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『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
の
性
格

　
　
　
　
　
一

　
森
鴎
外
の
小
説
「
山
根
大
夫
」
は
、
説
経
、
あ
る
い
は
古
浄
瑠
璃
の
『
さ
ん
せ

う
太
夫
』
を
典
拠
に
し
て
生
ま
れ
た
小
説
で
あ
る
。
鴎
外
自
身
が
「
歴
史
其
僅
と

歴
史
離
れ
」
に
使
用
し
て
い
る
語
を
そ
の
ま
ま
借
用
し
て
言
え
ば
、
前
者
の
小
説

は
a
p
o
l
l
o
n
i
s
c
h
な
の
に
、
後
者
は
d
i
o
n
y
s
i
s
c
h
で
あ
る
。
つ
ま
り
鴎
外
は
、
『
さ
ん

せ
う
太
夫
』
の
ど
ろ
ど
ろ
と
し
た
人
間
の
情
念
の
渾
沌
世
界
を
整
理
し
、
そ
の
ひ

か
り
の
部
分
を
掬
い
上
げ
て
、
小
説
「
山
根
大
夫
」
を
創
り
上
げ
た
の
で
あ
っ
た
。

無
駄
の
無
い
簡
潔
な
文
体
は
、
こ
の
小
説
に
古
典
的
な
落
着
き
を
与
え
、
そ
こ
に

ギ
リ
シ
ヤ
的
な
明
る
い
世
界
を
構
築
す
る
に
至
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て

こ
の
小
説
は
、
西
欧
の
ひ
か
り
を
日
本
の
伝
統
的
な
影
の
部
分
に
投
写
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
独
自
の
小
宇
宙
を
創
出
す
る
、
最
も
鴎
外
ら
し
い
小
説
の
一
つ
だ
と
言

　
と
こ
ろ
で
こ
の
小
説
を
調
査
研
究
す
る
者
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
理
由
か
ら
、

ど
う
し
て
も
説
経
、
あ
る
い
は
説
経
浄
瑠
璃
と
呼
ば
れ
る
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
の

世
界
に
行
き
着
い
て
し
ま
う
。
説
経
と
は
「
中
世
末
期
頃
の
民
衆
の
世
界
を
発
生

の
母
胎
と
す
る
語
り
物
」
（
岩
崎
武
夫
「
さ
ん
せ
う
太
夫
考
」
昭
4
8
・
平
凡
社
）
の
こ
と
で

あ
る
。
室
本
弥
太
郎
は
『
ｔ
語
り
物
（
一
郭
）
の
研
究
』
（
昭
や
初
版
昭
4
5
－
・
風

間
書
房
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　
説
経
は
乞
食
の
芸
術
で
あ
る
。
日
本
の
古
典
芸
能
は
す
べ
て
そ
う
だ
と
い
え

工
　
　
藤

茂

　
　
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
説
経
は
中
で
も
典
型
的
で
あ
る
。
説
経
は
説
教
た
ち

　
　
が
語
り
出
し
た
が
、
そ
の
説
教
た
ち
は
、
蝉
丸
を
祖
神
と
し
て
信
奉
す
る
乞

　
　
食
の
集
団
に
属
し
て
い
る
。

　
右
に
「
説
教
」
と
あ
る
の
は
、
「
説
経
」
を
語
っ
て
歩
い
た
人
々
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
人
々
に
説
教
の
免
許
状
を
交
付
し
て
い
た
の
は
、
関
清
水
大
明
神
の
蝉
丸
宮

の
神
役
を
つ
と
め
る
兵
持
屋
で
あ
っ
た
。
説
教
た
ち
は
そ
の
見
返
り
と
し
て
燈
明

料
、
上
納
金
を
納
め
た
。
こ
の
大
明
神
は
三
井
寺
の
別
所
近
松
寺
に
あ
っ
て
、
の

ち
に
は
近
松
寺
が
直
接
燈
明
料
や
上
納
金
を
取
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
説
教
た
ち
の
語
っ
て
い
た
説
経
の
一
つ
に
『
さ
ん
せ
う
太

夫
』
が
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
諸
本
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
。
既
に

昭
和
三
十
九
年
に
中
嶋
和
子
が
「
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
諸
本
に
つ
い
て
」
を
『
女
子

大
国
文
・
第
三
十
四
号
』
（
京
都
女
子
大
学
国
文
学
会
）
に
発
表
し
て
い
る
。
こ
れ
は
舞

鶴
市
立
西
図
書
館
所
蔵
、
糸
井
仙
之
助
文
庫
の
諸
本
四
十
五
種
を
調
査
し
た
結
果

に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
労
作
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
各
群
と

そ
の
他
の
四
種
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
調
査
は
説
経
お
よ
び
説
経

浄
璃
瑠
と
呼
ば
れ
た
古
浄
瑠
璃
ば
か
り
で
は
な
く
、
の
ち
の
浄
瑠
璃
、
黒
本
、
読

本
、
黄
表
紙
か
ら
、
鴎
外
の
小
説
に
も
及
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
取
り

上
げ
て
み
よ
う
と
す
る
説
経
お
よ
び
説
経
浄
瑠
璃
に
限
っ
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
す

べ
て
中
嶋
和
子
の
分
類
し
た
Ａ
群
に
含
ま
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
前
記
論
文
に

お
い
て
既
に
氏
も
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
に
も
更
に
細
か
い
相
違
が
あ
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っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
そ
の
共
通
項
だ
け
を
七
頃
目
に
整
理
し
て
掲
げ

て
み
よ
う
。

　
田
岩
城
判
官
正
氏
流
人
。
御
台
、
姉
、
弟
、
う
ば
の
四
人
は
父
の
許
し
を
乞
い

　
　
願
う
旅
に
出
る
。
人
買
い
に
だ
ま
さ
れ
、
御
台
と
う
ば
、
姉
弟
、
そ
れ
ぞ
れ

　
　
に
売
ら
れ
る
。
途
中
う
ば
は
入
水
。
御
台
は
さ
ど
（
ゑ
ぞ
）
が
島
で
手
足
の
す

　
　
じ
を
切
ら
れ
、
粟
の
鳥
を
追
う
。

　
②
一
方
姉
弟
は
、
丹
後
由
良
の
さ
ん
せ
う
太
夫
に
売
ら
れ
る
。
二
人
は
身
を
投

　
　
げ
よ
う
と
し
て
伊
勢
の
小
萩
に
救
わ
れ
る
。
大
晦
日
三
の
木
戸
の
そ
ば
の
粗

　
　
朱
な
別
屋
で
過
し
、
逃
亡
の
相
談
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
三
郎
に
聞
か
れ
る
。

　
　
焼
印
を
そ
れ
ぞ
れ
額
に
捺
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
は
は
だ
の
守
り
の
地
蔵

　
　
菩
薩
の
白
毫
に
移
っ
て
い
た
。
二
人
は
松
の
木
ゆ
ぶ
ね
の
下
で
正
月
を
過
す

　
　
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
餓
死
す
る
は
ず
の
と
こ
ろ
を
二
郎
の
慈
悲
に
救
わ
れ

