
丹
灯
籠
」
を
ふ
ま
え
た
作

品
で
あ
る
こ
と
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
、
野
田
寿
雄
氏
「
西
鶴
諸
国
ば
な

し
」
で
あ
る
。
次
の
文
章
は
、
そ
の
中
の
引
用
で
あ
る
。

女
は
橘
山
の
奥
深
く
消
え
た
と
い
う
「
紫
女
」
の
話
は
、「
伽
婢
子
」
の

「
牡
丹
灯
籠
」
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
り
（
中
略
）
こ
う
い
う
話
は
偶
然

一
致
し
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
西
鶴
が
「
伽
婢
子
」
の
話
を
改
変
し
た
も

の
か
、
よ
く
分
ら
な
い
が
、
彼
が
「
伽
婢
子
」
に
ヒ
ン
ト
を
得
、
そ
れ
か

ら
新
し
い
話
を
創
作
し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。
彼

は
後
の
作
品
に
よ
く
こ
う
い
う
手
法
を
用
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
に

か
く
こ
の
「
西
鶴
諸
国
ば
な
し
」
と
「
伽
婢
子
」
と
の
関
係
は
案
外
に
深

く
、
特
に
注
目
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
「
牡
丹
灯
籠
」
の
梗
概
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
妻
に
先
立
た
れ
た
荻
原
新

之
丞
は
、
沈
ん
だ
気
持
ち
で
日
々
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
盆
の
晩
、
人
気
の

少
な
い
通
り
に
女
の
童
を
連
れ
た
美
女
を
見
つ
け
る
。
女
は
新
之
丞
に
声
を
か

け
、
新
之
丞
の
家
で
一
夜
を
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
も
、
女
は
新
之
丞

の
も
と
を
訪
れ
、
二
人
の
契
り
は
続
い
た
。
あ
る
日
、
隣
に
住
む
翁
が
偶
然
新

之
丞
の
部
屋
を
覗
く
と
、
新
之
丞
の
近
く
に
は
骸
骨
が
座
っ
て
い
た
。
驚
い
た

翁
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
女
に
命
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
と
新
之
丞
に
告
げ
る
。
新

之
丞
が
女
の
住
む
と
い
う
寺
を
訪
ね
る
と
、
そ
こ
に
は
霊
殿
が
あ
り
、
近
く
に

は
伽
婢
子
が
置
か
れ
て
い
た
。
新
之
丞
が
修
験
者
か
ら
渡
さ
れ
た
護
符
を
使
う

と
女
は
現
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、
新
之
丞
は
酒
に
酔
っ

て
女
の
い
る
寺
に
立
ち
寄
っ
て
し
ま
う
。
突
如
女
は
姿
を
現
し
、
新
之
丞
を
寺

中
に
引
き
入
れ
て
し
ま
い
、
後
日
新
之
丞
は
女
の
墓
の
中
で
白
骨
の
状
態
で
見

つ
か
る
の
で
あ
っ
た
。

　
「
牡
丹
灯
籠
」
と
「
紫
女
」
を
比
較
す
る
と
、
構
成
は
よ
く
似
通
っ
て
い
る

が
異
な
る
点
も
存
在
す
る
。
そ
れ
は
男
主
人
公
の
描
写
で
あ
る
。
以
下
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
男
主
人
公
が
女
に
会
う
以
前
の
暮
ら
し
の
描
写
で
あ
る
。

「
牡
丹
灯
籠
」

近
き
こ
ろ
妻
に
を
く
れ
て
、
愛
執
の
涙
袖
に
あ
ま
り
、
恋
慕
の
ほ
の
ほ
む

ね
を
こ
が
し
、
ひ
と
り
さ
び
し
き
窓
の
も
と
に
、
あ
り
し
世
の
事
共
思
ひ

つ
ゞ
く
る
に
、
い
と
ゞ
か
な
し
さ
か
ぎ
り
も
な
し
。「
聖
霊
ま
つ
り
の
い

と
な
み
も
、
今
年
は
と
り
わ
き
此
妻
さ
へ
、
な
き
名
の
数
に
入
け
る
事
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よ
」
と
、
経
よ
み
、
ゑ
か
う
し
て
、
つ
ゐ
に
出
て
も
あ
そ
ば
ず
。
友
だ
ち

