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西
鶴
に
お
け
る
人
身
V
 
I
『
本
朝
二
十
不
孝
』
　
の
場
合
－

一

　

は

じ

め

に

貞
享
三
年
十
一
月
刊
行
の
　
『
本
朝
二
十
不
孝
』
　
は
、
（
不
孝
）
と
い
う
共

通
テ
ー
マ
に
基
づ
く
二
十
話
か
ら
成
る
。
西
鶴
の
短
編
集
と
し
て
は
少
な
い

話
数
の
作
品
で
あ
る
。
以
後
の
短
編
集
に
お
け
る
、
奇
談
（
『
懐
硯
』
）
、
男

色
（
『
男
色
大
鑑
』
）
、
敵
討
（
『
武
道
伝
来
記
』
）
、
金
銭
（
『
日
本
永
代
蔵
』
）
、

義
理
（
『
武
家
義
理
物
語
』
）
、
裁
判
（
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
）
と
い
っ
た
テ
ー

マ
と
は
異
な
り
、
（
不
孝
）
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
作
品
に
お
け
る
人
間
関
係

を
親
子
関
係
に
限
定
し
て
し
ま
う
。
（
不
孝
）
を
担
う
の
は
子
の
立
場
に
あ

る
人
物
以
外
に
あ
り
え
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
磁
石
の
N
極
と
S
極

が
引
き
合
う
よ
う
に
、
各
話
の
様
々
な
要
素
が
引
き
合
い
や
す
い
状
態
に
な

っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
説
話
集
の
二
話
一
類
形
式
に
も
似
て
各
巻

が
四
話
ご
と
の
ま
と
ま
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
カ
ー
ド
合
わ

せ
や
パ
ズ
ル
の
コ
マ
合
わ
せ
を
行
う
よ
う
な
編
纂
作
業
の
足
跡
を
感
じ
さ
せ

る
作
品
に
な
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
中
村
幸
彦
氏
は
、
西
鶴
工
房
に
よ
る
編
某
作
業
が
行
わ
れ
た

（1）

作
品
の
典
型
と
し
て
　
『
本
朝
二
十
不
孝
』
を
揚
げ
て
お
ら
れ
る
。

浮
橋
康
彦
氏
は
、
「
全
五
巻
を
編
集
す
る
に
あ
た
っ
て
何
ら
か
の
編
集
意

図
が
ほ
た
ら
い
て
い
る
」
と
述
べ
、
『
本
朝
二
十
不
孝
』
　
の
悪
の
造
型
パ
タ

ー
ソ
を
「
社
会
悪
と
い
う
外
在
的
動
因
を
背
景
と
す
る
も
の
」
「
町
人
の
経

一

　

　

　

　

　

〆
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：
∴
十
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平

　

林

　

香

　

織

済
営
為
の
ひ
ず
み
を
背
景
と
す
る
も
の
」
「
家
庭
や
村
落
共
同
体
へ
の
反
逆

の
形
を
と
る
も
の
」
「
宿
命
や
因
縁
咄
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
も
の
」
「
個
体
内

部
の
盲
目
的
情
動
・
性
癖
に
よ
る
も
の
」
「
陰
湿
な
悪
意
に
よ
る
親
い
び
り
」

（2）

「
貧
窮
に
導
か
れ
た
悪
の
連
鎖
」
に
分
類
し
て
お
ら
れ
る
。

筆
者
も
、
か
つ
て
、
全
二
十
話
が
、
巻
毎
に
親
和
的
な
傾
向
を
保
ち
つ
つ

巻
一
か
ら
巻
五
へ
と
段
階
的
に
（
不
孝
）
を
掘
り
下
げ
る
内
的
連
関
性
を
持

（3）

つ
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
巻
が
進
む
に
し
た
が
っ
て
、
家
と
い
う
枠
組
み

の
中
で
生
じ
る
（
不
孝
）
を
取
り
扱
う
巻
「
親
子
関
係
を
超
え
て
（
不

孝
）
が
社
会
的
な
悪
と
結
び
つ
い
て
措
か
れ
る
巻
二
、
八
不
孝
）
の
背
後
に

あ
る
人
知
を
超
え
た
因
果
律
を
描
き
出
す
巻
三
、
さ
ら
に
、
血
縁
関
係
を
超

え
た
人
間
関
係
に
お
け
る
親
不
孝
的
な
る
も
の
を
描
く
巻
四
、
そ
し
て
（
不

孝
）
を
モ
チ
ー
フ
に
し
つ
つ
八
草
）
を
志
向
す
る
巻
五
と
い
う
ふ
う
に
、

（
不
孝
）
を
措
く
視
点
が
広
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
森
耕
一
氏
は
、
別
の
観
点
か
ら
、
や
は
り
作
品
に
「
幾
組
か
の

（4）

同
じ
構
造
を
も
っ
た
話
群
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
「
金
を
手
に
入
れ

る
話
」
「
犯
罪
小
説
」
「
過
剰
な
結
婚
1
結
婚
拒
膏
」
「
反
冒
険
雷
」
「
救
済
さ

れ
た
零
落
者
」
と
い
う
分
類
を
試
み
て
お
ら
れ
る
。
最
近
で
は
篠
原
進
氏
が
、

天
和
二
年
（
〓
ハ
八
二
）
、
徳
川
綱
吉
が
諸
国
に
立
て
た
「
忠
孝
札
」
の
多
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蚊
に
わ
た
る
内
容
を
反
転
さ
せ
る
と
、
「
不
孝
咄
の
枠
に
収
ま
り
き
れ
な
い
」（5）

作
品
内
の
悪
人
た
ち
と
ぴ
っ
た
り
重
な
り
合
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
単
な
る
不
孝
咄
の
集
積
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
何
ら
か
の

統
合
的
な
も
の
を
『
本
朝
二
十
不
孝
』
　
に
見
出
す
作
品
論
の
根
底
に
は
、

（
不
孝
）
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、
各
話
が
さ
ま
ざ
ま
な

要
素
に
よ
っ
て
共
鳴
し
、
連
動
し
て
い
る
と
い
う
作
品
の
特
質
が
隠
さ
れ
て

い
る
と
い
え
る
。
（
不
孝
）
を
め
ぐ
る
話
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
縦
横
無
尽
に

（6）

張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
論
者
の
視
点
に
よ
っ
て
そ
れ
が
多

少
シ
フ
ト
す
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
っ
た
ズ
レ
や
シ
フ
ト

チ
ェ
ソ
ジ
を
可
能
と
し
た
よ
り
完
成
度
の
高
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の

存
在
を
示
陵
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
人
体
に
お

け
る
免
疫
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
は
、
侵
入
し
て
く
る
ウ
ィ
ル
ス
や
抗
原

の
種
類
に
適
応
し
た
シ
フ
ト
チ
ェ
ソ
ジ
を
常
に
行
い
な
が
ら
、
よ
り
安
定
し
、

威
力
あ
る
状
態
を
保
と
う
と
し
て
い
る
と
い
う
。
外
敵
に
対
す
る
必
要
最
低

限
の
抗
体
が
体
内
に
発
生
し
て
身
を
守
っ
て
い
る
の
だ
が
、
新
し
い
抗
体
が

や
が
て
抗
原
に
変
じ
て
次
の
新
た
な
抗
体
を
発
生
せ
し
め
る
。
抗
原
か
ら
抗

体
へ
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
免
疫
系
は
、
必

要
最
低
限
の
抗
体
に
よ
っ
て
最
大
限
の
効
力
を
発
揮
す
る
こ
と
を
可
能
と
し

て
い
る
。

『
本
朝
二
十
不
孝
』
研
究
の
動
向
に
つ
い
て
、
藤
江
峰
夫
氏
は
、
「
か
な
り

（7）

強
引
で
は
あ
る
が
」
と
前
置
き
を
し
つ
つ
、
「
俳
譜
の
付
合
や
原
拠
と
の
関

わ
り
を
論
じ
な
が
ら
、
「
不
孝
」
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
」
作
品
を
分
析
す

る
方
向
、
隠
さ
れ
た
テ
ー
マ
と
し
て
金
銭
の
問
題
を
あ
ぶ
り
出
し
、
作
品
を

「
町
人
物
の
系
譜
の
中
に
」
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
方
向
」
、
そ
し
て
、
（
不

孝
）
　
の
描
写
や
造
型
の
仕
方
か
ら
「
西
鶴
の
人
間
認
識
の
在
り
様
」
を
追
求

す
る
方
向
の
三
つ
が
あ
る
と
分
叛
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
実
は
こ
れ
ら
の
三
方

向
が
、
す
べ
て
作
品
に
内
包
さ
れ
て
い
る
問
題
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
お

ら
れ
る
。r

二
十
不
孝
』
は
一
つ
の
揺
る
ぎ
な
い
世
界
を
顕
現
し
て
い
る
の
で
は

な
く
、
流
動
的
な
相
の
も
と
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
西
鶴
が
二
十
の
不
孝
咄
を
集
め
て
三
十
不
孝
』
を
編
ん
だ
時
、

こ
の
間
題
が
発
生
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
作
家
西
鶴
の
資
質
そ
の
も

の
が
招
来
し
た
も
の
で
あ
っ
た

と
い
う
氏
の
「
基
本
的
な
認
識
」
は
首
肯
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
は
い

え
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
西
鶴
作
品
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
事
柄
で
も
あ
り
、

さ
ら
に
い
え
ば
、
偉
大
な
る
文
学
作
品
に
は
多
か
れ
少
な
か
れ
そ
の
よ
う
な

側
面
が
あ
る
と
も
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
様
々
な
内
容
や
要
素
が
統
合
さ
れ
る
こ
と
で
一
つ
の
作
品
が

（
8
）
　
　
　
　
　
　
（
9
）

成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
性
質
は
、
市
川
浩
氏
や
今
道
友
信
氏
が
論
じ
て
お

ら
れ
る
日
本
人
に
お
け
る
（
身
）
　
の
意
識
を
モ
デ
ル
と
し
て
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
市
川
氏
は
日
本
語
の
「
み
」
と
い
う
こ

と
ば
が
、
人
間
の
か
ら
だ
と
こ
こ
ろ
さ
ら
に
存
在
の
様
態
を
時
に
は
段
階
的

に
時
に
は
重
層
的
に
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
漢
語
の
「
気
」
と
と
も
に

「
そ
の
フ
レ
ク
シ
ビ
リ
テ
ィ
の
豊
か
さ
と
意
味
の
ひ
ろ
が
り
の
点
で
き
わ
め

て
可
能
性
に
富
む
こ
と
ば
」
だ
と
指
摘
さ
れ
た
。
今
道
氏
は
、
ホ
モ
サ
ピ
エ

ソ
ス
と
し
て
の
人
間
の
「
か
ら
だ
」
が
、
個
と
し
て
の
目
的
性
を
も
っ
た
時

そ
れ
が
（
身
）
と
な
る
と
説
き
、
主
体
性
と
客
体
性
の
間
に
あ
っ
て
時
間
的

射
程
を
含
み
こ
ん
だ
こ
と
ば
と
し
て
（
身
）
を
考
え
て
お
ら
れ
る
。

今
道
民
は
、
「
難
波
江
の
芦
の
か
り
ね
の
l
夜
ゆ
ゑ
身
を
つ
く
し
て
や
恋

ひ
わ
た
る
べ
き
」
と
い
う
『
千
載
和
歌
集
』
所
収
皇
嘉
門
院
別
当
歌
を
採
り

上
げ
、
「
身
を
つ
く
し
て
」
と
い
う
語
が
、
自
己
の
主
体
性
の
発
露
や
客
体

的
な
必
然
性
の
導
き
と
は
異
な
る
在
り
方
を
表
現
す
る
と
指
摘
。
「
自
ら
の
、

客
体
化
し
き
れ
な
い
実
存
の
、
し
か
し
主
体
化
し
き
れ
な
い
運
命
を
、
さ
さ

げ
つ
く
す
こ
と
に
な
ろ
う
、
と
い
う
期
待
可
能
性
の
予
感
の
思
い
」
を
表
現
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（10）

し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
渡
部
泰
明
氏
は
、
や
は
り
『
千
載
和
歌
集
』

所
収
の
俊
成
自
讃
歌
「
夕
さ
れ
ば
野
辺
の
秋
風
身
に
し
み
て
鶉
鳴
く
な
り
深

草
の
里
」
に
お
け
る
（
身
）
が
、
「
秋
風
の
催
す
哀
歓
を
全
身
に
受
け
止
め

た
」
作
者
で
も
あ
り
鶉
で
も
あ
り
ま
た
女
で
も
あ
る
と
い
う
多
層
的
な
変
貌

を
遂
げ
る
ダ
イ
ナ
、
、
、
ズ
ム
を
内
包
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
衆
生
の
切
実
さ
と

和
歌
世
界
の
広
が
り
と
を
、
と
も
に
表
現
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら

叫
卿
拘

れ
る
。
そ
し
て
、
市
川
氏
は
（
身
）
　
の
多
様
性
は
、
段
階
的
な
成
層
的
構
造

を
も
つ
ハ
イ
ア
ラ
ー
キ
ー
型
で
は
な
く
、
「
斜
行
的
あ
る
い
は
飛
躍
的
に
下

の
レ
ヴ
エ
ル
と
上
の
レ
ヴ
エ
ル
が
関
係
を
結
ぶ
」
非
ハ
イ
ア
ラ
ー
キ
ー
型
の

多
次
元
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
説
き
、
そ
れ
を
文
学

（12）

作
品
の
テ
キ
ス
ト
空
間
に
敷
街
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

文
学
作
品
と
か
芸
術
作
品
が
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
一
種
の
間
テ
キ
ス
ト

空
間
の
な
か
で
、
広
い
意
味
で
の
引
用
、
日
本
の
手
法
で
い
え
ば
本
歌

ど
り
と
か
見
立
て
が
行
わ
れ
る
と
間
テ
キ
ス
ト
空
間
に
新
し
い
癒
合
が

生
ず
る
。
（
中
略
）
　
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
間
テ
キ
ス
ト
空
間
全
体
に
変

形
が
起
こ
り
、
潜
在
的
で
あ
っ
た
結
合
の
可
能
性
や
深
層
の
意
味
が
顕

在
化
す
る
。
『
源
氏
物
語
』
が
　
『
長
恨
歌
』
を
引
用
し
、
芭
蕉
が
李
白

や
杜
甫
を
引
用
し
た
と
き
、
新
し
い
間
テ
キ
ス
ト
空
間
が
形
成
さ
れ
た

と
い
え
る
。

西
鶴
に
眼
を
転
じ
て
み
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
『
西
鶴
大
矢
数
』
　
に
は
次
の

（12）

よ
う
な
付
合
が
あ
る
。

看
経
の
鴨
の
声
さ
へ
京
さ
よ

心
な
き
身
も
近
年
の
秋

古
歌
付
が
時
行
て
今
は
出
る
月

（第四）

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
西
行
の
　
『
新
古
今
和
歌
集
』
所
収
歌
「
心

な
き
身
に
も
あ
は
れ
は
知
ら
れ
け
り
鴫
た
つ
沢
の
秋
の
夕
暮
」
　
に
よ
っ
た
付

合
で
あ
る
。
「
心
な
き
身
」
を
「
鳴
」
と
考
え
る
な
ら
ば
、
人
間
の
「
心
」

を
持
た
な
い
鳥
で
あ
っ
て
も
、
静
か
に
経
を
読
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
じ
っ

と
し
て
い
る
さ
ま
は
哀
れ
を
知
る
も
の
の
よ
う
な
風
情
で
あ
る
と
い
う
理
解

が
成
り
立
つ
。
ま
た
、
じ
っ
と
経
を
読
む
か
の
よ
う
な
鴫
の
声
を
聞
い
て
風

流
心
足
り
な
い
者
で
さ
え
哀
れ
を
覚
え
る
と
い
う
文
脈
に
も
な
り
う
る
。
そ

れ
が
続
く
付
句
に
よ
っ
て
、
流
行
の
古
歌
付
け
に
よ
っ
て
お
も
し
ろ
い
俳
諸

の
「
心
」
　
の
な
い
あ
り
き
た
り
の
付
句
を
す
る
人
が
月
の
座
を
守
っ
て
句
作

を
し
て
い
る
と
い
う
展
開
に
な
る
。
主
語
を
特
定
し
な
い
表
現
に
よ
り
、

「
心
な
き
身
」
　
の
主
体
が
第
三
者
と
も
と
れ
る
し
作
者
自
身
と
も
と
れ
る
。

付
合
と
い
う
方
法
自
体
が
、
市
川
氏
の
い
わ
れ
る
非
ハ
イ
ア
ラ
ー
キ
ー
型

の
多
元
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
句
と
句

の
共
振
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の
（
身
）
が
現
出
す
る
の
は
当
然
の

こ
と
と
も
い
え
る
。
こ
と
に
、
付
句
を
用
い
ず
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
句
と
句

を
つ
な
い
で
い
く
「
心
付
」
を
行
っ
た
り
、
一
旬
の
中
心
と
な
る
語
を
わ
ざ

と
省
略
し
て
し
ま
う
「
ぬ
け
」
を
行
っ
た
り
す
る
談
林
俳
譜
に
お
い
て
ほ
、

一
つ
の
結
合
か
ら
あ
ら
た
な
結
合
へ
の
展
開
が
よ
り
意
外
な
方
向
性
を
も
っ

て
躍
動
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
西
鶴
の
独
吟
矢
数
俳
譜
に
お

い
て
は
、
大
量
の
こ
と
ば
の
放
出
に
よ
る
統
合
的
ビ
ジ
ョ
ソ
が
瞬
時
に
成
立

し
て
は
消
え
て
い
く
ダ
イ
ナ
、
、
、
ズ
ム
に
真
骨
頂
が
あ
り
、
多
層
的
な
こ
と
ば

の
階
層
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
確
認
す
る
暇
も
ま
た
必
要
も
な
い
。
し
か
し
、
単

な
る
大
量
の
こ
と
ば
の
羅
列
で
は
な
く
、
ま
が
り
な
り
に
も
俳
譜
と
い
う
文

学
的
手
法
に
よ
っ
て
こ
と
ば
が
連
ね
ら
れ
て
る
以
上
、
そ
こ
に
は
結
合
と
分

離
の
繰
返
し
に
よ
る
多
元
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
裏
打
ち
さ
れ
た

こ
と
ば
の
力
を
感
得
し
う
る
。
表
現
者
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
圧
倒
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
し
ば
し
そ
こ
に
踏
み
止
ま
り
付
句
の
深
層
を
垣
間
見
た
瞬
間
に
、
わ

れ
わ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
の
階
層
が
幾
重
に
も
積
み
上
げ
ら
れ
る
こ
と

に
気
づ
く
の
で
あ
る
。

や
ま
と
こ
と
ば
で
あ
る
（
身
）
が
、
日
本
人
の
世
界
観
と
密
境
に
関
わ
る
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も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
が
、
と
り
も
な
お
き
ず
文
学
作
品
の
理
解
の
助
け

と
な
る
の
は
至
極
当
然
の
こ
と
と
も
い
え
る
。
か
り
に
（
身
）
を
も
っ
て
西

鶴
の
表
現
の
深
み
に
分
け
入
っ
た
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
は
す
で
に
市
川
民
ら

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
（
身
）
　
の
統
合
的
な
在
り
様
以
外

の
な
に
も
の
も
見
出
し
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
ひ

と
ま
ず
、
『
本
朝
二
十
不
孝
』
と
い
う
作
品
を
足
掛
か
り
と
し
て
、
西
鶴
作

品
に
お
け
る
（
身
）
　
の
構
造
を
さ
ぐ
る
第
一
段
階
と
し
た
い
。

二
　
『
本
朝
二
十
不
孝
』
　
に
お
け
る
　
（
身
）

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
　
に
よ
る
（
身
）
　
の
語
義
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
「
み
（
実
）
」
と
同
語
源
）
日
①
人
間
、
ま
た
は
他
の
動
物
の
か
ら
だ
。

身
体
。
肉
体
。

②
骨
、
皮
に
対
し
て
、
人
間
や
鳥
、
獣
、
魚
、
貝
な
ど
の
肉
を
い
う
。

L
L
。
L
L
む
ら
。

③
そ
の
人
の
か
ら
だ
の
意
か
ら
転
じ
て
、
そ
の
人
自
身
。
自
身
。
特
に

他
人
に
対
し
て
、
お
の
れ
自
身
を
い
う
。

⑥
そ
の
人
自
身
の
有
様
、
ま
た
は
位
置
。
そ
の
人
の
立
場
。
身
の
上
。

身
の
さ
ま
。

⑤
そ
の
人
自
身
が
世
に
占
め
る
地
位
。
そ
の
人
自
身
の
分
限
、
程
度
。

身
分
。
分
際
。
身
の
ほ
ど
。

⑤
命
あ
る
か
ら
だ
。
生
命
。

⑦
か
ら
だ
の
こ
な
し
。
身
ぶ
り
。
恰
好
。
ま
た
、
声
色
な
ど
と
同
様
に
、

見
せ
物
と
し
て
の
身
振
り
を
も
い
う
。

⑧
そ
の
人
に
関
係
の
あ
る
者
。
そ
の
人
の
縁
者
。
身
内
。
ま
た
、
自
分

の
側
に
属
す
る
人
。
味
方
。
ま
た
、
博
徒
、
や
く
ざ
の
用
語
で
、
l

家
の
者
。

⑨
衣
服
の
袖
、
襟
、
社
を
除
き
、
胴
体
を
覆
う
部
分
。
身
丈
、
身
幅
の

大
小
に
よ
り
、
本
身
、
四
つ
身
、
三
つ
身
、
一
つ
身
な
ど
と
い
う
。

身頃。

⑲
容
器
、
外
殻
、
外
観
な
ど
に
対
し
て
な
か
み
を
な
す
も
の
。
内
容
。

実
質
。
↓
実
①

⑪
刀
剣
の
報
の
中
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
部
分
。
刀
身
。
「
抜
き
身
」

⑲
容
器
の
蓋
に
対
し
て
、
物
を
い
れ
る
側
。
ま
た
、
昔
の
鏡
な
ど
の
よ

う
に
蓋
つ
き
の
器
物
で
、
蓋
に
対
し
て
本
体
の
方
。

⑬
木
材
で
、
樹
皮
の
内
側
に
あ
る
材
の
部
分
。
「
赤
身
」
「
白
身
」

日
①
自
称
。
中
世
、
近
世
に
お
い
て
、
男
子
が
や
や
優
越
感
を
も
っ
て
、

自
分
を
さ
し
て
い
う
語
。

②
対
称
。
接
茨
語
「
お
」
「
お
ん
」
を
伴
っ
て
、
相
手
を
さ
し
て
い
う

語
。
↓
お
み
・
お
ん
み

身
は
「
実
」
と
し
て
の
身
体
の
意
味
合
い
に
端
を
発
し
、
身
体
を
含
ん
だ

そ
の
人
自
身
、
さ
ら
に
、
そ
の
人
が
置
か
れ
た
社
会
的
状
況
、
ま
た
、
家
族

制
度
や
身
分
制
度
の
中
で
の
関
係
性
を
表
す
語
と
い
う
意
味
的
な
広
が
り
を

持
つ
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

市
川
浩
氏
は
身
の
語
義
を
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

1
・
実
　
「
莫
」
と
同
語
源
と
し
て
の
（
身
）
。
魚
の
「
身
」
は
果
実
の

「
実
」
　
に
通
じ
る
。
皮
の
中
身
と
し
て
の
身
。

2
・
肉
　
生
命
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
動
物
一
般
の
肉
を
意
味
す

る
。
「
魚
の
切
身
」
「
白
身
の
魚
」
「
身
節
が
い
た
む
」
な
ど
。

3
・
生
き
た
か
ら
だ
　
「
生
身
」
の
人
間
の
生
き
た
か
ら
だ
を
意
味
す

る
。
精
神
的
自
己
を
含
ん
だ
自
己
の
全
体
。
あ
る
い
は
切
実
な
仕
方

で
感
じ
て
い
る
精
神
的
な
状
腰
。
「
身
ご
も
り
」
「
身
持
ち
」
「
身
に

つ
け
る
」
「
身
を
切
ら
れ
る
思
い
」
な
ど
。

4
・
身
の
あ
り
さ
ま
　
か
ら
だ
の
あ
り
方
や
姿
、
ほ
た
ら
く
有
様
な
ど
、

多
様
な
「
身
ざ
ま
」
を
意
味
す
る
。
こ
と
ば
や
態
度
を
き
ち
ん
と
正
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③②　①

す
心
が
け
、
心
の
姿
勢
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
精
神
的
・
倫
理
的
な
ニ

