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吉原遊郭における客と客

Relationships of visitors to Yoshiwara

髙木まどか

〈abstract〉
This article examines the relationships of the visitors to Yoshiwara of 

Edo, using Yujo hyo-banki, which is one of the classifi cations of a story 
book, Kanazoshi, in this paper.
I have focused on Yoshiwara in the preceding study to demonstrate the 
view that brothels were blocked off  from real society. I have verifi ed how 
a visitor's status was handled in Yoshiwara and have argued concerning 
the logical involvement in Yoshiwara and the general public. As a result, 
there was certainly the situation that status order outside Yoshiwara was 
excluded in the brothel district. Meanwhile, it became clear that some 
visitors were avoided or rejected due to their status. Even inside 
Yoshiwara, logic outside Yoshiwara made sense.
The past argument did not discuss how visitors were involved with 
each other and how the norm outside Yoshiwara was brought inside 
Yoshiwara. Taking into account this issue, in this paper, I would like to 
discuss the interpersonal relations of visitors in Yoshiwara as a 
fundamental discussion for clarifying the norm involvement inside and 
outside Yoshiwara, and the circumstances of avoidance or rejection of 
certain visitors.
In considering these, I treat Yuhojo hyo-banki, which is one classifi cation 
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of a story book in Kana, as the primary historical records. Although Yujo 
hyo-banki is writing that makes a prostitute's reputation, there are some 
which describe in detail the position of a visitor inside a brothel. This 
writing observes and knows a visitor's actual conditions in brothel 
districts. In this paper, I verify about visitors in brothel districts, by mainly 
focusing on Yoshiwara from the second half of the 17th century to the 
middle of the 18th century, which has many descriptions about visitors in 
Yujo hyo-banki. 
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廓
に
お
い
て
、
客
は
他
の
客
を
ど
の
よ
う
に
意
識
し
、
ど
う

い
っ
た
関
わ
り
合
い
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
一

端
を
う
か
が
え
る
廓
の
取
決
め
に
、「
さ
し
合
」
が
あ
る
。

「
さ
し
合
」（
差
合
・
指
合
と
も
）
は
目
当
て
の
遊
女
に
先

客
が
い
た
場
合
の
こ
と
も
言
う
が
、
客
同
士
の
関
係
で
注
目
さ

れ
る
の
は
『
色
道
大
鏡
』（
延
宝
六
年
〔
一
六
七
八
〕
序
）
巻

第
一
「
名
目
鈔
」
に
「
お
も
ひ
よ
る
傾
城
を
か
は
ん
と
す
る
に
、

其
女
の
知ち

音い
ん

と
近ち

か
づ
き付

な
れ
ば
、
さ
し
合
と
い
ひ
て
う
ら
ぬ
法ほ

う

な

り
」（
一
）と
あ
る
、
遊
女
の
馴
染
み
客
（
知
音
）
と
親
し
い
客
に
、

そ
の
遊
女
を
売
ら
な
い
よ
う
に
す
る
決
ま
り
で
あ
る
。
同
書
で

は
ま
た
さ
し
合
に
つ
い
て
「
連れ
ん

哥が

に
て
も
、
俳は

い
か
い諧

に
て
も
、
お

も
ひ
よ
る
趣し
ゅ
こ
う向

あ
り
て
付つ

け

ん
と
す
る
に
、
さ
し
合
あ
れ
ば
付
え

ざ
る
也
、
此
心
と
ひ
と
し
」（
一
）と
、
連
歌
俳
諧
の
差
合
と
等
し

い
と
あ
り
、
廓
に
お
け
る
客
の
関
わ
り
の
複
雑
さ
が
う
か
が
え

る
。こ

の
「
さ
し
合
」
は
す
な
わ
ち
、
廓
の
外
の
人
間
関
係
が
廓

内
に
持
ち
込
ま
れ
た
が
た
め
に
生
じ
た
取
決
め
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
ま
で
筆
者
は
、
廓
は
身
分
等
が
取
り
払
わ
れ
た
「
公
平
に
通

用
す
る
世
界
」
で
あ
り
、「
現
実
を
遮
断
し
た
特
別
な
社
会
」（
二
）

と
し
て
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
見
解
を
示
す
西
山
松
之

助
等
の
先
行
研
究
に
注
目
し
、
客
の
身
分
が
廓
に
お
い
て
ど
う

扱
わ
れ
た
か
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
廓
内
と
廓
外
（
西
山
の
言

う
「
現
実
」
で
あ
り
、
社
会
一
般
）
の
論
理
の
関
わ
り
に
つ
い

て
検
証
を
行
な
っ
て
き
た（
三
）。
こ
の
結
果
、
廓
で
は
確
か
に

廓
外
の
身
分
を
ひ
け
ら
か
す
よ
う
な
客
を
笑
う
状
況
が
あ
っ
た

も
の
の
、
一
方
で
そ
の
身
分
に
よ
っ
て
、
客
と
し
て
忌
避
あ
る

い
は
排
除
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
者
も
存
在
し
た
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
廓
内
に
お
い
て
も
廓
外
の
論
理
は
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当
然
意
味
を
も
っ
た
の
で
あ
り
、
先
行
研
究
に
お
け
る
廓
＝

「
現
実
を
遮
断
し
た
特
別
な
社
会
」
と
い
う
見
解
は
、
廓
の
一

つ
の
側
面
を
強
調
し
た
言
説
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

身
分
秩
序
と
は
異
な
る
位
相
の
例
で
は
あ
る
も
の
の
、
先
に

挙
げ
た
「
さ
し
合
」
も
、
同
様
に
客
の
関
係
と
い
う
廓
外
の
論

理
が
廓
内
に
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
を
示
す
例
で
あ
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
こ
の
さ
し
合
の
概
念
は
も
ち
ろ
ん
、
廓
外
で
の
ど
の
よ

う
な
客
同
士
の
関
係
が
廓
内
で
さ
し
合
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
か
を
検
証
す
る
こ
と
は
、
廓
内
外
の
規
範
の
関
わ
り

を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
た
っ
て
意
味
の
あ
る
議
論
と
な
ろ
う
。

ま
た
、
客
同
士
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
検
証
は
、
廓
内
外
の

規
範
の
関
わ
り
の
み
な
ら
ず
、
一
部
の
層
が
客
と
し
て
排
除
さ

れ
た
経
緯
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
重
要
な
意
味
を
も

つ
。
そ
れ
は
、
一
部
の
層
の
排
除
が
、
店
や
そ
こ
で
働
く
遊
女

と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
他
の
客
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
た
め
で
あ
る（
四
）。
し
か
し
こ
れ
ま
で
の
拙
稿
に
お
い

て
は
、
そ
も
そ
も
客
が
他
の
客
を
ど
の
よ
う
に
意
識
し
、
ど
う

い
っ
た
関
わ
り
合
い
を
も
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
も
た
な
か
っ

た
の
か
と
い
う
客
同
士
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
充
分
な
検
討
を