の
さ
そ
ひ
来
れ
ど
も
、
心
た
ゞ
う
き
た
ゝ
ず
、
門
に
た
ゝ
ず
み
立
て
う
か

れ
お
る
よ
り
外
は
な
し
。

「
紫
女
」

礒
く
さ
き
風
を
も
嫌
ひ
、
常
精
進
に
身
を
か
た
め
、
仏
の
道
の
あ
り
が
た

き
事
に
お
も
ひ
入
、
三
十
歳
迄
妻
を
も
持
ず
、
世
間
む
き
は
武
道
を
立
、

内
証
は
出
家
ご
ゝ
ろ
に
、
不
断
座
敷
を
は
な
れ
、
松
柏
の
年
ふ
り
て
、
深

山
の
ご
と
く
な
る
奥
に
、
一
間
四
面
の
閑
居
を
こ
し
ら
へ
、
定
家
机
に

か
ゝ
り
、
二
十
一
代
集
を
明
暮
う
つ
し
け
る
に

　
「
牡
丹
灯
籠
」
で
は
、
新
之
丞
は
妻
に
先
立
た
れ
孤
独
な
毎
日
を
過
ご
し
て

い
る
。
友
達
の
誘
い
に
も
応
じ
ず
、
妻
の
面
影
を
想
っ
て
呆
然
と
す
る
様
子
が

描
か
れ
て
い
る
。
一
方
、「
紫
女
」
で
は
、
伊
織
は
仏
道
修
行
に
励
み
二
十
一

代
集
を
書
写
し
続
け
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
新
之
丞
は
心
に
空
白
が
生
じ

