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一
本
稿
は
、西
鶴
奇
譚
中
の
「
秀
作
」
と
さ
れ
る
『
万
の
文
反
古
』（
元

禄
九
年
︿
一
六
九
六
﹀
刊
）
巻
三
之
三
「
代
筆
は
浮
世
の
闇
」
を
取
り

上
げ
、
そ
の
「
因
果
」
の
あ
り
方
と
人
物
造
型
と
が
、
従
来
の
因
果

譚
・
懺
悔
譚
と
比
べ
て
ど
の
よ
う
な
独
自
性
を
持
つ
か
を
考
察
す

る
。
同
時
に
本
話
の
書
簡
体
の
効
果
は
乏
し
い
と
す
る
過
去
の
評
価⎠

1
⎝

に
対
し
、
一
人
称
の
告
白
体
が
十
分
有
効
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
、
西
鶴
の
当
代
の
世
相
に
対
す
る
風
刺
や
、
人
性
批
評
を
具

体
的
に
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

僧
侶
の
手
紙
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
「
代
筆
は
浮
世
の
闇
」
の

梗
概
を
次
に
示
す
。

　

越
前
府
中
で
僧
侶
に
な
っ
て
い
る
弟
に
対
し
、
今
は
自
分
も

盲
目
の
物
乞
い
の
僧
で
あ
る
自
心
が
、
出
家
後
、
惨
め
に
生
き

て
い
る
経
緯
を
伝
え
る
、
代
筆
に
よ
る
手
紙
で
あ
る
。
大
名
の

買
物
使
い
の
侍
が
ゆ
だ
ん
し
て
こ
の
男
（
在
俗
時
の
自
心
）
の

店
に
財
布
を
忘
れ
て
い
っ
た
。
男
は
そ
れ
を
欲
心
か
ら
隠
し
、

盗
ん
だ
。
侍
は
公
金
だ
か
ら
返
し
て
く
れ
と
哀
願
す
る
が
、
男

は
無
情
に
も
拒
否
し
、
つ
い
に
武
士
の
面
目
を
失
っ
た
侍
は
、

一
羽
の
生
き
た
烏
の
両
目
を
脇
差
し
で
抉
り
出
し
て
男
に
投
げ

つ
け
、
呪
い
を
か
け
て
か
ら
切
腹
す
る
。
の
ち
男
は
出
家
し
た

が
、
盗
賊
に
よ
っ
て
全
財
産
を
失
い
、
自
殺
を
図
る
も
の
の
、

何
度
試
み
て
も
侍
の
亡
霊
が
あ
ら
わ
れ
て
そ
の
邪
魔
を
し
、
侍

の
予
言
通
り
に
烏
に
両
眼
を
つ
ぶ
さ
れ
盲
目
と
な
る
。
以
上
の

よ
う
な
因
果
の
次
第
を
弟
に
告
白
し
、
男
は
、
自
分
の
死
後
、

一
遍
の
念
仏
を
手
向
け
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
ん
だ
。

『
万
の
文
反
古
』「
代
筆
は
浮
世
の
闇
」
と
「
楽
出
家
」梁　

　

誠
允
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悪
行
を
後
悔
し
て
出
家
す
る
本
話
に
対
し
、『
万
の
文
反
古
』
の
中

で
、
同
じ
く
僧
の
書
簡
で
あ
る
巻
三
之
一
「
京
都
の
は
な
嫌
ひ
」
と

巻
五
之
四
「
桜
の
吉
野
山
難
義
の
冬
」
は
、
前
者
は
「
美
童
は
我
等

の
持
病
」
と
、
相
変
わ
ら
ず
男
色
に
溺
れ
て
お
り
、
後
者
も
、
吉
野

山
の
冬
の
難
義
は
堪
忍
で
き
て
も
、
男
色
相
手
が
い
な
い
の
は
我
慢

で
き
な
い
の
で
、
そ
の
相
手
を
用
意
し
て
ほ
し
い
と
い
う
な
ど
、
共

に
出
家
の
放
埒
ぶ
り
が
誇
張
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
こ
の
「
代
筆
は

浮
世
の
闇
」
で
は
、
自
心
は
こ
の
手
紙
で
在
俗
時
に
弟
を
都
か
ら
追

い
出
し
、
道
心
を
起
こ
さ
せ
た
過
去
の
不
祥
事
に
つ
い
て
謝
り
、
併

せ
て
出
家
前
の
悪
行
と
そ
の
因
果
に
責
め
苛
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
告

白
す
る
。
全
体
に
後
悔
と
自
責
の
情
調
が
み
な
ぎ
っ
て
お
り
、
一
話

は
懺
悔
話
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
留
意
す
べ
き
は
、
懺
悔
物
語
と

し
て
は
異
例
で
あ
る
が
、
主
人
公
は
出
家
し
懺
悔
し
て
も
因
果
か
ら

脱
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
最
後
ま
で
苦
悩
に
取
り
つ
か
れ
た
人
物
と

な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
自
心
に
つ
い
て
、
暉
峻
康
隆
は
、
こ

の
侍
の
亡
霊
が
「
一
刻
で
も
生
き
な
が
ら
へ
さ
せ
よ
う
」
と
す
る
特

異
性
に
注
目
し
て
、
自
心
は
「
懺
悔
に
よ
つ
て
も
救
は
れ
な
い
罪
悪

感
」
の
持
ち
主
で
あ
り
、
自
殺
が
で
き
な
い
の
は
「
遁
れ
る
す
べ
の

な
い
罪
悪
感
」
と
「
本
能
的
生
存
欲
」
と
の
悲
惨
な
葛
藤
の
た
め
だ

と
解
釈
す
る⎠

2
⎝

。
一
方
、
谷
脇
理
史
は
本
話
を
「
小
心
な
男
の
自
責
の

念
を
イ
メ
ー
ジ
化
」
し
て
「
ふ
と
し
た
偶
然
か
ら
小
さ
な
悪
事
に
走

り
、
そ
の
結
果
が
重
大
な
も
の
と
な
っ
て
自
責
の
念
に
苦
し
む
と
い

っ
た
浮
世
に
よ
く
あ
り
そ
う
な
人
の
心
の
あ
り
よ
う
を
、
十
分
な
想

像
力
を
駆
使
し
て
面
白
い
奇
談
に
仕
立
て
あ
げ
る
と
こ
ろ
が
西
鶴
ら

し
い⎠

3
⎝

」
と
し
、
自
責
の
念
に
苛
ま
れ
、
死
の
う
と
し
て
も
「
死
へ
の

恐
怖
の
た
め
に
、
死
に
切
れ
な
い
気
弱
な
男
の
苦
し
み
を
告
白
し
た

も
の
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
亡
霊
は
、
自
心
の
自
責
の
念
が
生

ん
だ
種
々
の
「
幻
覚
・
幻
影
」
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
両
者
共
通
し

て
、
自
心
を
「
自
責
の
念
」
と
「
罪
悪
感
」
に
苦
し
ん
で
死
の
う
と

す
る
が
、
一
方
で
、
死
を
恐
れ
る
、
人
間
の
根
源
的
生
存
欲
を
も
つ

人
物
と
し
て
把
握
す
る
。
従
来
の
読
解
は
こ
こ
で
終
わ
る
。
特
異
な

幽
霊
譚
で
あ
る
た
め
か
、
奇
談
へ
の
興
味
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、

