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服

部

嘉

香

一

井
原
西
鶴
（
工
論
起
も
の
描
い
た
世
界
は
色
と
慾
と
金
と
義
理
の
世
界
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
彼
の
作
品
の
世
話
物
（
好
色
物
）
・
町
人
物
．
武

家
物
の
中
心
特
色
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
町
人
物
に
は
、
特
に
元
禄
の

世
相
・
人
情
・
経
済
・
商
業
の
各
般
に
わ
た
っ
て
あ
り
の
ま
ま
に
描
か
れ
て
い

る
の
で
、
町
人
物
の
三
部
作
『
日
本
永
代
蔵
』
．
『
胸
算
用
』
．
『
西
鶴
織

留
』
な
ど
は
、
文
学
作
品
と
し
て
傑
出
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
経
済
史
研

究
の
上
に
得
難
い
資
料
と
な
り
、
生
き
た
文
献
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
小

説
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
作
り
話
が
多
く
、
断
片
説
話
の
全
部
が
当
時
の
事
実

を
伝
え
た
も
の
だ
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
元
禄
時
代
の
現
実
は
、
虚
実
共

に
微
に
入
り
細
を
穿
っ
て
、
あ
り
あ
り
と
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
元
禄
時
代
は
、
一
口
に
奢
移
・
遊
惰
を
極
め
た
時
代
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
・
こ
の
時
代
ほ
ど
複
雑
・
多
彩
を
極
め
、
特
に
経
済
活
動
の
面
か
ら
見
て
興

味
あ
る
時
代
は
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
御
朱
印
船
貿
易
以
来
の
金

銀
流
出
に
よ
り
、
慶
長
金
銀
は
改
鋳
さ
れ
て
等
価
．
劣
質
の
元
禄
金
銀
と
な
り
、

営
業
の
独
占
・
排
他
を
許
し
た
「
座
」
の
制
度
は
、
自
由
主
義
下
の
資
本
主
義

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ね
も
ち

発
達
を
促
し
、
大
尽
・
成
金
（
成
上
り
銀
持
）
の
輩
出
と
な
り
、
町
人
の
勃
興

・
横
暴
と
な
り
、
そ
の
半
面
、
武
士
の
没
落
、
武
士
道
の
頽
廃
を
来
た
し
、
倉

屋
敷
を
舞
台
と
す
る
武
士
と
町
人
と
の
交
渉
に
始
ま
っ
て
、
各
藩
の
財
政
と
町

人
と
の
不
抜
関
係
と
な
り
、
当
時
の
社
交
場
と
も
い
う
べ
き
遊
廓
に
芽
生
え
た

義
理
人
情
の
情
痴
は
、
や
が
て
武
士
道
に
代
る
町
人
道
徳
と
し
て
の
義
理
道
・

人
情
道
と
な
る
な
ど
、
興
味
津
々
の
変
遷
は
、
走
馬
燈
の
よ
う
に
眼
前
を
回
転

す
る
。

 
西
鶴
の
人
生
観
は
、
「
人
の
情
は
一
分
小
判
の
あ
る
う
ち
な
り
。
」
と
か
、

「
人
は
慾
に
手
足
の
付
い
た
も
の
ぞ
か
し
。
」
と
あ
る
皮
肉
な
片
言
・
隻
語
に

よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
し
か
し
黄
金
万
能
主
義
を
謳
歌
す
る
者
の
よ
う
に
見
え

る
が
、
彼
の
本
旨
は
、
黄
金
万
能
主
義
を
戒
め
る
に
あ
っ
た
。
黄
金
成
功
者
を

挙
げ
る
時
は
、
必
ず
そ
の
成
功
の
原
因
を
、
勤
勉
・
節
約
・
才
覚
・
正
直
・
慈

悲
の
如
き
に
帰
し
、
こ
れ
に
反
す
る
農
商
や
、
贅
沢
・
遊
蕩
・
飲
酒
の
徒
は
、
多

く
失
敗
者
・
零
落
者
と
し
て
描
い
て
い
る
点
を
見
て
も
、
彼
の
意
図
の
あ
る
と

こ
ろ
を
察
す
る
に
難
く
は
な
い
が
、
そ
れ
も
決
し
て
安
価
な
勧
善
懲
悪
で
は
な
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く
、
成
功
談
・
失
敗
魯
鈍
に
、
華
麗
・
自
在
な
筆
致
を
以
て
、
あ
り
の
ま
ま
に

描
き
、
そ
の
間
に
、
「
無
理
な
る
慾
は
必
ず
せ
ま
じ
き
事
ぞ
か
し
。
」
と
か
、

 
 
 
 
 
 
 
 