　
　
る
。
正
月
十
六
日
、
姉
は
弟
を
説
得
し
て
逃
亡
さ
せ
る
。

　
即
姉
は
三
郎
に
責
め
殺
さ
れ
る
。
弟
は
国
分
寺
へ
。
お
ひ
じ
り
が
古
い
皮
龍
に

　
　
入
れ
て
か
く
ま
う
。
太
夫
た
ち
が
や
っ
て
く
る
。
そ
の
要
求
に
応
じ
て
お
ひ

　
　
じ
り
は
大
誓
文
を
行
う
。
三
郎
、
皮
龍
に
気
付
き
そ
れ
を
開
け
る
。
地
蔵
菩

　
　
薩
の
放
光
。
三
郎
は
目
が
く
ら
み
縁
か
ら
こ
ろ
げ
落
ち
る
。

　
㈲
お
ひ
じ
り
は
弟
を
皮
龍
に
入
れ
て
肩
に
掛
け
、
都
の
朱
雀
権
現
堂
ま
で
送
り

　
　
届
け
て
去
る
。

　
㈲
弟
は
天
王
寺
で
蘇
生
す
る
。
（
天
王
寺
の
蘇
生
を
欠
く
も
の
あ
り
。
）
あ
る
い
は
、
天

　
　
王
寺
ま
た
は
清
水
寺
で
梅
津
院
に
会
う
。
持
っ
て
い
た
系
図
に
よ
っ
て
立
身

　
　
出
世
す
る
。

　
㈲
さ
ん
せ
う
太
夫
、
三
郎
、
四
郎
、
五
郎
を
の
こ
び
き
処
刑
。
太
郎
、
二
郎
は

　
　
処
刑
さ
れ
な
い
。

　
閉
母
と
の
再
会
。
盲
目
だ
っ
た
母
が
開
眼
す
る
。

　
右
の
う
ち
、
㈲
と
閉
は
そ
の
順
序
が
逆
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し

以
上
が
、
説
経
、
あ
る
い
は
説
経
浄
瑠
璃
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
に
ほ
ぽ
共
通
す
る

梗
概
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
こ
の
物
語
に
託
さ
れ
た
意
図
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

鴎
外
は
既
に
大
正
四
年
、
そ
れ
を
姉
安
寿
の
意
志
と
献
身
と
読
み
取
っ
て
小
説
一

篇
を
発
表
し
た
・
室
木
弥
太
郎
は
こ
の
延
長
線
上
に
立
っ
て
ヽ
そ
れ
を
コ
恩
志
の
ヽ

女
性
」
（
安
寿
と
伊
勢
の
小
萩
の
女
性
像
）
の
新
し
さ
に
見
、
「
『

女
性
」
（
安
寿
と
伊
勢
の
小
萩
の
女
性
像
）
の
新
し
さ
に
見
、
「
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
の
姉

娘
（
安
寿
）
は
、
弟
つ
し
王
を
世
に
出
す
た
め
、
奴
隷
部
落
を
脱
走
さ
せ
、
そ
の
嫌

疑
に
よ
っ
て
拷
問
の
末
殺
さ
れ
る
と
い
う
ヽ
献
身
の
物
語
で
あ
（
妬
）
と
書
い
て
い

る
。
一
方
、
草
部
典
一
は
昭
和
二
十
九
年
一
月
号
の
『
文
学
』
（
岩
波
書
店
）
に
発
表

し
た
「
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
で
、
そ
の
主
題
を
「
小
さ
い

も
の
、
無
力
な
も
の
が
、
生
活
を
圧
迫
す
る
力
に
抗
し
て
ど
の
よ
う
に
自
分
の
運

命
を
切
り
ひ
ら
い
て
い
っ
た
ら
い
い
か
」
と
い
う
こ
と
だ
と
し
、
そ
の
底
を
貫
く

も
の
を
「
お
の
れ
を
し
ぼ
り
つ
け
る
古
代
的
遺
制
か
ら
の
熱
い
解
放
へ
の
願
い
」

で
は
な
か
っ
た
か
と
し
て
い
る
。
同
年
二
月
号
の
『
文
学
』
に
発
表
さ
れ
た
林
星

辰
三
郎
の
「
『
山
袱
太
夫
』
の
原
像
」
も
、
ほ
ぽ
こ
の
説
に
近
い
。
氏
は
そ
こ
で
「
民

衆
た
ち
の
素
朴
な
解
放
へ
の
夢
は
、
長
者
の
没
落
と
い
う
形
で
物
語
ら
れ
る
の
が

常
で
あ
っ
た
」
と
言
い
、
そ
の
主
題
を
「
部
落
民
の
身
分
解
放
へ
の
意
欲
（
夢
）
」

と
す
る
。
林
星
の
こ
の
説
は
、
柳
田
国
男
の
「
山
荘
太
夫
考
」
（
大
４
）
に
お
け
る
長

者
没
落
譚
説
を
踏
ま
え
た
見
解
で
あ
っ
た
。
古
説
経
は
復
讐
と
報
恩
を
語
る
も
の

で
あ
り
、
「
民
衆
の
幸
福
へ
の
願
望
と
、
あ
る
べ
き
社
会
の
姿
へ
の
希
求
」
を
語
っ

た
も
の
と
す
る
荒
木
繁
の
説
も
、
ほ
ぼ
こ
の
系
列
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ

　
以
上
の
二
系
列
の
説
に
対
し
て
、
説
経
の
い
わ
ば
生
命
と
も
い
う
べ
き
場
の
構

造
と
論
理
か
ら
そ
の
主
題
を
と
ら
え
て
い
る
の
が
、
岩
崎
武
夫
の
『
さ
ん
せ
う
太

夫
考
』
（
昭
4
8
・
平
凡
社
）
で
あ
っ
た
。
氏
は
そ
れ
を
「
『
天
王
寺
』
を
契
機
と
し
て
、

乞
町
人
の
身
分
か
ら
、
一
躍
高
貴
な
身
分
に
生
ま
れ
替
わ
る
。
そ
こ
に
演
じ
ら
れ

た
生
命
の
転
換
と
更
新
の
劇
」
と
見
る
。
そ
し
て
そ
の
背
景
を
な
す
も
の
を
、
「
禁

忌
さ
れ
る
存
在
は
逆
に
最
も
聖
化
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
信

仰
的
確
信
に
支
え
ら
れ
た
論
理
の
発
見
」
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
氏
は
更
に
『
さ

ん
せ
う
太
夫
』
に
登
場
す
る
別
屋
、
松
の
木
湯
舟
、
国
分
寺
、
天
王
寺
を
、
「
禁
忌

さ
れ
る
も
の
が
隔
離
さ
れ
、
密
閉
さ
れ
、
逃
亡
し
、
避
難
す
る
場
、
（
郷
で
あ
り
、

２



Ｘ。

そ
こ
に
死
に
対
す
る
不
安
や
緊
張
感
が
絶
え
ず
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し

て
反
面
そ
こ
が
忌
み
棟
れ
た
も
の
に
と
っ
て
の
生
命
の
更
新
と
蘇
生
の
場
で
あ
っ

た
」
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
岩
崎
の
こ
の
説
は
、
語
り
手
を
も
含
め
た
説
経
の
本

質
を
鋭
く
扶
り
出
し
て
み
せ
た
卓
説
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
ほ
か
に
も
、
そ
の
主
題
を
多
面
的
に
受
容
し
よ
う
と
す
る
長
沢
漣
の
説
が

あ
る
。

　
　
説
経
「
さ
ん
せ
う
太
夫
」
に
流
れ
る
テ
ー
マ
と
し
て
種
々
考
え
ら
れ
よ
う
が
、

　
　
私
と
し
て
は
日
復
讐
譚
、
□
本
地
も
の
の
影
響
、
目
子
と
り
人
さ
ら
い
も
の
、

　
　
固
出
世
長
者
譚
、
㈲
鳥
追
い
女
伝
説
等
の
要
素
の
主
た
る
も
の
で
あ
る
と
思

　
　
う
。
特
に
日
の
復
讐
物
語
が
最
も
中
心
で
あ
り
、
そ
れ
に
本
地
も
の
に
基
づ

　
　
く
神
仏
信
仰
因
果
応
報
の
語
り
も
の
が
結
合
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
項
目
の
全
て
を
果
た
し
て
テ
ー
マ
と
呼
ん
で
よ
い
も
の
か
ど
う
か
、

私
に
は
分
ら
な
い
。
し
か
し
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
に
は
、
少
く
と
も
こ
れ
ら
の
要

素
が
存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
が
ま
た
諸
本
に
よ
っ
て
微
妙
に
相
違
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
、
冒
頭
の
詞
章
と
呼
応
し
合
っ
て
、
諸
本
の
性
格
を
規
定