行
な
え
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の

も
と
、
廓
内
外
の
規
範
の
関
わ
り
、
お
よ
び
一
部
の
客
の
忌
避

･

排
除
の
経
緯
を
解
明
す
る
た
め
の
基
礎
的
考
察
と
し
て
、
廓

に
お
け
る
客
同
士
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
議
論
を
行
な
っ
て
い

く
こ
と
と
し
た
い
。

こ
れ
ら
を
論
じ
て
い
く
に
あ
た
っ
て
本
稿
で
主
な
素
材
と
す

る
の
は
、
こ
れ
ま
で
も
拙
稿
に
お
い
て
注
目
し
て
き
た
遊
女
評

判
記
で
あ
る（
五
）。
遊
女
評
判
記
と
は
寛
永
年
間
か
ら
宝
暦
五

年
（
一
六
二
四
―
一
七
五
五
）
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
仮
名
草
子

の
分
類
の
一
つ
で
あ
り
、
狭
義
に
は
遊
女
の
批
評
を
主
と
す
る

書
を
指
す
が
、
広
義
に
は
遊
里
関
係
書
全
般
を
指
し
、
本
稿
で

は
こ
の
広
義
の
意
味
で
遊
女
評
判
記
を
扱
う
。
総
数
約
二
一
〇

種
（
実
際
に
刊
行
し
た
か
不
明
な
も
の
も
含
む
）
の
内
、
約
一

〇
〇
種
が
伝
存
し
、
伝
存
約
一
〇
〇
種
の
地
理
的
内
訳
は
、
吉

原
が
約
六
〇
種
、
島
原
が
約
二
〇
種
、
大
坂
新
町
が
約
一
〇
種
、

そ
の
他
が
約
一
〇
種
と
、
吉
原
を
対
象
と
す
る
書
が
圧
倒
的
な

数
を
占
め
て
い
る
。
評
判
記
の
作
者
は
多
く
の
場
合
、
遊
女
を

買
う
立
場
、
つ
ま
り
は
客
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
評
判
記

に
は
作
者
自
身
の
告
白
的
記
述
や
他
の
客
と
の
や
り
と
り
も
少

な
か
ら
ず
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
遊
女
評
判
記
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は
、
本
稿
の
関
心
と
す
る
実
際
の
客
の
関
わ
り
を
明
ら
か
に
す

る
に
あ
た
っ
て
有
用
な
史
料
で
あ
る
。
但
し
遊
女
評
判
記
の
内

容
や
、
執
筆
の
意
図
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
た
め
、
扱
う
遊
女
評

判
記
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
適
宜
本
文
中
で
触
れ
る
こ
と
と

し
た
い
。

ま
た
議
論
の
対
象
と
す
る
遊
郭
は
、
遊
女
評
判
記
か
ら
よ
く

状
況
の
わ
か
る
、
宝
暦
頃
ま
で
の
江
戸
新
吉
原
と
す
る
。
江
戸

の
遊
郭
吉
原
は
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）、
現
在
の
中
央
区
日

本
橋
人
形
町
二
・
三
丁
目
付
近
に
創
設
さ
れ
た
が
、
明
暦
三
年

（
一
六
五
七
）
に
浅
草
日
本
橋
堤
（
現
台
東
区
千
束
四
丁
目
）

に
移
さ
れ
、
移
転
前
が
「
元
吉
原
」、
移
転
後
が
「
新
吉
原
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
但
し
本
稿
で
は
必
要
が
あ
る
場

合
の
み
「
元
吉
原
」
と
「
新
吉
原
」
を
区
別
し
、
特
に
注
記
の

な
い
場
合
は
「
新
吉
原
」
を
「
吉
原
」
と
略
記
す
る
。）。
対
象

年
代
の
区
切
り
と
す
る
宝
暦
は
、
元
吉
原
時
代
か
ら
続
い
て
い

た
揚
屋
（
高
級
遊
女
を
呼
ん
で
遊
ぶ
店
）
が
消
滅
す
る
一
方
で

岡
場
所
が
隆
盛
す
る
と
い
う
、
新
吉
原
退
潮
の
兆
し
が
見
え
始

め
た
頃
で
あ
る
。
遊
女
評
判
記
も
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
刊

の
『
吉
原
出
世
鑑
』
を
区
切
り
と
し
、
以
後
は
洒
落
本
、
細
見
・

名
寄
せ
に
形
を
変
え
た
。
こ
の
間
の
客
層
は
雑
多
で
あ
り
、
ま

た
遊
女
評
判
記
に
も
作
者
自
身
の
こ
と
も
含
め
身
分
に
つ
い
て

の
明
記
は
少
な
い
た
め
、
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
「
客
」
が
ど
の

層
を
指
す
か
を
は
っ
き
り
と
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
今
後
よ
り
詳
し
い
検
討
を
行
な
っ
て
い
く
必

要
が
あ
る
が（
六
）、
本
稿
に
お
い
て
は
、
わ
か
る
範
囲
で
適
宜

客
層
お
よ
び
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
廓
の
時
代
的
背
景
を
記
述
し
て

い
く
こ
と
と
し
た
い
。
ま
た
引
用
史
料
中
の
括
弧
と
傍
線
は
引

用
者
に
よ
る
。

第
一
章　

連
れ
立
っ
て
廓
に
通
う
こ
と

客
同
士
の
関
係
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
は
じ
め
に
客

が
ど
の
よ
う
に
吉
原
に
足
を
踏
み
入
れ
た
か
を
み
て
い
こ
う
。

奥
平
市
六
著
（
推
定
）
の
『
吉
原
す
ゞ
め
』（
寛
文
七
年
〔
一

六
六
七
〕
刊
）
に
は
、
廓
通
い
を
す
る
き
っ
か
け
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

い
に
し
へ
よ
り
、
遊
女
に
た
は
ふ
る
ゝ
者
は
、
き
は
め
て

か
し
こ
き
と
、
至
て
お
ろ
か
な
る
と
の
わ
ざ
な
り
と
い
ひ

つ
た
へ
ぬ
れ
ど
、
そ
れ
に
も
か
き
ら
す
と
見
へ
た
り
。
さ
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れ
は
、
ま
づ
友
に
い
ざ
な
は
れ
て
か
の
道
に
入
事
、
お
ほ

か
た
の
人
の
な
ら
ひ
也
。（
七
）

す
な
わ
ち
、
昔
か
ら
遊
女
遊
び
を
す
る
者
は
「
き
は
め
て
か

し
こ
き
」
と
「
至
て
お
ろ
か
な
る
」
者
だ
と
言
わ
れ
る
が
、
そ

れ
に
限
ら
ず
、
多
く
の
場
合
友
に
誘
わ
れ
る
こ
と
が
廓
遊
び
の

き
っ
か
け
と
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
吉
原

す
ゞ
め
』
は
新
吉
原
創
設
か
ら
十
年
程
経
た
頃
の
も
の
で
あ
る

が
、
こ
の
頃
は
新
吉
原
に
お
け
る
客
の
大
衆
化
が
進
ん
で
い
た

時
期
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
元
吉
原
で
は
夜
売
り
が
不
許
可
で