し
ん
だ
い

「
世
に
女
房
去
る
程
、
身
代
の
障
り
に
な
る
事
な
し
、
女
も
ま
た
二
た
び
の
縁

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
き
ん
ど

づ
き
、
必
ず
初
に
は
劣
る
べ
し
。
」
と
か
、
「
商
人
職
人
に
よ
ら
ず
、
住
み
な

れ
た
る
所
を
変
え
る
事
な
か
れ
。
石
の
上
に
も
三
年
と
俗
語
に
伝
え
し
。
」
と

か
、
 
「
人
は
智
慧
才
覚
」
、
 
「
人
は
正
直
を
本
と
す
る
こ
と
、
是
れ
神
国
の
習

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
ろ

は
せ
な
り
。
」
と
か
、
「
大
節
季
の
導
き
事
は
、
秋
の
比
の
月
夜
よ
り
知
れ
た

る
事
を
、
人
皆
差
当
り
て
之
を
驚
き
ぬ
。
」
な
ど
い
う
類
の
教
戒
は
、
砂
申
の

金
の
如
く
、
し
か
も
無
数
に
散
在
し
て
、
世
道
・
人
心
に
光
を
与
え
て
い
る
。

こ
れ
は
町
人
物
に
限
ら
ず
、
世
話
物
。
武
家
物
に
も
同
様
で
あ
っ
て
、
要
す
る

に
、
彼
の
作
品
は
、
従
来
単
純
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
軟
文
学
で
は
な

く
、
む
し
ろ
経
済
文
献
と
人
生
読
本
と
を
兼
ね
た
硬
文
学
作
品
と
し
て
、
見
直

す
べ
き
価
値
が
あ
る
の
で
あ
る
。

 
作
品
の
中
か
ら
、
そ
の
実
証
と
な
る
も
の
を
幾
つ
か
紹
介
し
て
み
よ
う
。

二

 
町
人
物
の
中
で
も
『
日
本
永
代
蔵
』
は
最
も
傑
作
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
一
名
を
「
新
長
者
教
」
と
い
っ
た
。
そ
の
当
時
、
商
人
が
勤
倹
・
力
行
、

成
功
し
て
長
者
と
な
る
途
を
説
い
た
「
長
者
教
」
と
称
す
る
も
の
が
広
く
読
ま

れ
て
い
た
の
で
、
西
鶴
流
の
商
人
成
功
談
を
集
め
た
も
の
を
、
そ
れ
に
倣
っ
て

「
新
長
二
百
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
第
一
話
に
は
、
冒
頭
に
、

 
 
士
農
工
商
の
外
、
出
家
神
職
に
限
ら
ず
、
始
末
大
明
神
の
御
託
宣
に
ま
か

 
 
せ
金
銀
を
溜
む
べ
し
。
こ
れ
二
親
の
外
に
命
の
親
な
り
。

と
訓
え
、
江
戸
小
網
町
舟
問
屋
の
主
人
の
成
功
談
を
伝
え
て
い
る
。
荒
筋
は
、

1
泉
州
水
間
の
水
間
寺
で
は
観
音
に
参
詣
す
る
人
々
を
相
手
に
金
貸
を
し
て

い
た
。
今
年
一
銭
借
り
て
来
命
二
銭
に
し
て
返
し
、
百
文
借
り
れ
ば
二
百
文
返

す
約
束
で
あ
る
が
、
観
音
の
銭
と
い
う
の
で
借
倒
し
を
す
る
者
も
な
く
、
そ
れ

も
た
い
て
い
は
「
五
銭
、
三
銭
、
十
銭
よ
り
内
を
借
り
け
る
に
、
こ
こ
に
年
の

頃
二
十
三
、
四
の
男
」
が
来
て
｝
貫
（
一
千
文
）
貸
せ
と
い
う
。
寺
僧
は
、
い

う
が
ま
ま
に
所
も
名
も
尋
ね
ず
貸
し
与
え
た
も
の
の
、
多
少
の
不
安
を
感
じ
、

以
後
は
大
金
を
貸
す
こ
と
無
用
と
申
合
せ
を
し
て
、
 
「
こ
の
銭
済
む
べ
き
事
と

も
思
わ
れ
ず
」
と
諦
め
て
い
る
。
そ
の
借
主
が
舟
問
屋
の
主
人
で
、
水
間
寺
の

話
を
聞
き
伝
え
て
、
煙
霧
借
り
に
出
向
い
た
の
で
あ
る
が
、
帰
る
と
、
猟
師
の

出
船
に
観
音
の
銭
と
告
げ
て
百
文
ず
つ
貸
し
た
と
こ
ろ
、
借
主
は
自
然
の
御
利

益
を
受
け
て
儲
が
多
い
と
い
う
話
が
広
ま
り
、
貸
金
大
繁
昌
し
て
、
「
毎
年
一

倍
の
算
用
に
つ
も
り
、
十
三
年
目
に
な
り
て
元
一
貫
の
銭
八
千
百
九
十
二
貫
に

か
さ
み
、
東
海
道
を
通
し
馬
に
つ
け
送
り
て
御
寺
に
積
み
重
ね
」
た
の
で
、
寺

僧
は
驚
き
且
つ
喜
ん
で
、
彼
の
た
め
、
ま
た
記
念
の
た
め
に
、
寳
塔
を
建
立
し

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
年
一
割
の
利
息
を
添
え
て
十
三
年
目
に
返
す
と
な
れ