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
私
は
、
語
り
手
－
説
経
の
太
夫
を
一
つ

の
軸
と
し
て
、
こ
れ
ら
諸
本
（
説
経
お
ょ
び
説
経
浄
瑠
璃
の
正
本
だ
け
）
の
性
格
を
考
え

て
み
た
い
。

　
　
　
　
二

　
こ
こ
で
検
討
を
加
え
よ
う
と
す
る
の
は
、
次
の
諸
本
で
あ
る
。

　
　
日
　
説
経
与
七
郎
正
本

　
　
�
　
佐
渡
七
太
夫
正
本

　
　
目
　
寛
文
七
年
・
山
本
九
兵
衛
板
そ
の
他

　
　
固
　
佐
渡
七
太
夫
豊
孝
正
本
そ
の
他

　
こ
れ
ら
の
諸
本
は
、
物
語
の
根
幹
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
巻
頭
と

巻
尾
の
詞
章
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
り
手

の
意
図
が
そ
こ
に
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
巻
頭
と
巻
尾
の
詞
章
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
経
の
性

格
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
私
は
、
巻
頭
巻
尾
の
詞
章

に
焦
点
を
絞
っ
て
、
諸
本
の
性
格
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

　
　
　
日
　
説
経
与
七
郎
正
本

　
「
摂
州
東
成
郡
生
玉
庄
大
坂
天
下
一
説
経
与
七
郎
以
正
本
開
」
と
あ
る
よ
う
に
、

大
坂
の
説
経
与
七
郎
に
所
属
す
る
。
与
七
郎
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
る
と
伊

勢
の
出
自
で
あ
り
、
門
説
経
を
初
め
て
操
り
に
し
、
寛
永
年
間
、
大
坂
の
生
玉
境

内
で
興
行
し
て
い
た
説
経
語
り
の
よ
う
で
あ
る
。
彼
の
正
本
（
テ
キ
ス
ト
）
『
さ
ん
せ

う
太
夫
』
は
、
上
、
中
、
下
、
三
段
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
欠
丁
が
多
く
、

そ
の
刊
年
も
、
巻
頭
巻
尾
の
詞
章
も
分
か
っ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
角
川
版
『
説

経
正
本
集
・
第
一
巻
』
の
巻
末
の
「
解
題
」
で
横
山
重
は
、
柳
亭
種
彦
が
「
用
捨

箱
」
下
之
巻
に
「
按
る
に
。
や
し
ま
と
三
庄
太
夫
の
画
は
全
く
同
筆
と
お
ぼ
し
」

と
書
い
て
い
る
そ
の
「
や
し
ま
」
は
寛
永
十
六
年
刊
の
も
の
、
「
三
庄
太
夫
」
は
こ

の
正
本
と
同
じ
も
の
ら
し
い
こ
と
か
ら
、
寛
永
十
六
（
一
六
三
九
）
年
の
刊
行
だ
ろ

う
と
推
定
し
て
い
る
。
し
か
も
「
用
捨
箱
」
に
は
三
庄
太
夫
上
巻
巻
頭
の
次
の
よ

う
な
模
刻
が
あ
る
と
い
う
。

　
　
摂
州
東
成
郡
生
玉
庄
大
坂

　
　
天
下
一
説
経
与
七
郎
以
正
本
開

　
　
　
さ
ん
せ
う
太
夫
　
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
国
力
〕

　
　
コ
ト
ハ
た
ゝ
い
ま
か
た
り
申
御
物
か
た
り
、
く
に
を
申
さ
ば
た
ん
ご
の
□
。

　
　
か
な
や
き
ぢ
ぞ
う
の
御
ほ
ん
ぢ
を
、
あ
ら
く
と
き
た
て
ひ
ろ
め
申
に
、
こ

　
　
れ
も
Ｉ
た
び
は
、
に
ん
げ
ん
に
て
お
は
し
ま
す
、
人
（
読
点
は
横
山
）

　
こ
の
模
刻
の
語
り
初
め
の
部
分
が
、
た
と
え
今
こ
こ
に
取
り
上
げ
て
い
る
正
本

の
そ
れ
で
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
説
経
与
七
郎
が
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
の
物
語
を

ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
と
し
て
語
ろ
う
と
し
て
い
た
か
が
、
こ
の
「
用
捨
箱
」

の
模
刻
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
る
。
「
か
な
や
き
ぢ
ぞ
う
の
御
ほ
ん
ぢ
を
、
あ

３



「さんせう太夫の性格」（工藤）

ら
く
と
き
た
て
ひ
ろ
め
申
」
と
い
う
語
り
の
詞
章
が
、
こ
の
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』

を
金
焼
地
蔵
の
本
地
と
し
て
語
ろ
う
と
す
る
説
経
与
七
郎
の
意
図
を
、
明
確
に
示

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
証
拠
だ
て
る
た
め
に
は
、
更
に
結
び
の
詞
章
を
検

討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
だ
が
、
残
念
な
が
ら
巻
末
の
部
分
は
欠
丁
に
な
っ
て

い
て
、
無
い
。
そ
れ
故
、
次
の
佐
渡
七
太
夫
の
正
本
と
の
比
較
に
お
い
て
、
そ
れ

を
推
側
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
�
　
佐
渡
七
太
夫
正
本

　
日
の
正
本
が
横
山
重
の
指
摘
す
る
よ
う
に
寛
永
十
六
年
の
刊
行
だ
と
す
れ
ば
、

そ
れ
か
ら
お
よ
そ
十
七
年
後
に
板
行
さ
れ
た
の
が
、
佐
渡
七
太
夫
の
『
せ
つ
き
や

う
さ
ん
せ
う
太
夫
』
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
明
暦
二
（
二
八
五
六
）
年
、
さ
う
し
や
九

兵
衛
か
ら
上
梓
さ
れ
た
。
岩
崎
武
夫
は
佐
渡
七
太
夫
を
、
「
文
献
で
知
り
う
る
範
囲

で
は
い
ち
ば
ん
古
い
太
夫
で
あ
る
。
同
じ
名
代
で
幾
代
も
続
い
て
お
り
、
堺
町
に

操
り
座
を
持
っ
て
興
行
し
た
の
で
あ
び
）
」
と
言
っ
て
い
る
・
の
ち
に
述
べ
る
佐
渡

七
太
夫
豊
孝
は
そ
の
年
代
か
ら
考
え
て
明
ら
か
に
別
人
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の

太
夫
名
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
岩
崎
の
言
う
同
じ
名
代
の
Ｔ
人
で
あ
っ
た
。
佐

渡
七
太
夫
に
つ
い
て
は
、
室
本
弥
太
郎
も
『
語
り
物
の
研
究
』
に
次
の
よ
う
な
面

白
い
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

　
関
清
水
蝉
丸
神
社
に
は
「
関
清
水
大
明
神
控
」
と
い
う
古
い
資
料
が
残
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
金
銭
出
納
簿
に
相
当
す
る
も
の
で
、
明
暦
二
年
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

そ
の
寛
文
元
年
九
月
の
項
に
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

　
　
丑
九
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
説
教

　
　
一
　
壱
貫
文
　
　
　
　
　
　
江
戸
七
太
夫
よ
り
上

　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

　
　
一
　
弐
百
文
　
　
　
　
　
　
岡
崎
惣
中

　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

　
　
一
　
百
文
　
　
　
　
　
　
　
京
ノ
説
教
よ
り

　
氏
は
右
の
江
戸
七
太
夫
を
佐
渡
七
太
夫
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
し
、
「
お
そ
ら
｀

く
江
戸
で
の
興
行
を
終
え
、
故
郷
に
錦
を
飾
る
よ
う
な
気
持
で
参
詣
し
た
の
で
あ

ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
佐
渡
七
太
夫
の
「
佐
渡
」
と
い
う
名
称
に
関
し