ユ
ア
ソ
ス
を
帯
び
て
く
る
。
「
身
ぶ
り
」
「
身
が
ま
え
」
「
身
じ
ま
い
」

「
身
だ
し
な
み
」
な
ど
。

5
・
身
に
つ
け
る
も
の
　
着
物
や
身
に
つ
け
て
い
る
も
の
を
あ
ら
わ
す
。

「
身
頃
」
「
身
ぐ
る
み
」
「
身
幅
」
「
肩
身
」
な
ど
。

6
・
生
命
存
在
・
社
会
的
生
活
存
在
　
生
命
を
持
っ
た
存
在
。
生
活
す

る
存
在
。
社
会
的
存
在
と
し
て
の
（
身
）
　
へ
の
拡
が
り
の
方
向
性
を

も
つ
。
「
身
あ
っ
て
の
こ
と
」
「
身
代
り
」
「
身
の
代
金
」
「
身
を
立
て

る
」
「
身
を
持
ち
崩
す
」
な
ど
。

7
・
自
分
　
「
自
分
」
と
置
き
換
え
ら
れ
る
（
身
）
。
行
為
の
主
体
と
し

て
倫
理
的
責
任
の
主
体
で
あ
り
、
社
会
的
自
己
を
内
面
化
し
た

人
身
）
。
自
己
で
あ
る
（
身
）
は
、
つ
ね
に
他
者
と
の
か
か
わ
り
に
お

い
て
あ
る
と
い
う
多
重
帰
属
性
を
本
質
と
す
る
。
「
身
一
つ
」
「
身
次

第
」
「
身
か
ら
出
た
さ
び
」
「
身
勝
手
」
「
身
に
つ
ま
さ
れ
る
」
「
親
身

に
な
る
」
な
ど
。

8
・
社
会
的
自
己
　
個
と
し
て
の
私
に
限
定
さ
れ
な
い
、
社
会
的
ひ
ろ

が
り
を
も
っ
た
関
係
的
存
在
と
し
て
の
社
会
的
自
己
。
人
称
と
し
て

の
流
動
性
を
も
つ
。
「
身
ど
も
」
「
御
身
」
「
身
寄
り
」
「
身
内
」
「
身

方
」
な
ど
。

9
・
社
会
的
位
置
　
他
者
と
の
関
係
で
き
ま
っ
て
く
る
私
の
立
場
、
社

会
的
地
位
、
役
割
、
境
遇
、
分
限
、
分
際
と
い
っ
た
も
の
を
意
味
す

る
。
「
人
の
身
に
な
る
」
「
親
身
」
「
身
の
上
」
「
身
も
と
」
「
身
分
」

「
若
い
身
空
」
な
ど

1
0
・
全
体
存
在
・
こ
こ
ろ
　
人
間
の
全
体
存
在
を
包
含
し
た
概
念
。
実

体
的
統
一
で
は
な
く
、
多
極
分
解
の
可
能
性
に
つ
ね
に
さ
ら
さ
れ
た

錯
綜
体
と
し
て
の
統
一
。
活
動
す
る
生
き
身
の
は
た
ら
き
が
凝
り
集

っ
た
中
心
で
あ
り
、
つ
ね
に
此
所
で
あ
る
身
の
原
点
の
在
り
所
。

「
身
に
し
み
る
」
「
身
を
つ
く
す
」
「
身
を
入
れ
る
」
な
ど

市
川
氏
に
な
ら
っ
て
本
稿
で
も
、
「
身
」
単
独
で
用
い
ら
れ
た
も
の
だ
け

で
は
な
く
、
「
身
だ
し
な
み
」
「
身
の
上
」
と
い
っ
た
複
合
的
な
語
に
お
け
る

「
身
」
も
含
め
て
考
え
た
。
ち
な
み
に
、
西
鶴
の
用
例
で
は
、
「
身
上
が
り
」

「
身
請
」
「
身
動
き
」
「
身
掃
え
」
「
身
じ
ま
ひ
」
「
身
過
」
「
身
づ
く
ろ
い
」

「
身
の
上
」
「
身
の
毛
」
「
身
の
程
」
「
身
ぶ
り
」
「
身
ぶ
る
ひ
」
「
身
も
だ
へ
」

「
身
持
」
「
裸
身
」
「
ひ
と
り
身
」
「
身
暗
」
「
力
身
」
が
あ
る
。

（
身
）
が
個
人
的
な
肉
体
や
心
を
指
し
示
す
場
合
と
、
そ
の
人
の
社
会
的

な
あ
り
方
を
含
み
こ
ん
だ
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
る
場
合
と
の
、
境
界
線
上

に
、
6
の
「
生
命
存
在
・
社
会
的
生
活
存
在
」
と
し
て
の
（
身
）
　
の
用
法
が

あ
る
。
市
川
氏
は
、
「
身
の
上
」
「
身
す
ぎ
」
と
い
う
語
を
6
と
9
の
「
社
会

的
位
置
」
を
指
し
示
す
（
身
）
　
の
用
法
の
両
方
に
記
述
し
て
お
ら
れ
、
そ
の

境
界
線
が
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
統
合
的
な
語
と
し
て
捉

え
る
以
上
境
界
が
曖
昧
で
あ
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
が
、
ひ
と
ま
ず
、

本
稿
で
は
「
身
の
上
」
　
の
語
は
「
社
会
的
位
置
」
を
示
す
語
と
し
て
把
撞
し

た。
ま
た
、
右
の
分
叛
の
う
ち
1
0
「
全
体
存
在
・
こ
こ
ろ
」
を
指
し
示
す
錯
綜

体
と
し
て
の
身
と
い
う
意
味
合
い
も
、
6
の
「
生
命
存
在
・
社
会
的
生
活
存

在
」
や
9
の
「
社
会
的
位
置
」
と
の
弁
別
が
難
し
い
。
（
身
）
　
の
用
法
全
体

を
統
合
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
以
下
の
西
鶴
作
品
に
お
け
る

（
身
）
　
の
用
例
の
検
討
に
お
い
て
は
ひ
と
ま
ず
除
外
し
て
考
え
る
こ
と
に
す

る
。
ま
た
、
1
「
実
」
と
し
て
の
用
例
は
今
回
の
調
査
で
は
見
出
す
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
の
で
こ
れ
も
除
外
し
て
お
く
。

し
た
が
っ
て
本
稿
で
扱
う
（
身
）
の
分
類
は
次
の
八
つ
の
語
義
に
よ
っ
た
。

肉生
き
た
か
ら
だ

身
の
あ
り
さ
ま
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肉 ��h*ｸ+ﾘ*�.x+��身のありさま ��x,�,(*�.�.�,ﾂ�生命存在 俾兒｢�社会的自己 倆�檠4�ｩ'R�合計 

好色一代男 ���9 ����7 �3"�13 澱�21 ���b�

諸艶大鑑 ���11 �#"�9 鼎2�13 ����70 ��s��

西鶴諸国はなし ���6 唐�3 ��2�5 �"�10 鼎r�

好色五人女 ���9・ ��2�8 �3��9 ����19 �����

好色一代女 ���14 ����9 鼎2�12 迭�40 ��C��

本朝二十不孝 ���10 �#��1 �#"�2 �"�28 涛2�

男色大鑑 ���34 �3��9 鉄B�23 �#"�58 �#3"�

懐硯 ���5 湯�2 ��R�6 途�13 鉄r�

武道伝来記 �"�9 �#��16 �32�16 澱�42 ��S2�

日本永代蔵 �"�11 迭�4 �3��8 ���39 �����

武家義理物語 ���14 ��B�6 �3��13 ����37 ��#R�

好色盛衰記 �"�5 �#��4 ����9 �2�40 涛R�

新可笑記 ���9 澱�3 �#��11 迭�28 塔2�

本朝桜陰此事 ���9 澱�2 �#2�3 �"�12 鉄R�

世間胸算用 ���1 �"�4 ����5 �"�28 田��

椀久一世 ���0 �"�2 唐�4 �"�7 �#R�

西鶴置土産 ���7 澱�3 ��B�6 迭�30 都��

西鶴織留 �"�9 ����6 �#��10 �2�31 涛"�

西鶴俗つれづれ ���6 唐�2 唐�4 ���14 鼎2�

万文反古 ���7 唐�1 ��2�3 迭�26 田2�

西鶴名残の友 ���5 湯�3 ����2 ���7 �3r�

表1　西鶴における身の用例

⑥
　
身
に
つ
け
る
も
の

⑤
　
生
命
存
在

⑥
　
自
分

⑦
　
社
会
的
自
己

⑧
　
社
会
的
位
置

こ
の
分
類
に
し
た
が
っ
て
西
鶴
の
浮
世
草
子
に
お
け
る
身
の
用
例
を
表
に

ま
と
め
た
も
の
が
、
表
1
～
表
4
で
あ
る
。

こ
こ
に
現
れ
た
数
字
を
い
か
に
読
み
取
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
は
今
後

の
大
き
な
課
題
で
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
、
今
回
は
　
『
本
朝
二
十
不
孝
』
　
に

焦
点
を
あ
て
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
こ
で
　
『
本
朝
二
十
不
孝
』
　
の
各
話
ご
と

に
（
身
）
　
の
用
例
（
論
文
の
最
後
に
l
括
し
て
掲
げ
た
）
を
ま
と
め
た
も
の

が
蓑
5
で
あ
る
。

衰
3
に
よ
り
、
（
身
）
　
の
一
丁
当
り
の
使
用
状
況
を
1
ポ
イ
ソ
ト
以
上
の

も
の
と
以
下
の
も
の
と
に
区
別
し
て
み
る
と
、
1
ポ
イ
ソ
ト
以
上
の
作
品
は
、

『
諸
艶
大
鑑
』
　
『
好
色
五
人
女
』
　
『
好
色
一
代
女
』
　
『
本
朝
二
十
不
孝
』

『
男
色
大
鑑
』
　
『
武
道
伝
来
記
』
　
『
日
本
永
代
蔵
』
　
『
好
色
盛
衰
記
』
　
『
西

鶴
置
土
産
』
　
『
西
鶴
織
留
』

と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
一
話
当
り
の
使
用
状
況
が
四
例
以
上
の
も
の
は
、

『
諸
幾
大
鑑
』
　
『
好
色
五
人
女
』
　
『
好
色
一
代
女
』
　
『
本
朝
二
十
不
孝
』

『
男
色
大
鑑
』
　
『
武
道
伝
来
記
』
　
『
武
家
義
理
物
語
』
　
『
西
鶴
置
土
産
』

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

『
本
朝
二
十
不
孝
』
　
は
、
一
丁
当
り
の
使
用
頻
度
が
最
も
高
く
、
一
話
当

り
に
換
算
す
る
と
　
『
好
色
一
代
女
』
　
『
男
色
大
鑑
』
　
に
つ
い
で
、
（
身
）
　
の
使

用
数
が
多
い
作
品
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。

さ
ら
に
、
表
2
を
見
た
場
合
、
『
本
朝
二
十
不
孝
』
　
に
お
け
る
（
身
）
　
の

使
用
状
況
の
特
徴
と
し
て
、
肉
体
を
中
心
と
し
た
個
人
的
な
心
身
の
状
態
を

表
す
語
義
で
あ
る
「
生
き
た
か
ら
だ
」
「
身
の
あ
り
さ
ま
」
「
身
に
つ
け
る
も
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肉 ��h*ｸ+ﾘ*�.x+��身のありさま ��x,�,(*�.�.�,ﾂ�生命存在 俾兒｢�社会的自己 倆�檠4�ｩ'R�

好色一代男 ���C��2�8．5％ ��x�C��2�6．6％ �3��C(�2�12．3％ 店�Cx�2�19．8％ 

諸幾大鑑 ���C��2�6．1％ ��(�C8�2�5．0％ �#H�C��2�7．3％ 店�Ch�2�39．1％ 

西鶴諸国はなし ���C��2�0．8％ ��x�3��2�6．4％ �#x�Cx�2�10．6％ 滴�C8�2�21．3％ 

好色五人女 ���C��2�9．0％ ��8�C��2�8．0％ �3��C��2�9．0％ ����C��2�19．0％ 

好色一代女 ���C��2�9．9％ ��(�C��2�6．4％ �3��CX�2�8．5％ �8�CX�2�28．4％ 

本朝二十不孝 ���C��2�10．9％ �3��CH�2�1．1％ �#8�C��2�2．2％ �(�C(�2�30．4％ 

男色大鑑 ���CH�2�14．7％ ��8�CH�2�3．9％ �#8�C8�2�9＿．9％ 祷�CX�2�25．0％ 

懐硯 ���C��2�8．8％ ��X�C��2�3．5％ �#h�C8�2�10．5％ ��(�C8�2�22．8％ 

武道伝来記 ���C8�2�5．9％ ����C��2�10．5％ �#��Ch�2�10．5％ �8�C��2�27．5％ 

日本永代蔵 ���C��2�10．2％ 滴�Ch�2�3．7％ ����CX�2�7．4％ ���C��2�36．1％ 

武家義理物語 ���C��2�11．2％ ����C(�2�4．8％ �#H�C��2�10．4％ 嶋�S��2�29．6％ 

好色盛衰記 �(�C��2�5．3％ �#(�C��2�4．2％ ����Ch�2�9．5％ �8�C(�2�42．1％ 

新可笑記 ���C��2�10．8％ 度�C(�2�3．6％ �#X�C8�2�13．3％ 塗�C��2�33．7％ 

本朝桜陰比事 ���C��2�16．4％ ����C��2�3．6％ 鼎��C��2�5．5％ �8�Ch�2�21．8％ 

世間胸算用 ���Ch�2�1．6％ �8�C8�2�6．6％ �#��CX�2�8．2％ �8�C8�2�45．9％ 

椀久一世の物語 ���C��2�0．0％ 嶋�C��2�8．0％ �3(�C��2�16．0％ 嶋�C��2�28．0％ 

西鶴置土産 ���C��2�9．9％ 嶋�CX�2�4．2％ ����Cx�2�8，5％ 度�C��2�42．3％ 

西鶴織留 �(�2�9．8％ ��(�C��2�6．5％ �#��Cx�2�10．9％ �8�C8�2�33．7％ 

西鶴俗つれづれ ���C��2�14．0％ ����Ch�8���ﾂ�4．7％ ����Ch�2�9．3％ �(�C8�2�32．6％ 

万の文反古 ���C��2�11．1％ ��(�Cx�2�1．6％ �#��Ch�2�4．8％ 度�C��2�41．3％ 

西鶴名残の友 ���C��2�13．5％ �#H�C8�2�8．1％ �#x�C��2�5．4％ �(�Cx�2�18．9％ 

表2　身の用例の平均値

個人的〈身〉 倆�檠4�*ﾙ�x�"�
好色一代男 �3��C��2�37．7％ 

諸虫大鑑 �#(�C��2�52．0％ 

西鶴諸国はなし �+S3h�C(�2�36．2％ 

好色五人女 �#X�C��2�38．0％ 

好色一代女 �#x�C��2�40．4％ 

本朝二十不孝 鼎��C(�2�34．8％ 

男色大鑑 �#��CH�2�44．4％ 

懐硯 �#��C��2�45．6％ 

武道伝来記 �3��Ch�2�41．8％ 

日本永代蔵 ����CX�2�44．4％ 

武家義理物語 �#��C��2�48．0％ 

好色盛衰記 �#��Cx�2�54．7％ 

新可笑記 �3H�CX�2�53．0％ 

本朝桜陰比事 �3��C��2�30．9％ 

世間胸算用 ����CX�2�57．4％ 

椀久一世の物語 ��h�C��2�52．0％ 

西鶴置土産 �#(�CX�2�57．7％ 

西鶴織留 �#��C8�2�47．8％ 

西鶴俗つれづれ �3x�C8�2�44．2％ 

万の文反古 �#X�CH�2�54．0％ 

西鶴名残の友 鼎X�C��2�27．0％ 

用例数 �)ｩ�B�一丁平均 刎)�B�一話平均 

好色一代男 ���b�134．5 ���C��54 �(�C��

諸艶大鑑 ��s��125 ���CB�40 滴�CR�

西鶴諸国はなし �32�66．5 ���Cr�35 ���C2�

好色五人女 �����72 ���CB�25 滴�C��

好色一代女 ��C��90 ���Cb�24 店�C��

本朝二十不孝 涛2�57．5 ���Cb�20 滴�Cr�

男色大鑑 �#3"�164 ���CB�40 店�C��

懐硯 鼎"�78．5 ���Cr�25 �(�C2�

武道伝来記 ��S2�139 ���C��32 滴�Cr�

日本永代蔵 涛b�84 ���C2�30 �8�Cb�

武家義理物語 ��#R�87 ���Cr�27 滴�Cb�

好色盛衰記 涛R�77．5 ���C"�25 �8�C��

新可笑記 塔2�101 ���C��26 �8�C"�

本朝桜陰比事 鉄R�88 ���Cb�45 ���Cb�

世間胸算用 鼎��79．5 ���C��20 �8�C��

西鶴置土産 都��62 ���C��15 滴�Cr�

西鶴織留 涛"�85．5 ���C��23 滴�C��

西鶴俗つれづれ 鼎2�60 ���Cr�18 �(�CB�

万の文反古 田2�70 ���C��17 �8�Cr�

西鶴名残の友 �3r�46．5 ���C��27 ���CB�

表3　一丁一話当りの用例数
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生きたからだ ��x,ﾈ*�.�+8-ﾂ�身につけるもの ��ikﾙ�hﾝﾒ�自分 倆�檠4俾侘��社会的位置 俘xﾇb�
－の－ ��1 �� �� ���2 

－の二 ���1 ��5 �� ���8 

一の三 ��2 ��1 �� ��3 

ーの四 ��1 �� �� ���2 

二の－ ���3 ��2 �� ���7 

二の二 ��1 ��4 �� �"�7 

二の三 ��2 ��1 �� �"�5 

二の四 �� �� ���1 ��2 

三の－ ���5 �� �� 釘�10 

三の二 ��1■ ��1 �� ��2 

三の三 ��� ��1 �� ���3 

三の四 �� ��1 �� ��1 

四の一 ��3 �� �� �2�6 

四のニ ��2 ��2 �� �2�7 

四の三 �2�1 ��1 ��� �2�9 

四の四 �� �� ��1 �"�3 

五の－ ��1 ��1 �� �"�4 

五の二 ��2 ��1 �� ���4 

五の三 ���1 ��1 �� ��3 

五の四 �"�1 ��� �� ���5 

合計 ����28 ���22 �"�2 �#��93 

表5　『本朝二十不孝』における身の用例

の
」
に
相
当
す
る
（
身
）
の
用
例
が
全
体
の
四
〇
・
二
パ
ー
セ
ソ
ト
を
占
め

て
い
る
点
に
気
づ
く
。
そ
れ
に
対
し
て
他
者
や
社
会
的
を
意
識
し
た
上
で
の

存
在
と
し
て
の
（
身
）
を
暗
示
す
る
語
義
「
自
分
」
「
社
会
的
自
己
」
「
社
会

的
位
置
」
に
相
当
す
る
用
例
は
、
全
体
の
三
四
・
八
パ
ー
セ
ソ
ト
と
な
っ
て

い
る
。
ち
な
み
に
他
の
作
品
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
表
4
の
よ
う
に
な
る
。

蓑
4
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
個
人
的
意
味
合
い
で
使
わ
れ
る
（
身
）
　
の
用

例
が
、
社
会
的
意
味
合
い
で
使
わ
れ
る
（
身
）
　
の
用
例
を
上
回
っ
て
い
る
と

い
う
点
で
　
『
本
朝
二
十
不
孝
』
が
特
異
な
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
こ

と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

肉
体
的
な
意
味
合
い
で
の
（
身
）
　
の
表
現
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
好
色
物

に
そ
の
用
例
が
多
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
男
女
関
係
が
遊
郭
や
社
会
と

い
っ
た
よ
り
広
範
な
社
会
的
な
場
の
な
か
で
描
か
れ
る
場
合
、
お
の
づ
か
ら

へ
身
）
の
語
義
も
社
会
的
な
色
彩
が
濃
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
武

家
物
や
町
人
物
に
お
い
て
は
、
身
分
や
家
柄
と
い
っ
た
こ
と
が
作
品
の
重
要

な
要
素
に
な
っ
て
く
る
こ
と
か
ら
、
敵
討
ち
と
い
う
闘
い
の
場
面
が
多
く
あ

る
場
合
で
さ
え
、
か
ら
だ
そ
の
も
の
を
表
現
す
る
（
身
）
よ
り
も
、
社
会
的

な
存
在
全
体
か
ら
照
射
さ
れ
た
（
身
）
の
用
例
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
親
不
孝
と
い
う
話
題
は
、
親
と
子
と
い
う
一
対
一
の
関
係
を
中
心

と
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
社
会
的
な
犯
罪
や
家
業
と
い
う
よ
り
広

い
社
会
的
な
角
度
か
ら
（
不
孝
）
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
話
も
多
く
あ
る

が
、
親
と
子
の
葛
藤
と
し
て
の
（
不
孝
）
と
い
う
側
面
か
ら
登
場
人
物
の

（
身
）
　
に
つ
い
て
言
及
す
る
時
に
、
よ
り
限
定
的
な
絞
込
み
が
行
わ
れ
る
傾

向
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

限
定
的
に
使
わ
れ
る
例
と
し
て
ま
ず
気
が
つ
く
の
が
、
『
本
朝
二
十
不
孝
』

の
特
に
前
半
部
に
見
ら
れ
る
、
不
孝
者
が
そ
の
身
に
受
け
た
天
罰
を
如
実
に

表
現
す
る
記
述
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
の
（
身
）
は
、
ま
さ
に

肉
体
が
損
な
わ
れ
る
と
い
う
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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（
巻
l
の
二
）
彼
の
二
人
の
親
の
最
後
所
に
な
り
て
、
足
す
く
み
、

様
々
刻
を
も
だ
へ
し
に
、
限
暗
て
倒
し
に
、
二
親
の
な
き
骸
を
唆
し

狼
、
又
出
て
、
終
夜
塀
暁
、
大
か
た
な
ら
ぬ
う
き
め
を
見
せ
て
、
其

骨
の
節
々
迄
を
、
余
多
の
狼
く
は
へ
て
、
狼
谷
の
海
道
ば
た
に
、
又
、

（13）

人
形
を
並
置
て
、
文
太
左
衛
門
か
恥
を
爆
さ
せ
け
る
。

（
巻
二
の
l
）
其
刺
の
熱
を
、
七
歳
に
な
る
子
に
払
ひ
、
連
も
遮
れ
ぬ

今
の
ま
な
る
に
、
一
子
を
我
下
に
敷
け
る

（
巻
二
の
三
）
お
も
は
ざ
る
難
風
に
達
て
、
歪
に
流
さ
れ
、
か
ゝ
る
う

き
事
に
、
刺
を
妻
ら
る
ゝ
は
悲
し
。

（
巻
四
の
こ
残
る
も
の
と
て
、
波
形
合
器
・
貝
杓
子
・
古
延
の
朝
露
、

夕
部
に
風
の
身
を
貴
、
甚
七
が
か
な
し
き
、
此
事
聞
つ
た
へ
て
、
其

後
は
所
を
お
っ
た
て
ら
れ
、
な
を
ゆ
く
さ
き
せ
ま
り
て
、
其
と
し
の

雪
の
こ
ろ
、
播
磨
の
書
写
で
ら
の
ふ
も
と
に
て
、
立
す
く
み
て
死
け

る。

ま
た
、
表
5
に
よ
る
と
、
巻
二
の
一
、
巻
三
の
l
、
巻
四
の
一
に
お
け
る

各
話
の
個
人
的
な
身
に
つ
い
て
の
用
例
が
多
く
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
あ

わ
せ
る
と
二
二
例
、
全
体
の
用
例
の
一
一
・
八
パ
ー
セ
ソ
ト
に
な
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
三
話
の
用
例
が
　
『
本
朝
二
十
不
孝
』
　
全
体
の
個
人
的
（
身
）
　
の

用
例
を
引
き
上
げ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

巻
二
の
一
「
我
と
身
を
焦
す
釜
が
淵
」
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
検
討
す
る

こ
と
と
し
て
、
巻
三
の
一
「
娘
盛
の
散
桜
」
　
の
場
合
は
、
五
人
姉
妹
の
う
ち

四
人
ま
で
が
、
結
婚
し
て
身
ご
も
っ
た
と
た
ん
に
、
身
二
つ
に
な
ら
な
い
ま

ま
次
々
と
こ
の
世
を
去
っ
て
し
ま
う
と
い
う
内
容
故
に
、
妊
娠
に
ま
つ
わ
る

表
現
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

①
　
縁
組
の
間
も
な
く
懐
胎
の
刻
と
な
れ
ば
、
日
を
算
、
月
を
操
、
産

れ
ぬ
先
、
乳
姫
を
定
め
、
鶴
亀
の
つ
き
し
小
袖
を
拓
へ
、
夜
更
て
、

松
吹
風
の
戸
に
音
信
る
を
も
、
其
事
か
と
、
母
の
親
日
も
あ
は
ず

気
遣
ひ
せ
し
に
、
悲
し
や
、
腹
痛
て
動
を
悩
み
、
五
、
七
日
も
憂

目
を
見
せ
し
。

②
　
「
か
く
あ
る
死
人
は
、
左
鎌
を
う
た
せ
、
異
動
二
つ
に
な
さ
で
は
、

浮
む
事
な
く
、
後
の
世
覚
束
な
し
」
と
い
ふ
に
ぞ
、
猶
か
な
し
く
、

沐
浴
、
其
通
り
に
、
念
仏
講
中
を
顔
み
け
る
。

③
　
度
々
愁
て
う
た
て
く
、
諸
神
に
祈
請
を
か
け
、
「
平
産
は
刺
の
養

生
、
是
を
大
事
」
と
、
こ
と
に
な
れ
た
る
祖
母
を
雇
ひ
、
腹
帯
の

し
め
加
減
、
庭
ば
た
ら
き
に
刻
を
こ
な
し
、
膜
を
す
こ
し
も
ひ
や

さ
ず
、
目
通
り
よ
り
高
く
手
を
あ
げ
さ
せ
ず
、
寝
姿
も
足
を
伸
さ

ず
、
か
し
ら
は
関
枕
に
て
と
ゞ
め
、
刺
を
か
た
む
る
に
残
る
所
な

く
、
喰
物
を
も
あ
ら
た
め
、
産
月
を
待
け
る

本
話
に
つ
い
て
は
、
女
不
孝
話
と
い
う
観
点
か
ら
様
々
に
論
じ
ら
れ
て

（14）い
る
が
、
（
身
）
と
い
う
視
点
で
考
え
る
な
ら
ば
、
あ
れ
こ
れ
と
身
を
労
わ

り
万
全
を
期
し
て
も
お
産
の
成
就
し
な
い
娘
た
ち
と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ

ろ
う
か
。
養
老
孟
司
氏
に
よ
れ
ば
江
戸
時
代
は
、
「
お
産
あ
る
い
は
誕
生
が
、

社
会
一
般
に
「
た
だ
の
生
理
作
用
」
　
で
な
く
な
る
」
「
脳
化
し
た
社
会
で

（15）
あ
る
」
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
出
産
で
き
な
い
妊
婦
の
執
拗
な
（
身
）
描
写

は
「
た
だ
の
生
理
作
用
」
と
し
て
の
お
産
を
阻
ん
だ
表
現
と
し
て
、
脳
化
社

会
が
要
請
す
る
結
婚
と
い
う
制
度
の
歪
み
を
告
発
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ

る。

娘
の
「
身
ご
も
り
」
　
の
悲
劇
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
自
体
宿
命
的
な
親
不

孝
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
（
身
）
　
の
不
自
然
が
行
き
着
く
先
が
、
五
女
乙