て
い
る
が
、
伊
織
は
欲
望
を
絶
ち
理
性
を
保
っ
て
い
る
。
西
鶴
が
伊
織
の
性
格

を
こ
の
よ
う
に
造
形
し
た
理
由
は
何
か
。
そ
れ
は
女
の
誘
惑
が
鍵
に
な
る
。
以

下
は
、
女
た
ち
が
男
を
誘
う
場
面
で
あ
る
。

「
牡
丹
灯
籠
」

前
に
な
り
、
後
に
な
り
、
な
ま
め
き
け
る
に
、
一
町
ば
か
り
西
の
か
た

に
て
、
か
の
女
う
し
ろ
に
か
へ
り
見
て
、
す
こ
し
わ
ら
ひ
て
い
ふ
や
ふ
、

「
み
づ
か
ら
人
に
契
り
て
待
わ
び
た
る
身
に
も
侍
べ
ら
ず
。
た
ゞ
こ
よ
ひ

の
月
に
あ
こ
が
れ
出
て
、
そ
ゞ
ろ
に
夜
ふ
け
が
た
帰
る
道
だ
に
す
さ
ま
じ

や
。
を
く
り
て
給
か
し
」
と
い
へ
ば
、
荻
原
や
を
ら
す
ゝ
み
て
い
ふ
や

う
、「
君
帰
る
さ
の
道
も
と
を
き
に
は
、
夜
ぶ
か
く
し
て
び
ん
な
う
侍
べ

り
。
そ
れ
が
し
の
す
む
と
こ
ろ
は
、
塵
つ
か
た
か
く
つ
も
り
て
、
見
ぐ
る

し
げ
な
る
あ
ば
ら
や
な
れ
ど
、
た
よ
り
に
つ
け
て
あ
か
し
給
は
ゞ
、
宿
か

し
ま
い
ら
せ
む
」
と
た
は
ふ
る
れ
ば
、
女
う
ち
え
み
て
、「
窓
も
る
月
を

ひ
と
り
詠
め
て
、
あ
く
る
わ
び
し
さ
を
、
う
れ
し
く
も
の
給
ふ
物
か
な
。

情
に
よ
は
る
は
人
の
心
ぞ
か
し
」
と
て
立
も
ど
り
け
れ
ば

「
紫
女
」

物
の
淋
し
き
突
揚
窓
よ
り
、
や
さ
し
き
声
を
し
て
、「
伊
織
さ
ま
」
と
名

を
よ
ぶ
。
女
の
来
る
所
に
あ
ら
ね
ば
、
不
思
議
な
が
ら
、
有
様
を
み
れ

ば
、
い
ま
だ
脇
あ
け
し
き
ぬ
の
色
、
む
ら
さ
き
を
揃
へ
て
、
さ
ば
き
髪
を

ま
ん
中
に
て
、
金
紙
に
引
む
す
び
、
此
美
し
き
事
、
何
と
も
た
と
へ
が
た

し
。
是
を
見
る
に
、
年
月
の
心
ざ
し
を
忘
れ
、
只
夢
の
や
う
に
な
つ
て
、

う
つ
ゝ
を
ぬ
か
し
け
る
に
、
此
女
、
袖
よ
り
内
裏
は
ご
い
た
を
と
り
出
し

て
、
独
は
ね
を
つ
き
し
に
、「
そ
れ
は
娌
突
か
」
と
申
せ
ば
、「
男
も
も
た

ぬ
身
を
、
娵
と
は
人
の
名
を
立
給
ふ
」
と
、
切
戸
お
し
明
て
は
し
り
入
、

「
誰
で
も
さ
は
つ
た
ら
、
つ
め
る
程
に
」
と
、
し
ど
け
な
き
寐
姿
、
自
然

と
後
む
す
び
の
帯
と
け
て
、
紅
ゐ
の
二
の
も
の
ほ
の
か
に
見
え
、
ほ
そ
目

に
な
つ
て
、「
枕
と
い
ふ
物
ほ
し
や
、
そ
れ
が
な
く
ば
、
情
し
る
人
の
膝

が
か
り
た
い
迄
。
あ
た
り
に
見
る
人
は
な
し
、
今
な
る
鐘
は
九
つ
な
れ

ば
、
夜
も
ふ
か
し
」
と
い
ふ
。

　
「
牡
丹
灯
籠
」
で
は
女
が
新
之
丞
に
、「
紫
女
」
で
は
女
が
伊
織
に
、
色
仕
掛

け
で
迫
る
。「
牡
丹
灯
籠
」
で
は
、
女
は
「
夜
道
が
怖
い
の
で
送
っ
て
ほ
し
い
」

と
婉
曲
的
に
誘
う
。
女
の
誘
い
に
感
化
さ
れ
、
新
之
丞
は
積
極
的
に
家
に
招
こ

う
と
す
る
。
一
方
、「
紫
女
」
で
は
女
の
色
仕
掛
け
が
強
烈
に
描
か
れ
て
い
る
。

特
に
、
傍
線
部
「
切
戸
お
し
明
て
は
し
り
入
」「
し
ど
け
な
き
寐
姿
」「「
枕
と

い
ふ
物
ほ
し
や
、
そ
れ
が
な
く
ば
、
情
し
る
人
の
膝
が
か
り
た
い
迄
。
あ
た
り

に
見
る
人
は
な
し
、
今
な
る
鐘
は
九
つ
な
れ
ば
、
夜
も
ふ
か
し
」
と
い
ふ
」
は
、

い
か
に
も
直
接
的
な
誘
い
で
あ
り
、
情
事
に
向
か
わ
せ
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
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あ
る
。
西
鶴
が
女
の
誘
惑
を
こ
れ
ほ
ど
大
胆
に
描
い
た
の
は
、
伊
織
の
心
理
状

態
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

新
之
丞
と
伊
織
は
ど
ち
ら
も
、
女
の
魅
力
に
骨
抜
き
に
さ
れ
て
し
ま
う
。
し

か
し
、
二
人
の
境
遇
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
【
図
二
】
は
、
男
主
人
公
が
女
に
出
会
う
前
の
心
理
状
態
と
女
の
誘
惑
を
図