書
簡
体
は
あ
く
ま
で
「
外
型
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
方

法
と
し
て
作
品
と
内
面
的
に
か
か
わ
る
こ
と
が
出
来
な
い
し
、
又
そ

の
必
要
も
な
い⎠

4
⎝

」
と
評
さ
れ
る
な
ど
、
ど
う
い
う
奇
談
が
語
ら
れ
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
心
が
あ
っ
て
も
、
自
心
の
行
状
が
ど
の
よ

う
に
語
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
問
題
と
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
そ
こ
を
問
題
と
し
た
い
。

自
心
は
手
紙
の
処
々
に
「
我
身
の
因
果
れ
き
ぜ
ん
、
さ
り
と
て
は

お
そ
ろ
し
く
候
」、「
せ
ま
じ
き
悪
心
、
今
な
げ
き
て
も
帰
ら
ず
」
等

と
記
し
、
人
に
会
う
ご
と
に
懺
悔
し
て
い
る
と
言
う
と
こ
ろ
か
ら
、

自
責
と
後
悔
の
念
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
後
悔
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と
自
責
の
念
は
、
手
紙
が
書
か
れ
た
時
点
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
自
心

が
最
初
か
ら
罪
責
感
を
持
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
回

想
と
し
て
語
ら
れ
る
過
去
の
自
心
に
つ
い
て
、
細
部
の
文
脈
に
注
意

す
る
と
、
彼
は
出
家
後
、
盗
賊
に
よ
っ
て
一
生
の
た
く
わ
え
を
失
っ

た
が
故
に
、

　

や
う
〳
〵
鉦
を
た
ゝ
き
申
、
袖
に
握
米
を
あ
つ
め
て
、
命
を

つ
な
ぎ
申
候
。
是
は
世
に
住す
む

甲か

斐ひ

も
な
く
、
兎
角
、
身
を
果
し

て
、
後
の
世
を
た
す
か
ら
ん
と
お
も
ひ
定
め
、

す
ぐ
さ
ま
広
沢
の
池
で
入
水
往
生
を
図
っ
た
わ
け
で
、
自
責
の
念
と

罪
悪
感
に
駆
ら
れ
て
自
殺
を
断
行
し
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
侍

の
怨
霊
の
登
場
を
促
す
自
心
の
入
水
自
殺
の
試
み
に
対
し
、
亡
霊
が

「
悪に
く

し
や
、お
の
れ
、此
世
を
の
が
れ
た
き
所
存
、を
も
ひ
も
よ
ら
ず
」

と
非
難
す
る
こ
と
で
、
自
心
の
往
生
願
望
に
は
現
実
逃
避
の
イ
メ
ー

ジ
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
何
度
も
自
殺
を
試
み
て
い
る
所
に

死
へ
の
強
い
執
着
は
見
え
て
も
、
死
へ
の
恐
怖
心
を
読
み
取
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

手
紙
の
前
半
部
の
自
心
に
つ
い
て
、
詳
し
く
見
て
ゆ
き
た
い
。
自

心
が
俗
世
に
あ
っ
た
時
に
犯
し
た
悪
行
と
同
種
の
悪
行
が
描
か
れ
て

い
る
『
西
鶴
織
留
』（
元
禄
七
年
︿
一
六
九
四
﹀
刊
）
巻
一
之
二
「
品

玉
と
る
種
の
松
茸
」と
自
心
の
場
合
を
比
較
し
て
み
る
。『
西
鶴
織
留
』

の
方
は
、
金
払
い
の
悪
い
問
屋
の
亭
主
が
、
大
節
季
で
掛
け
取
り
に

き
た
手
代
に
金
を
支
払
っ
た
が
、そ
の
銀
子
を
袋
に
入
れ
ず
に
帰
り
、

亭
主
は
取
り
隠
し
て
し
ま
う
。
の
ち
に
談
判
さ
れ
て
も
、
亭
主
は
確

か
に
渡
し
た
と
い
い
、
そ
れ
ゆ
え
手
代
は
自
害
す
る
が
、
そ
の
因
果

が
報
い
こ
の
問
屋
が
断
絶
し
た
こ
と
を
記
し
た
上
で
、
最
後
に
「
無

理
な
る
欲
は
か
な
ら
ず
せ
ま
じ
き
こ
と
ぞ
か
し
」
と
締
め
括
ら
れ
て

い
る
。
因
果
応
報
の
末
路
に
お
い
て
は
、「
代
筆
は
浮
世
の
闇
」
で
は

怨
霊
譚
が
用
い
ら
れ
て
『
西
鶴
織
留
』
と
異
な
る
が
、「
代
筆
は
浮
世

の
闇
」
の
自
心
も
、
や
は
り
「
無
理
な
る
欲
」
か
ら
悪
行
を
犯
し
た

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
、
自
心
の
悪
行
の
動
機
、
す
な

わ
ち
、
住
居
の
新
築
を
し
た
い
と
い
う
欲
望
が
具
体
的
に
表
現
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

む
か
し
の
住じ
ゆ
う
た
く宅

三
条
に
、
酒
商
売
の
外
に
紙
見
せ
出
し
候

に
、
次
第
に
仕
合
よ
く
渡
世
も
ゆ
る
り
と
お
く
り
、
万
願
ひ
の

ま
ゝ
成
折
ふ
し
、
こ
ゝ
ろ
が
ゝ
り
は
、
軒
下
の
ひ
く
き
居ゐ
た
く宅

、

元
和
年
中
の
普
請
な
れ
ば
、
ひ
と
つ
と
し
て
気
に
い
ら
ず
、
近

年
の
う
ち
に
何
ぞ
銀
も
う
け
い
た
さ
ば
、
思
ひ
の
ま
ゝ
に
立
な

を
し
、
衣ゐ
し
よ
く
じ
う

食
住
の
三
つ
に
、
楽
し
み
極き
わ

め
ん
と
ぞ
ん
じ
候
所
へ
、

大
名
の
買
物
使
ら
し
き
侍
ひ
の
、
挾は
さ
み
ば
こ
も
ち

箱
持
一
人
め
し
つ
れ
、

中ち
う
ぼ
う
し
よ

奉
書
入い
る

よ
し
に
て
、
三
百
枚
売
わ
た
し
、
代
銀
請
取
、
人
帰

ら
さ
ま
に
、
ひ
と
つ
ふ
た
つ
狂
言
し
ば
ゐ
の
物
が
た
り
仕
り
申

候
が
、
さ
い
ふ
を
取
残
し
て
ゆ
か
れ
し
。
跡
に
て
引
提
て
見
れ
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ば
、
し
つ
と
り
と
重を
も
き

よ
り
、
我
あ
さ
ま
し
き
欲
心
お
こ
り
て
、

彼
袋
を
ふ
か
く
隠
し
て
さ
ら
ぬ
て
い
に
罷
有
候
処
へ
、

ま
た
、
次
の
よ
う
に
、

　
「
是
は
わ
た
く
し
の
金
銀
に
あ
ら
ず
、
主
命
な
れ
ば
、
此
そ

こ
つ
武
士
の
一
分ぶ
ん

立
が
た
し
。
是
非
に
給
は
れ
。
此
恩
は
わ
す

れ
じ
」
と
、
ふ
た
こ
し
さ
す
人
の
町
人
に
手
を
さ
げ
て
、
さ
ま

〴
〵
詫
ら
れ
し
に
、
心
つ
よ
く
隠
し
す
ま
し
、
か
へ
つ
て
い
ひ

か
け
の
や
う
に
申
な
し
候
へ
ば
、

と
、
金
を
置
き
忘
れ
た
侍
が
哀
願
し
て
も
絶
対
に
金
を
返
そ
う
と
は

し
な
い
、
自
心
の
金
に
対
す
る
執
着
が
く
っ
き
り
と
形
象
化
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
強
烈
な
欲
心
を
抱
え
た
ま
ま
、
出
家
入
道
す
る