女
の
親
不
孝
で
あ
る
。
「
お
冬
が
心
か
ら
の
願
ひ
の
道
を
と
ゞ
め
て
、
よ
し

な
き
男
を
も
た
せ
、
帰
ら
ぬ
事
を
悔
ぬ
。
恩
へ
ぱ
く
、
現
の
間
な
り
。
そ

な
た
は
髪
を
お
ろ
し
、
姉
共
が
命
日
を
問
な
ば
、
未
来
も
あ
し
か
ら
じ
」
と

い
う
親
の
勧
め
に
対
し
て
、
乙
女
は
「
た
ま
ノ
＼
、
人
間
に
生
を
受
て
、
男

と
云
物
も
た
で
は
、
口
を
し
か
り
き
。
親
達
の
養
介
に
ほ
な
ら
じ
」
と
家
出
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を
す
る
。
姉
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
出
家
せ
よ
と
い
う
親
の
勧
め
は
、
女
と

し
て
生
き
る
道
を
捨
て
よ
と
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
乙
女
は

女
性
で
あ
る
こ
と
の
証
と
し
て
（
身
）
を
か
た
め
る
こ
と
を
望
む
。

そ
し
て
乙
女
の
決
定
的
な
親
不
孝
は
、
山
賊
の
妻
と
な
り
、
実
家
に
押
し

入
り
、
「
夫
婦
の
ね
ら
れ
し
う
へ
に
畳
を
置
か
け
」
身
動
き
で
き
な
い
よ
う

に
し
て
お
い
て
な
け
な
し
の
家
財
道
具
を
強
奪
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

畳
に
よ
る
圧
迫
は
命
を
奪
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
黙
っ
て
静
か

に
盗
み
を
行
え
ば
寝
て
い
る
両
親
が
目
覚
め
る
確
率
が
低
い
は
ず
な
の
に
、

わ
ざ
わ
ざ
畳
を
持
ち
上
げ
て
両
親
の
上
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
し
て
し

ま
う
危
険
性
を
高
く
し
て
い
る
。
ど
こ
か
不
自
然
で
ち
ぐ
は
ぐ
な
行
動
で
あ

る
。
挿
絵
が
寝
て
い
る
両
親
の
上
に
畳
を
措
い
て
い
な
い
の
は
、
乙
女
の
行

為
が
い
か
に
も
不
自
然
な
も
の
だ
か
ら
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
乙
女
の
末
路
は
、

歩
き
な
れ
た
道
筋
の
岩
を
人
影
と
見
誤
り
「
心
の
や
る
せ
な
く
、
知
た
る
淵

に
と
飛
入
」
と
い
う
自
縄
自
縛
の
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
墓
穴
を
掘
っ
て
い

る。

畳
の
上
に
寝
る
と
い
う
自
然
な
姿
を
文
字
通
り
引
っ
く
り
返
し
て
、
寝
て

い
る
人
間
の
上
に
畳
を
置
く
と
い
う
行
為
は
、
子
が
親
に
従
い
孝
を
つ
く
す

と
い
う
有
り
得
べ
き
姿
で
は
な
く
子
が
親
に
逆
ら
い
不
孝
を
な
す
と
い
う
乙

女
の
行
為
を
暗
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
親
の
か
ら
だ
に
畳
を
乗

せ
る
と
い
う
非
常
に
即
物
的
身
体
的
な
親
不
孝
の
描
き
方
だ
と
い
え
る
。

八
草
）
　
で
は
な
く
へ
不
孝
）
す
な
わ
ち
（
こ
こ
ろ
）
　
で
は
な
く
（
か
ら
だ
）

と
い
う
図
式
そ
の
も
の
の
表
現
な
の
で
あ
る
。

養
老
孟
司
氏
は
、
江
戸
と
い
う
時
代
は
身
体
を
心
の
下
位
に
お
い
た
「
脳

（16）

化
社
会
」
　
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
も
と
よ
り
そ
れ
は
江
戸
と
い
う

人
工
都
市
に
お
け
る
武
士
社
会
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
で
あ
る
。
天
和
二
年

に
綱
膏
の
立
て
た
忠
孝
札
を
脳
化
社
会
江
戸
の
典
型
と
し
て
（
か
ら
だ
）
よ

り
（
こ
こ
ろ
）
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
（
身
）
　
の
在
り
方
を
強
調
し
た
も

の
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
反
転
し
た
『
本
朝
二
十
不
孝
』
に
は
、

（
か
ら
だ
）
と
し
て
の
（
身
）
　
の
表
現
が
充
満
し
て
い
る
の
は
当
然
の
こ
と

と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
で
は
巻
四
の
一
「
善
悪
の
二
つ
皐
」
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
こ

の
話
の
背
景
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
的
時
代
的
な
コ
ー
ド
が
あ
る
こ
と
が

（17）

指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、

（18）

佐
々
木
昭
夫
氏
が
詳
細
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
「
心
か
ら
姿
か
ら
、

是
程
似
た
る
人
」
は
い
な
い
と
い
わ
れ
た
遊
び
仲
間
、
甚
七
と
源
七
が
、
足

腰
の
立
た
な
い
年
老
い
た
非
人
を
親
の
偽
者
に
仕
立
て
上
げ
る
際
の
行
動
の

違
い
で
あ
る
。
「
遊
女
狂
ひ
に
身
を
焦
し
」
て
財
産
を
蕩
尽
し
、
故
郷
安
芸

国
を
立
ち
退
い
た
二
人
は
、
備
前
国
で
門
立
ち
を
す
る
が
追
い
払
わ
れ
、

「
身
の
置
所
も
な
く
、
過
に
し
春
の
事
共
、
思
ひ
出
し
、
男
泣
の
洞
」
を
流

す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
備
前
が
「
親
に
孝
あ
る
者
は
、
御
意
み
深
」
い

土
地
柄
で
あ
る
の
を
利
用
し
て
、
偽
の
親
を
連
れ
て
物
乞
い
を
す
る
こ
と
を

思
い
つ
く
。
佐
々
木
氏
に
よ
れ
ば
、
革
を
引
く
と
い
う
動
作
と
背
負
う
と
い

う
動
作
と
の
違
い
　
－
　
肌
と
肌
を
接
す
る
ス
キ
ソ
シ
ッ
プ
の
有
無
が
、
老
人

に
対
す
る
心
の
距
離
の
違
い
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
。
「
か
た
輪
串

を
つ
く
り
て
」
老
人
を
そ
こ
に
乗
せ
て
物
乞
い
を
し
た
甚
七
は
、
「
老
人
に

按
摩
を
と
ら
せ
、
終
夜
、
蚊
を
ほ
ら
は
せ
、
年
寄
の
草
臥
を
ゆ
る
さ
ず
。
眠

ば
、
同
骨
を
踏
た
1
き
、
「
連
も
腰
抜
役
の
お
の
れ
の
」
と
、
つ
ら
く
あ
た

る
」
。
一
方
、
「
年
老
た
る
者
を
負
て
」
物
乞
い
を
し
て
歩
い
た
源
七
は
、
老

人
を
「
格
別
に
い
た
は
り
」
「
ま
づ
は
親
と
名
付
、
然
も
其
影
に
て
、
今
日

の
身
う
へ
を
た
す
か
れ
は
、
其
恩
は
忘
れ
じ
」
と
「
ま
こ
と
の
親
の
ご
と
く
、

孝
を
つ
く
」
す
。
そ
の
後
、
甚
七
が
事
に
乗
せ
て
物
乞
い
を
し
て
い
た
老
人

が
「
子
細
あ
っ
て
、
牢
人
の
後
、
身
を
隠
し
、
今
浅
ま
し
く
」
な
っ
て
い
る

人
物
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
老
人
の
息
子
金
弥
の
任
地
で
身
の
置
き
所
を

得
る
源
七
と
野
垂
れ
死
に
を
す
る
甚
七
と
い
う
明
暗
の
分
か
れ
た
結
末
を
迎
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え
る
。足

腰
の
立
た
な
い
非
人
で
あ
っ
た
老
人
二
人
は
、
初
め
、
そ
の
（
か
ら

だ
）
が
物
乞
い
の
道
具
と
し
て
利
用
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
老
人
二
人
の
（
か

ら
だ
）
の
扱
い
．
を
異
に
し
た
た
め
に
、
い
つ
ま
で
も
老
人
に
（
こ
こ
ろ
）
を

見
出
さ
な
い
甚
七
と
老
人
と
へ
こ
こ
ろ
）
を
通
わ
せ
る
よ
う
に
な
る
源
七
と

に
分
か
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
源
七
の
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
が
甚
七
の
偽
親

で
あ
っ
た
老
人
の
社
会
的
な
（
身
）
を
明
ら
か
に
す
る
き
っ
か
け
と
な
る
。

そ
れ
は
、
肉
体
と
し
て
の
人
身
）
を
超
え
て
、
精
神
と
し
て
の
（
身
）
が
発

現
し
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
（
身
）
が
表
現
さ
れ
て
い
く
と
い
う
へ
身
）

の
多
層
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
重
な
る
も
の
で
も
あ
る
。
「
末
路
に
下
り
」
、
つ
ま

り
江
戸
へ
向
か
い
脳
化
社
会
に
取
り
込
ま
れ
て
（
身
）
　
の
安
住
を
得
る
源
七

と
、
脳
化
社
会
か
ら
は
み
出
し
た
ま
ま
「
播
磨
の
書
写
で
ら
の
ふ
も
と
」
で

（
身
）
を
「
立
す
く
み
」
死
ん
で
い
く
甚
七
。
善
と
悪
と
に
枝
分
か
れ
し
た

（
身
）
　
の
果
て
が
措
か
れ
て
い
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
巻
三
の
一
と
巻
四
の
一
の
（
身
）
を
め
ぐ
る
表

現
は
、
現
実
的
身
体
的
な
登
場
人
物
の
（
身
）
そ
の
も
の
の
表
現
を
通
し
て

孝
と
不
孝
を
反
転
さ
せ
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

続
い
て
、
巻
二
の
一
「
我
と
身
を
焦
す
釜
が
淵
」
　
の
場
合
を
考
え
て
み
よ

員
ノ
〇

三
　
巻
二
の
一
「
我
と
身
を
焦
す
釜
が
淵
」
　
の
場
合

周
知
の
こ
と
で
は
あ
る
が
話
の
梗
概
を
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。

琵
琶
湖
の
大
津
と
失
権
の
間
の
渡
し
舟
の
老
船
頭
が
、
に
わ
か
雨
が

降
り
だ
し
た
こ
と
か
ら
、
乗
客
に
請
わ
れ
る
ま
ま
に
櫓
を
早
め
る
。
諸

肌
脱
ぎ
に
な
っ
た
船
頭
の
か
ら
だ
に
は
切
傷
が
隙
間
な
く
あ
っ
た
。
乗

客
が
そ
の
わ
け
を
尋
ね
る
と
、
1
名
は
石
川
五
太
夫
、
豪
農
だ
っ
た
。

息
子
五
右
衛
門
は
農
業
を
嫌
い
、
武
術
に
夢
中
に
な
り
、
往
来
の
人
に

技
を
か
け
る
よ
う
に
な
る
。
次
第
に
仲
間
が
増
え
五
右
衛
門
は
盗
賊
の

か
し
ら
と
な
る
。
見
か
ね
て
五
太
夫
が
意
見
を
す
る
と
、
父
親
に
縄
を

か
け
て
家
出
。
そ
こ
へ
、
五
右
衛
門
に
恨
み
を
持
っ
た
者
た
ち
が
や
っ

て
き
て
、
五
右
衛
門
の
身
代
わ
り
だ
と
言
っ
て
五
太
夫
の
体
を
傷
だ
ら

け
に
し
て
い
っ
た
－
－
－
と
老
船
頭
は
身
の
上
語
り
を
展
開
。

京
に
居
を
構
え
た
五
右
衛
門
は
、
日
中
武
士
を
装
っ
て
下
見
を
し
た

屋
敷
に
夜
押
入
る
盗
み
を
繰
り
返
し
、
三
百
余
人
の
手
下
を
従
え
夜
盗

の
学
校
を
主
催
す
る
。
手
下
が
掟
を
破
っ
て
昼
夜
か
ま
わ
ず
強
盗
を
は

た
ら
く
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
一
味
と
と
も
に
五
右
衛
門
も
揺
ら
え
ら

れ
、
七
粂
河
原
で
七
歳
の
子
ど
も
と
と
も
に
釜
茹
で
の
刑
に
処
せ
ら
れ

る
。
身
の
熱
さ
に
耐
え
兼
ね
て
我
が
子
を
足
の
下
に
敷
い
て
し
ま
う
ほ

ど
の
悪
党
ぶ
り
で
あ
っ
た
。

本
話
が
　
『
二
十
四
孝
』
「
郭
居
」
、
『
本
朝
孝
子
伝
』
「
中
江
惟
命
」
を
原
拠

（19）

と
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
（
身
）
と
い
う
視

点
で
作
品
を
考
え
て
み
た
い
。

本
話
に
お
け
る
（
身
）
　
の
用
例
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
　
我
と
刺
を
こ
が
す
釜
が
淵
（
タ
イ
ト
ル
）