ば
、
元
利
合
計
八
千
百
九
十
二
貫
と
な
る
と
い
う
事
実
だ
け
を
見
れ
ば
、
西
鶴

の
教
戒
は
「
そ
れ
世
の
中
に
借
銭
の
利
足
ほ
ど
お
そ
ろ
し
い
も
の
は
な
し
。
」

と
な
る
の
で
あ
る
つ
こ
こ
で
は
、
仕
末
と
商
略
と
努
力
に
つ
い
て
教
戒
と
し
た

の
で
あ
る
が
、
そ
の
終
末
に
、
「
惣
じ
て
親
の
譲
り
を
受
け
ず
、
其
の
身
才
覚

に
し
て
稼
ぎ
出
し
、
銀
五
百
貫
目
よ
り
し
て
之
を
分
限
と
い
え
り
。
千
貫
目
の

上
を
長
者
と
は
い
う
な
り
。
此
の
銀
の
息
よ
り
幾
千
萬
歳
楽
と
祝
え
り
。
」
と

結
ん
で
あ
る
の
は
、
当
時
の
富
の
程
度
を
知
る
た
よ
り
と
な
ろ
う
。

 
第
二
話
の
書
出
し
は
、
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人
の
家
に
あ
り
た
き
は
梅
、
桜
、
松
、
楓
。
そ
れ
よ
り
金
銀
、
米
銭
ぞ
か

 
 
し
。

と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
真
意
は
黄
金
礼
讃
で
は
な
く
、
平
素
の
用
意
を

訓
え
た
も
の
で
、
「
一
代
に
二
千
貫
目
し
こ
た
め
て
行
年
八
十
八
歳
し
で
死
ん

だ
長
者
の
子
、
二
十
一
で
家
督
を
嗣
ぎ
、
放
蕩
に
身
を
崩
し
、
五
年
目
に
身
代
を

潰
し
た
と
い
う
筋
を
語
り
、
こ
れ
に
は
西
鶴
自
身
は
批
評
を
沈
黙
し
、
「
人
は

知
れ
ぬ
も
の
か
な
、
見
及
び
て
四
五
年
こ
の
か
た
に
、
二
千
貫
目
塵
も
灰
も
無

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
え
な

く
、
火
吹
く
力
も
無
く
、
家
名
（
屋
号
扇
屋
）
の
古
扇
残
り
て
、
一
度
は
栄
え

一
度
は
衰
ふ
る
と
、
身
の
程
を
謡
う
た
ひ
て
一
日
暮
し
に
せ
し
を
、
見
る
時
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ね

聞
く
時
、
今
時
は
儲
け
に
く
い
銀
を
と
、
身
を
持
ち
堅
め
し
鎌
田
屋
の
何
が
し
、

子
供
に
是
れ
を
語
り
ぬ
。
」
と
、
庭
訓
に
託
し
て
放
蕩
の
戒
と
し
て
い
る
。

 
第
三
話
は
、
前
半
は
大
阪
北
浜
過
書
町
、
米
穀
の
取
引
に
成
功
し
た
泉
洲
商

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
え
く
ら

人
の
話
。
後
半
は
こ
ぼ
れ
米
を
拾
う
て
、
一
代
の
う
ち
に
家
蔵
を
建
て
た
女
の

話
。
-
二
十
三
の
年
か
ら
後
家
と
な
り
、
一
人
子
の
成
人
を
楽
し
み
に
し
て

い
る
老
女
が
、
北
浜
に
西
国
米
を
舟
揚
げ
す
る
折
に
こ
ぼ
れ
落
ち
た
米
を
塵
ご

と
掃
き
集
め
て
、

 
 
…
…
朝
夕
に
食
い
あ
ま
し
て
一
斗
四
五
升
溜
ま
り
け
る
に
、
こ
れ
よ
り
慾

 
 
溢
出
で
来
て
始
末
を
し
け
る
に
、
は
や
年
中
に
七
石
五
斗
延
ば
し
て
ひ
そ

 
 
か
に
売
り
、
明
け
の
年
な
ほ
ま
た
延
ば
し
け
る
程
に
、
毎
年
か
さ
み
て
二

 
 
 
 
 
 
ほ
ぞ

 
 
十
余
年
に
胞
く
り
金
十
二
貫
五
百
目
に
な
り
ぬ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ち
 
み

 
物
凄
い
こ
と
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
阪
の
盛
り
場
に
は
「
立
見
」
と
称
す

る
専
門
の
拾
い
屋
が
あ
る
が
、
恐
ら
く
、
こ
の
老
婆
あ
た
り
が
先
駆
者
な
の
で

あ
ろ
う
。

 
第
四
話
に
は
、
三
井
・
三
越
の
先
祖
三
井
九
郎
右
衛
門
の
商
売
上
手
が
紹
介

西
鶴
の
人
生
観
と
教
戒

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
れ
じ

し
て
あ
る
。
よ
ろ
ず
現
銀
売
、
掛
値
な
し
、
裂
地
切
売
、
利
発
手
代
四
十
余
人

を
追
い
廻
し
て
一
人
一
色
の
役
目
、
こ
れ
が
当
た
っ
て
、
「
さ
に
よ
っ
て
家
栄

え
、
毎
日
金
子
百
五
十
両
つ
つ
な
ら
し
に
商
売
を
し
け
る
と
な
り
。
」
と
西
鶴

は
感
心
し
て
い
る
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
す
で
に
早
く
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
・
ス