あ
っ
た
の
に
対
し
新
吉
原
で
は
夜
売
り
が
許
さ
れ
た
た
め
、
昼

に
遊
ん
だ
武
士
以
外
の
客
も
廓
に
通
う
よ
う
に
な
っ
た
た
め
と

さ
れ
る
。
吉
原
を
対
象
と
し
た
遊
女
評
判
記
の
刊
行
が
本
格
化

し
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
り（
八
）、「
お
ほ
か
た
の
人
の
な
ら
ひ
」

と
い
っ
た
記
述
か
ら
も
、
既
に
廓
通
い
が
あ
る
程
度
大
衆
化
し

て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
き
っ
か
け
と
し
て
何
よ
り
も
ま
ず
「
友
」

が
あ
る
と
い
う
認
識
が
う
か
が
え
る
。
同
書
に
は
他
の
き
っ
か

け
と
し
て
「
子
を
し
か
り
、
弟
を
い
ま
し
め
、
し
ん
る
い
、
ほ

う
ゆ
う
に
い
け
ん
を
な
さ
ん
と
て
」、
つ
ま
り
は
誰
か
し
ら
を

叱
ろ
う
と
足
を
踏
み
入
れ
た
筈
が
結
局
自
ら
が
染
ま
っ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
例
や
、「
ふ
く
人
の
、
子
の
お
ろ
か
な
る
を
か

な
し
み
、
か
の
み
ち
に
も
入
な
は
、
く
が
い
（
公
界
。
遊
女
勤

め
。）
を
も
見
な
ら
ひ
、
も
の
い
ひ
、
さ
し
あ
ひ
も
よ
か
ら
ん

な
ど
思
ひ
て
、
友
を
た
の
み
、
つ
れ
を
も
よ
ほ
し
て
か
い
な
ら

は
」
す
と
い
っ
た
、
裕
福
な
親
が
子
供
を
世
慣
れ
さ
せ
る
た
め

に
通
わ
せ
た
り
、「
下
〳
〵
に
そ
ゝ
の
か
さ
れ
て
」、「
主
人
に

と
も
な
ひ
て
」、「
か
し
ら
、
奉
行
を
な
ぐ
さ
め
ん
と
て
」、
す

な
わ
ち
日
常
的
な
主
従
関
係
を
き
っ
か
け
に
足
を
踏
み
入
れ
る

と
い
っ
た
例
が
み
ら
れ
る（
九
）。
他
に
、
花
見
・
舟
あ
そ
び
の

帰
り
に
立
ち
寄
る
と
い
っ
た
例
の
他
、
通
な
客
の
姿
を
み
て
染

ま
る
と
い
う
廓
の
特
殊
性
に
惹
か
れ
る
例
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る

も
の
の（
一
〇
）、
多
く
は
右
に
挙
げ
た
よ
う
な
廓
外
の
日
常
的

な
人
付
き
合
い
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
廓
に
足
を
運
ぶ
客
と

な
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

但
し
、
廓
遊
び
が
大
衆
化
し
た
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
に
人

付
き
合
い
に
任
せ
廓
に
通
う
か
否
か
は
、
当
人
の
選
択
で
あ
っ

た
。
し
か
し
そ
の
選
択
は
、
男
性
同
士
の
友
人
付
き
合
い
に
影

響
を
与
え
る
選
択
で
も
あ
っ
た
。
同
書
『
吉
原
す
ゞ
め
』
に
は

「
そ
の
道
に
か
ゝ
る
ど
し
（
同
士
）」
は
、「
よ
り
あ
ひ
こ
ぞ
り
、

兄
弟
の
ご
と
く
か
た
り
な
ぐ
さ
め
」
る
が
、「
道
に
い
ら
ぬ
友
」
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は
、「
こ
ぶ
ん
し
ん
ほ
う
（
古
文
真
宝
。
堅
苦
し
い
さ
ま
や
そ

の
人
。）
と
名
付
て
、
ま
け
〳
〵
か
い
て
す
て
よ
な
と
ゝ
て
、

わ
か
き
も
の
ゝ
の
つ
き
あ
い
も
、
を
の
つ
か
ら
や
む
や
う
に
な

り
ゆ
く
」
た
め
、「
ふ
し
や
う
に
も
、
か
わ
ん
と
思
う
心
の
出

く
る
」（
一
一
）等
と
あ
り
、
廓
遊
び
を
共
有
し
な
い
者
が
悪
口
を

言
わ
れ
、
日
常
的
な
仲
間
付
き
合
い
か
ら
弾
き
出
さ
れ
る
状
況

が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
様
の
記
述
は
京
都
島
原
を
対
象

と
し
た
遊
女
評
判
記
『
難
波
物
語
』（
明
暦
元
年
〔
一
六
五
五
〕

刊
）（
著
者
未
詳
）
に
も
み
ら
れ
、
遊
郭
に
「
一
座
の
た
は
ふ

れ
の
躰
」
で
「
一
度
二
度
は
、
男お
の
この

見み

る
べ
き
道み

ち

と
思お

も

ひ
」
足

を
向
け
た
り
、「
話は
な
しよ

り
心
お
ご
り
（
人
の
話
を
聞
い
て
興
奮

し
）、
あ
る
ひ
は
友
に
い
き
ら
か
さ
れ
（
唆
さ
れ
）、
あ
る
ひ
は
、

き
た
な
び
れ
ぬ
（
卑
し
い
真
似
を
す
る
）
た
め
と
お
も
ひ
、
或

は
お
さ
め
た
る
（
大
人
ぶ
っ
て
い
る
）
と
人
に
い
は
れ
ん
も
い

や
さ
に
、
し
ゐ
て
求も
と

め
て
、
座
に
つ
ら
ね
」
る
よ
う
な
者
も
い

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る（
一
二
）。
こ
う
い
っ
た
遊
郭
に
ま
つ

わ
る
考
え
方
が
各
地
で
い
つ
頃
形
成
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
検

証
を
要
す
る
が
、
少
な
く
と
も
江
戸
に
お
い
て
寛
文
頃
に
は
、

吉
原
が
男
性
仲
間
の
あ
り
方
に
影
響
を
与
え
る
場
と
み
な
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
吉
原
は
必
ず
通
わ
ね
ば
な
ら

な
い
場
所
で
な
か
っ
た
が
、
中
に
は
そ
れ
を
志
向
し
な
い
場
合

で
あ
っ
て
も
、
男
性
同
士
の
仲
間
関
係
を
慮
っ
て
足
を
運
ば
ざ

る
を
得
な
い
よ
う
な
状
況
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
廓
通
い
が
周
囲
と
の
関
係
性
に
影
響
し
た
こ
と