設
定
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
改
め
て
確
認
し
て
お
く
。 

二
こ
の
一
話
の
特
異
な
点
は
、
自
心
が
自
殺
し
よ
う
と
す
る
と
侍
の

亡
霊
が
そ
れ
を
邪
魔
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
我
命
の
我
ま
ゝ
に
死
れ

ざ
る
ゐ
ん
ぐ
わ
、
聞
伝
へ
た
る
た
め
し
も
な
」
い
と
自
心
は
嘆
息
す

る
が
、
超
越
的
存
在
が
相
手
に
死
ぬ
権
利
が
な
い
こ
と
を
告
げ
て
自

殺
を
引
き
止
め
る
話
な
ら
ば
、『
三
国
物
語
』（
寛
文
七
年
︿
一
六
六
七
﹀

刊
⎠
5
⎝

）
等
に
類
例
が
な
く
は
な
い
。
し
か
し
「
代
筆
は
浮
世
の
闇
」
の

特
徴
を
よ
り
具
体
的
に
、

①
主
人
公
の
死
へ
の
願
望
が
強
く
、
何
度
も
自
殺
を
試
み
る
こ
と
、

②
そ
の
都
度
、超
常
的
存
在
が
登
場
し
て
命
を
救
お
う
と
す
る
こ
と
、

③
そ
れ
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
主
人
公
の
苦
痛
が
持
続
す
る
こ
と
、

と
い
う
三
点
に
要
約
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
三
つ
の
要
素
を
持
っ
た
、

よ
り
近
い
話
と
し
て
『
沙
石
集
』
巻
第
二
之
四
「
依ヨ
ツ
テ

二
薬
師
観ク
ワ
ン
ヲ
ン音

ノ
利
益
ニ

一

命
イ
ノ
チ
マ
ツ
タ
キ

全
事⎠

6
⎝

」
が
あ
る
。『
沙
石
集
』
の
話
は
、
承
久
の

乱
の
合
戦
で
深
刻
な
傷
を
負
っ
た
主
人
公
右う
ま
の
じ
よ
う
あ
き
な
が

馬
允
明
長
が
薬
師
如
来

の
化
身
で
あ
る
若
い
僧
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
内
容
で
、
右
馬

允
明
長
の
後
裔
（
僧
）
が
語
っ
た
証
拠
正
し
き
話
と
さ
れ
る
。『
沙

石
集
』
と
「
代
筆
は
浮
世
の
闇
」
の
本
文
を
比
較
し
て
み
る
。
傍
線

部
は
両
者
の
文
言
が
似
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

　

一
度
ニ
シ
ヌ
ベ
カ
リ
ツ
ル
身
ノ
耻ハ

ヂ

サ
ラ
セ
ン
事
、
口
惜ヲ
シ

ク

覚オ
ボ
へ

テ
、河
ニ
身
ヲ
ナ
ゲ
ン
ト
テ
、河
ノ
ハ
タ
へ
ア
ユ
ミ
ヨ
ル
時
、

若
キ
僧
一
人
、
竜
山
寺
ヨ
リ
来
レ
リ
。「
死
ヌ
マ
ジ
キ
ゾ
、

自ジ
ガ
イ害

ナ
セ
ソ
」ト
仰
ラ
レ
ケ
リ
。
夢
カ
ト
思
へ
バ
ウ
ツ
ヽ
ナ
リ
。

サ
レ
ド
モ
、
キ
ズ
モ
イ
タ
ク
日
モ
ア
ツ
シ
。
タ
ヘ
ガ
タ
ク
覚
ヘ

ケ
ル
マ
ヽ
ニ
、
猶ナ
オ

、
身
ナ
ゲ
ン
ト
テ
、
ア
ユ
ミ
ヨ
ル
ニ
、
又
此

僧
、
縄ナ

ハ

ヲ
ヒ
カ
ヘ
テ
、「
死
ヌ
マ
ジ
キ
ゾ
、
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
ト

制セ
イ

シ
給
ケ
レ
バ
、
思
ト
ヾ
マ
リ
ヌ
。
熱
田
ノ
宮
ノ
講カ
ウ
シ
ユ衆
神
官
ナ

ン
ト
皆
知
テ
、「
申
ア
ヅ
カ
ル
ベ
シ
。
社シ
ヤ
ト
ウ頭

ニ
講カ
ウ

行
ナ
ン
ド
ツ
ト

メ
テ
、
奉
公
ノ
仁
ニ
テ
候
。
シ
カ
〳
〵
ト
申
者
也
」
ト
申
ケ
レ
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バ
、「
名
人
也
ケ
リ
」
ト
テ
ユ
ル
サ
ズ
シ
テ
、
鎌
倉
へ
具
シ
テ
参

テ
、義ヨ
シ
ト
キ時
ノ
見
参
ニ
入
ル
。「
ト
ク
〳
〵
首
ヲ
ハ
ヌ
ベ
シ
」ト
テ
、

湯
井
ノ
浜
へ
ツ
カ
ハ
ス
。
又
例
ノ
僧
出
来
テ
、「
ナ
歎ナ

ゲ
キ

ソ
、
死

ヌ
マ
ジ
キ
ゾ
」
ト
ノ
給
ヘ
ド
モ
、
今
ハ
最
後
ト
思
テ
、
一
心
ニ

念
仏
シ
ケ
リ
。
サ
テ
乱ミ
ダ
㆑
バ
シ橋

ト
イ
フ
橋
ノ
本
ニ
、
年
来
ノ
知
音

ユ
キ
ア
ヒ
テ
、「
ア
レ
ハ
イ
カ
ニ
」
ト
テ
馬
ヲ
ヒ
カ
ヘ
テ
物
語
ス

ル
。「
弋ク
ヒ
セ
ガ
ワ

瀬
河
ニ
テ
死
ベ
カ
リ
シ
身
ノ
、
セ
メ
テ
モ
耻ハ

ヂ

ヲ
サ
ラ

サ
ン
ト
テ
、
カ
ヽ
ル
ヤ
ウ
ニ
テ
、
只
今
コ
ソ
、
首
ヲ
ハ
ネ
ラ
レ

ン
ト
テ
、
浜
へ
マ
カ
リ
候
へ
。
最
後
ノ
見
参
コ
ソ
ウ
レ
シ
キ
」

ト
テ
、
涙
ヲ
ナ
ガ
ス
。

 

（
巻
第
二
之
四
「
依ヨ
ツ
テ

二
薬
師
観ク
ワ
ン
ヲ
ン音
ノ
利
益
ニ

一

命
イ
ノ
チ
マ
ツ
タ
キ
全
事
」）

　

有
夜
、
広
沢
の
池
に
行
て
、
西
の
か
た
の
岸
に
立
て
、
水
底

の
ふ
か
き
所
、
最
後
た
め
と
見
あ
は
せ
申
候
時
、
い
つ
ぞ
や
の

侍
ひ
あ
ら
は
れ
、
出
松
か
げ
よ
り
我
に
取
付
、「
悪
し
や
お
の
れ

此
世
を
の
が
れ
た
き
所
存
を
も
ひ
も
よ
ら
ず
。
此
一
念
の
か
よ

ふ
う
ち
は
眼
前
に
恥
を
さ
ら
せ
ん
」
と
、
胸
く
る
し
き
程
し
め

つ
け
ら
れ
、
又
草
庵
に
立
帰
り
、
只
ぼ
う
ぜ
ん
と
夢
の
ご
と
く
、

そ
れ
よ
り
三
日
す
ぎ
て
曙
に
、
舌
喰
き
つ
て
死
ん
と
起
あ
が
れ

ば
、
彼
さ
む
ら
い
、
ま
ぼ
ろ
し
に
見
え
て
、
我
が
か
し
ら
を
き

び
し
く
お
さ
へ
、
い
く
た
び
に
て
も
「
汝
に
自
害
は
さ
せ
じ
。

我
執
心
の
鬼
と
な
つ
て
、
迎
ひ
に
き
た
る
火
の
車
を
待
て
」
と

い
ふ
声
、
身
に
こ
た
へ
、
骨
も
く
だ
く
る
ば
か
り
悲
し
く
、

 