ト
ア
の
萌
芽
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

 
『
胸
算
用
』
は
、
こ
れ
は
ま
た
西
鶴
全
作
森
中
の
傑
作
と
い
わ
れ
る
も
の
で

あ
る
が
、
題
名
の
信
書
に
「
大
晦
日
は
一
日
千
金
」
と
あ
る
通
り
、
一
年
の
遣

り
繰
り
、
今
日
一
日
に
迫
っ
た
年
の
瀬
の
苦
労
を
主
題
と
し
た
小
話
集
で
、
当

時
の
商
人
の
経
済
生
活
が
如
実
に
描
か
れ
て
い
る
。
第
一
話
は
「
問
屋
の
寛
潤

女
」
と
題
し
、
冒
頭
に
は
、

 
 
世
の
定
め
と
て
大
晦
日
は
闇
な
る
こ
と
、
天
の
岩
戸
の
神
代
こ
の
か
た
知

 
 
れ
た
る
こ
と
な
る
に
、
人
皆
常
の
渡
世
に
油
断
し
て
毎
年
一
つ
の
胸
算
用

 
 
違
い
、
節
季
を
仕
舞
い
か
ね
迷
惑
す
る
は
、
面
々
覚
悟
悪
し
き
故
な
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ね

と
あ
り
、
本
文
は
「
十
貫
目
が
物
を
買
う
て
八
貫
目
に
売
り
て
、
銀
廻
し
を
す

る
才
覚
、
詰
ま
る
所
は
内
証
の
弱
り
」
を
切
抜
け
る
た
め
或
問
屋
の
亭
主
、
振

手
形
を
濫
発
し
て
、
両
替
屋
へ
預
け
た
銀
二
十
五
貫
目
に
対
し
て
八
十
貫
目
余

り
の
融
通
を
つ
け
た
と
い
う
話
。
こ
の
振
手
形
は
約
束
手
形
・
為
替
手
形
・
小

切
手
の
始
ま
り
で
、
両
替
屋
の
仕
事
は
今
の
銀
行
の
預
金
・
為
替
課
の
事
務
に

当
た
る
。
そ
れ
も
相
談
つ
く
で
な
く
、
破
れ
か
ぶ
れ
の
非
常
手
段
で
、

 
 
霜
月
の
末
よ
り
、
二
十
五
貫
目
、
ね
ん
ご
ろ
な
る
両
替
屋
へ
預
け
置
き
、

 
 
大
払
い
の
時
、
米
屋
も
、
呉
服
屋
も
、
味
噌
屋
も
、
紙
屋
も
、
肴
屋
も
、

 
 
観
音
講
の
出
し
前
も
、
揚
屋
の
銀
も
、
乞
ひ
に
来
る
程
の
者
に
、
其
の
両

 
 
替
屋
で
受
取
れ
と
、
振
手
形
一
枚
つ
つ
渡
し
て
、
萬
づ
仕
舞
う
た
と
て
年
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籠
の
住
吉
参
り
、
胸
に
は
波
の
立
た
ぬ
間
も
無
し
。

 
住
吉
神
社
は
海
路
平
安
を
祈
る
と
こ
ろ
、
こ
の
亭
主
は
、
そ
こ
に
渡
世
安
全
を

祈
っ
た
の
で
あ
る
。
海
に
因
む
神
だ
か
ら
「
波
の
立
た
ぬ
」
と
利
か
し
た
あ
た

り
、
西
鶴
の
技
巧
の
細
か
さ
で
あ
る
が
、
二
十
五
貫
目
預
っ
た
両
替
屋
で
は
、

八
十
貫
目
余
り
の
手
形
が
殺
倒
し
た
の
で
、

 
 
両
替
に
は
算
用
差
引
い
て
か
ら
後
に
渡
そ
う
、
振
手
形
大
分
あ
り
と
、
さ

 
 
ま
ぎ
ま
詮
議
す
る
中
に
、
ま
た
掛
乞
も
其
の
手
形
を
先
へ
渡
し
、
ま
だ
先

 
 
か
ら
先
へ
渡
し
、
後
に
は
ど
さ
く
さ
と
入
り
乱
れ
、
将
の
明
か
ぬ
振
手
形

 
 
を
、
銀
の
代
り
に
握
り
て
年
を
取
り
け
る
。
一
夜
明
く
れ
ば
豊
か
な
る
春

 
 