か
ら
も
わ
か
る
通
り
、
ふ
つ
う
廓
遊
び
は
誰
か
を
誘
い
、
共
に

行
う
も
の
で
あ
っ
た
。
先
に
挙
げ
た
『
吉
原
す
ゞ
め
』
の
作
者

も
、
書
名
の
と
お
り
の
「
吉
原
す
ず
め
」、
す
な
わ
ち
自
ら
は

金
を
出
さ
ず
大
臣
客
に
付
き
従
っ
て
遊
ぶ
客
で
あ
っ
た
と
推
測

さ
れ
て
い
る（
一
三
）。
そ
れ
で
は
、
廓
通
い
は
ど
れ
く
ら
い
の

人
数
を
伴
い
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
徒
然

草
』
の
注
釈
本
『
徒
然
草
鉄
槌
』
を
模
し
た
評
判
記
『
吉
原
失

墜
』（
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
刊
）
で
は
、
廓
に
通
う
人
数

に
つ
い
て
「
つ
れ
多
か
ら
ず
（
略
）
ざ
し
き
に
あ
そ
び
た
る
ば

か
り
な
く
さ
む
（
慰
む
）
事
は
あ
ら
じ
」
と
、
ま
ず
本
文
で
連

れ
が
多
く
な
い
こ
と
が
肯
定
さ
れ
て
お
り
、
当
該
文
に
対
す
る

註
と
し
て
「
た
ま
さ
か
な
る
一
座
な
ど
は
、
つ
れ
が
い
の
お
ほ

く
さ
わ
ぎ
た
る
、
お
も
し
ろ
き
も
の
な
れ
」
と
、
偶
然
一
緒
に

な
っ
た
一
座
は
大
勢
で
騒
い
だ
方
が
面
白
い
が
、「
水
法
（
粋
）

な
る
や
つ
ら
は
一
あ
る
と
も
、
二
三
人
連
れ
こ
そ
、
し
つ
ぽ
り

と
す
れ
と
申
侍
る
。
ま
た
あ
る
人
申
さ
れ
し
は
、
つ
れ
な
く
一
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人
し
つ
ほ
り
と
出
た
る
こ
そ
、
お
も
し
ろ
き
と
申
さ
れ
し
、
珍

重
〳
〵
」（
一
四
）と
、
粋
な
客
た
ち
は
二
三
人
連
れ
で
し
っ
ぽ
り

と
行
く
の
が
面
白
い
と
言
い
、
中
に
は
一
人
で
行
く
こ
と
こ
そ

面
白
い
と
言
う
者
も
い
る
が
、
そ
れ
は
珍
し
い
と
い
っ
た
見
解

が
記
さ
れ
て
い
る
。
本
書
の
作
者
「
油
虫
朝
臣
濡
高
氏
勘
太
郎
」

「
頓
敵
朝
臣
ふ
く
べ
氏
十
太
郎
」（
共
に
未
詳
）
は
粋
を
理
解
す

る
人
物
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
が（
一
五
）、
先
の
引
用
で
は

「
水
法
な
る
や
つ
ら
」
と
粋
を
突
き
放
す
よ
う
な
書
き
方
も
さ

れ
て
お
り
、
両
者
が
ど
の
よ
う
な
通
い
方
を
肯
定
し
て
い
る
か

は
明
確
で
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
最
良
と
す
る
人
数
は
異
な

る
も
の
の
、
一
人
で
通
う
こ
と
は
珍
し
い
と
み
な
さ
れ
、
多
く

の
場
合
客
は
連
れ
立
ち
吉
原
へ
通
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

す
な
わ
ち
客
は
廓
に
足
を
踏
み
入
れ
る
段
階
か
ら
、
廓
外
の
日

常
的
な
関
係
を
引
き
摺
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

以
上
本
章
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
客
は
日
常
的
な
人
間
関
係

を
き
っ
か
け
と
し
て
、
吉
原
へ
足
を
踏
み
入
れ
る
の
が
な
ら
い

で
あ
っ
た
。
尤
も
そ
れ
は
必
ず
し
も
望
ん
だ
結
果
で
は
な
く
、

廓
に
通
う
選
択
に
は
男
性
の
仲
間
関
係
な
ど
、
周
囲
か
ら
ど
う

み
ら
れ
る
か
と
い
う
背
景
も
存
在
し
た
。
同
様
に
客
が
周
囲
の

目
や
関
係
性
を
意
識
し
振
る
舞
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
酒
宴

の
座
（
宴
席
）
に
お
け
る
客
の
関
係
か
ら
も
う
か
が
い
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
次
に
、
こ
の
座
に
お
け
る
客
同
士
の
関
わ
り
合

い
を
み
て
い
き
た
い
。

第
二
章　

座
に
お
け
る
客
と
客

吉
原
通
い
が
多
く
の
場
合
日
常
的
な
人
付
き
合
い
か
ら
は
じ

ま
っ
た
と
は
い
え
、
廓
に
お
い
て
知
ら
な
い
客
同
士
が
新
た
に

知
り
合
う
機
会
が
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
機

会
の
一
つ
と
し
て
、
本
章
で
注
目
す
る
座
（
宴
席
）
が
あ
る
。

先
に
も
挙
げ
た
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
刊
の
『
吉
原
す
ゞ
め
』

に
は
、「
又
、
五
三
人
の
一
座
の
う
ち
、
し
よ
た
い
め
ん
の
男

の
、
は
な
す
（
買
う
）
女
郎
に
、
つ
れ
の
近
づ
き
有
は
、
よ
し

あ
し
也
」（
数
人
の
一
座
に
な
っ
た
時
、
初
対
面
の
男
が
話
す

女
郎
に
近
づ
く
の
は
善
し
悪
し
で
あ
る
）（
一
六
）と
、
座
で
初
め

て
会
う
男
と
そ
の
遊
女
に
関
す
る
心
が
け
が
記
さ
れ
て
お
り
、

知
ら
な
い
客
と
座
を
共
に
す
る
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。
他
の
客
が
座
に
立
入
っ
た
こ
と
は
、
宝
永
六
年
（
一
七

〇
九
）
頃
刊
行
の
『
吉
原
つ
れ
〳
〵
草
』（
結
城
屋
来
示
著
）

に
も
記
さ
れ
て
い
る（
一
七
）。
吉
原
に
お
け
る
座
は
、
未
知
の
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他
者
と
の
交
流
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
を
も
っ
た
場
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
座
が
と
り
も
た
れ
る
の
は
、
本
稿
で
対
象
と
す

る
宝
暦
期
ま
で
に
お
い
て
は
主
に
「
揚
屋
」
で
あ
る
。
揚
屋
と

は
、
客
が
女
郎
屋
（
遊
女
を
抱
え
る
店
）
か
ら
女
郎
を
呼
ん
で

遊
興
す
る
店
の
こ
と
で
、
揚
屋
は
客
の
要
望
を
聞
い
て
女
郎
屋

か
ら
遊
女
を
呼
び
出
し
、
客
と
座
敷
で
遊
興
さ
せ
た
。
客
は
遊

女
を
事
前
に
見
立
て
て
お
く
か
、
店
の
者
に
任
せ
た
り
、
仲
間

の
意
見
に
よ
っ
て
遊
女
を
選
ん
だ
と
い
う
。
こ
の
揚
屋
に
揚
が

る
こ
と
を
許
さ
れ
た
の
は
最
高
級
の
遊
女
で
あ
る
太
夫
と
そ
れ

に
次
ぐ
格
子
の
み
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が（
一
八
）、『
吉
原
七
福