て
も
「
佐
渡
は
七
太
夫
に
と
っ
て
特
別
の
上
地
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
出
生
地
、

あ
る
い
は
、
成
功
地
、
い
ず
れ
で
あ
ろ
う
か
。
出
生
地
で
あ
る
と
す
る
と
、
京
都

や
大
坂
の
説
教
と
は
違
っ
た
言
葉
づ
か
い
、
語
り
口
が
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
に
思

う
。
し
か
し
そ
れ
が
な
い
」
と
書
い
て
い
る
。
「
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
」
（
正
保

五
〈
一
六
四
八
〉
年
三
月
）
、
「
し
ん
と
く
丸
」
（
慶
安
四
〈
一
六
五
一
〉
年
）
お
よ
び
こ
こ

で
取
り
上
げ
た
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
の
正
本
は
、
こ
の
七
太
夫
の
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
の
正
本
に
は
一
頁
に
次
の
よ
う
な
目
録
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
（
た
だ

し
上
、
中
、
下
は
便
宜
的
に
私
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
）

（
上
）
　
い
わ
き
殿
な
か
さ
れ
給
ふ
事
／
同
　
兄
弟
都
へ
の
ほ
る
事
／
な
お
い
の
う

　
　
ら
に
て
人
売
の
事
／
付
タ
ド
う
は
た
き
さ
い
ご
／
さ
ん
せ
う
太
夫
兄
弟
か
い
　
４

‐

　
　
と
め
つ
か
ふ
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

（
中
）
　
兄
弟
お
ち
る
せ
ん
ぎ
の
事
／
付
タ
リ
三
郎
た
ち
聞
の
事
／
三
郎
兄
弟
に
や

　
　
き
か
ね
を
あ
て
る
事
／
つ
し
王
落
事
大
夫
お
つ
て
／
付
タ
リ
ひ
じ
り
き
し
や

　
　
う
の
事

（
下
）
　
ひ
じ
り
都
七
条
し
ゆ
し
や
か
ま
て
つ
し
王
お
く
ら
る
こ
畢
／
む
め
つ
の
ゐ

　
　
ん
つ
し
王
丸
や
う
し
／
付
タ
リ
よ
に
出
給
ふ
事
／
つ
し
王
丸
た
ん
ご
の
国
へ

　
　
に
う
ぶ
入
／
付
タ
リ
ひ
じ
り
に
た
い
め
ん
／
つ
し
わ
う
太
夫
三
郎
き
ら
る
ゝ

　
　
事
／
つ
し
わ
う
は
こ
」
の
ゆ
へ
（
ゆ
く
へ
？
）
た
つ
ね
給
ふ
事

　
こ
の
目
録
の
順
序
に
従
っ
て
、
説
経
の
物
語
は
展
開
し
て
い
く
。
し
た
が
っ
て

前
章
に
述
べ
て
お
い
た
七
項
目
に
わ
た
る
梗
概
と
、
こ
の
目
録
と
を
対
照
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
正
本
の
梗
概
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
日
の
正
本

と
比
較
し
て
み
る
と
、
大
筋
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
が
、
細
部
に
お
い

て
相
違
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
日
の
上
で
は
、
姉
弟
の
母
に
つ
い
て
、
「
も
つ
た

る
か
い
に
て
う
ち
ふ
せ
」
た
あ
と
を
、
「
ふ
な
は
り
に
ゆ
い
つ
け
て
、
ゑ
そ
が
し
ま



心

へ
ぞ
う
つ
た
り
け
り
、
ゑ
そ
が
し
ま
の
あ
き
人
は
、
の
ふ
が
な
い
し
よ
く
が
な
い

と
て
、
あ
し
て
の
す
じ
を
た
ち
き
っ
て
、
ひ
に
Ｉ
が
う
を
ふ
く
し
て
、
あ
わ
の
と

り
を
お
う
て
お
は
し
ま
す
。
こ
れ
は
み
た
い
の
御
物
か
た
り
」
ま
で
語
っ
た
後
に
、

姉
弟
の
身
の
上
に
話
題
が
転
じ
て
い
く
の
に
、
�
の
そ
れ
で
は
、
「
も
つ
た
る
か
い

に
て
、
打
ふ
せ
る
」
の
後
は
以
上
の
語
り
を
省
略
し
て
、
す
ぐ
に
、
「
こ
と
に
あ
は

れ
を
と
ゝ
め
た
は
」
と
姉
弟
の
身
の
上
を
語
っ
て
い
く
。

　
右
の
部
分
に
限
ら
ず
日
の
与
七
郎
正
本
は
概
し
て
細
部
ま
で
詳
し
く
語
る
傾
向

が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
�
の
佐
渡
七
太
夫
の
そ
れ
は
、
よ
り
大
雑
把
で
省

略
が
多
い
。
し
か
し
そ
の
正
本
の
性
格
は
、
次
の
巻
頭
巻
尾
の
語
り
に
象
徴
さ
れ

る
よ
う
に
、
日
の
正
本
の
性
格
を
踏
襲
し
て
お
り
、
佐
渡
七
太
夫
の
説
経
は
ほ
ぼ

説
経
与
七
郎
の
系
統
に
は
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
〈
巻
頭
本
文
〉

　
　
こ
と
ハ
だ
ゝ
い
ま
か
た
り
申
御
物
か
た
り
国
を
申
さ
ハ
た
ん
こ
の
国
か
な
や

　
　
き
ぢ
ざ
う
の
御
本
ぢ
を
あ
ら
く
と
き
た
て
ひ
ろ
め
申
に
こ
れ
も
Ｉ
た
ひ
ハ

　
　
人
げ
ん
に
て
お
ハ
し
ま
す
人
げ
ん
に
て
の
御
ほ
ん
ぢ
を
た
つ
ね
申
に
国
を
申

　
　
さ
ハ
あ
う
志
う
ひ
の
も
と
の
志
や
う
ぐ
ん
い
わ
き
の
は
ん
ぐ
わ
ん
ま
さ
う
ぢ

　
　
殿
に
て
志
よ
じ
の
あ
ハ
れ
を
と
ゝ
め
た
り

　
〈
巻
尾
本
文
〉

　
　
ひ
う
が
の
く
に
を
ち
ゝ
の
い
ん
き
ょ
所
と
お
さ
た
め
有
て
み
ね
に
み
ね
門
に

　
　
か
と
を
た
て
な
ら
へ
て
ふ
つ
き
は
ん
ぶ
く
と
お
さ
か
へ
あ
る
も
な
に
ゆ
へ
な

　
　
れ
は
お
や
か
う
く
か
な
や
き
ぢ
さ
う
の
御
ほ
ん
ち
を
か
た
り
お
さ
む
る
す

　
　
ゑ
は
ん
じ
や
う
も
の
か
た
り

　
日
の
与
七
郎
正
本
に
欠
け
て
い
た
本
文
で
あ
る
。
し
か
し
「
用
捨
箱
」
の
模
刻

と
巻
頭
の
そ
れ
と
は
よ
く
似
て
お
り
、
そ
の
巻
尾
の
本
文
を
も
、
右
の
終
わ
り
の

詞
章
が
推
測
さ
せ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
て
日
も
�
も
、
金
焼
地
蔵
の
本
地
と

し
て
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
を
語
っ
て
い
た
、
そ
の
説
経
正
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
理

解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
両
者
と
も
に
、
本
地
物
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て

語
ら
れ
て
い
た
説
経
で
あ
っ
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
ひ
と
つ
、
大
き
な
問
題
が
残
る
。
そ
れ
は
金
焼
地
蔵
の
人

間
と
し
て
の
本
地
が
安
寿
な
の
か
、
そ
れ
と
も
父
正
氏
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で

あ
る
。
右
に
引
用
し
た
巻
頭
巻
尾
の
詞
章
を
素
直
に
読
む
と
、
そ
れ
は
父
正
氏
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
普
通
に
は
そ
れ
を
安
寿
と
し
て
い
る