と
そ
成
り
け
る
。

 
ま
こ
と
に
遣
り
繰
り
朗
ら
か
な
新
年
を
迎
え
て
、
あ
と
は
ど
う
な
っ
た
か
、

書
い
て
な
い
。

 
巻
二
、
の
第
一
話
に
、
「
人
の
分
限
に
成
る
事
、
仕
合
わ
せ
と
い
う
は
言
葉
、

ま
こ
と
は
面
々
の
智
慧
才
覚
を
以
て
稼
ぎ
出
し
、
其
の
家
栄
え
る
事
ぞ
か
し
。

」
と
あ
る
、
こ
れ
が
全
篇
を
貫
ぬ
く
趣
意
と
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
第
四
話
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
み
ま
え
が
み

掛
取
に
手
腕
を
示
し
た
十
八
・
九
の
角
前
髪
の
小
者
が
、
自
分
の
掛
は
取
っ

て
お
い
て
掛
乞
撃
退
法
を
教
え
て
行
く
滑
稽
も
、
や
は
り
才
覚
の
一
話
と
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。

 
『
西
鶴
織
留
』
は
、
「
本
朝
町
人
鑑
」
・
「
世
の
人
心
」
の
二
部
か
ら
成
っ

て
お
り
、
西
鶴
没
後
の
出
版
で
あ
る
。
晩
年
の
作
だ
け
に
、
世
相
の
表
面
を
描

く
よ
り
は
人
情
の
機
微
を
捉
え
た
傾
向
が
著
し
く
、
商
業
に
も
商
機
・
商
略
の

秘
訣
に
触
れ
た
も
の
が
多
い
。

 
同
じ
く
死
後
の
出
版
に
『
西
鶴
置
土
産
」
が
あ
る
。
文
品
は
落
ち
る
が
、
や

は
り
町
人
生
活
に
縁
が
あ
り
、
そ
の
他
、
『
新
可
笑
記
』
、
 
『
本
朝
二
十
不
孝

』
・
『
昼
夜
用
心
記
」
等
に
も
、
町
人
生
活
の
描
写
が
交
り
、
さ
り
げ
な
く
挿

入
す
る
教
訓
・
調
刺
の
名
文
句
も
、
至
る
と
こ
ろ
に
光
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

 
も
っ
と
も
、
西
鶴
の
作
品
の
町
人
物
の
全
部
が
教
訓
・
調
刺
を
骨
格
と
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
時
代
・
世
相
の
あ
り
の
ま
ま
を
描
い
た
写
実
の
妙
に
お

い
て
、
空
前
絶
後
の
簡
潔
・
軽
妙
、
し
か
も
華
麗
を
極
め
た
筆
致
を
見
せ
、
さ

な
が
ら
そ
の
時
代
に
住
む
思
い
を
懐
か
せ
る
文
の
引
力
、
そ
こ
に
彼
の
作
品
を

不
朽
な
ら
し
め
る
命
の
源
が
あ
る
こ
と
は
争
わ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
奢
修

の
実
際
、
遊
惰
の
風
俗
、
商
人
の
悪
計
も
義
理
固
さ
も
、
武
士
の
零
落
も
義
理

固
さ
も
、
江
戸
・
大
阪
の
経
済
界
の
変
遷
も
、
手
に
取
る
よ
う
に
明
瞭
に
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

 
 
惣
じ
て
北
浜
の
米
市
は
、
日
本
第
一
の
津
な
れ
ば
こ
そ
、
一
刻
の
問
に
五

 
 
萬
貫
目
の
立
て
り
商
（
空
米
相
場
）
も
あ
る
こ
と
な
り
。
其
の
米
は
心
々

 
 
に
山
を
重
ね
、
夕
の
嵐
、
朝
の
雨
、
日
和
を
見
合
わ
せ
、
雲
の
立
ち
ど
こ

 
 
ろ
を
考
へ
、
夜
の
う
ち
の
思
ひ
入
れ
に
て
売
る
人
あ
り
、
買
ふ
人
あ
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
も
て

 
 
一
分
二
分
を
争
ひ
、
人
の
山
を
為
し
、
互
に
面
を
見
知
り
た
る
人
に
は
、

 
 
千
石
、
細
石
の
米
を
も
売
血
せ
し
に
、
両
人
手
を
打
ち
て
後
は
、
少
し
も

 
 
誇
れ
に
相
違
な
か
り
き
。
世
上
に
金
銀
の
取
り
遣
り
に
は
、
預
り
手
形
に

 
 
 
 
 
 
 
 
な
ん
ど
き

 
 
請
判
、
確
か
に
何
時
な
り
と
も
御
用
次
第
と
相
定
め
し
事
さ
へ
、
其
の
約

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
る
し

 
 
東
を
延
ば
し
出
入
に
な
る
事
な
り
し
に
、
空
定
め
な
き
雲
を
印
の
契
約
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
お
あ
き

 
 
違
え
ず
、
其
の
日
切
に
損
徳
を
構
は
ず
売
買
せ
し
は
、
扶
桑
第
一
の
大
商

 
 
ん
ど
 
だ
い
ふ
く
ち
ゆ
う

 
 