②
　
l
切
の
人
間
、
応
ぜ
ぬ
分
限
を
ね
が
ひ
、
刻
を
滅
法
す
、
古
例
其

数
を
し
ら
ず
。

③
　
津
波
や
大
津
の
滑
よ
り
、
矢
橋
に
渡
す
舟
翁
の
刻
は
比
叡
の
山
風

の
灯
と
危
く
、
入
相
の
鐘
を
聴
ば
、
命
の
内
外
の
気
遣
、
俄
に
雲

と
成
、
雨
と
成

①
　
「
あ
れ
で
も
死
ぬ
も
の
物
か
な
」
と
、
を
の
〈
横
手
を
打
て
、

「
是
は
い
か
な
る
故
に
、
か
く
ま
た
、
刺
を
あ
や
し
め
け
る
ぞ
」

⑤
　
「
子
の
か
は
り
に
此
親
を
、
死
ぬ
程
切
々
」
と
、
此
ご
と
く
刻
を

呵
責
、
是
に
も
お
し
き
は
命
、
世
の
巣
か
へ
て
、
生
死
の
海
の
わ

た
し
舟
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⑤
　
彼
五
右
衛
門
は
都
に
て
、
昼
中
に
鑓
を
三
人
な
ら
び
の
手
振
を
先

に
立
、
其
劫
は
乗
馬
、
跡
よ
り
挟
箱
持
・
沓
篭
、
歴
々
の
侍
と
見

せ
て
、
見
分
に
ま
は
り
、
大
盗
の
手
優
を
し

⑦
　
七
条
河
原
に
引
出
さ
れ
、
大
釜
に
池
を
焼
立
、
是
に
親
子
を
入
て

煎
れ
に
け
る
。
其
刻
の
熟
を
、
七
歳
に
な
る
子
に
払
ひ
、
姓
も
遅

れ
ぬ
今
の
ま
な
る
に
、
l
子
を
我
下
に
敷
け
る

右
の
用
例
の
う
ち
①
⑥
⑦
は
息
子
五
右
衛
門
の
（
身
）
、
③
④
⑤
ほ
父
親

で
あ
る
五
太
夫
の
（
身
）
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
〓
話

の
記
述
の
分
量
を
見
て
み
る
と
五
太
夫
の
述
懐
堅
二
分
の
二
を
費
や
し
て
い

る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
、
我
が
子
五
右
衛
門
の
不
孝
を
告
発
す
る

五
太
夫
の
船
上
で
の
述
懐
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
の
後
釜
茹
で
に
至
る
五
右
衛

門
の
都
で
の
不
行
跡
が
三
人
称
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
を
（
身
）
と
い
う
側
面
か
ら
考
え
る
と
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
の
だ

ろ
う
か
。

西
鶴
は
し
ば
し
ば
乗
合
舟
と
い
う
場
を
作
品
に
用
い
て
い
る
が
、
乗
船
し

た
後
で
商
売
道
具
の
文
箱
を
置
き
忘
れ
た
こ
と
に
気
づ
く
飛
脚
を
か
ら
か
う

他
の
乗
客
た
ち
と
そ
の
影
で
お
び
え
て
い
る
お
な
つ
清
十
郎
を
描
写
す
る

『
好
色
五
人
女
』
巻
l
の
三
「
状
箱
は
宿
に
置
て
き
た
男
」
や
、
淀
川
の
下

り
舟
に
乗
り
合
わ
せ
た
乗
客
そ
れ
ぞ
れ
の
身
の
上
話
を
展
開
さ
せ
る
『
懐

硯
』
巻
l
の
二
「
照
を
取
る
昼
舟
の
中
」
な
ど
、
舟
に
乗
船
し
て
き
た
人
々

に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ

で
は
船
頭
の
語
り
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
船
頭
の
身
の
上
話
は
、
船
頭
が

諸
肌
を
脱
い
だ
と
こ
ろ
体
中
が
切
り
傷
だ
ら
け
だ
っ
た
こ
と
か
ら
乗
客
が
そ

の
訳
を
尋
ね
る
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
展
開
し
て
い
る
。

話
は
変
わ
る
が
、
運
転
手
が
呂
律
の
回
ら
な
い
し
ゃ
べ
り
方
を
す
る
タ
ク

シ
ー
に
乗
辛
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
ま
さ
か
酔
っ
払
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ

る
ま
い
し
と
、
不
審
に
患
っ
て
い
る
と
「
わ
た
し
の
し
ゃ
べ
り
方
へ
ん
で
し

よ
？
」
と
向
こ
う
か
ら
切
り
出
し
て
き
た
。
そ
の
後
、
目
的
地
に
つ
く
ま
で

の
十
五
分
余
り
の
間
に
、
三
年
前
に
舌
癌
が
発
見
さ
れ
て
舌
の
半
分
を
切
除

し
た
こ
と
、
予
後
の
ト
レ
ー
ニ
ソ
グ
で
な
ん
と
か
し
ゃ
べ
れ
る
よ
う
に
は
な

っ
た
が
食
事
が
ま
っ
た
く
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
人
生
に
お

い
て
食
べ
る
と
い
う
こ
と
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

切
々
と
語
っ
て
く
れ
た
。
降
車
の
際
に
く
る
り
と
振
り
返
っ
て
「
病
気
は
早

期
発
見
が
大
事
で
す
よ
」
と
微
笑
む
運
転
手
に
対
し
、
「
涙
に
な
り
て
別
れ

し
」
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
熱
い
思
い
が
胸
に
込
み
上
げ
た
。

彼
は
呂
律
の
回
ら
な
い
し
ゃ
べ
り
を
指
摘
さ
れ
る
た
び
に
闘
病
の
経
緯
を
繰

り
返
し
乗
客
に
語
っ
て
き
か
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
l
日
に
何
度
と
な
く
繰

り
返
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
身
を
も
っ
て
体
験
し
た

病
気
の
お
そ
ろ
し
さ
と
今
を
生
き
る
何
気
な
い
幸
せ
、
あ
た
り
ま
え
に
思
っ

て
繰
り
返
し
て
い
る
食
の
営
み
の
大
切
さ
な
ど
た
く
さ
ん
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

乗
客
に
与
え
続
け
て
い
る
。
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
身
の
上
語
り
を
聞
い
た

乗
客
の
感
動
と
励
ま
し
と
が
彼
の
生
き
る
支
え
の
l
つ
に
な
っ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

閑
話
休
題
。
五
太
夫
も
ま
た
暑
い
夏
や
櫓
を
早
め
る
際
に
諸
肌
脱
ぎ
に
な

る
た
び
に
、
乗
客
に
む
か
っ
て
息
子
五
右
衛
門
の
悪
行
に
つ
い
て
語
っ
て
き

か
せ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
繰
り
返
さ
れ
る
身
の
上
語
り
。
件
の
運
転
手
は

自
身
の
闘
病
経
験
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
だ
が
、
五
太
夫
の
場
合
は
繰
り

返
し
繰
り
返
し
我
が
子
を
告
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
か
ゝ
る
悪
人
も
有

物
ぞ
。
天
竺
阿
閣
世
、
唐
土
の
悪
王
に
も
お
と
ら
じ
」
と
い
う
乗
客
た
ち
の

息
子
を
責
め
る
こ
と
ば
が
彼
の
へ
か
ら
だ
）
　
の
傷
に
象
徴
さ
れ
た
へ
こ
こ

ろ
）
　
の
傷
を
慰
め
る
。
そ
れ
は
渡
し
舟
が
同
じ
場
所
を
行
っ
た
り
来
た
り
す

る
の
と
同
調
す
る
か
の
よ
う
な
反
復
さ
れ
る
語
り
と
慰
め
で
あ
る
。

比
叡
山
か
ら
吹
き
下
ろ
す
山
風
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
そ
う
な
六
十
余
り
の
老

い
先
短
い
（
身
）
と
は
書
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
「
今
時
の
若
者
、
拙
者
が
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担
、
思
ひ
も
よ
ら
ず
」
と
諸
肌
を
脱
ぐ
力
強
さ
は
、
肉
体
的
な
頑
強
さ
と
と

も
に
、
（
身
）
に
受
け
た
無
数
の
傷
を
敢
え
て
人
目
に
曝
し
て
、
身
の
上
語

り
を
展
開
す
る
と
い
う
五
太
夫
の
し
た
た
か
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
息
子
に

そ
こ
な
わ
れ
た
（
身
）
が
、
死
を
免
れ
、
み
ご
と
に
再
生
し
、
そ
の
（
身
）

が
か
え
っ
て
五
太
夫
の
存
在
証
明
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
息
子
の
方
は
、
組
織
が
大
き
く
な
り
す
ぎ
た
た
め
に
（
身
）
内
を
統

率
し
き
れ
な
く
な
り
、
手
下
の
（
身
）
勝
手
も
手
伝
っ
て
（
身
）
を
失
う
結

果
と
な
る
。
父
親
の
（
身
）
を
縄
で
縛
っ
て
家
出
し
て
以
来
の
大
悪
を
、
我

が
子
の
（
身
）
を
踏
ん
で
熱
さ
に
耐
え
る
と
い
う
極
悪
で
締
め
く
く
る
。
我

が
子
の
（
身
）
ま
で
が
彼
に
と
っ
て
ほ
熱
を
さ
え
ぎ
る
肉
と
し
て
の
（
身
）

の
か
た
ま
り
に
し
か
見
え
て
い
な
い
。
武
芸
に
優
れ
、
夜
盗
の
学
校
を
経
営

す
る
ほ
ど
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
発
揮
で
き
る
男
で
あ
り
な
が
ら
、
統
合
さ

れ
た
心
身
l
知
と
し
て
の
（
身
）
を
備
え
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
（
身
）

を
落
と
す
結
果
と
な
っ
た
。
（
こ
こ
ろ
）
と
し
て
の
（
身
）
　
の
鍛
錬
を
行
わ

ず
、
力
や
技
に
よ
る
（
か
ら
だ
）
と
し
て
の
（
身
）
　
の
鍛
錬
ば
か
り
行
っ
て

し
ま
い
、
い
び
つ
な
へ
身
）
を
形
成
し
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
話
の
オ
チ
が
タ
イ
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
「
我
と
身
を
焦
す
釜
が

淵
」
　
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
（
身
）
を
焦
す
と
い
う
表
現
に
は
、
釜
に
入
れ

ら
れ
た
具
と
し
て
の
「
実
」
　
の
意
味
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
五
右

衛
門
も
そ
の
息
子
も
煮
え
た
ぎ
る
油
の
入
っ
た
釜
の
具
で
し
か
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
五
右
衛
門
の
（
身
）
は
、
た
と
え
ば
前
節
で
検
討
し

た
源
七
の
よ
う
に
、
統
合
さ
れ
た
存
在
と
し
て
よ
り
全
体
的
な
方
向
で
意
味

が
広
が
っ
て
い
く
の
と
は
逆
に
、
限
り
な
く
原
初
的
な
限
定
さ
れ
た
即
物
的

な
単
一
の
意
味
に
絞
り
こ
ま
れ
て
い
っ
た
。
ま
さ
に
自
分
自
身
で
（
身
）
を

焦
し
た
結
末
と
い
え
る
が
、
あ
た
か
も
主
体
的
な
我
さ
え
も
（
身
）
か
ら
は

切
り
離
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
の
如
き
で
あ
る
。
へ
こ
こ
ろ
）
と
（
か
ら

だ
）
が
統
合
さ
れ
た
存
在
そ
の
も
の
と
し
て
の
（
身
）
　
の
モ
デ
ル
を
、
肉
片

に
ま
で
解
体
し
た
姿
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
息
子
に
（
身
）
を
損
な
わ
れ
た
父
は
そ
こ
か
ら
統
合
さ

れ
た
自
己
を
発
展
さ
せ
、
父
の
（
身
）
を
損
な
っ
た
息
子
は
我
が
（
身
）
を

解
体
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
転
げ
落
ち
て
い
く
と
い
う
、
対
照
的
な
親
子
の

（
身
）
　
の
在
り
様
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
　
お
わ
り
に

以
上
、
（
身
）
と
い
う
モ
デ
ル
を
使
っ
て
　
『
本
朝
二
十
不
孝
』
　
の
あ
る
側

面
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。

考
え
て
み
る
と
、
親
か
ら
子
へ
と
い
う
縁
の
リ
レ
ー
に
は
、
実
に
様
々
な

要
素
が
バ
ト
ソ
と
し
て
受
け
渡
さ
れ
る
。
バ
ト
ン
の
内
容
は
、
大
き
く
三
つ

に
類
別
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
容
貌
や
骨
格
、
あ
る
い
は
体
質
と
い
っ
た
肉

体
的
な
も
の
、
ま
た
、
性
格
や
気
質
、
行
動
様
式
な
ど
に
現
れ
る
精
神
的
な

も
の
、
さ
ら
に
家
と
い
う
枠
組
み
で
考
え
た
時
に
は
職
業
や
社
会
的
位
相
と

い
っ
た
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
（
身
）
と
い
う
こ
と
ば
が

持
っ
て
い
る
多
様
な
意
味
合
い
と
重
な
る
部
分
が
多
い
。
そ
う
い
っ
た
意
味

か
ら
も
『
本
朝
二
十
不
孝
』
　
に
つ
い
て
は
　
（
身
）
と
い
う
視
点
が
多
少
な
り

と
も
有
効
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
身
体
」
「
身
代
」
「
骸
」
「
心
」
「
魂
」
な
ど
の
関
連
語
彙
と
の
関
係
や
、