し
、
先
学
の
論
文
を
読
ん
で
も
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
比
較
的
古
体
を

残
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
鶴
や
喜
右
衛
門
板
の
読
本
『
さ
ん
せ
う
太
夫
物
語
』
の

次
の
よ
う
な
部
分
、
そ
れ
が
安
寿
説
を
生
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
御
さ
か
づ
き
も
、
お
さ
ま
れ
ば
。
あ
ね
ご
の
、
ぼ
だ
い
の
た
め
に
と
て
。
は

　
　
だ
の
ま
ほ
り
の
、
ぢ
ざ
う
ぼ
さ
つ
を
。
た
ん
ご
の
く
に
に
、
あ
ん
ぢ
し
て
。

　
　
て
っ
の
御
だ
う
を
、
こ
ん
り
う
し
給
ふ
。
い
ま
の
よ
に
い
た
る
ま
で
。
か
な

　
　
や
き
ぢ
ざ
う
ぼ
さ
つ
と
て
。
人
々
あ
が
め
た
て
ま
つ
る
。

　
細
部
に
詳
し
い
与
七
郎
正
本
の
肝
心
の
部
分
が
欠
け
て
い
る
た
め
に
、
右
の
よ

う
な
詞
章
が
そ
こ
に
果
た
し
て
存
在
し
た
の
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
少

く
と
も
、
佐
渡
七
太
夫
正
本
に
は
そ
れ
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
読
本
に
よ
る
限
り
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｒ
ａ

は
安
寿
が
、
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
そ
の
「
は
だ
の
ま
ほ
り
の
」
地
蔵
菩
薩
が
そ
　
一

の
本
地
に
な
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
正
本
に
依
拠
す
る
限
り
そ
れ
は
父
正
氏
に
な
ら

な
け
れ
ば
お
か
し
い
。
も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
不
合
理
は
古
典
の
解
釈
に
は
あ
り

が
ち
で
、
た
と
え
ば
『
枕
草
子
』
に
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
蟻
通
明
神
の
縁
起
で

も
、
素
直
に
読
め
ば
そ
の
明
神
の
人
と
し
て
の
本
地
は
少
将
の
両
親
な
の
に
、
今

昔
物
語
そ
の
他
の
同
類
の
説
話
や
中
世
の
草
子
の
影
響
が
あ
っ
て
か
、
そ
れ
を
中

将
と
解
釈
し
て
い
る
。

　
い
っ
た
い
に
説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
は
、
そ
の
当
初
か
ら
種
々
の
矛
盾
を
は

ら
ん
で
そ
こ
に
存
在
し
て
い
た
。
大
坂
与
七
郎
、
佐
渡
七
太
夫
の
語
り
の
意
図
か

ら
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
金
焼
地
蔵
の
本
地
を
語
る
説
経
な
の
に
、
何
故

か
「
さ
ん
せ
う
太
夫
」
と
い
う
名
前
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
他
の
説
経
の
よ
う
に

　
「
か
な
や
き
の
本
ぢ
」
と
い
う
説
経
に
な
っ
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
な
の
に
。
ま
た

そ
の
内
容
も
す
っ
き
り
し
た
も
の
で
は
な
く
、
さ
ん
せ
う
太
夫
と
い
う
長
者
の
没

落
譚
、
つ
し
王
安
寿
物
語
と
も
い
う
べ
き
お
家
再
興
譚
、
そ
れ
に
金
焼
地
蔵
の
本
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地
物
語
が
、
そ
こ
に
絡
み
合
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
室
木
弥
太
郎
、
荒
木
繁
、
岩

崎
武
夫
、
伊
藤
一
郎
の
諸
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
説
経
が

や
が
て
浄
瑠
璃
に
吸
い
こ
ま
れ
、
そ
れ
に
と
っ
て
替
ら
れ
た
よ
う
に
、
先
行
す
る

多
様
な
芸
能
を
、
説
経
と
い
う
新
し
い
傾
向
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
っ

た
渾
沌
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
「
中
世
に
お
い
て
、
乞
町
人
や
旅
芸
人
、
譜
代
下
人
と
い
わ
れ
た
、
い
わ
ば
社

会
の
周
辺
に
生
き
た
人
々
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
た
の
が
金
焼
地
蔵
の
信
仰
で

あ
る
」
と
岩
崎
武
夫
は
「
金
焼
地
蔵
－
代
受
苦
の
位
相
」
を
書
き
出
す
。
そ
し

て
こ
の
信
仰
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
な
が
ら
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
に
取
り
入
れ
ら

れ
た
か
を
論
ず
る
。
ま
た
阿
部
正
路
は
、
佐
渡
の
安
寿
の
祠
（
外
海
府
海
岸
鹿
浦
）
、

安
寿
塚
（
畑
野
）
を
尋
ね
、
安
寿
を
語
る
安
寿
の
存
在
の
予
測
を
「
佐
渡
の
安
寿
」

に
書
い
て
い
る
。
「
お
岩
木
様
一
代
記
」
の
よ
う
な
語
り
物
、
そ
れ
を
伝
承
す
る
ア

ル
キ
ミ
コ
や
高
野
聖
と
い
っ
た
漂
泊
者
の
投
影
を
指
摘
し
て
い
た
の
は
、
室
木
弥

太
郎
で
あ
っ
た
。
林
星
辰
三
郎
は
否
定
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
長
者
没
落
譚
を
語

り
歩
い
た
太
夫
を
「
さ
ん
せ
う
太
夫
」
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
の
は
柳
田
国
男

の
「
山
荘
太
夫
考
」
で
あ
る
。
と
こ
の
よ
う
に
先
学
の
論
を
列
挙
し
な
が
ら
、
私

自
身
は
先
行
す
る
こ
れ
ら
の
信
仰
や
芸
能
が
、
説
経
と
い
う
新
趣
向
の
芸
能
に
取

り
入
れ
ら
れ
、
そ
の
中
で
特
に
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
が
そ
の
流
入
の
痕
跡
を
残
し

た
ま
ま
語
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
‐
　
�
　
寛
文
七
年
・
山
本
九
兵
衛
板
そ
の
他

　
　
「
寛
文
七
丁
未
五
月
吉
日
」
と
い
う
刊
記
を
持
つ
山
本
九
兵
衛
板
『
さ
ん
せ
う

太
夫
』
は
、
前
二
者
の
説
経
と
違
っ
て
六
段
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
時
代
が
下

る
に
つ
れ
て
次
第
に
浄
瑠
璃
の
影
響
が
、
こ
の
よ
う
な
形
で
現
わ
れ
て
く
る
と
い

う
の
が
こ
れ
ま
で
の
通
説
で
あ
る
。
第
一
段
は
旅
立
ち
か
ら
始
ま
っ
て
、
佐
渡
で

粟
の
鳥
を
追
う
母
の
鳥
追
唄
で
終
わ
る
。
第
二
段
以
降
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
第
二
　
兄
弟
な
け
き
井
い
せ
の
こ
は
き
な
さ
け
の
事

　
　
第
三
　
三
郎
じ
や
け
ん
井
つ
し
王
お
ち
行
給
ふ
事

　
　
第
四
　
兄
弟
の
わ
か
れ
の
事
井
ひ
じ
り
せ
ひ
も
ん
の
事
　
　
　
　
　
　
　
　
｀

　
　
第
五
　
つ
し
王
都
へ
上
り
給
ふ
井
ひ
じ
り
道
行

　
　
第
六
　
つ
し
わ
う
世
に
出
給
ふ
井
さ
ん
せ
う
太
夫
さ
い
ご
の
事

　
こ
の
正
本
に
は
鳥
追
唄
が
登
場
す
る
。
こ
の
唄
は
日
と
□
に
は
無
か
っ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
□
と
相
違
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
梗
概
の
同
太
夫
、