　
（「
代
筆
は
浮
世
の
闇
」）

『
沙
石
集
』
の
こ
の
話
に
お
い
て
、
薬
師
如
来
に
よ
っ
て
何
度
も

自
殺
を
と
ど
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
主
人
公
の
右
馬
允
明
長
に
と
っ
て

は
、
肉
体
的
苦
痛
が
持
続
し
、
生
き
恥
を
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
を
甘
受

せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
む
し
ろ
苦
し
み
で
あ
る
と
い
う
発

想
と
、
傍
線
を
付
し
た
措
辞
を
見
れ
ば
、
こ
の
話
と
「
代
筆
は
浮
世

の
闇
」
と
は
強
い
類
縁
性
が
あ
る
。
特
に
注
意
す
べ
き
は
、
二
人
と

も
一
度
で
自
殺
を
断
念
し
な
い
こ
と
で
、
自
ら
死
ぬ
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
に
自
覚
の
な
い
点
も
共
通
す
る
。

薬
師
如
来
の
化
身
は
、
最
終
的
に
仏
道
成
就
の
方
便
と
し
て
主
人

公
の
自
殺
を
妨
げ
、
命
を
全
う
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
一
方
、
自
心
の

場
合
は
、
侍
の
亡
霊
は
、
か
つ
て
烏
の
両
目
を
抉
っ
て
自
心
に
投
げ

か
け
た
呪
い
を
成
就
さ
せ
る
た
め
に
、
自
心
を
生
き
長
ら
え
さ
せ
よ

う
と
す
る
。
要
す
る
に
『
沙
石
集
』
の
方
は
、
や
や
異
色
な
が
ら
、

右
馬
允
明
長
が
仏
道
に
導
か
れ
る
と
い
う
現
世
利
益
譚
と
な
っ
て
お

り
、「
代
筆
は
浮
世
の
闇
」
は
死
を
切
望
す
る
自
心
の
心
と
自
殺
を
阻

止
す
る
侍
の
執
念
と
が
合
わ
さ
っ
て
特
異
な
因
果
応
報
の
物
語
と
な

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
沙
石
集
』
の
主
人
公
が
ま
こ
と
の
信
心
に
よ

っ
て
最
終
的
に
は
薬
師
如
来
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
て
い
る
の
に
対

し
、
自
心
の
場
合
は
そ
う
な
っ
て
は
い
な
い
。
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三
そ
も
そ
も
自
心
が
自
殺
を
思
い
立
っ
た
の
は
、
盗
賊
に
財
産
を
奪

わ
れ
て
乞
食
坊
主
に
な
り
、こ
れ
で
は
世
に
「
住す
む

甲
斐
」
が
な
い
と
、

す
ぐ
に
極
楽
往
生
を
願
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
自
心
は
入
水
・
断
食

等
の
方
法
で
何
度
も
自
殺
を
試
み
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
従
来
「
異
相

往
生
」
と
呼
ば
れ
る
類
の
も
の
で
あ
り
、
特
に
四
天
王
寺
信
仰
か
ら

始
ま
っ
た
入
水
往
生
に
つ
い
て
は
、
往
生
の
絶
対
要
件
と
し
て
臨
終

の
際
の
正
念
が
必
須⎠

7
⎝

で
あ
る
。
入
水
往
生
は
心
身
が
健
全
な
状
態
に

あ
っ
て
、
臨
終
正
念
を
得
た
時
に
、
思
い
立
た
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

り
、
も
し
も
臨
終
の
際
に
心
に
乱
れ
が
生
じ
た
ら
ば
、
そ
の
死
は
無

意
味
と
な
っ
て
し
ま
う
。
臨
終
正
念
の
問
題
は
『
発
心
集
』『
宇
治

拾
遺
物
語
』『
沙
石
集
』等
の
入
水
往
生
譚⎠

8
⎝

で
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、

西
鶴
も
ま
た
関
心
を
抱
い
て
い
た
。『
諸
艶
大
鑑
』（
貞
享
元
年
︿
一

六
八
四
﹀
刊
）
巻
八
之
五
「
大
往
生
は
女
色
の
臺
」
の
世
伝
の
焼
身

大
往
生
の
場
面
や
、『
好
色
一
代
女
』（
貞
享
三
年
︿
一
六
八
六
﹀
刊
）
の

次
の
よ
う
な
場
面
で
あ
る
。

　

此
時
、
身
の
一
大
事
を
覚
へ
て
、
誠
な
る
か
な
、
名
は
留
ま

つ
て
皃か
た
ち

な
し
。
骨
は
灰
と
な
る
草さ
う

沢た
く

辺
、
鳴な
る
た
き滝
の
麓
に
来
て
、

菩
提
の
山
に
入
道
の
ほ
だ
し
も
な
け
れ
ば
、
煩
悩
の
海
を
わ
た

る
艫
綱
を
と
き
捨
て
、
彼
岸
に
願
ひ
、
是
な
る
池
（
広
沢
の
池
：

論
者
注
）
に
入
水
せ
ん
と
、
一
筋
に
か
け
出
る
を
、
む
か
し
の

よ
し
み
あ
る
人
引
留
て
、
か
く
ま
た
笹
葺
を
し
つ
ら
ひ
、
死
は

時
節
に
ま
か
せ
、
今
迄
の
虚こ

ぎ偽
、
本ほ
ん
し
ん心

に
か
へ
つ
て
、
仏
の
道

に
入
と
す
ゝ
め
、
殊
勝
に
お
も
ひ
込
、
外
な
く
念
仏
三
昧
に
明

暮
、 

（
巻
六
之
四
「
皆み
な

思お
も

謂は
く

の
五
百
羅ら
か
ん漢
」）

と
あ
っ
て
、
こ
の
部
分
は
『
沙
石
集
』
巻
第
四
之
五
「
妻ツ
マ

臨リ
ン

終ジ
ウ

之ノ

障
サ
ハ
リ
ニ

成
ル
事
」
の
「
マ
メ
ヤ
カ
ニ
生
死
ヲ
ハ
ナ
レ
ン
ト
思
ハ
ン
人
ハ
、

菩
提
ノ
山
ニ
入
ル
、
ミ
チ
ノ
ホ
ダ
シ
ヲ
ス
テ
、
煩
悩
ノ
海
ヲ
ワ
タ
ル
、

舩
ノ
ト
モ
ツ
ナ
ヲ
ト
ク
ベ
シ
」
が
踏
ま
え
ら
れ
、こ
こ
で
「
一
大
事
」

と
は
生
死
を
離
れ
る
頓
悟
を
指
し
て
い
る
。
中
嶋
隆
は
こ
の
箇
所
に

つ
い
て
、
一
代
女
の
解
脱
は
、
老
衰
に
よ
る
︿
性
﹀
の
欠
如
を
自
覚

し
、︿
性
﹀
と
︿
生
﹀
と
を
放
棄
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た⎠

9
⎝

と
強

調
す
る
よ
う
に
、
入
水
往
生
は
遂
げ
ら
れ
な
く
と
も
、
正
念
を
得
て

い
た
一
代
女
は
救
済
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
自
心
の
場
合
は
、
出
家
の
際
に
自
分
の
悪
心
を
改
め