人
の
大
 
腹
 
中
に
し
て
、
其
れ
程
の
世
を
渡
る
な
る
、
難
波
橋
よ
り
西
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見
渡
し
の
百
景
、
数
千
軒
の
問
丸
（
問
屋
）
蔓
を
並
べ
、
白
土
雪
の
曙
を

 
 
奪
ふ
。
杉
ば
え
の
俵
物
山
も
さ
な
が
ら
動
き
て
、
人
馬
に
付
け
送
れ
ば
、

 
 
大
道
轟
き
、
地
雷
の
如
し
。
 
（
『
永
代
蔵
』
）

 
何
よ
り
も
ま
ず
描
写
の
う
ま
さ
に
は
、
い
う
べ
き
言
口
葉
も
な
い
。
こ
の
よ
う

に
萌
芽
時
代
を
西
鶴
に
描
か
れ
た
堂
島
米
市
場
も
、
昭
和
十
四
年
十
月
、
国
策

会
社
日
本
米
穀
株
式
会
社
に
そ
の
業
務
を
移
譲
し
て
消
滅
し
た
わ
け
で
あ
る

が
、
感
慨
今
更
で
あ
る
。

 
ま
た
、
西
鶴
は
、
当
時
の
商
家
の
商
号
を
し
ば
し
ば
書
き
残
し
て
い
る
。

 
 
江
戸
は
天
下
の
町
人
北
村
、
奈
良
屋
、
樽
屋
を
は
じ
め
、
諸
国
の
惣
年
寄

 
 
金
座
、
銀
座
、
朱
座
、
此
の
外
過
書
の
子
持
、
世
上
に
名
を
ふ
れ
て
、
是

 
 
れ
皆
町
人
中
の
町
人
鑑
と
い
へ
り
。
（
『
織
留
』
）

 
 
商
人
あ
ま
に
あ
る
が
中
の
島
に
、
岡
、
肥
前
屋
、
木
屋
、
深
江
屋
、
肥
後

 
 
屋
、
塩
屋
、
大
塚
屋
、
桑
名
屋
、
鴻
池
屋
、
紙
屋
、
備
前
屋
、
宇
和
島
屋
、

 
 
塚
口
屋
、
淀
屋
な
ど
、
此
の
所
久
し
き
分
限
に
し
て
商
売
や
め
て
多
く
人

 
 
を
過
し
ぬ
。
 
（
『
永
代
蔵
』
）

 
こ
れ
ら
は
何
気
な
く
並
べ
て
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、

 
 
惣
じ
て
大
阪
の
手
前
よ
ろ
し
き
人
、
代
々
つ
づ
き
し
に
は
あ
ら
ず
。
大
方

 
 
は
吉
蔵
、
三
助
が
成
上
り
銀
星
に
な
り
、
其
の
時
を
得
て
詩
歌
、
鞠
、
弩

 
 
弓
、
琴
、
笛
、
鼓
、
香
会
、
茶
の
湯
も
お
の
つ
か
ら
に
覚
え
て
良
き
人
づ

 
 
き
あ
い
、
昔
の
片
言
も
失
さ
り
ぬ
。
（
同
）

と
な
る
と
、
世
相
躍
如
、
人
一
代
の
運
を
目
の
前
に
見
る
心
地
が
す
る
。

 
商
人
の
悪
を
写
す
に
も
、
彼
の
筆
は
極
め
て
淡
々
と
し
て
且
つ
辛
辣
で
あ

る
。
例
え
ば
、
『
新
可
笑
記
』
に
は
、
同
じ
実
物
が
二
軒
の
家
に
あ
っ
た
と
い

う
複
雑
怪
奇
な
事
件
が
暴
露
し
て
、
そ
の
縁
故
に
よ
っ
て
仕
官
し
た
二
人
の
武

西
鶴
の
人
生
観
と
教
戒

士
が
、
義
を
重
ん
じ
、
互
に
刺
し
違
え
て
死
ん
だ
と
い
う
悲
痛
な
事
件
が
淡
々

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
ざ

と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
原
因
は
、
 
「
今
時
、
世
を
渡
る
業
と
し
て
工
み
恐
し

き
商
人
」
が
ご
ま
か
し
を
遣
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
 
『
永
代
蔵
』
に
は
、
海
外

貿
易
の
闇
を
辛
辣
に
伝
え
た
一
節
が
あ
る
。

 
 
も
ろ
こ
し
び
と
 
 
 
 
 
 
い
い
や
く
そ
く

 
 
唐
土
人
は
律
義
に
言
約
束
の
た
が
は
ず
、
絹
物
に
奥
口
せ
ず
、
薬
種

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ね

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
く
と
し

 
 
に
紛
れ
物
せ
ず
、
木
は
木
、
銀
は
銀
に
幾
年
拘
は
る
こ
と
な
し
。
た
だ

 
 
ひ
す
ら
 
 
 
 
に
つ
ぼ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ら
か
さ

 
 
狡
こ
き
は
日
本
、
次
第
に
針
を
短
く
摺
り
、
織
布
の
幅
を
縮
め
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
傘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
と

 
 