示
し
た
も
の
で
あ
り
、
矢
印
は
女
に
魅
了
さ
れ
た
原
因
を
表
し
て
い
る
。
新
之

丞
は
妻
を
失
い
、
喪
失
感
や
孤
独
を
抱
え
た
状
態
で
女
に
出
会
っ
た
。
心
の
空

白
が
生
じ
て
い
る
た
め
普
段
の
心
理
状
態
で
は
な
く
、
女
の
婉
曲
的
な
誘
い
に

も
積
極
的
に
応
じ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
欲
望
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
が
、
心
の
空
白
が
女
に
つ
け
入
る
隙
を
与
え
た
主
な
原
因
で
あ
ろ

う
。
彼
の
心
理
状
態
か
ら
考
え
て
も
、
異
形
の
者
に
魅
入
ら
れ
て
も
仕
方
が
な

い
状
況
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
伊
織
は
心
の
空
白
を
抱
え
て
い
な
い
。
心
身
と
も
に
健
康

か
つ
仏
道
を
尊
ん
で
お
り
、
彼
の
心
は
明
鏡
止
水
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ

れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
女
の
誘
惑
に
冷
静
さ
を
保
て
ず
契
り
を
交
わ
し
て
し
ま

う
。
そ
の
後
も
、
女
の
来
訪
を
拒
ま
ず
交
際
を
続
け
、
彼
は
化
生
の
者
に
と
り

憑
か
れ
る
。
仏
道
を
貫
く
信
念
も
、
大
胆
な
誘
惑
の
前
で
は
脆
く
も
崩
れ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
考
察
か
ら
、「
牡
丹
灯
籠
」
と
「
紫
女
」
の
構
成
は
似
て
い
る
も
の
の
、

男
が
女
に
出
会
う
前
の
心
理
状
態
と
女
の
口
説
き
方
は
、
大
き
く
異
な
る
こ
と

が
分
か
っ
た
。
伊
織
の
禁
欲
と
女
が
色
気
を
盛
大
に
放
つ
と
い
う
極
端
な
設
定

の
付
与
に
、
西
鶴
の
隠
れ
た
主
張
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
紫
女
」
の
主
題
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
い
つ
ど
こ
で
理
性
が
働
か
な
く
な

る
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
遁
世
を
願
い
仏
道
に
邁
進
す
る

伊
織
で
さ
え
も
、
美
女
の
誘
惑
に
か
た
な
し
で
あ
っ
た
。

【
図
二
】

男
主
人
公

背
景
・
心
理
状
態

女
の
誘
惑

新
之
丞

・ 

妻
に
を
く
れ
て

・ 

恋
慕
の
ほ
の
ほ
む
ね
を
こ
が
し

・ 

あ
り
し
世
の
事
共
思
ひ
つ
ゞ
く

る
・ 

経
よ
み
、
ゑ
こ
う
し
て

・ 

つ
ゐ
に
出
て
も
あ
そ
ば
ず

・ 

門
に
た
ゝ
ず
み
立
て
う
か
れ
お

る
よ
り
外
は
な
し

【
心
の
空
白
】

「
た
ゞ
こ
よ
ひ
の
月
に

あ
こ
が
れ
出
て
、
そ
ゞ

ろ
に
夜
ふ
け
が
た
帰
る

道
だ
に
す
さ
ま
じ
や
。

を
く
り
て
給
か
し
」

伊
織

・ 

常
精
進
に
身
を
か
た
め

・ 

仏
の
道
の
あ
り
が
た
き
事
に
お

も
ひ
入

・ 

三
十
歳
迄
妻
を
も
持
ず

・ 

世
間
む
き
は
武
道
を
立
、
内
証

は
出
家
ご
ゝ
ろ
に

・ 

二
十
一
代
集
を
明
暮
う
つ
し
け

る
【
明
鏡
止
水
】

「
枕
と
い
ふ
物
ほ
し
や
、

そ
れ
が
な
く
ば
、
情
し

る
人
の
膝
が
か
り
た
い

迄
。
あ
た
り
に
見
る
人

は
な
し
、
今
な
る
鐘
は

九
つ
な
れ
ば
、
夜
も
ふ

か
し
」

孤
独
に
付
け
込
ま
れ
る

欲
望
に
負
け
る
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本
話
で
は
、
伊
織
は
女
で
理
性
を
失
っ
た
が
、
こ
れ
は
物
語
世
界
だ
け
に
と