三
郎
の
処
刑
と
閉
母
と
の
再
会
の
順
序
が
逆
転
し
て
、
同
母
と
の
再
会
、
閉
太
夫

三
郎
の
処
刑
の
順
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
最
も
大
き
な
相
違
は
、

次
の
よ
う
な
冒
頭
の
語
り
に
見
ら
れ
る
、
こ
の
正
本
の
性
格
で
あ
ろ
う
。

　
　
そ
れ
お
や
こ
兄
弟
の
わ
り
な
き
事
は
。
さ
う
か
ひ
よ
り
も
ふ
か
し
。
爰
に
お

　
　
ふ
し
う
五
十
四
く
ん
の
あ
る
じ
を
は
。
い
わ
き
の
判
官
ま
さ
う
ぢ
殿
と
ぞ
申

　
　
け
る
。

　
こ
の
語
り
初
め
の
詞
章
は
、
ま
さ
に
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
を
愛
別
離
苦
の
物
語

に
変
え
て
し
ま
う
。
愛
す
る
者
と
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
人
間
苦
。
そ
れ
は
ま
た
何
よ
り
も
そ
の
再
会
を
希
求
す
る
。
あ
る
い
は
太
夫

や
三
郎
の
処
刑
の
前
に
、
再
会
の
場
面
が
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
必
然
性
も
、

こ
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
巻
頭
の
詞
章
と
ほ
ぼ
同
じ
語
り
初
め
の
詞
章
を
持
つ
『
さ
ん

せ
う
太
夫
』
が
、
他
に
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
『
徳
川
文
芸
類
聚
・
第
ハ
』
（
大
３
・
国

書
刊
行
会
）
に
収
載
さ
れ
て
い
る
古
浄
瑠
璃
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
で
あ
る
。
同
書
の

水
谷
不
測
の
「
例
言
」
に
よ
る
と
、
「
享
保
の
複
刻
本
」
で
あ
る
と
い
う
こ
の
本
の

末
尾
に
は
「
右
此
本
は
太
夫
正
本
を
写
し
令
板
行
者
也
　
巳
の
正
月
吉
日
　
近
江

屋
九
兵
衛
折
板
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
太
夫
が
誰
か
は
分
か
っ

て
い
な
い
。

　
さ
て
、
前
者
と
の
類
似
を
確
認
す
る
た
め
に
、
次
に
こ
の
正
本
の
冒
頭
の
詞
章

を
掲
げ
て
み
よ
う
。

　
　
そ
れ
お
や
こ
兄
弟
の
わ
り
な
き
事
は
、
そ
う
か
い
よ
り
も
ふ
か
し
、
爰
に
奥

　
　
州
五
十
四
ぐ
ん
の
あ
る
じ
を
ば
、
岩
城
の
判
官
正
う
ぢ
殿
と
ぞ
申
け
る
、

　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
漢
字
表
記
の
有
無
、
仮
名
遣
い
の
相
違
を
除
外
す
れ
ば
、
両

-
i;

-
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心

者
の
そ
れ
は
全
く
同
じ
だ
と
言
っ
て
も
い
い
詞
章
で
あ
る
こ
と
が
、
理
解
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
参
考
ま
で
に
、
両
者
の
語
り
お
さ
め
の
部
分
を
も
引
用
し

て
み
よ
う
。

　
　
扨
其
後
、
父
上
も
ろ
と
も
。
ほ
ん
国
に
き
こ
く
あ
り
。
さ
う
ま
の
こ
ほ
り
に

　
　
御
し
よ
を
た
て
。
二
た
び
ふ
つ
き
の
家
と
、
さ
か
へ
給
ふ
。
せ
ん
し
う
ば
ん

　
　
ぜ
い
の
御
よ
ろ
こ
び
’
。
め
で
た
き
共
中
く
。
申
は
か
り
は
な
か
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
山
本
九
兵
衛
板
）

　
　
扨
そ
れ
よ
り
母
上
も
ろ
共
本
国
に
き
こ
く
有
、
そ
う
ま
の
郡
に
御
所
を
立
、

　
　
二
た
び
ふ
つ
き
の
家
と
さ
か
へ
給
ふ
、
千
し
う
萬
ぜ
い
の
御
悦
、
め
で
た
き

　
　
共
中
々
申
計
は
な
か
り
け
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
近
江
里
九
兵
衛
折
板
）

　
　
「
扨
其
後
、
父
上
も
ろ
と
も
」
と
い
う
前
者
の
詞
章
が
、
後
者
で
は
「
扨
そ
れ

よ
り
母
上
も
ろ
共
」
と
な
っ
て
い
る
箇
所
を
除
く
と
、
両
者
と
も
ほ
ぼ
同
じ
詞

章
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
部
分
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
こ
の
二
本
は
細
部
に
相
違
す
る
箇
所
を
持
ち
な
が
ら
も
、
そ
の
大
筋
に
お
い

て
は
ほ
ぼ
同
じ
「
愛
別
離
苦
の
物
語
」
と
な
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
所
属
の
太
夫

が
不
明
で
あ
る
。
だ
が
、
お
そ
ら
く
両
者
と
も
に
同
系
列
の
正
本
と
言
っ
て
間
違

い
が
な
か
ろ
う
。
な
お
、
前
者
が
六
段
本
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
後
者
も
六
段
の
構

成
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
固
　
佐
渡
七
太
夫
豊
孝
正
本
そ
の
他

　
岩
崎
武
夫
は
『
さ
ん
せ
う
太
夫
考
』
に
、
「
二
代
目
七
太
夫
豊
孝
」
と
書
い
て
い

る
が
、
そ
の
太
夫
が
佐
渡
七
太
夫
豊
孝
で
あ
る
。
勿
論
□
の
佐
渡
七
太
夫
と
は
別

人
で
、
年
代
的
に
も
六
十
年
ほ
ど
後
の
人
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
が
二
代
目
か
ど
う

か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
正
徳
三
歳
娶
巳
九
月
吉
日
（
一
七
一
三
）
刊
行
の
「
山

庄
太
輔
」
に
は
、
「
佐
渡
七
太
夫
直
伝
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
佐
渡
七
太
夫
が

初
代
で
あ
れ
ば
、
豊
孝
は
二
代
目
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
室
本
弥
太
郎
は
『
語

り
物
の
研
究
』
に
、
「
佐
渡
七
太
夫
豊
孝
は
、
栄
光
あ
る
説
経
を
、
後
に
残
そ
う
と

思
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
正
徳
ご
ろ
の
説
経
が
乱
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
正
そ

う
と
し
た
の
か
、
正
本
の
刊
行
に
非
常
に
熱
意
を
示
し
た
が
、
そ
れ
も
途
中
で
挫

折
し
た
」
と
書
き
、
更
に
「
豊
孝
は
正
本
を
出
す
に
当
っ
て
、
大
筋
で
は
あ
ま
り

変
更
を
加
え
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
に
限
っ

て
言
え
ば
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
よ
う
な
大
き
な
変
更
が
見
ら
れ
、
少
く
と
も
「
佐

渡
七
太
夫
直
伝
」
と
い
う
佐
渡
七
太
夫
も
、
も
し
こ
れ
が
変
更
さ
れ
た
も
の
で
な

い
と
す
れ
ば
、
初
代
の
七
太
夫
と
は
別
人
だ
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
ず
�
の

佐
渡
七
太
夫
正
本
と
違
っ
て
い
る
の
は
、
「
山
庄
大
輔
」
が
上
、
中
、
下
の
三
段
構

成
で
は
な
く
、
六
段
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
次
に
そ
の
語
り
の
最
後

の
部
分
が
目
の
諸
本
と
同
様
、
母
と
の
再
会
が
前
に
来
て
、
太
夫
の
処
刑
が
後
に

な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
本
地
物
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
そ
の
物
語
の
性