よ
う
と
決
意
し
、
仏
の
道
に
深
く
分
け
入
っ
た
と
自
ら
言
明
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正
念
を
得
な
い
ま
ま
、
死
ぬ
こ
と
に
執
着
す

る
ば
か
り
で
あ
り
、
俗
世
で
蓄
え
た
財
産
で
「
け
い
き
よ
き
所
に
庵

を
か
ま
へ
」、
安
楽
な
生
活
が
で
き
な
く
な
る
と
、
自
ら
命
を
断
と

う
と
す
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
死
へ
の
強
い
執
着
と
「
是
は
世
に

住
甲
斐
」
が
な
い
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
衣
食
住
に
対
す
る
欲
心
を
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払
い
の
け
る
頭
陀
行
は
そ
も
そ
も
考
慮
の
外
に
お
か
れ
て
お
り
、
こ

れ
で
は
本
当
に
悪
心
を
悔
い
改
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
疑

わ
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。
む
し
ろ
景
色
の
良
い
所
に
庵
を
構
え
、
安

楽
な
生
活
を
望
み
、
そ
れ
が
挫
折
す
る
と
直
ち
に
住
む
甲
斐
が
な
い

と
思
い
込
み
、
往
生
を
願
う
自
心
の
姿
は
、
当
時
の
仮
名
啓
蒙
書
・

仏
書
等
で
非
難
さ
れ
て
い
た
「
二
世
安
楽
」
に
該
当
す
る
。
例
え
ば

『
清
水
物
語
』（
寛
永
一
五
年
︿
一
六
三
八
﹀
刊
）「
下
向⎠

₁₀
⎝

」
に
は
、

　

仏
だ
に
信
仰
す
れ
ば
、
現
世
安
穏
と
て
万よ
ろ
づ
さ
い
な
ん

災
難
を
逃
れ
、

此
世
に
て
は
無
比
の
楽
に
誇
り
、
仏
よ
り
御
宛あ
て
が
ひ行
あ
り
て
仕
合

よ
く
家
も
栄
へ
、
来
世
に
て
は
七し
つ
ぼ
う
し
や
う
ご
ん

宝
荘
厳
の
巻ま
き

柱
の
も
と
に

行ゆ

く
な
り
。
是
を
二
世
安
楽
と
申
な
り
。
た
と
ひ
今
ま
で
罪
作

り
た
る
人
に
て
も
、
題
目
を
唱
へ
、
又
は
念
仏
を
申
せ
ば
、
罪

も
滅
し
て
善
人
た
り
。
此
世
の
道
を
行
は
ず
と
も
、
何
事
も
仏

の
方
便
に
ま
か
せ
、
正
直
な
る
こ
そ
よ
け
れ
。

と
説
く
上
人
（
僧
）
を
や
り
込
め
な
が
ら
、「
二
世
安
楽
」
を
願
う
者

を
明
確
に
批
判
し
て
い
る
。
同
様
の
批
判
は
『
祇
園
物
語⎠

₁₁
⎝

』（
寛
永

末
年
刊
）
や
『
身
の
鏡⎠

₁₂
⎝

』（
万
治
二
年
︿
一
六
五
九
﹀
刊
）
に
も
見
え
、

真
心
の
な
い
ま
ま
仏
の
利
益
ば
か
り
こ
い
ね
が
う
浅
は
か
さ
、
す
な

わ
ち
世
を
楽
に
暮
ら
す
た
め
に
仏
を
信
仰
し
た
り
、
出
家
し
た
り
す

る
こ
と
を
き
び
し
く
非
難
し
て
い
る
。
さ
ら
に
『
為
愚
痴
物
語
』（
寛

文
二
年
︿
一
六
六
二
﹀
刊⎠

₁₃
⎝

）
で
は
、
遁
世
者
の
断
ち
難
い
欲
を
次
の
よ

う
に
批
評
し
て
い
る
。

　

今
時
せ
け
ん
に
多
き
、
と
ん
せ
い
道
心
者
な
ど
ゝ
云
も
の
を

見
る
に
、
ま
こ
と
の
よ
す
て
人
に
は
あ
ら
ず
。
た
ゞ
み
な
、
世

に
す
て
ら
れ
て
、
せ
ん
か
た
な
き
ま
ゝ
、
名
利
の
世
を
わ
た
ら

ん
た
め
な
れ
ば
、
か
み
に
、
し
ゆ
せ
う
ぶ
り
の
、
む
よ
く
が
ほ

な
り
と
い
へ
ど
も
、
な
い
し
ん
に
、
う
き
世
の
の
ぞ
み
多
し
。

か
る
が
ゆ
へ
に
、
よ
く
し
ん
に
、
は
な
れ
ず
。
そ
の
ゆ
へ
は
、

か
た
ち
に
か
げ
の
そ
ふ
ご
と
く
に
、
の
ぞ
み
に
は
、
か
な
ら
ず
、

よ
く
し
ん
、
そ
ふ
も
の
な
り
。

 

（
巻
之
七
第
一
四
「
さ
か
も
と
浄
念
坊
の
事
」）

こ
の
よ
う
な
同
時
代
の
風
潮
に
対
し
、
西
鶴
も
信
仰
に
真
心
の
な

い
者
を
、一
貫
し
て
批
判
し
て
い
る
。
例
え
ば『
本
朝
二
十
不
孝
』（
貞

享
三
年
︿
一
六
八
六
﹀
刊
）
巻
一
之
四
「
慰
改
て
咄
し
の
点
取
」
で
「
今

時
の
出
家
形
気
程
、
お
か
し
き
は
な
し
」
と
し
て
、「
世
を
楽
に
墨
染

に
な
れ
と
、
親
類
了
簡
の
上
に
て
髪
を
お
ろ
さ
せ
（
中
略
）
又
の
世

の
仏
の
道
を
も
心
の
駒
の
匕
次
第
に
し
ら
ず
」
と
評
し
、「
殊
更
、
近

年
女
の
墨
染
も
仏
の
身
な
ら
ば
、
彼
ら
が
心
底
を
聞
た
し
。
後
の
世

願
ふ
は
稀
な
る
べ
し
」
と
、
ま
こ
と
の
信
心
の
な
い
安
易
な
出
家
の

浅
薄
さ
を
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
『
西
鶴
織
留
』（
元
禄
七
年
︿
一
六

九
四
﹀
刊
）
巻
五
之
一
「
只
は
見
せ
ぬ
仏
の
箱
」
で
は
、「
近
年
、
世

間
に
後
世
を
願
ふ
㒵
つ
き
す
れ
ど
、
ま
こ
と
の
信
心
ま
れ
な
り
」
や
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「
今
時
の
人
心
ひ
と
つ
も
仏
の
道
に
叶
ふ
事
に
は
あ
ら
ず
」
と
い
う

批
判
と
と
も
に
、

　