神
』（
正
徳
三
年
〔
一
七
一
三
〕
刊
）（
鶯
躍
軒
〔
石
川
流
宣
〕
著
）

に
は
、「
局つ
ほ
ね

は
客き

や
く

の
余よ

せ
い情

に
よ
つ
て
揚あ

げ
や屋

へ
い
さ
な
ひ
け
る
。

さ
ん
茶
う
め
茶
、
此
事
か
な
は
す
」（
一
九
）と
あ
り
、
下
位
の
安

女
郎
の
局
（
五
寸（
二
〇
））
な
ど
も
、
揚
屋
の
酒
宴
に
参
加
す

る
機
会
が
存
在
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
揚
屋
に
あ
が

る
こ
と
が
で
き
な
い
遊
女
と
さ
れ
て
い
る
「
さ
ん
茶
」
は
、
寛

文
八
年
（
一
六
六
八
）
の
江
戸
市
中
の
非
公
許
遊
里
の
摘
発
に

伴
い
、
隠
売
女
が
吉
原
に
流
れ
込
み
作
り
出
さ
れ
た
遊
女
の
等

級
「
散
茶
女
郎
」
で
あ
る
。
従
来
の
吉
原
遊
女
に
比
し
て
手
軽

に
遊
べ
、
客
は
揚
屋
に
あ
が
ら
ず
女
郎
屋
の
二
階
で
遊
ん
だ

が
、
こ
の
二
階
の
座
敷
も
座
が
催
さ
れ
る
場
と
な
り
得
た
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
散
茶
が
簡
易
的
な
揚
屋
の
役
割
を
し
た
茶
屋

に
上
が
り
、
酒
宴
を
催
し
、
そ
の
後
客
と
散
茶
が
共
に
女
郎
屋

の
二
階
へ
向
か
う
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う（
二
一
）。

先
に
挙
げ
た
『
吉
原
す
ゞ
め
』
や
『
吉
原
つ
れ
〳
〵
草
』
の

「
座
」
が
い
ず
れ
の
場
に
お
い
て
催
さ
れ
た
も
の
か
は
定
か
で

な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
吉
原
に
お
い
て
は
種
々
の
遊
女
お
よ
び

客
を
対
象
と
し
、
数
人
で
催
す
座
の
機
会
が
存
在
し
た
こ
と
が

推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
そ
う
い
っ
た
座
の
場
合
に
は
ふ
つ
う
客

達
と
そ
の
相
方
の
遊
女
達
の
み
な
ら
ず
、
太
鼓
持
ち
や
芸
者
も

同
席
し
た
。

次
に
、
こ
う
い
っ
た
座
に
お
け
る
客
同
士
の
関
わ
り
合
い
に

着
目
し
て
み
よ
う
。
廓
に
通
う
か
否
か
が
男
性
仲
間
の
関
係
に

影
響
し
た
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
が
、
座
に
お
け
る
振
る
舞
い

も
、
客
同
士
の
関
係
に
影
響
し
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
先

に
触
れ
た
『
新
吉
原
つ
ね
〳
〵
草
』（
元
禄
二
年
〔
一
六
八
九
〕

刊
）
に
は
、
客
が
友
と
す
る
の
に
悪
い
人
物
と
し
て
、
次
の
よ

う
な
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
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友と
も

と
す
る
に
わ
ろ
き
も
の
七
あ
り
。
口く

舌ぜ
つ

好こ
の

む
人
、
二
に

は
大
よ
せ
こ
の
む
人
、
三
に
は
大
酒さ
け

す
る
人
、
四
に
は
諸し

よ

分わ
け

し
ら
ぬ
人
、
五
に
は
床と

こ

い
そ
ぎ
す
る
人
、
六
に
は
飛と

び

過

な
る
人
、
七
に
は
喧け
ん
く
は

こ
の
め
る
人（
二
二
）

す
な
わ
ち
、
①
口
舌
（
遊
女
と
の
喧
嘩
）
を
好
む
人
、
②
大

寄
（
大
一
座
）
を
好
む
人
、
③
大
酒
飲
み
、
④
諸
分
（
廓
の
し

き
た
り
や
作
法
）
を
知
ら
な
い
人
、
⑤
遊
女
と
の
床
入
り
を
急

ぐ
人
、
⑥
移
り
気
で
浮
気
な
人
、
⑦
喧
嘩
を
好
む
人
な
ど
が
、

友
に
す
べ
き
で
な
い
人
物
と
い
う
。
同
書
は
『
徒
然
草
』
の
注

釈
書
に
擬
え
た
遊
女
評
判
記
で
あ
り
、
本
文
に
頭
注
を
加
え
る

形
が
と
ら
れ
て
い
る
。
本
文
の
作
者
は
「
磯
貝
捨
若
」
と
称
す

る
俳
諧
師
「
磯
貝
舟
也
」、
頭
注
者
は
「
一
代
男
世
之
助
」
と

称
す
る
「
井
原
西
鶴
」
と
さ
れ
、
右
に
挙
げ
た
文
は
磯
貝
舟
也

に
よ
る
本
文
の
部
分
で
あ
る
。
磯
貝
舟
也
は
静
岡
の
出
身
で
あ

る
が
、
諸
国
遍
歴
を
重
ね
た
人
物
で
、
江
戸
で
の
経
験
を
も
と

に
吉
原
に
つ
い
て
文
章
を
記
し
、
こ
れ
を
大
坂
の
西
鶴
を
訪
れ

た
際
に
託
し
た
と
さ
れ
る（
二
三
）。
右
に
挙
げ
た
磯
貝
舟
也
の

見
解
の
中
で
、
座
に
お
け
る
客
同
士
の
関
係
を
み
る
に
あ
た
っ

て
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
⑤
床
い
そ
ぎ
で
あ
る
。
床
い
そ
ぎ

は
言
葉
の
通
り
遊
女
と
早
く
床
入
り
を
果
た
し
た
が
る
こ
と
で

あ
る
が
、
座
が
取
り
持
た
れ
た
場
合
、
客
は
周
囲
の
様
子
を
う

か
が
い
な
が
ら
遊
女
と
の
床
入
り
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。同