に
も
油
を
引
か
ず
、
銭
安
き
を
本
と
し
て
売
渡
す
と
跡
を
構
は
ず
、
身
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
だ
し

 
 
か
か
ら
ぬ
大
雨
に
親
で
も
跣
足
に
な
し
、
た
だ
で
は
通
さ
ず
。
む
か
し

 
 
 
 
 
 
た
ば
こ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
や

 
 
対
馬
行
き
の
煙
草
と
て
小
さ
き
箱
入
に
し
て
限
り
も
な
く
時
花
り
、
大
阪

 
 
に
て
其
の
職
人
に
刻
ま
せ
け
る
に
、
当
分
知
れ
ぬ
事
と
て
、
下
積
み
手
抜

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
た

 
 
き
し
て
然
か
も
水
に
浸
し
遣
は
し
け
る
に
、
舟
渡
り
の
中
に
固
ま
り
、
煙

 
 
の
種
と
は
な
ら
ざ
り
き
。
唐
人
こ
れ
を
深
く
恨
み
、
そ
の
次
の
年
な
ほ
又

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
そ

 
 
過
ぎ
つ
る
年
の
十
倍
も
誹
へ
け
れ
ば
、
慾
に
目
の
あ
か
ぬ
人
、
尽
れ
遅
し

 
 
 
 
 
 
く
だ
 
 
 
 
 
 
だ
い
ぶ
ん

 
 
と
取
急
ぎ
下
し
け
る
に
、
大
分
港
に
積
ま
せ
置
き
て
、
去
年
煙
草
は
水
に

 
 
し
め

 
 
湿
さ
れ
思
は
し
か
ら
ず
、
当
年
は
湯
か
塩
に
浸
け
て
紙
鳶
へ
と
、
皆
々
突

 
 
 
 
 
 
お
の
ず
か

 
 
返
さ
れ
、
 
自
 
ら
に
朽
ち
て
磯
の
土
と
は
な
り
ぬ
。
こ
れ
を
思
ふ
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
う
べ

 
 
人
を
抜
く
事
は
跡
続
か
ず
、
正
直
な
れ
ば
神
明
も
頭
に
宿
り
、
貞
廉
な

 
 
れ
ば
、
仏
陀
も
心
を
照
す
。

 
平
安
朝
時
代
に
は
、
日
本
人
の
方
が
言
い
約
束
も
違
え
ず
、
律
気
で
あ
っ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
う
し

た
。
 
『
竹
取
物
語
』
に
あ
る
火
鼠
の
皮
衣
の
話
。
注
文
者
の
阿
倍
の
御
主
人
は

一
面
識
も
な
い
早
食
の
王
卿
に
皮
衣
の
前
金
を
届
け
、
不
足
金
だ
と
い
う
五
拾

両
も
相
手
を
信
じ
て
直
ぐ
渡
し
て
い
る
が
、
王
卿
は
偽
物
を
届
け
、
忌
引
巧
妙

に
全
額
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
時
移
り
、
世
は
変
っ
て
、
近
世
に
な
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っ
て
か
ら
は
、
唐
人
の
方
が
商
業
意
識
に
誠
意
を
篭
め
て
い
て
、
「
狡
こ
さ
は

日
本
」
と
成
り
下
が
っ
て
い
る
の
は
、
今
昔
の
感
あ
り
と
い
っ
て
い
い
。
第
一

次
世
界
大
戦
当
時
か
ら
、
そ
の
後
の
好
況
時
代
に
か
け
て
日
本
品
の
粗
製
濫
造

に
対
す
る
非
難
が
高
か
っ
た
が
、
南
洋
向
の
メ
リ
ヤ
ス
シ
ャ
ツ
の
釦
が
糊
付
け

で
あ
っ
た
と
い
う
例
も
あ
る
。
平
和
に
な
っ
て
か
ら
も
、
ト
ル
コ
の
駐
在
武
官

が
東
京
の
丸
善
の
手
を
経
て
鉛
筆
を
取
り
寄
せ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
大
半
は
両
端

の
み
に
芯
の
あ
る
不
正
品
で
あ
っ
た
と
い
う
話
も
あ
る
。
丸
善
の
罪
で
は
な
く

そ
れ
へ
品
を
納
め
る
製
造
元
の
悪
徳
に
愚
な
ら
ん
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
日
本

人
の
所
業
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
い
や
な
話
で
あ
る
。

 
西
鶴
の
作
に
は
、
細
か
い
数
字
を
挙
げ
て
写
実
味
を
見
せ
た
と
こ
ろ
が
実
に

多
い
。
興
味
本
位
の
、
数
字
弄
り
に
過
ぎ
る
嫌
い
が
な
い
で
も
な
い
が
、
文
献

と
し
て
の
価
値
の
｝
部
は
そ
こ
に
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
浪
入
者
が
、
食
う
に

は
困
ら
な
い
が
徒
食
す
る
の
も
ど
う
か
と
、
神
田
明
神
の
前
に
瀬
戸
物
屋
を
出

し
、
百
の
物
は
百
と
掛
値
な
し
に
い
い
、
値
切
っ
て
も
ま
け
な
い
の
で
、

 
 