殊
更
、
此
程
の
道
心
の
む
す
び
し
新
庵
、
気
を
付
て
見
る
に
、

皆
お
か
し
。
東
高
津
に
毎
日
、薄
お
し
ろ
い
を
す
る
出
家
あ
り
。

塩
町
に
常
住
、
ひ
り
ん
ず
の
内ゆ

ぐ衣
し
て
居
る
尼
有
。
長
町
に

魚う
を
つ
り
ば
り

釣
針
し
て
売
る
坊ぼ
う
ず守

あ
り
。
道
頓
堀
に
し
の
び
が
へ
し
う
つ

た
る
草
庵
あ
り
。
玉
造
り
に
年
中
、
仲な
か
う
ど人
を
し
て
身
過す
ぎ

す
る
法

師
有
。
天
王
寺
に
鉢は
ち
ぼ
う
ず

坊
主
に
衣
の
日ひ
が
し借

を
と
せ
い
に
す
る
出
家

あ
り
。
又
藤
の
棚
近
く
に
、
十
日
切ぎ
り

の
借か
し
が
ね銀

し
て
、
明
暮
、
十

露
盤
に
心
を
つ
く
す
坊
主
も
有
。
あ
た
ま
を
剃
、
墨
衣
着
て
、

形
は
出
家
に
な
れ
ど
も
、中
〳
〵
内
心
は
皆
鬼
に
こ
ろ
も
な
り
。

鉦
た
ゝ
き
て
念
仏
申
て
、
そ
れ
ば
か
り
に
て
す
む
世
の
中
に
は

あ
ら
ず
。

と
、
性
欲
・
金
銭
欲
を
満
た
し
、
形
だ
け
の
仏
道
帰
依
に
終
始
す
る

当
世
の
堕
落
し
た
出
家
の
姿
を
列
挙
し
て
い
る
。

西
鶴
は
「
西
鶴
独
吟
百
韻
自
註
絵
巻
」（
元
禄
五
年
︿
一
六
九
二
﹀

成
立
）
で
も
、
同
様
の
道
心
堅
固
で
は
な
い
出
家
者
へ
の
批
判
的
見

解
を
、
出
家
入
道
の
心
情
に
さ
ら
に
立
ち
入
り
、
俳
諧
と
自
注
を
通

し
て
形
象
化
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
前
句
「
弥
生
の
鰒
を
に
く
や
又

売
ル
」
に
「
山
藤
の
覚
束
な
き
は
楽
出
家
」
と
付
け
て
、
次
の
よ
う

な
自
注
を
加
え
て
い
る
。

　

大
か
た
は
、
世
に
捨
て
ら
れ
道
心
の
山
居
、
さ
の
み
何
を
か

あ
り
が
た
き
事
と
も
覚
え
ず
、
せ
ん
か
た
な
く
て
、
松
の
ち
り

葉
に
煙
を
立
て
暮
し
ぬ
。
又
世
を
捨
て
思
ひ
入
る
山
、
一
た
び

殊
勝
な
れ
ど
も
、
勝
手
不
自
由
に
あ
ら
ぬ
よ
り
、
む
か
し
の
生

肴
に
心
移
し
て
俗
に
か
へ
る
人
数
を
し
ら
ず
。
前
句
の
弥
生
に

よ
せ
て
山
藤
と
出
す
事
、
法
師
、
心
覚
束
な
き
と
い
は
ん
た
め

の
句
作
り
也
。

ま
た
打
越
の
「
松
に
入
日
を
お
し
む
碁
の
負
」
に
も
「
出
家
の
身
と

し
て
、
当
座
慰
の
碁
の
ま
け
な
ど
に
心
を
残
す
は
、
我
身
の
一
大
事
、

仏
の
道
は
外
に
な
る
べ
し
。
是
ぞ
覚
束
な
き
所
、
は
な
れ
が
た
し
」

と
記
す
な
ど
、
当
代
の
い
わ
ゆ
る
「
楽
出
家
」
や
現
世
利
益
の
た
め

の
信
仰
を
軽
薄
と
見
る
西
鶴
の
視
線
は
厳
し
く
、
同
時
代
の
仏
教
信

仰
へ
の
批
判
的
言
説
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
自
心

も
ま
た
、
自
ら
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
心
得
違
い

の
「
楽
出
家
」
の
一
人
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、本
話
の
後
半
部
で
は
、

『
三
人
法
師
』『
七
人
比
丘
尼
』『
二
人
比
丘
尼
』
等
の
よ
う
な
、
悲

し
み
や
煩
悩
か
ら
脱
す
る
た
め
に
出
家
し
、
草
庵
に
入
る
動
機
と
罪

と
を
告
白
す
る
と
い
っ
た
近
世
初
期
の
典
型
的
な
発
心
遁
世
譚
の
主

人
公
達
と
は
異
な
る
、
当
代
の
新
し
い
題
材
と
し
て
の
「
楽
出
家
」

像
を
自
心
に
託
し
て
提
示
し
た
。
同
じ
懺
悔
物
の
様
式
を
持
つ
よ
う

に
見
え
て
も
、「
代
筆
は
浮
世
の
闇
」が
異
な
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
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四
西
鶴
以
前
の
懺
悔
物
の
結
末
は
、
主
人
公
達
が
苦
し
み
と
迷
い
か

ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
の
が
定
型
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
自
心
は

身
の
因
果
を
悟
っ
て
も
苦
し
み
は
終
ら
ず
、
か
え
っ
て
「
し
ん
い
を

も
や
し
、
生い
き

な
が
ら
の
め
い
ど
」、「
が
き
ど
う
の
く
げ
ん
」
が
与
え

ら
れ
て
い
る⎠

₁₄
⎝

。
因
果
と
苦
患
の
関
係
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
片

仮
名
本
『
因
果
物
語⎠

₁₅
⎝

』（
寛
文
元
年
︿
一
六
六
一
﹀
刊
）
下
の
二
十
一
「
慳

貪
者
、
生
ナ
ガ
ラ
餓
鬼
之
報
ヲ
受
事　

付
、
種
々
ノ
苦
ヲ
受
事
」
に

含
ま
れ
て
い
る
六
つ
の
話
の
内
、
二
つ
の
話
が
参
考
と
な
る
。
一
つ

は
、
俗
世
の
時
に
「
慳
貪
無
道
心
」
な
る
者
が
、
強
欲
の
ま
ま
で
法

体
し
た
こ
と
に
よ
り
、
大
入
道
に
苦
し
め
ら
れ
、
荒
く
れ
男
に
縛
ら

れ
て
責
め
を
受
け
、
つ
い
に
は
責
め
殺
さ
れ
る
話
で
あ
り
、
二
つ
目

は
、「
勝
レ
テ
慳
貪
ノ
者
」
が
出
家
す
る
た
め
に
剃
髪
を
し
よ
う
し
て

も
不
思
議
に
も
髪
が
切
れ
ず
、
無
理
矢
理
に
鋏
で
切
っ
て
入
道
す
る

と
、
火
の
病
を
受
け
、
自
殺
す
る
こ
と
に
な
る
話
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
二
つ
の
話
は
、
在
世
の
時
の
貪
欲
を
改
め
な
い
で
仏
道
帰
依
す

る
虚
偽
へ
の
戒
め
が
、
因
果
譚
と
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
強
欲
の
ま

ま
出
家
し
て
も
因
果
か
ら
遁
れ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
。
ま

た
自
心
と
同
様
に
強
欲
で
人
の
金
を
奪
っ
た
町
人
木こ
じ
ま
か
は
く

島
加
伯
が
、
蓄

え
た
財
産
で
安
楽
に
過
ご
そ
う
と
し
て
、
夜
な
夜
な
亡
霊
に
よ
っ
て

苦
し
め
ら
れ
る
話
が
、『
本
朝
故
事
因
縁
集⎠

₁₆
⎝

』（
元
禄
二
年
︿
一
六
八
九
﹀

刊
）
に
見
ら
れ
る
。

　