書
の
西
鶴
の
註
に
よ
る
と
、「
此
里
（
吉
原
）
に
か
よ
ふ

者
、
十
人
が
九
人
は
座さ

興け
う

に
前せ

ん

後こ

を
わ
す
れ
、
夜
ふ
か
す
も
有
」

が
、
こ
れ
も
い
つ
も
遊
べ
る
客
な
ら
ば
良
い
が
、
金
の
な
い

中
々
来
ら
れ
な
い
人
が
「
ぶ
ら
〴
〵
と
夜
を
ふ
か
さ
れ
、
床と
こ

入

ま
ち
か
ね
け
る
は
ふ
び
ん
」
で
あ
る
と
い
う
。
更
に
、
こ
ん
な

「
床
入
ま
ち
か
ね
け
る
」
男
は
、
必
ず
女
郎
も
振
っ
た
と
い
う
。

振
ら
れ
た
男
は
「
お
き
わ
か
れ
て
も
是
を
う
ら
み
、
さ
り
と
て

は
む
ご
ひ
し
か
た
と
、
人
し
れ
ず
男
泣な
き

」
し
、「
並な

み

木き

の
茶ち

ゃ

屋

あ
そ
び
こ
そ
、
は
じ
め
か
ら
帯
と
き
て
気き

さ
ん
じ
（
気
軽
）
也
」

と
、
気
を
挫
か
れ
、
再
び
遊
郭
に
来
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い

う（
二
四
）。
床
い
そ
ぎ
に
ま
つ
わ
る
客
の
葛
藤
が
、「
並
木
の
茶

屋
」（
浅
草
、
駒
形
橋
か
ら
浅
草
寺
正
面
へ
向
か
う
通
り
を
は

さ
む
門
前
町
〔
台
東
区
雷
門
二
丁
目
〕。
参
詣
路
の
両
側
に
茶

屋
が
並
ん
だ
。）
に
は
な
く
、
座
を
伴
う
よ
う
な
遊
び
を
す
る

吉
原
な
ら
で
は
の
葛
藤
で
あ
っ
た
と
い
う
認
識
が
う
か
が
え

る
。
右
の
部
分
は
先
述
の
と
お
り
西
鶴
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
お
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り
、
必
ず
し
も
吉
原
の
状
況
が
如
実
に
記
さ
れ
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
浅
草
の
「
並
木
の
茶
屋
」
が
登
場

す
る
よ
う
に
、
吉
原
と
し
て
記
し
て
も
違
和
感
の
な
い
状
況
が

記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る（
二
五
）。

ま
た
西
鶴
に
よ
る
頭
注
で
は
引
き
続
き
、
床
い
そ
ぎ
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
右
に
挙
げ
た

よ
う
に
床
い
そ
ぎ
に
嘆
く
客
が
い
る
一
方
で
、「
折
ふ
し
爰こ
ゝ

に

き
て
、
す
こ
し
子
細
を
し
つ
た
る
人
」
は
「
さ
は
ぎ
の
最さ
い
ち
う中

に

そ
ら
い
び
き
な
ど
し
て
、
す
い
物
の
箸は
し

も
と
ら
ず
。
お
の
〳
〵

大
酒さ
け

無
用
じ
や
、
腹ふ

く
ち
う中

は
大だ

い

事じ

の
物
じ
や
」
な
ど
と
言
っ
て
抜

け
出
す
や
り
方
を
知
っ
て
い
る
が
、「
い
な
所
へ
知ち

ゑ恵
を
出
し

け
る
は
、
床と
こ

を
い
そ
ぐ
と
見
え
て
お
か
し
」
と
あ
り
、
周
囲
に

わ
か
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
床
い
そ
ぎ
が
、
他
客
の
嘲
笑
を
買
っ

た
こ
と
が
み
え
る
。
し
か
し
西
鶴
に
よ
る
と
、「
さ
れ
ど
も
此

男
も
笑わ
ら
いひ

が
た
」
い
も
の
で
あ
り
、「
極き

わ

ま
る
所
は
、
床と

こ

入
り

な
し
に
捨す

て
か
へ
る
は
お
も
は
し
か
ら
ぬ
も
の
也
」
と
、
床
い

そ
ぎ
は
み
っ
と
も
な
い
が
、
床
入
り
を
果
た
せ
ず
帰
る
の
も
不

本
意
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る（
二
六
）。
西
鶴
は

同
書
で
吉
原
は
「
酒
宴
を
は
じ
め
と
し
て
、
た
は
ふ
れ
あ
そ
ぶ

を
第
一
」
と
す
る
場
と
認
め
て
い
る
が
、
や
は
り
遊
女
と
の
床

入
り
は
多
く
の
場
合
希
求
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る（
二
七
）。
遊
女

と
馴
染
ま
な
い
う
ち
は
店
側
が
客
と
遊
女
を
床
に
う
な
が
す
と

い
う
手
順
も
あ
っ
た
が
、
初
回
以
降
や
大
寄
の
場
合
は
、
客
は

周
囲
の
目
を
気
に
し
な
が
ら
自
ら
床
入
り
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
つ

か
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
客
は
、
こ
の
よ

う
に
果
た
し
た
い
目
的
と
周
囲
と
の
関
係
性
と
の
間
に
は
さ
ま

れ
、
し
ば
し
ば
苦
悩
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
っ
た
の
で
あ

る
。座

に
お
い
て
客
が
他
の
目
を
意
識
し
た
の
は
、
こ
う
い
っ
た

床
い
そ
ぎ
と
い
う
行
為
に
お
い
て
の
み
で
は
な
か
っ
た
。
互
い

の
容
姿
や
人
気
、
遊
興
の
態
度
に
つ
い
て
の
優
劣
が
争
わ
れ
る

場
合
も
あ
り
、
例
え
ば
先
に
も
挙
げ
た
『
吉
原
つ
れ
〳
〵
草
』

に
は
、「
大
一
座
の
初
会
」
で
は
相
互
に
挨
拶
を
す
る
「
盃
の

間
」
に
、「
我
こ
そ
夫そ
れ

を
」
な
ど
と
言
っ
て
遊
女
が
身
な
り
を

つ
く
ろ
っ
て
客
を
争
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る（
二
八
）。
当

然
遊
女
に
争
わ
れ
る
客
と
そ
う
で
な
い
客
の
間
に
は
軋
轢
が
生

じ
た
で
あ
ろ
う
し
、
座
に
参
加
す
る
前
か
ら
客
は
互
い
の
身
な

り
等
を
意
識
し
た
で
あ
ろ
う
。
同
書
に
は
こ
れ
に
続
き
、
客
は

目
当
て
の
遊
女
が
い
る
の
で
あ
れ
ば
座
敷
に
出
る
前
に
決
め
て

お
く
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
お
り
、
段
取
り
が
で
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き
て
い
な
い
場
合
、
目
当
て
の
遊
女
と
他
の
客
が
懇
意
と
な
っ

て
し
ま
い
、
自
ら
に
劣
等
感
を
抱
く
と
い
っ
た
客
の
状
況
も
想

像
さ
れ
よ
う（
二
九
）。

こ
う
い
っ
た
客
の
座
を
め
ぐ
る
客
同
士
の
問
題
を
考
え
れ

ば
、
座
が
催
さ
れ
る
よ
う
な
等
級
の
遊
女
に
会
う
場
合
で
あ
っ

て
も
、
客
は
座
に
は
参
加
し
な
い
の
が
一
番
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
遊
郭
に
通
う
か
否
か
の
選
択
同
様
、
座
に
参
加