格
が
、
盛
者
必
衰
の
長
者
没
落
譚
に
意
識
的
と
断
言
し
て
も
い
い
ほ
ど
明
確
に
変

更
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
論
よ
り
証
拠
、
そ
の
冒
頭
の
部
分
を
次
に
掲
げ
て

み
よ
う
。

　
　
へ
扨
も
そ
の
ゝ
ち
。
債
、
世
間
を
鑑
に
。
お
ご
る
者
久
し
か
ら
ず
。
じ
ゃ
け

　
　
ん
は
う
い
つ
な
る
者
は
。
つ
ゐ
に
は
ほ
ろ
ぶ
、
極
て
お
と
ろ
へ
た
る
者
は
。
　
一

　
　
一
度
は
さ
か
ふ
。
爰
に
丹
後
の
国
。
由
良
の
湊
と
い
ふ
所
に
。
さ
ん
せ
う
た

　
　
ゆ
ふ
ひ
ろ
む
ね
と
て
。
長
者
の
な
が
れ
す
み
給
ふ
。
去
程
に
ひ
ろ
宗
は
。
何

　
　
に
つ
け
て
も
ふ
そ
く
な
く
。
あ
か
し
く
ら
さ
せ
給
ひ
け
る
。
こ
と
さ
ら
く
わ

　
　
ほ
う
め
て
た
き
は
。
子
と
も
あ
ま
た
持
給
ふ
。
ま
つ
ち
ゃ
く
男
は
大
郎
ひ
ろ

　
　
し
け
。
次
郎
ひ
ろ
つ
ぐ
。
三
郎
ひ
ろ
よ
し
。
さ
て
其
次
は
四
郎
五
郎
と
申
て
。

　
　
い
つ
れ
も
お
と
ら
ぬ
き
り
ゃ
う
な
り
。
中
に
も
三
男
三
郎
は
あ
く
ぎ
ゃ
く
ふ

　
　
と
う
の
あ
ら
者
な
り
。
さ
れ
と
も
ち
ゝ
を
う
ゃ
ま
ひ
て
。
由
良
千
け
ん
の
其

　
　
内
に
、
か
た
を
な
ら
ぶ
る
者
も
な
く
。
わ
が
ま
ゝ
ふ
で
き
の
ふ
る
ま
ひ
を
、

　
　
に
く
ま
ぬ
。
も
の
こ
そ
、
八
な
か
り
け
れ
。
爰
に
あ
は
れ
を
と
ゝ
め
し
は
。

　
　
忍
ぶ
の
里
に
お
わ
し
ま
す
。
み
た
い
所
や
兄
弟
に
て
…
…

　
右
の
「
お
ご
る
者
久
し
か
ら
ず
。
じ
ゃ
け
ん
は
う
い
つ
な
る
者
は
。
つ
ゐ
に
は

ほ
ろ
ぶ
」
と
い
う
詞
章
は
「
さ
ん
せ
う
た
ゆ
ふ
」
の
運
命
の
予
告
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
に
対
し
て
「
極
て
お
と
ろ
え
た
る
者
は
。
一
度
は
さ
か
ぶ
」
と
い
う
の
は
、
巻



「さんせう太央の性格」（工藤）

尾
の
「
古
し
へ
の
や
か
た
の
あ
と
へ
。
や
か
た
を
立
な
ら
べ
。
末
は
ん
じ
や
う
と

栄
へ
け
る
。
千
秋
万
歳
、
目
て
た
し
共
。
中
く
、
申
斗
は
。
な
か
り
け
り
」
と

い
う
詞
章
と
対
応
す
る
岩
城
家
再
興
の
予
言
で
あ
っ
た
。
こ
れ
で
は
ま
る
で
『
平

家
物
語
』
の
小
型
版
で
は
な
い
か
。

　
　
『
平
家
物
語
』
は
周
知
の
よ
う
に
栄
華
を
極
め
た
平
家
の
没
落
を
語
る
と
同
時

に
、
源
氏
の
家
の
再
興
を
語
る
。
そ
の
冒
頭
の
部
分
で
は
「
騏
れ
る
者
久
し
か
ら

ず
、
た
ゞ
春
の
夜
の
夢
の
如
し
。
猛
き
人
も
つ
ひ
に
滅
び
ぬ
、
（
略
）
遠
く
異
朝
を

と
ぶ
ら
ふ
に
、
（
略
）
こ
れ
ら
は
皆
旧
主
先
皇
の
政
に
も
従
は
ず
、
楽
し
み
を
極

め
、
諌
を
も
思
ひ
入
れ
ず
、
天
下
の
乱
れ
ん
事
を
も
悟
ら
ず
し
て
、
民
間
の
憂
ふ

る
所
を
知
ら
ざ
り
し
か
ば
、
久
し
か
ら
ず
し
て
亡
じ
に
し
者
ど
も
な
り
。
近
く
本

朝
を
窺
ふ
に
（
略
）
六
波
羅
の
入
道
前
の
太
政
大
臣
平
の
朝
臣
清
盛
公
と
申
し
ゝ

入
の
有
様
、
伝
へ
承
る
こ
そ
、
心
も
言
も
及
ば
れ
ね
」
と
平
家
の
没
落
の
予
告
を

語
り
、
物
語
の
最
後
の
部
分
で
は
残
っ
た
平
家
一
門
の
処
刑
を
語
っ
て
い
る
。
佐

渡
七
太
夫
豊
孝
の
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
の
構
成
は
、
こ
の
平
家
物
語
の
構
成
を
な

ぞ
っ
た
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
色
が
見
ら
れ
る
の
で
あ

　
こ
こ
に
も
う
一
つ
、
享
保
三
戊
戌
初
春
（
一
七
一
八
）
の
刊
記
の
あ
る
佐
渡
七
太

夫
豊
孝
の
正
本
『
山
庄
大
輔
』
が
あ
る
。
そ
の
冒
頭
の
詞
章
を
参
考
ま
で
に
次
に

引
用
し
て
み
よ
う
。

　
　
扨
も
そ
の
の
ち
。
債
世
間
を
鑑
に
。
お
ご
る
者
久
し
か
ら
ず
。
志
や
け
ん
は

　
　
う
い
つ
な
る
者
ハ
、
つ
ゐ
に
は
ほ
ろ
ぷ
極
て
お
と
ろ
へ
た
る
者
は
、
一
度
は

　
　
さ
か
ぶ
。
爰
に
丹
後
の
国
。
由
良
の
湊
と
い
ふ
所
に
。
さ
ん
せ
う
た
ゆ
ふ
ひ

　
　
ろ
む
ね
と
て
、
長
者
の
な
が
れ
す
み
給
ふ
。

　
板
元
の
不
明
な
正
本
で
は
あ
る
が
、
こ
の
語
り
初
め
の
部
分
は
、
正
徳
三
年
板

の
そ
れ
と
、
殆
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
豊
孝
の
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
は

決
し
て
�
の
そ
れ
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
『
平
家
物
語
』
に
な
ぞ
ら
え
た
こ
の
構
成

が
、
豊
孝
の
創
作
に
な
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
�
の
佐
渡
七
太
夫
以
外
の
佐
渡
七

太
夫
の
直
伝
に
な
る
も
の
か
、
そ
れ
を
判
断
す
る
資
料
が
な
い
の
で
何
と
も
言
え

な
い
が
、
少
く
と
も
こ
の
構
成
法
が
佐
渡
七
太
夫
豊
孝
の
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
の
｀