そ
の
他
の
西
鶴
浮
世
草
子
に
お
け
る
へ
身
）
　
の
在
り
方
、
ま
た
、
西
鶴
以
外

の
文
学
者
に
お
け
る
（
身
）
　
の
表
現
、
同
時
代
に
お
け
る
（
身
）
　
の
意
識
等

目
配
り
す
べ
き
も
の
を
す
べ
て
捨
象
し
て
の
舌
足
ら
ず
の
論
考
と
な
っ
た
。

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（注）（
1
）
　
「
編
輯
老
西
鶴
の
一
面
」
（
『
西
鶴
論
葦
』
一
九
七
五
・
九
、
中
央
公
論
社
。

中
村
幸
彦
著
述
集
5
一
九
八
二
・
四
　
中
央
公
論
社
再
録
）
、
新
日
本
文
学

大
系
『
月
報
』
4
、
一
九
八
八
・
九
、
岩
波
書
店
）
等
。
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（2）（3）（4）（5）（6）（10）（11）（12）（13）（14）（15）

「
『
本
朝
二
十
不
孝
』
　
に
お
け
る
悪
の
造
型
」
（
『
新
潟
大
学
教
育
学
部
研
究

紀
要
』
1
1
巻
1
号
一
九
六
九
二
二
）
参
照
。

「
貢
朝
二
十
不
孝
』
五
巻
二
十
話
の
内
的
連
関
」
（
貢
芸
研
究
』
第
1
1
1
集
、

一
九
八
六
・
l
）
参
照
。

「
転
換
期
の
西
鶴
」
（
黄
座
元
禄
文
学
第
二
巻
コ
冗
禄
文
学
の
開
花
Ⅰ
－
西

鶴
と
元
禄
の
小
説
』
一
九
九
二
・
六
、
勉
成
出
版
）
参
照
。

「
表
象
の
森
　
－
　
『
本
朝
二
十
不
孝
』
」
（
『
青
山
語
文
』
2
9
、
一
九
九
九
・

三
）
参
照
。

拙
稿
「
『
懐
硯
』
　
に
お
け
る
話
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
（
『
長
野
県
短
期
大
学

紀
要
』
　
5
3
、
一
九
九
八
・
二
l
）
　
に
お
い
て
、
『
俵
硯
』
　
に
お
け
る
各
話
の
連

動
し
て
い
る
様
相
に
つ
い
て
論
じ
た
。

「
私
致
『
本
朝
二
十
不
孝
』
」
（
神
保
五
滴
編
『
江
戸
文
学
研
究
』
一
九
九

三
・
一
、
新
典
社
）
参
照
。

「
身
の
詩
学
」
（
『
存
在
と
価
値
　
－
　
現
代
哲
学
の
課
題
』
　
l
九
八
九
・
三

放
送
大
学
学
術
振
興
会
）
参
照
。

「
（
身
）
　
の
構
造
」
（
講
座
・
現
代
の
哲
学
2
『
人
称
的
世
界
』
　
l
九
七
八
・

四
）
、
『
（
身
）
の
構
造
　
－
　
身
体
静
を
超
え
て
』
（
l
九
八
四
・
二
、
青
土
社
、

講
談
社
学
術
文
庫
版
は
一
九
九
三
・
四
）
等
参
鷹
。
な
串
養
老
孟
司
氏
は
、

市
川
氏
の
考
え
を
批
判
的
に
継
承
さ
れ
て
、
心
身
l
如
と
し
て
の
（
こ
こ

ろ
）
　
の
い
れ
も
の
と
し
て
の
（
身
）
と
い
う
考
え
を
提
示
し
て
お
ら
れ
る

（
『
日
本
人
の
身
体
観
の
歴
史
』
一
九
九
六
・
八
、
法
蔵
館
）
。

前
掲
（
8
）
　
に
同
じ
。

「
俊
成
の
身
と
こ
と
ば
」
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
月
報
』
4
3
、
l
九
九

三
・
四
、
岩
波
書
店
）
。

『
俳
譜
大
矢
数
』
か
ら
現
在
拾
う
こ
と
の
で
き
る
用
例
は
三
二
例
で
あ
る
。

西
鶴
作
品
の
引
用
は
以
下
、
す
べ
て
決
定
版
対
訳
西
鶴
全
集
（
明
治
書

院
）
　
に
よ
る
。

立
道
千
晃
「
『
本
朝
二
十
不
孝
』
　
の
不
孝
女
（
上
）
」
（
『
近
世
文
芸
研
究
と

評
論
』
3
9
、
l
九
九
〇
・
二
）
早
川
由
美
「
『
本
朝
二
十
不
孝
』
　
に
お
け
る

女
不
孝
賽
」
（
『
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
』
8
1
、
一
九
九
七
二
二
）
な
ど
。

「
深
沢
七
郎
と
き
だ
・
み
の
る
」
（
『
身
体
の
文
学
史
』
一
九
九
七
二
、
新

潮
社
）
参
照
。

（
1
6
）
　
「
江
戸
と
い
う
時
代
」
（
『
日
本
人
の
身
体
観
の
歴
史
』
一
九
九
六
・
八
、
法

蔵
館
）
参
照
。

（
1
7
）
　
杉
本
好
伸
「
面
影
の
「
似
せ
男
」
」
（
『
安
田
女
子
大
学
研
究
紀
要
二
賀

t
九
九
八
・
九
）
、
前
掲
荘
（
5
）
。

（
1
8
）
　
「
「
善
悪
の
二
つ
串
」
を
読
む
」
（
貢
芸
研
究
』
1
4
1
集
、
一
九
九
三
二
）

参
照
。

（
1
9
）
　
佐
竹
昭
広
『
絵
入
本
朝
二
十
不
孝
』
（
一
九
九
〇
・
「
岩
波
書
店
）
参

照。

（
付
）
『
本
朝
二
十
不
孝
』
　
に
お
け
る
へ
身
）
の
用
例
一
覧
（
①
肉
②
生
き
た
か
ら

③
身
の
あ
り
さ
ま
①
身
に
つ
け
る
も
の
⑤
生
命
存
在
⑥
自
分
⑦
社
会
的
自
己
⑧

社
会
的
位
置
）

1
世
に
動
過
は
様
々
な
り
。
（
一
の
l
）
⑧

2
笹
六
美
男
を
俄
に
道
草
に
し
て
、
身
を
見
ぐ
る
し
う
な
し
、
今
年
廿
六
に
な
る

を
、
「
三
十
一
に
な
り
ま
す
」
と
、
し
れ
て
有
年
を
ま
ぎ
く
と
五
つ
隠
さ
れ

し
。
③

3
風
の
朝
夕
も
刺
を
凌
ぐ
衣
も
な
く
、
霜
夜
を
埋
火
に
命
を
つ
な
げ
ば
（
一
の

－．∴て

4
身
過
の
常
に
定
め
な
き
こ
そ
う
た
て
け
れ
。
⑧

5
所
を
悔
み
、
動
を
恨
み
過
に
し
て
、
行
末
を
思
ひ
め
ぐ
ら
し
⑤

6
母
親
な
げ
く
に
か
ぎ
り
な
く
、
其
し
が
い
に
取
つ
き
、
刻
も
果
ん
と
思
ひ
壊
し

に
⑤

7
・
8
「
我
ば
か
り
刺
を
た
す
か
り
て
、
詮
な
し
」
と
、
又
、
親
も
と
へ
帰
り
、

彼
か
ゝ
に
私
語
し
は
、
「
み
づ
か
ら
膿
し
き
形
な
が
ら
、
そ
れ
′
＼
の
勤
も
あ

れ
ば
、
傾
城
屋
に
刺
を
売
事
は
」
と
い
ふ
に
ぞ
⑤
・
⑤

9
「
世
は
た
ぐ
ひ
ほ
あ
れ
共
、
子
に
刺
を
売
せ
、
其
金
に
て
年
と
る
事
は
」
と
、

喋
く
を
、
人
置
、
色
々
諌
て
戻
し
⑤

1
0
彼
二
人
の
親
の
最
後
所
に
な
り
て
、
足
す
く
み
、
様
々
刺
を
も
だ
へ
し
に
、
限

暗
て
倒
し
に
③

1
1
所
久
し
き
商
人
、
身
体
不
足
な
く
、
其
刻
堅
固
に
暮
し
、
子
弐
人
有
し
が
（
一

の
：
コ
③

叩
京
よ
り
仕
付
方
の
女
を
呼
寄
、
万
事
お
と
な
し
く
刺
を
も
た
せ
、
「
今
は
誰
殿
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の
墟
子
に
も
お
そ
ら
く
は
」
と
母
親
鼻
の
高
き
事
③