一
生
遊
楽
ニ
年
ヲ
送
ラ
ン
ト
、
珍チ
ン
カ
ウ
メ
イ
シ
ユ

肴
名
酒
ヲ
求モ
ト
メ

食
セ
ン
ト

ス
レ
バ
、
夜
々
数
百
ノ
鬼
神
来
テ
、
夫
婦
ノ
喉
ヲ
摑ツ
カ

ム
。「
是
レ
ハ

如
何
」
ト
侘
ケ
ル
ニ
、
鬼
ド
モ
口
々
ニ
、「
吾
ヲ
剥
取
タ
ル
金
銀

ヲ
可
レ
返
、
人
ヲ
苦
メ
、
汝
栄
華
セ
バ
、
抓ツ
カ
ミ
コ
ロ
ス殺
ベ
シ
」
ト
云
。

加
伯
「
酒
食
遊
楽
ヲ
止
メ
ン
」
ト
侘
ケ
レ
バ
、
鬼
神
退
散
ス
。

其
ノ
後
、
花
ノ
下
、
月
ノ
影
ニ
興
ヲ
催
バ
、
又
鬼
来
テ
責
。

 

（
巻
之
二
の
五
十
四
「
長
門
ノ
国
木
島
加
伯
利
欲
因
果
」）

と
あ
り
、
こ
の
奇
異
は
「
無
理リ

ノ
欲
」
を
止
め
な
か
っ
た
為
に
起
こ

っ
た
と
説
か
れ
る
が
、
侍
の
金
を
盗
み
と
っ
た
自
心
が
、
出
家
後
に

盗
賊
に
よ
っ
て
全
財
産
を
奪
わ
れ
た
よ
う
に
、
本
話
も
、
人
の
金
を

奪
え
ば
必
ず
自
分
も
財
産
を
無
く
す
と
い
う
こ
と
が
、
商
人
の
知
る

べ
き
道
理
で
あ
る
と
戒
め
ら
れ
て
い
る
。
結
局
、
木
島
加
伯
は
安
楽

と
利
と
を
貪
る
こ
と
を
や
め
、
真
に
懺
悔
し
て
出
家
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
鬼
神
も
来
な
く
な
り
、
苦
痛
か
ら
解
き
放
た
れ
た
。

以
上
の
因
果
応
報
譚
で
は
、
強
欲
の
心
を
改
め
ず
に
出
家
し
た
人

物
は
悪
果
を
被
り
、
ま
た
真
心
か
ら
仏
道
に
帰
依
し
た
も
の
は
救
わ

れ
て
お
り
、
単
純
に
出
家
を
し
懺
悔
す
る
だ
け
で
は
、
苦
し
み
か
ら

解
放
さ
れ
な
い
。
自
心
は
「
我
身
の
因
果
れ
き
ぜ
ん
、
さ
り
と
て
は

お
そ
ろ
し
く
候
」
と
い
い
な
が
ら
も
、「
筋
な
き
人
の
銀
を
か
く
し
、
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人
の
命
を
取
申
候
事
、
今
後
悔
身
に
覚
申
候
」
と
過
去
の
行
動
を
こ

と
ば
の
上
で
後
悔
す
る
ば
か
り
で
、「
楽
出
家
」
を
願
う
心
が
あ
ち
こ

ち
か
ら
透
け
て
見
え
、
安
楽
な
出
家
生
活
の
挫
折
が
入
水
往
生
を
思

い
立
た
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
し
て
安
易
な
往
生
を
図
っ
て
も
、
亡
霊
の
執
念
に
よ
っ
て
そ

れ
を
こ
ば
ま
れ
る
。
通
常
の
仏
教
説
話
で
は
、
強
欲
の
ま
ま
出
家
し

た
も
の
は
、
死
を
迎
え
て
終
わ
る
の
に
対
し
、
自
心
の
終
わ
る
こ
と

の
な
い
苦
し
み
は
、「
楽
出
家
」
し
た
自
心
が
、
罪
を
犯
し
た
出
家
前

の
自
心
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
示
し
、
従
来
の
仏
教
因
果
譚
に

比
べ
て
よ
り
徹
底
し
た
戒
め
と
な
っ
て
い
る
。

五
出
家
後
も
世
に
住
む
甲
斐
が
な
い
な
ど
と
言
っ
て
、
死
へ
の
執
着

が
、
今
も
続
く
苦
悩
の
原
因
で
あ
る
こ
と
を
悟
ら
な
い
自
心
は
、「
我

身
の
因
果
」
を
口
に
し
、
因
果
を
知
っ
た
と
思
い
込
ん
で
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
そ
れ
を
十
分
理
解
で
き
て
い
な
い
。
つ
ま

り
、「
楽
出
家
」
を
庶
幾
し
、因
果
の
理
を
誤
解
し
た
自
心
の
苦
悩
は
、

お
の
ず
か
ら
「
楽
出
家
」
の
虚
偽
性
を
暴
露
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、
と
も
す
れ
ば
一
方
的
な
思
い
込
み
が
記
さ
れ
が
ち

な
一
人
称
告
白
体
が
、
有
効
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
自
心
の
闇
は
自
ら
の
心
の
奥
を
悟
る
こ
と
が
で

き
ず
、
自
覚
し
て
い
な
い
欲
の
為
に
、
し
ら
ず
し
ら
ず
自
ら
を
あ
ざ

む
い
て
い
る
と
い
う
迷
妄
で
あ
り
、
そ
の
た
め
ひ
ど
く
苦
し
む
自
心

の
姿
を
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
鶴
は
、
当
代
の
軽
薄
な
「
楽

出
家
」
を
激
し
く
批
判
し
、
真
の
出
家
、
真
の
懺
悔
と
は
何
か
と
い

う
こ
と
を
き
び
し
く
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
従
来
の
仏

教
説
話
に
見
ら
れ
る
因
果
譚
と
は
決
定
的
に
違
う
と
こ
ろ
で
あ
り
、

断
罪
の
苛
烈
さ
も
さ
ら
に
ま
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

早
く
か
ら『
万
の
文
反
古
』が
他
の
西
鶴
の
作
品
に
比
べ
て
も「
よ

り
切
迫
し
た
主
体
的
ス
タ
イ
ル
に
し
た
が
つ
た
作
品⎠

₁₇
⎝

」
と
し
て
高
い

評
価
を
得
た
の
は
、
書
簡
体
と
い
う
形
式
が
、
書
き
手
の
心
情
を
直

接
的
に
表
出
し
た
り
、
逆
に
、
偽
り
の
書
簡
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

書
簡
の
受
取
り
手
だ
け
に
は
書
き
手
の
心
情
を
隠
そ
う
と
し
た
り
す

る
こ
と
が
で
き
る
形
式
だ
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
一
人
称

の
告
白
体
は
、
こ
の
自
心
像
の
よ
う
に
、
自
ら
は
、
心
情
を
率
直
に

述
べ
て
い
る
つ
も
り
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
そ
れ
が
思
い
込
み
に
す

ぎ
ず
、
自
分
の
心
さ
え
理
解
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
読
者

に
知
ら
せ
る
こ
と
が
可
能
な
形
式
で
も
あ
っ
た
。
本
話
の
自
心
の
告

白
に
は
、
そ
う
い
う
一
人
称
の
告
白
の
機
能
を
明
確
に
見
て
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
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︻
注
︼