特
色
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
け
は
言
え
る
と
思
う
。

　
と
こ
ろ
で
昭
和
五
十
七
年
七
月
、
京
都
府
の
舞
鶴
市
立
西
図
書
館
に
糸
井
文
庫

に
関
わ
る
「
さ
ん
せ
う
太
夫
」
の
資
料
調
査
に
赴
い
た
折
、
さ
い
も
ん
節
の
「
三

庄
太
夫
」
に
右
と
同
じ
冒
頭
の
詞
章
を
有
す
る
も
の
を
発
見
し
た
。
そ
れ
は
表
に

　
「
結
城
重
太
夫
直
伝
　
さ
い
も
ん
節
　
三
庄
太
夫
」
と
書
か
れ
、
内
に
「
山
荘
太

夫
　
丹
後
の
段
」
と
な
っ
て
い
る
一
冊
で
あ
っ
た
。
そ
の
冒
頭
の
部
分
は
、
次
の

通
り
で
あ
る
。

　
　
扨
も
そ
の
の
ち
債
世
間
を
鑑
に
。
お
ご
る
者
ひ
さ
し
か
ら
ず
。
志
や
け
ん
は

　
　
う
い
つ
な
る
も
の
ハ
。
つ
ゐ
に
は
ほ
ろ
ぶ
。
き
わ
め
て
お
と
ろ
へ
た
る
も
の

　
　
は
一
度
は
さ
か
ふ
。
こ
ゝ
に
丹
後
の
く
に
。
ゆ
ら
の
み
な
と
と
い
ふ
と
こ
ろ

　
　
に
さ
ん
せ
う
太
夫
ひ
ろ
む
ね
と
て
。
長
者
の
な
が
れ
す
み
結
ふ
。
そ
の
ほ
ど

　
　
に
ひ
ろ
む
ね
は
何
に
つ
け
て
も
ふ
そ
く
な
く
・
…
：

　
こ
の
一
冊
は
刊
記
も
板
元
の
記
載
も
な
く
、
い
つ
ご
ろ
の
出
板
か
よ
く
分
か
ら

な
い
。
た
だ
、
結
城
重
太
夫
が
結
城
孫
四
郎
同
様
、
ハ
太
夫
の
弟
子
重
太
夫
と
同

Ｔ
人
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
元
禄
ご
ろ
活
躍
し
た
人
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
降
、
つ

ま
り
佐
渡
七
太
夫
豊
孝
の
時
代
と
ほ
ぽ
重
な
る
時
期
の
刊
行
と
な
ろ
う
。
い
ず
れ

に
し
ろ
、
佐
渡
七
太
夫
豊
孝
の
時
代
に
は
既
に
こ
の
よ
う
な
語
り
出
し
で
『
さ
ん

せ
う
太
夫
』
は
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
傾
向
は
更
に
強
く
な
っ

て
、
岩
城
氏
の
系
図
を
恒
武
平
氏
に
結
び
つ
け
、
そ
の
武
勇
と
悲
劇
を
終
わ
り
の

方
で
僅
か
に
三
庄
太
夫
に
絡
ま
せ
た
『
岩
城
秘
書
　
丹
後
国
三
庄
太
夫
物
語
』
や

　
『
岩
城
実
記
』
な
ど
を
生
ん
で
い
く
一
方
、
長
者
没
落
譚
の
色
彩
も
色
濃
く
な
っ

て
、
『
三
奘
太
夫
盛
衰
録
』
な
ど
が
上
梓
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
三

　
こ
れ
ま
で
検
討
を
し
て
き
た
過
程
で
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
説
経
お
よ
び
説
経

浄
瑠
璃
に
は
、
そ
の
時
代
と
語
り
手
の
相
違
に
よ
っ
て
、
そ
の
冒
頭
の
詞
章
に
種
々

-８



｀心

な
変
化
が
生
じ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
ほ
ぽ
共
通
す
る
物
語
の
根
幹
と
結
合

す
る
時
、
そ
の
説
経
の
性
格
を
規
定
す
る
作
用
を
及
ぼ
し
た
。
今
そ
れ
を
整
理
し

て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
日
　
本
地
物
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
も
の

　
　
　
説
経
与
七
郎
正
本
お
よ
び
佐
渡
七
太
夫
正
本
。

　
□
　
愛
別
離
苦
の
物
語
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
も
の

　
　
　
太
夫
未
詳
の
山
本
九
兵
衛
板
正
本
お
よ
び
近
江
里
九
兵
衛
新
板
の
正
本
。

　
目
　
長
者
没
落
譚
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
も
の

　
　
　
佐
渡
七
太
夫
豊
孝
の
正
本
。

　
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
岩
崎
武
夫
の
蘇
生
譚
と
し
て
の
性
格
規
定
と
、
必
ず

し
も
矛
盾
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
氏
の
説
は
こ
れ
ら
の
説
経
の
共
通
部
分
を
そ
の

対
象
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
小
論
で
は
巻
頭
巻
尾
に
現
れ
た
語
り
ロ
の

特
色
に
注
目
し
、
そ
の
説
経
の
性
格
を
規
定
し
て
み
た
の
だ
か
ら
。
し
か
し
、
こ

の
両
者
の
性
格
が
一
つ
に
な
っ
て
、
初
め
て
こ
れ
ら
の
説
経
の
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格

が
、
よ
り
深
く
認
識
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
〔
追
記
〕

　
　
論
文
に
引
用
し
た
説
経
の
本
文
は
、
『
説
経
正
本
集
・
第
こ
（
昭
5
3
・
角
川
書
店
）

　
所
収
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
明
暦
二
年
板
の
佐
渡
七
太
夫
正
本
、
享
保
三

　
年
板
の
佐
渡
七
太
夫
豊
孝
正
本
、
お
よ
び
祭
文
の
「
山
荘
太
夫
丹
後
段
」
の
本

　
文
は
、
京
都
府
舞
鶴
市
立
西
図
書
館
所
蔵
「
糸
井
文
庫
」
の
そ
れ
を
用
い
た
。

　
昭
和
五
十
七
年
七
月
下
旬
、
調
査
の
た
め
西
図
書
館
を
訪
れ
た
。
そ
の
際
、
舞

　
鶴
市
長
の
町
井
正
登
氏
、
西
図
書
館
長
の
荻
野
義
雄
氏
お
よ
び
二
人
の
職
員
の

　
方
に
た
い
そ
う
お
世
話
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で

　
あ
る
。

〈
注
〉

（
―
）
室
木
弥
太
郎
『
皿
語
り
物
（
Ｊ
む
皿
）
の
研
究
」
（
昭
和
五
六
年
六
月
三
〇
日
・
初
版
昭

　
　
　
4
5
・
風
間
書
房
）
に
よ
る
。

（
２
）
註
（
１
）
と
同
書
。

（
３
）
　
「
説
経
集
」
の
「
解
説
」
（
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
昭
五
二
年
一
月
一
〇
日
・
新
潮
社
）

（
４
）
　
『
説
経
節
』
の
「
解
説
」
（
昭
和
四
八
年
一
月
一
〇
日
・
東
洋
文
庫
・
平
凡
社
）

（
５
）
　
「
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
考
」
（
「
舞
鶴
高
専
紀
要
」
七
号
・
昭
4
7
）

（
６
）
　
『
さ
ん
せ
う
太
夫
考
』
（
昭
和
四
八
年
五
月
二
八
日
・
平
凡
社
）
の
一
四
頁
。

（
７
）
註
（
１
）
と
同
書
。

（
８
）
註
（
４
）
と
同
じ
「
解
説
」

（
９
）
　
『
さ
ん
せ
う
太
夫
考
』
（
一
九
七
八
年
四
月
五
日
・
平
凡
社
）

（
1
0
）
　
「
物
語
の
原
動
力
」
（
「
文
学
」
昭
和
五
五
年
一
〇
月
号
・
岩
波
書
店
）

(
;
;
;
)
註
（
９
）
の
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
論
文
。

（
1
2
）
　
『
野
州
国
文
学
』
第
二
二
号
（
昭
和
五
三
年
一
〇
月
一
九
日
・
国
学
院
大
学
栃
木
短
期

　
　
　
大
学
国
語
国
文
学
会
）

（
1
3
）
註
（
１
）
　
（
２
）
　
（
７
）
と
同
書
。

９
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