ど
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。
日
常
生
活
に
お
い
て
も
、
理
性
の
狭
間
を
突
く
突
発
的

な
出
来
事
が
起
こ
る
こ
と
を
、
西
鶴
は
遠
ま
わ
し
に
描
い
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
一
見
た
だ
の
娯
楽
的
読
み
物
と
見
え
る
「
紫

女
」
も
、
読
者
に
、
色
欲
に
は
重
々
注
意
せ
よ
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
て
来
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

西
鶴
は
教
訓
を
ほ
の
め
か
す
こ
と
な
く
、
終
始
「
紫
女
」
を
怪
異
譚
に
仕
立

て
上
げ
た
。
表
面
は
女
の
恐
ろ
し
さ
を
描
き
つ
つ
も
、
人
間
の
欲
望
の
前
で
の

弱
さ
を
映
し
出
し
た
物
語
な
の
で
あ
る
。

　
　
　

四

　
「
行
末
の
宝
舟
」
に
は
、
欲
望
を
制
御
で
き
な
か
っ
た
男
た
ち
が
登
場
し
た
。

欲
に
目
が
眩
み
、
自
ら
寿
命
を
縮
め
た
親
方
た
ち
を
描
い
た
滑
稽
譚
で
あ
る
と

同
時
に
、
親
方
た
ち
の
言
動
と
そ
こ
か
ら
起
き
る
悲
劇
を
通
し
て
、
読
者
に
警

鐘
を
鳴
ら
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
「
紫
女
」
は
、
一
見
す
る
と
教
訓
性
の
な
い
読
み
物
で
あ
る
が
、
思
わ
ぬ
事

で
情
に
流
さ
れ
る
者
が
登
場
す
る
。
伊
織
は
、「
行
末
の
宝
舟
」
の
親
方
た
ち

と
比
べ
る
と
理
性
的
で
あ
り
、
悲
運
な
出
来
事
と
は
縁
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
女
の
誘
惑
と
い
う
予
想
外
の
事
態
が
降
り
か
か
り
、
理
性
の
壁

は
崩
れ
落
ち
て
し
ま
う
。
情
に
流
さ
れ
て
い
つ
理
性
を
失
う
か
分
か
ら
な
い
点

は
、
西
鶴
が
読
者
に
発
し
た
注
意
と
も
受
け
取
れ
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
、
二
話
の
主
題
を
考
察
し
た
と
こ
ろ
で
、『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
全
体

の
性
格
を
論
じ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
西
鶴
は
、
全
国
各
地
で
見
聞
し
た
話
を

基
に
し
て
『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
を
執
筆
し
た
体
裁
を
と
っ
て
い
る
が
、
実
際

は
書
物
や
実
際
の
事
件
を
素
材
に
用
い
て
、
新
し
い
短
編
物
語
を
創
り
上
げ

た
。
短
編
の
多
く
に
共
通
す
る
点
は
、
怪
異
の
出
現
と
極
端
な
性
質
を
も
つ
登

場
人
物
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
特
徴
が
顕
著
で
あ
る
た
め
に
、『
西
鶴
諸

国
ば
な
し
』
は
、
怪
異
譚
・
滑
稽
譚
の
印
象
が
強
い
の
で
あ
る
。

　

加
え
て
、『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
に
は
怪
異
と
滑
稽
だ
け
で
な
く
、
注
意
喚

起
の
面
も
存
在
す
る
。
こ
の
面
は
、
登
場
人
物
の
極
端
な
性
格
に
関
係
し
て
い

る
。
登
場
人
物
た
ち
に
は
、
強
調
さ
れ
た
人
間
の
欲
望
や
感
情
が
付
与
さ
れ
て

い
る
。
彼
ら
の
多
く
は
予
期
せ
ぬ
出
来
事
で
理
性
を
失
い
、
結
果
と
し
て
悲
し

い
運
命
を
辿
る
。
彼
ら
の
極
端
な
性
格
と
そ
の
行
動
の
た
め
に
、
結
果
的
に
教

訓
め
い
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
物
語
は
帯
び
る
の
で
あ
る
。『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』