（
1
）
谷
脇
理
史
「『
万
の
文
反
古
』
に
お
け
る
書
簡
体
の
意
味
」（『
西
鶴
研

究
序
説
』、
新
典
社
、
一
九
八
一
所
収
）
及
び
「
三
『
萬
の
文
反
古
』

の
論
」（『
西
鶴　

研
究
と
批
評
』、若
草
書
房
、一
九
九
五
所
収
）
参
照
。

（
2
）
暉
峻
康
隆
「
萬
の
文
反
古
」（『
西
鶴　

評
論
と
研
究
（
下
）』、
中
央

公
論
社
、
一
九
五
〇
所
収
）。
な
お
、
こ
の
解
釈
は
、
神
保
五
彌
に
受

け
継
が
れ
て
い
る
（
神
保
五
彌
校
注
「
万
の
文
反
古
」『
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集　

井
原
西
鶴
③
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
三
））。

（
3
）谷
脇
理
史
校
注「
万
の
文
反
古
」『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

七
七
』（
岩

波
書
店
、
一
九
八
九
）
参
照
。

（
4
）
前
掲
註
１
の
「『
万
の
文
反
古
』
に
お
け
る
書
簡
体
の
意
味
」。

（
5
）『
三
国
物
語
』
二
之
巻
第
三
「
天
竺
の
戒
賢
論
師
、
因
果
に
て
煩
事
」

が
類
話
で
あ
る
。
前
世
の
悪
行
か
ら
重
病
に
苦
し
ん
で
い
る
主
人
公

が
、
自
害
し
よ
う
と
す
る
と
、
夢
に
聖
人
が
登
場
し
て
「
自
害
す
る

事
お
ろ
か
な
り
」、「
苦
は
の
が
れ
が
た
し
」
と
警
告
し
な
が
ら
、
自
殺

を
阻
止
す
る
。

（
6
）
貞
享
三
年
︿
一
六
八
七
﹀
刊
本
（
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
本
）
に

よ
る
。

（
7
）
石
田
瑞
麿
『
浄
土
教
の
展
開
』
第
四
章
「
末
法
と
浄
土
教
」（
春
秋
社
、

一
九
七
六
）、
渡
辺
貞
麿
・
石
橋
義
秀
「
欣
求
浄
土
―
仏
教
説
話
を
軸

に
し
て
」（
浜
千
代
清
・
渡
辺
貞
麿
編
『
日
本
文
学
と
仏
教
思
想
』、

世
界
思
想
社
、
一
九
八
四
所
収
）
参
照
。
日
本
で
の
異
相
往
生
の
方

法
と
し
て
、
入
水
往
生
、
焼
身
（
身
燈
）
往
生
、
木
の
梢
・
岸
等
の

高
所
か
ら
見
を
投
げ
る
投
身
往
生
、
断
食
往
生
、
頸
く
く
り
往
生
、

切
腹
往
生
、
土
中
入
定
等
が
あ
る
。

（
8
）『
発
心
集
』（
慶
安
四
年
︿
一
六
五
一
﹀
刊
）
第
三
之
八
「
蓮
花
城
、

入
水
の
事
」、『
宇
治
拾
遺
物
語
』（
万
治
二
年
︿
一
六
五
九
﹀
刊
）
巻

第
十
一
之
九
「
空
入
水
し
た
る
僧
の
事
」、『
沙
石
集
』（
貞
享
三
年
︿
一

六
八
七
﹀
刊
）
巻
第
四
之
七
「
入
水
之
上
人
事
」
等
参
照
。

（
9
）
中
嶋
隆
「
好
色
一
代
女
」『
岩
波
講
座　

日
本
文
学
と
仏
教　

第
四
巻

無
常
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
）。

（
10
）
渡
辺
守
邦
・
渡
辺
憲
司
編
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
七
四　

仮
名
草

子
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
）
に
よ
る
。

（
11
）『
祇
園
物
語
』
に
は
、『
清
水
物
語
』
の
「
二
世
安
楽
」
を
説
く
僧
へ
の

批
判
を
受
け
て
「
無
行
無
証
を
以
て
、
名
ば
か
り
の
僧
な
り
」
と
非

難
し
、
一
貫
し
て
「
い
か
ほ
ど
、
大
な
る
事
に
て
も
、
真
の
心
は
、

な
く
ば
、
所
願
を
成
就
す
べ
か
ら
ず
」
と
記
し
て
い
る
。

（
12
）『
身
の
鏡
』
下
「
神
仏
信
仰
」
に
は
「
今
時
の
人
の
仏
神
を
信
ず
る
を

見
る
に
、
正
心
は
毛
頭
も
な
く
内
悪
を
か
ま
へ
仏
神
を
拝
む
。
是
愚

か
な
る
事
ど
も
な
り
」、「
心
は
邪
に
し
て
仏
神
を
拝
む
を
、
本
を
置
て

末
に
心
を
懸
く
る
と
い
ふ
。
当
世
の
人
、
大
方
か
く
の
如
し
」
と
、

邪
な
心
の
ま
ま
で
拝
む
こ
と
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
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（
13
）
朝
倉
治
彦
編
『
仮
名
草
子
集
成
第
二
巻
』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
一
）

よ
り
引
用
。

（
14
）自
心
が
生
き
な
が
ら
烏
に
目
を
え
ぐ
り
取
ら
れ
る
場
面
は
、例
え
ば『
往

生
要
集
』
の
地
獄
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
着
想
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

因
み
に
「
烏
」
は
、「
八
代
地
獄
」
の
三
箇
所
（
衆
合
に
二
回
、
八
代

地
獄
の
「
近
辺
」
に
目
を
え
ぐ
る
烏
が
一
回
）
に
登
場
し
、『
絵
入
往

生
要
集
』（
寛
文
十
一
年
刊
）
の
「
衆
合
地
獄
」
の
挿
絵
に
は
、「
代
筆

は
浮
世
の
闇
」
と
同
様
、
烏
が
罪
人
の
目
を
え
ぐ
っ
て
い
る
場
面
が

見
え
る
。 

 

『
往
生
要
集
』
で
地
獄
の
罪
人
は
、斬
ら
れ
た
り
、焼
か
れ
た
り
し
て
も
、

ま
た
再
生
し
て
、
繰
り
返
し
責
苦
を
受
け
続
け
る
。
そ
の
姿
は
自
殺

を
図
っ
て
も
、
死
に
切
れ
な
い
自
心
と
重
な
る
所
が
あ
る
。

（
15
）
朝
倉
治
彦
編
『
仮
名
草
子
集
成
第
四
巻
』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
三
）

よ
り
引
用
。

（
16
）
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
『
京
都
大
学
蔵
大
惣
本

稀
書
集
成　

第
八
巻
』（
臨
川
書
店
、
一
九
九
五
）
よ
り
引
用
。

（
17
）
前
掲
註
２
に
同
じ
。 

︿
付
記
﹀
本
稿
は
、
平
成
二
十
八
年
度
日
本
文
学
協
会
・
第
三
十
六
回
研
究

発
表
大
会
（
於
岩
手
県
立
大
学
、
六
月
二
十
六
日
）
に
お
け
る
口
頭

発
表
を
元
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
御
意
見
を
賜
り
ま
し
た
諸

氏
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
西
鶴
作
品
の
本
文
は
『
定
本

西
鶴
全
集
』（
中
央
公
論
社
）
に
よ
っ
た
が
、
引
用
に
際
し
、
漢
字
は

通
行
の
字
体
に
、
句
読
点
や
仮
名
の
清
濁
も
そ
れ
ぞ
れ
改
め
た
箇
所

が
あ
る
。
振
仮
名
も
一
部
省
い
た
。