す
る
か
否
か
は
、
や
は
り
客
の
仲
間
関
係
に
影
響
を
与
え
た
。

同
書
に
は
、「
す
い
（
粋
な
人
）
は
人
目
に
は
つ
か
い
か
ゝ
る

や
う
成
り
し
か
共
、
常
に
心
に
し
ま
り
て
む
だ
づ
か
ひ
な
し
。

野
郎
女
郎
の
一
座
を
せ
さ
り
き
。
人
は
か
た
く
な
也
と
て
、
若

き
中
の
ま
し
は
り
を
ゆ
る
さ
さ
り
き
。
暫
く
も
こ
れ
な
き
人

は
、
死
人
に
お
な
し
」（
三
〇
）と
、
無
駄
遣
い
を
せ
ず
座
に
参
加

し
な
い
、
手
堅
く
遊
ぶ
「
す
い
」
な
客
が
、
若
い
者
の
付
き
合

い
か
ら
は
じ
か
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
先
に
も
み
た
と

お
り
、
遊
郭
に
通
う
目
的
は
最
終
的
に
は
や
は
り
遊
女
で
あ
っ

た
が
、
周
囲
の
客
と
の
関
係
を
断
つ
客
は
嫌
厭
さ
れ
た
。
仲
間

同
士
で
の
吉
原
通
い
に
は
煩
雑
な
問
題
が
つ
き
ま
と
っ
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
あ
く
ま
で
客
同
士
の
関
係
は
重
視
さ
れ
、
多
く
の

客
は
幾
人
か
の
知
人
と
連
れ
立
っ
て
吉
原
に
通
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
仮
に
客
が
一
人
で
通
い
遊
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
こ

に
は
ま
だ
絶
つ
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
が
存
在
し
た
。
そ
れ
が

冒
頭
で
述
べ
た
「
さ
し
合
」
で
あ
る
。
次
に
こ
の
さ
し
合
い
の

事
例
を
検
証
し
、
客
が
他
の
客
を
ど
の
よ
う
に
意
識
し
、
ど
う

い
っ
た
関
わ
り
合
い
を
も
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
考
察
を
進
め

て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

第
三
章　
「
さ
し
合
」
を
め
ぐ
る
客
の
問
題

さ
し
合
と
は
は
じ
め
に
述
べ
た
と
お
り
、
遊
女
の
馴
染
み
客

と
親
し
い
客
に
、
そ
の
遊
女
を
売
ら
な
い
よ
う
に
す
る
廓
の
決

ま
り
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
し
合
の
起
源
は
定
か
で
な
い
が
、
吉

原
の
み
な
ら
ず
廓
関
連
の
史
料
に
多
く
み
ら
れ
、
広
い
範
囲
で

存
在
し
、
客
に
共
有
さ
れ
て
い
た
取
決
め
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
こ
の
取
決
め
は
し
ば
し
ば
破
ら
れ
た
よ
う
で
、
遊

女
評
判
記
に
は
さ
し
合
を
破
っ
た
店
や
遊
女
、
そ
し
て
そ
れ
に

憤
慨
す
る
客
の
姿
が
少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
吉
原

の
散
茶
女
郎
を
主
な
対
象
と
し
た
遊
女
評
判
記
『
山
茶
や
ぶ
れ

笠
』（
延
宝
三
年
〔
一
六
七
五
〕
年
刊
）（
山
水
氏
頓
滴
林
著
）

に
は
、
さ
し
合
を
破
っ
た
遊
女
「
左
京
」（
江
戸
町
二
丁
目
東
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屋
内
）
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
批
評
が
み
ら
れ
る
。

（
作
者
が
深
く
馴
染
ん
で
い
た
「
左
京
」
に
対
し
）

予よ

か
と
も
心
ふ
か
く
せ
ら
れ
し
事
、
い
か
に
ふ
ち
せ
と

か
は
り
や
す
き
な
か
れ
の
身
と
は
い
ひ
な
か
ら
、
水
く

さ
い
御
心
か
な
と
思
ふ
。
君
ひ
と
り
の
み
な
ら
す
、
く

つ
わ
（
轡
）
ぎ
う
（
妓
夫
）
ま
て
と
ゝ
か
ざ
る
事
を
う

ら
み
、
あ
く
ま
て
な
ん
し
た
け
れ
と
、
ま
つ
〳
〵
筆
を

と
ゝ
む
。（
三
一
）

作
者
は
自
ら
が
懇
意
に
し
て
い
た
遊
女
と
友
人
が
馴
染
ん
で

い
た
こ
と
を
知
り
、
遊
女
の
左
京
の
み
な
ら
ず
、
妓
楼
の
主
人

（「
く
つ
わ
」）
や
廓
の
下
働
き
（「
ぎ
う
」）
ま
で
も
憎
い
と
憤

り
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
他
に
も
同
様
の
事
例
は
散
見
さ
れ
る

が
、
他
に
み
え
る
事
例
で
興
味
深
い
の
は
、
さ
し
合
で
あ
る
こ

と
を
承
知
の
上
で
そ
の
遊
女
を
買
お
う
と
し
た
客
が
み
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
右
の
引
用
と
同
じ
『
山
茶
や
ぶ
れ
笠
』
に
お
け

る
、「
左
京
」
と
同
じ
店
の
「
野
分
」
の
評
で
あ
る（
三
二
）。

さ
る
も
の
よ
ほ
と
ふ
か
く
せ
し
か
、
ま
へ
の
日
太
こ
に
き

た
り
し
お
と
こ
、
次
の
日
ゆ
き
、
此
君
の
御
け
ん
に
い
ら

ん
と
い
ひ
け
れ
ば
、
そ
の
ぎ
な
ら
ば
か
の
さ
ま
へ
は
御
さ

た
な
し
と
、
や
す
〳
〵
と
の
御
う
け
に
、
此
お
と
こ
お
も

ふ
や
う
は
、
よ
も
や
御
あ
い
な
さ
る
ま
し
く
お
も
ひ
し

に
、
あ
ん
に
そ
う
い
し
た
る
御
返
事
を
う
け
給
り
、
よ
ほ

と
い
や
に
お
も
ひ
け
れ
と
も
、
ぜ
ひ
な
く
そ
の
日
は
御
け

ん
に
入
、
や
と
へ
か
へ
り
、
ふ
か
き
お
も
は
く
の
お
と
こ

に
か
く
と
い
ひ
け
れ
ば
、
大
き
に
わ
か
く
、
二
た
ひ
此
い

ゑ
に
か
よ
う
ま
し
き
よ
し
。
今
の
お
と
こ
も
わ
れ
に
も
か

く
あ
る
へ
き
と
お
も
ひ
、
二
た
ひ
ゆ
か
す
。
あ
ま
り
よ
く

ふ
か
き
ゆ
へ
、
お
も
は
く
の
い
と
す
ち
を
ば
き
り
た
ま
ふ

事
、
是
そ
せ
か
い
の
わ
ら
ひ
く
さ
。（
三
三
）

す
な
わ
ち
、
二
丁
目
東
屋
内
の
遊
女
野
分
に
、
さ
る
客
は
深

く
馴
染
ん
で
い
た
が
、
前
日
そ
の
客
と
来
た
太
鼓
持
の
男
が
次

の
日
に
野
分
を
買
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
、「
そ
の
ぎ
な
ら
ば
か