の
教
訓
は
お
ぼ
ろ
げ
で
、
中
世
説
話
の
よ
う
に
啓
蒙
色
を
宿
し
た
も
の
で
は
な

い
。
だ
が
、
そ
れ
は
決
し
て
押
し
付
け
が
ま
し
く
は
な
く
、
自
然
と
読
者
の
共

感
を
引
き
出
す
の
で
あ
る
。

　

西
鶴
は
中
世
説
話
を
意
識
し
て
、
物
語
の
執
筆
に
あ
た
っ
た
わ
け
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
読
者
を
教
え
諭
す
意
図
も
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
物
語
の
地
の
文
に
お
い
て
、
西
鶴
の
主
観
が
読
み
取
れ
る
部
分
は
き
わ
め

て
少
な
い
。
西
鶴
は
物
語
や
登
場
人
物
と
一
定
の
距
離
を
保
ち
、
客
観
的
立
場

か
ら
物
語
を
紡
い
だ
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
西
鶴
は
自
身
の
価
値
観
、
言
い
換
え
れ
ば
、
自
身
の
考
え
る
道
徳
や

倫
理
、
一
般
常
識
や
社
会
通
念
を
踏
ま
え
て
、
物
語
を
描
い
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
西
鶴
は
一
線
を
越
え
る
登
場
人
物
た
ち
に
対
し

て
、
積
極
的
に
容
認
も
否
定
も
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
理
性
を

失
っ
た
者
に
は
、
相
応
の
報
い
が
あ
る
こ
と
を
、
現
実
に
即
し
な
が
ら
表
現
し

た
の
で
あ
る
。
登
場
人
物
た
ち
が
悲
運
な
事
態
に
陥
っ
た
の
は
因
果
応
報
で
あ

る
と
、
言
外
に
伝
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
面
白
い
物
語
の
創
造
だ
け
で
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な
く
、
冷
静
に
人
間
の
本
質
を
見
つ
め
、
現
実
社
会
に
生
き
る
人
間
の
姿
を
明

ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

西
鶴
は
身
分
や
性
別
、
舞
台
を
変
え
な
が
ら
、
様
々
な
境
遇
や
性
格
を
も
つ

人
物
を
造
形
し
た
。
加
え
て
、
そ
こ
に
怪
異
の
要
素
を
織
り
交
ぜ
る
こ
と
で
、

人
間
の
奥
底
に
潜
む
欲
望
が
露
に
な
り
や
す
い
舞
台
を
用
意
し
た
。『
西
鶴
諸

国
ば
な
し
』
は
人
間
の
諸
相
を
描
く
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
た
、
教
訓
性
や
滑

稽
さ
を
内
包
す
る
物
語
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
の
序
文
の
結
び
に
、「
是
を
お
も
ふ
に
、

人
は
ば
け
も
の
、
世
に
な
い
物
は
な
し
」
と
あ
る
。
こ
の
結
び
が
物
語
全
体
を

貫
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
化
け
物
と
同
じ
よ
う
に
、
あ

る
い
は
化
け
物
以
上
に
、
人
間
も
不
思
議
で
奇
妙
な
存
在
で
あ
る
と
、
西
鶴
は

考
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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典
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成
十
七
年
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出
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西
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─
伝
承
と
の
か
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に
つ
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文
学
研
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第
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十
年
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収
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〔
付
記
〕

　

本
稿
は
、
平
成
二
十
六
年
度
山
口
大
学
人
文
学
部
国
語
国
文
学
会
で
の
口
頭

発
表
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
及
び
、
発
表
後
に
諸
先
生
方
か
ら

貴
重
な
ご
指
導
、
ご
意
見
を
賜
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ

る
。

 

（
は
た
も
と
・
あ
や
の
）
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