1
3
惣
じ
て
、
女
の
一
生
に
、
男
と
い
ふ
者
、
独
り
の
事
な
る
に
、
其
身
持
あ
し
く
、

さ
ら
れ
て
後
夫
を
求
む
る
な
ど
、
す
ゑ
ぐ
ー
の
女
の
事
な
り
。
⑤

1
4
殊
更
近
年
、
女
の
墨
染
も
、
仏
の
劃
な
ら
ば
、
彼
ら
が
心
底
を
聞
た
し
。
（
t

の
四
）
⑧

1
5
南
京
獅
子
笛
の
細
工
、
土
仏
の
水
あ
そ
び
、
を
の
づ
か
ら
剥
け
づ
り
し
。
③

1
6
我
と
刺
を
こ
が
す
釜
が
淵
（
二
の
一
）
③

1
7
〓
切
の
人
間
、
応
ぜ
ぬ
分
限
を
ね
が
ひ
、
刺
を
滅
法
す
、
古
例
其
数
を
し
ら
ず
。

⑤
1
8
涛
波
や
大
韓
の
浦
よ
り
、
矢
橋
に
渡
す
舟
翁
の
刺
は
比
叡
の
山
風
の
灯
と
危
く
、

入
相
の
鐘
を
聴
ば
、
命
の
内
外
の
気
遣
⑤

1
9
を
の
′
＼
横
手
を
打
て
、
「
是
は
い
か
な
る
故
に
、
か
く
ま
た
、
動
を
あ
や
し

め
け
る
ぞ
」
③

2
0
「
子
の
か
は
り
に
此
親
を
、
死
ぬ
程
切
々
」
と
、
此
ご
と
く
刺
を
何
章
③

2
1
昼
中
に
鑓
空
千
人
な
ら
び
の
手
振
を
先
に
立
、
其
刺
は
乗
馬
、
跡
よ
り
挟
箱

持
・
沓
篭
、
歴
々
の
侍
と
見
せ
て
、
見
分
に
ま
は
り
⑧

2
2
其
身
の
熟
を
、
七
歳
に
な
る
子
に
払
ひ
、
連
も
遅
れ
ぬ
今
の
ま
な
る
に
、
一
子

を
我
下
に
敷
け
る
②

2
3
せ
め
て
は
死
跡
の
供
養
に
、
諸
国
を
順
り
け
る
刺
な
れ
ば
、
重
て
又
も
や
」
と
、

手
を
合
て
拝
み
、
世
を
篭
て
立
行
（
二
の
二
）
⑧

2
4
我
出
家
の
刻
な
れ
ば
、
命
お
し
き
に
あ
ら
ず
⑧

2
5
終
に
夫
を
さ
だ
め
ず
、
刻
を
存
在
に
持
て
、
う
き
名
の
立
事
う
た
て
し
。
⑤

2
6
其
身
い
た
づ
ら
な
れ
ば
、
奥
様
の
手
前
を
博
か
ら
ず
、
旦
那
に
戯
れ
を
仕
か
け

て
、
い
つ
と
な
く
我
物
に
な
し
け
る
。
⑤

2
7
色
々
御
刺
を
揉
給
へ
共
、
深
手
な
れ
ば
よ
は
ら
せ
給
ひ
③

2
8
・
2
9
親
の
様
子
を
聞
て
、
隠
れ
し
刺
を
あ
ら
は
し
出
け
る
を
、
其
ま
ゝ
是
も
う

た
れ
け
る
。
何
国
ま
で
か
、
一
度
は
さ
が
さ
る
ゝ
刺
を
か
く
し
ぬ
。
⑤
⑤

3
0
刺
過
は
様
々
な
り
。
万
里
の
海
上
を
行
事
、
ひ
と
つ
の
命
を
二
つ
物
が
け
、
ぜ

ひ
に
思
ひ
と
ゞ
ま
れ
（
二
の
三
）
⑧

3
1
人
形
有
て
羽
の
有
物
、
声
は
さ
な
が
ら
犬
に
し
て
、
壱
丈
余
耳
の
長
き
物
、
ひ

と
つ
も
め
な
れ
ず
、
物
冷
く
、
ち
か
づ
く
に
刺
を
ち
ゞ
め
け
る
。
③

3
2
藤
介
が
身
－
の
う
へ
か
た
り
け
れ
ば
、
夫
婦
の
人
、
こ
が
れ
泣
、
五
歳
あ
ま
り
得

詫
、
二
人
共
に
は
か
な
く
な
り
ぬ
。
⑧

3
3
お
も
は
ざ
る
難
風
に
達
て
、
愛
に
流
さ
れ
、
か
ゝ
る
う
き
事
に
、
刻
を
安
ら

る
ゝ
は
悲
し
。
③

3
4
聞
入
、
涙
に
く
れ
て
、
此
藤
助
が
刻
の
難
儀
は
、
皆
親
の
言
葉
を
背
き
し
、
罰

な
ら
ん
と
、
お
も
ひ
や
り
ぬ
。
⑤

3
5
詮
義
に
お
よ
は
ず
、
せ
め
付
ら
れ
、
善
右
衛
門
刺
に
し
て
は
、
扱
も
悲
し
く

（
二
の
四
）
⑦

墾
二
人
共
に
と
ゞ
め
さ
し
、
此
事
姥
に
か
た
り
置
、
其
刺
も
心
さ
し
と
を
し
、
消

け
る
。
⑤

3
7
縁
組
の
間
も
な
く
懐
胎
の
刻
と
な
れ
は
、
日
を
算
、
月
を
繰
、
産
れ
ぬ
先
、
乳

姫
を
定
め
　
（
三
の
こ
③

3
8
悲
し
や
、
腹
痛
て
刻
を
悩
み
、
五
、
七
日
も
憂
目
を
見
せ
し
。
③

3
9
か
く
あ
る
死
人
は
、
左
鎌
を
う
た
せ
、
其
身
二
つ
に
た
き
で
は
、
浮
む
事
な
く
、

後
の
世
覚
束
な
し
③

4
0
女
の
身
程
、
は
か
な
き
は
な
か
り
き
。
⑧

4
1
～
4
3
度
々
愁
て
う
た
て
く
、
諸
神
に
祈
誓
を
か
け
、
「
平
産
は
刺
の
養
生
、
是

を
大
事
」
と
、
こ
と
に
な
れ
た
る
祖
母
を
雇
ひ
、
腹
帯
の
し
め
加
減
、
庭
は
た

ら
き
に
刺
を
こ
な
し
、
膜
を
す
こ
し
も
ひ
や
き
ず
、
目
通
り
よ
り
高
く
手
を
あ

げ
さ
せ
ず
、
寝
姿
も
足
を
伸
さ
ず
、
か
し
ら
は
閑
枕
に
て
と
ゞ
め
、
刻
を
か
た

む
る
に
残
る
所
な
く
、
喰
物
を
も
あ
ら
た
め
、
産
月
を
待
け
る
②
・
③
・
③

4
4
親
の
刻
の
子
を
弔
ふ
は
、
道
川
に
沈
て
、
死
な
れ
ぬ
命
の
つ
ら
く
⑧

4
5
弥
、
菩
提
心
を
起
し
、
常
精
進
の
刺
と
成
、
称
名
の
暇
な
く
、
香
花
を
摘
て
、

四
人
が
跡
を
弔
ひ
⑧

4
6
発
心
の
刻
と
成
て
も
、
心
に
か
ゝ
る
山
の
端
は
、
乙
女
と
云
て
、
五
人
め
の
娘
、

今
は
十
五
に
な
り
ぬ
。
⑧

4
7
家
の
風
を
吹
し
、
渡
の
さ
は
が
し
き
も
、
「
刺
を
お
さ
め
ぬ
が
故
」
と
、
世
間

よ
り
指
さ
ゝ
れ
け
る
は
、
口
情
。
（
三
の
二
）
⑤

4
8
親
に
う
と
ま
れ
、
此
事
異
見
を
聞
ず
、
是
に
動
を
染
、
お
の
づ
か
ら
、
人
が
ら

も
膿
な
り
て
③

4
9
「
新
湯
は
人
の
動
転
毒
な
り
。
先
、
隠
居
の
親
仁
を
入
よ
」
と
、
心
に
あ
る
事

を
、
ロ
に
出
次
第
に
い
ひ
け
る
。
（
三
の
三
）
②

5
0
世
間
に
か
は
ら
ず
、
其
刺
相
応
の
衣
類
を
着
て
、
朝
夕
も
折
ふ
し
の
魚
島
を
昧



ひ
⑧

1
2
6
　
　
5
1
藻
屑
の
下
に
刻
を
沈
め
、
弐
人
共
に
息
絶
て
、
二
十
四
時
を
過
て
、
骸
の
上
り

け
る
に
ぞ
、
見
る
人
、
親
の
恥
な
り
と
憎
み
、
友
と
云
老
な
し
。
⑤

5
2
子
の
な
い
中
な
ら
ば
、
刺
を
拗
は
つ
べ
き
物
を
、
塵
な
ら
ぬ
浮
世
（
三
の
四
）

⑤
5
3
土
佐
に
刻
を
削
る
盤
屋
（
四
の
二
、
副
題
）
③

5
4
同
じ
心
の
海
ふ
か
く
、
安
芸
国
の
宮
島
に
か
よ
ひ
、
遊
女
狂
ひ
に
刻
を
焦
し

（
四
の
二
）
③

5
5
今
、
老
の
人
前
、
か
ゝ
る
刻
な
し
、
朝
夕
も
、
煩
絶
々
に
な
り
ぬ
。
⑧

5
6
刺
の
置
所
も
な
く
、
過
に
し
菅
の
事
共
、
患
ひ
出
し
、
男
泣
の
洞
、
豊
島
超
を

も
っ
て
、
よ
所
の
見
る
め
も
恥
か
し
。
③

5
7
然
も
其
影
に
て
、
今
日
の
劃
う
へ
を
た
す
か
れ
ば
、
其
恩
は
忘
れ
じ
」
と
、
念

比
に
あ
た
る
⑧

5
8
子
細
あ
っ
て
、
牢
人
の
後
、
刺
を
隠
し
、
今
浅
女
し
く
成
ぬ
⑧

5
9
残
る
も
の
と
て
、
波
形
合
器
・
貝
杓
子
・
古
延
の
朝
露
・
夕
部
に
風
の
刺
を
責
、

醐

　

甚

七

が

か

な

し

き

③

林
　
　
6
0
独
り
も
ひ
と
り
か
ら
と
、
利
発
に
し
て
、
親
の
気
を
助
け
、
諸
人
の
讃
ら
れ
者
、

平
　
　
親
の
刻
に
し
て
は
l
L
は
嬉
し
か
り
き
（
四
の
二
）
⑧

6
1
い
ま
だ
振
袖
の
刺
な
れ
ば
、
下
々
も
我
ま
ゝ
出
し
て
、
台
所
そ
こ
く
に
、
始

末
の
事
も
心
も
と
な
く
⑧

6
2
お
心
ざ
し
和
諷
刺
と
、
い
づ
れ
も
行
末
萩
も
し
く
刺
を
任
せ
、
骨
を
ゝ
し
ま
ず

祖
け
る
③

6
3
閣
蓬
計
の
乱
れ
姿
に
し
て
、
此
宿
を
忍
び
出
、
刻
の
行
末
は
定
ず
成
ぬ
。
⑧

6
4
我
さ
へ
刻
を
捨
け
れ
ば
、
子
の
命
の
か
は
り
⑤

6
5
子
の
か
は
ゆ
さ
の
あ
ま
り
て
、
お
し
か
ら
ぬ
劃
な
れ
ば
、
千
と
せ
も
ち
ら
ぬ
花

連
子
に
、
命
を
ま
い
ら
す
⑤

6
6
・
6
7
曇
り
な
き
刻
を
、
う
た
が
は
る
ゝ
程
、
世
に
迷
惑
な
る
事
は
な
し
。
天
ま

こ
と
を
て
ら
し
給
へ
共
、
其
時
節
を
得
ず
、
刻
を
失
ふ
も
悲
し
。
（
四
の
三
）

③
・
⑤

6
8
男
計
に
し
て
、
住
う
き
事
を
患
ひ
あ
た
り
て
欺
き
、
刻
の
く
る
し
き
時
、
子
を

捨
る
薮
垣
を
忍
び
出
、
⑥

6
9
人
の
刺
を
は
な
れ
て
、
枚
数
の
ひ
ゆ
る
を
覚
え
て
、
声
を
あ
ぐ
れ
は
、
魂
も
飛

出
、
又
懐
に
入
て
②

7
0
「
た
ま
く
此
刺
を
受
て
、
此
心
ざ
し
、
口
情
き
」
と
、
ま
た
、
宿
に
帰
り
②

7
1
商
の
糟
貫
も
、
刻
過
の
種
と
し
て
、
か
た
く
の
籍
に
、
万
太
郎
を
入
て
行
道

す
が
ら
、
洞
を
片
荷
に
、
漸
々
l
村
に
入
ぬ
。
⑧

7
2
頭
筋
・
背
中
に
、
い
か
な
る
虫
か
入
て
、
動
を
い
た
め
け
る
。
は
や
く
取
て
給

は
れ
②

7
3
万
左
衛
門
閥
い
れ
ね
は
、
ぜ
ひ
に
か
な
は
ぬ
刻
と
て
、
黒
髪
切
て
、
家
を
出
、

殊
勝
な
る
法
師
と
な
り
ぬ
。
⑧

7
4
諸
人
憎
み
た
て
、
刺
の
置
ど
こ
ろ
も
な
く
、
上
が
た
へ
立
の
き
し
に
、
⑧

7
5
親
の
夢
遊
、
油
断
な
く
守
り
て
、
気
の
毒
な
る
恋
の
閑
、
ま
ゝ
な
ら
ぬ
刺
を
恨

み
ぬ
。
（
四
の
四
）
⑧

7
6
髪
か
し
ら
を
其
ま
ゝ
に
、
動
を
捨
け
れ
ば
、
す
さ
ま
じ
げ
に
な
り
て
、
他
人
は

見
る
さ
へ
嫌
ひ
ね
⑧

7
7
作
弥
・
八
弥
が
刺
に
し
て
は
、
世
の
外
聞
口
惜
く
、
兄
弟
弥
覚
に
も
是
を
忘
れ

ず
。
牒
■

7
8
長
崎
に
身
を
よ
ご
す
墨
屋
（
五
の
二
副
題
）
⑤

7
9
百
貫
に
塗
笠
l
蓋
、
母
親
せ
が
む
に
ぞ
、
刺
も
置
所
な
く
、
か
な
し
く
、
も
ど

ら
ぬ
聾
・
子
を
恨
み
（
五
の
こ
⑤

8
0
娘
は
、
庭
に
お
り
て
、
身
振
ひ
紅
色
科
や
り
て
、
明
日
の
晩
よ
り
の
、
蹄
の
な

ら
し
③

8
1
人
の
手
前
、
世
の
思
は
く
、
刺
の
程
も
恥
ぬ
べ
し
。
⑧

8
2
世
間
の
思
ひ
や
り
看
て
、
あ
の
ご
と
く
、
刺
を
捨
て
、
内
証
を
隠
し
、
親
皇
へ

も
是
を
し
ら
せ
ず
、
か
1
る
前
後
を
凌
が
る
1
は
、
女
の
鑑
⑧

8
3
兎
角
正
気
の
あ
る
う
ち
は
、
刺
を
酒
瓶
の
底
に
し
づ
撃
方
、
よ
の
た
の
し
み

是
に
き
は
め
け
る
。
（
五
の
二
）
③

8
4
此
中
間
に
今
迄
い
く
た
り
か
ま
じ
り
て
、
刺
を
腐
し
、
命
を
酒
に
香
れ
し
著
、

英
数
を
し
ら
ず
。
③

8
5
草
ば
の
陰
ま
で
、
よ
ろ
し
か
ら
ぬ
名
の
み
残
り
、
女
の
身
に
さ
へ
ロ
惜
く
、
孫

子
に
伝
へ
て
、
酒
と
い
う
物
、
一
滴
も
寄
せ
じ
と
思
ひ
し
に
⑧

8
6
な
ん
ぞ
や
、
裸
身
と
な
り
て
、
五
体
あ
ぶ
な
き
勝
負
、
さ
り
と
は
宜
し
か
ら
ず
。

②
（
五
の
三
）

8
7
其
若
衆
気
に
い
ち
は
、
す
ぐ
に
身
話
し
て
、
三
津
寺
新
屋
敷
と
や
ら
に
、
家
で
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も
買
て
と
ら
せ
、
心
や
す
き
立
よ
り
所
に
せ
ら
れ
よ
。
⑤

8
8
弓
矢
八
幡
、
摩
利
支
天
、
南
無
不
動
明
王
、
身
l
が
燃
て
、
女
は
い
や
③

8
9
後
、
大
名
に
な
っ
て
も
、
そ
れ
が
身
に
つ
ゐ
て
居
る
物
で
は
な
し
（
五
の
四
）

②
9
0
あ
る
日
、
雨
風
の
は
げ
し
き
に
も
、
刻
を
い
と
は
ず
売
出
、
芝
の
土
器
町
の
す

ゑ
に
、
中
家
勝
な
る
淋
し
き
所
に
廻
り
し
に
②

9
1
此
子
の
二
親
と
見
え
し
が
、
過
に
し
夏
の
紙
帳
を
刺
に
ま
と
ひ
、
小
升
・
横
槌

を
枕
と
し
て
、
目
ば
か
り
う
ご
つ
き
④

9
2
此
刺
に
な
り
て
も
、
流
石
む
か
し
を
忘
れ
ぬ
借
上
⑧

9
3
徳
三
郎
、
奈
良
に
て
親
達
へ
の
如
在
、
動
に
応
て
か
な
し
③