そ
も
そ
も
よ
り
摺
鉢
九
つ
、
肴
鉢
十
三
、
皿
四
十
五
枚
、
天
目
二
十
、
徳

 
 
利
七
つ
、
油
さ
し
二
つ
、
三
年
あ
ま
り
に
一
も
売
れ
ず
。
こ
れ
を
思
ふ
に

 
 
商
い
上
手
は
あ
る
も
の
な
り
。
（
粟
代
蔵
』
）

 
 
こ
の
ほ
ど
伊
勢
の
山
田
の
者
と
て
、
十
年
切
っ
て
抱
へ
た
る
十
四
に
な
る

 
 
小
者
、
坐
り
し
膳
を
二
三
度
戴
き
、
飯
食
は
ぬ
前
に
十
露
盤
置
い
て
、
・

 
 
…
さ
れ
ば
今
日
の
鯛
の
焼
物
、
一
両
二
分
に
て
背
切
十
一
な
れ
ば
、
一
切

 
 
の
値
七
匁
九
分
八
厘
つ
つ
に
当
る
な
り
。
小
判
は
五
十
八
匁
五
分
の
相
場

 
 
に
仕
る
算
用
し
て
か
ら
は
、
銀
を
噛
む
よ
う
な
る
も
の
な
り
。
（
同
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
も
い
り

 
 
春
の
べ
の
米
を
京
の
織
物
屋
仲
間
へ
、
毎
年
の
暮
に
貸
し
入
れ
の
肝
煎

 
 
 
 
 
 
あ
い
ぎ
ん

 
 
し
て
、
こ
の
間
銀
を
取
り
、
定
ま
っ
て
緩
々
と
節
季
を
仕
舞
ひ
け
る
が
、

 
 
一
石
に
つ
き
四
十
八
匁
の
相
場
の
米
を
、
三
月
晦
日
切
に
し
て
五
十
八
匁

 
 
に
定
め
、
年
々
貸
し
け
る
に
、
諸
職
人
相
談
し
て
、
一
石
四
十
三
匁
の
利

 
 
銀
三
ヶ
月
に
出
す
こ
と
は
、
云
々
。
（
『
胸
算
用
』
）

 
挙
げ
れ
ば
切
が
な
い
。
こ
う
い
う
類
は
、
三
種
の
町
人
物
、
他
の
世
話
物
・

武
家
物
の
到
る
と
こ
ろ
に
満
載
と
い
う
有
様
で
あ
る
。

 
元
禄
町
人
の
日
常
生
活
・
経
済
生
活
の
種
々
相
は
、
ま
だ
お
び
た
だ
し
く
広

範
囲
に
わ
た
り
描
か
れ
て
い
る
。
元
禄
武
士
の
武
士
道
と
い
う
よ
り
も
武
士
気

質
、
そ
の
悲
喜
様
々
の
生
活
も
、
活
写
さ
れ
て
い
る
。
文
が
難
解
で
あ
る
と
し

て
敬
遠
さ
れ
て
い
る
点
も
あ
る
が
、
読
み
砕
き
、
読
み
馴
れ
れ
ば
親
し
み
が
湧

く
。
イ
ギ
リ
ス
に
は
颯
刺
作
家
と
し
て
ア
デ
ィ
ス
ン
（
一
群
些
疽
）
や
ス
テ
イ
：

ル
〔
工
詫
謡
川
）
な
ど
が
い
た
。
西
鶴
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
う
し
て
い
る
が
、
内
容

の
面
白
さ
、
複
雑
さ
、
文
品
の
高
さ
、
深
さ
は
、
西
鶴
の
方
が
遙
か
に
す
ぐ
れ

て
い
る
と
い
い
た
い
。
古
い
こ
と
を
い
え
ば
、
「
英
国
民
は
印
度
を
失
う
と
も

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
失
う
を
好
ま
ず
。
」
と
カ
ー
ラ
イ
ル
が
褒
め
称
え
た
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
の
玉
作
は
、
わ
が
紫
式
部
の
『
源
氏
物
語
』
よ
り
約
六
百
年
後
の

ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
作
品
で
あ
る
。
 
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
死
は
一
六
一
六

年
、
紫
式
部
は
藤
原
道
長
の
頃
の
人
で
あ
る
か
ら
、
西
暦
で
い
え
は
一
〇
〇
〇

年
頃
に
当
た
る
。
し
か
も
『
源
氏
物
語
」
は
当
時
の
宮
廷
生
活
・
貴
族
生
活
の

実
相
を
描
い
た
写
実
小
説
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
十
八
世
紀
の
末
か
ら
十
九
世

紀
の
始
め
に
か
け
て
芽
生
え
た
写
実
小
説
に
先
立
つ
こ
と
正
に
九
百
年
の
大
作

な
の
で
あ
る
。
自
国
の
も
の
を
軽
視
す
る
こ
と
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
・
部
面

か
ら
古
典
を
再
検
討
す
る
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

C86）