の
さ
ま
へ
は
御
さ
た
な
し
」
と
問
題
な
く
買
え
て
し
ま
っ
た
。

太
鼓
持
は
野
分
に
会
え
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
、
想
像
と
異

な
る
返
事
を
受
け
こ
れ
を
嫌
に
思
っ
た
が
、
そ
の
日
は
仕
方
が

な
い
か
ら
野
分
に
会
っ
た
。
宿
へ
帰
り
、
野
分
と
深
い
馴
染
み
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の
客
に
こ
れ
を
伝
え
る
と
、
二
度
と
そ
の
客
は
野
分
の
と
こ
ろ

に
通
わ
な
か
っ
た
。
今
の
男
（
太
鼓
持
か
）
も
自
分
に
対
し
て

も
こ
う
な
の
だ
ろ
う
と
、
野
分
の
元
に
は
通
わ
な
く
な
っ
た
。

野
分
は
あ
ま
り
欲
深
い
た
め
却
っ
て
客
が
切
れ
た
の
で
あ
り
、

笑
い
種
に
な
っ
た
、
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
さ
し
合
と
な
る
遊
女
を
あ
え
て
買
お
う
と
す
る

客
の
話
は
他
に
も
み
ら
れ
る
が（
三
四
）、
注
目
さ
れ
る
の
は
こ

う
い
っ
た
さ
し
合
を
破
っ
た
（
破
ろ
う
と
し
た
）
客
と
客
の
間

柄
が
問
題
に
な
り
そ
う
な
事
例
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
問
題
と

な
ら
ず
、
そ
の
非
難
が
真
っ
先
に
遊
女
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
右
に
挙
げ
た
評
判
で
は
、
と
く
に
野
分
の
馴
染
み
客

と
太
鼓
持
の
間
に
は
上
下
関
係
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
馴
染

み
客
は
自
分
よ
り
も
下
の
存
在
で
あ
ろ
う
太
鼓
持
が
同
じ
遊
女

を
買
お
う
と
し
た
こ
と
を
知
り
、
憤
り
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
評
判
自
体
の
非
難
は
あ
く
ま
で
遊
女
に
向
け
ら
れ
て
お

り
、
太
鼓
持
と
馴
染
み
客
の
関
係
に
は
言
及
が
な
さ
れ
て
い
な

い
。
遊
女
が
真
っ
先
に
責
め
ら
れ
る
状
況
は
、
客
に
な
る
こ
と

を
良
し
と
さ
れ
な
か
っ
た
役
者
を
客
に
し
た
場
合
に
ま
ず
遊
女

が
責
め
ら
れ
た
と
い
う
事
例
に
酷
似
し
て
お
り
、
客
の
忌
避･

拒
否
の
経
緯
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
興
味
深
い（
三
五
）。
し
か

し
さ
し
合
の
場
合
は
、
役
者
の
場
合
と
は
異
な
り
、
買
お
う
と

し
た
客
と
馴
染
み
客
の
間
に
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

に
も
関
わ
ら
ず
、
さ
し
合
を
や
ぶ
ら
れ
た
客
は
何
故
、
買
お
う

と
し
た
客
に
抗
議
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
改
め
て
四
章
で
言
及
す
る
が
、
そ
の
理
由
の
一
つ
に

は
、
さ
し
合
に
つ
い
て
の
他
客
へ
の
非
難
が
、
遊
女
へ
の
執
着

を
あ
ら
わ
す
態
度
と
み
な
さ
れ
か
ね
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
よ
う
な
事
例
か
ら

は
、
客
が
連
れ
立
っ
た
場
合
、
後
に
も
客
同
士
の
問
題
が
生
じ

た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
ま
た
、
仮
に
一
人
で
通
っ
た
と
し
て
も
、

知
ら
ぬ
間
に
廓
外
の
友
人
と
馴
染
み
が
重
な
り
、
そ
れ
を
何
ら

か
の
き
っ
か
け
で
知
り
葛
藤
す
る
場
合
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ

と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
さ
し
合
と
い
う
取
決

め
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
が
破
ら
れ
る
こ
と
を
通
し
、
客

同
士
の
関
係
は
却
っ
て
複
雑
に
な
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

遊
女
が
不
特
定
多
数
の
客
を
と
る
存
在
で
あ
っ
た
以
上
こ
う

い
っ
た
問
題
は
当
然
生
じ
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
客
は
遊
女
を
と

お
し
て
も
、
座
に
お
い
て
も
、
周
囲
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
問
題

を
し
ば
し
ば
抱
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
種
々
の
問
題
が
生
じ
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
何
故
多
く
の
場
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合
客
は
連
れ
立
ち
、
一
人
で
通
う
形
式
が
当
然
と
さ
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
後
に
一
人
で
通
う
こ
と
に
対
す
る
考
え

か
ら
、
客
同
士
の
関
わ
り
合
い
を
考
察
し
て
み
た
い
。

第
四
章　

一
人
通
い
か
ら
み
る
吉
原

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
多
く
の
場
合
客
は
連
れ
立
っ

て
吉
原
に
通
っ
た
。
し
か
し
一
人
で
通
い
、
一
人
で
遊
ぶ
こ
と

（
以
下
「
一
人
通
い
」
と
呼
ぶ
）
を
好
む
客
も
い
た
こ
と
は
、

前
掲
の
『
吉
原
つ
れ
〳
〵
草
』
に
座
興
に
参
加
し
な
い
「
す
い
」

の
記
述
が
あ
る
こ
と
や
、『
吉
原
失
墜
』
に
「
あ
る
人
申
さ
れ

し
は
、
つ
れ
な
く
一
人
し
つ
ほ
り
と
出
た
る
こ
そ
、
お
も
し
ろ

き
と
申
さ
れ
し
、
珍
重
〳
〵
」（
三
六
）と
い
っ
た
記
述
が
み
ら

れ
る
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
。
同
様
に
一
人
通
い
を
肯
定
す
る

見
解
は
、
冒
頭
で
も
引
用
し
た
『
色
道
大
鏡
』（
延
宝
六
年
〔
一

六
七
八
〕
序
）
に
も
み
ら
れ
る
。
同
書
は
「
色
道
」
を
樹
立
す

る
と
い
う
志
の
も
と
、
畠
山
（
藤
本
）
箕
山
に
よ
っ
て
著
さ
れ

た
書
で
あ
る
。
箕
山
は
上
方
出
身
で
あ
る
が
、
諸
国
の
遊
郭
を

実
見
し
た
人
物
で
あ
り
、
同
書
に
は
島
原
を
念
頭
に
お
い
た
記

述
が
多
い
も
の
の
、
吉
原
を
含
む
多
く
の
遊
里
に
も
言
及
が
な

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
巻
第
五
「
二
十
八
品
」
は
野
暮
か
ら

粋
と
な
る
階
梯
が
二
十
八
段
階
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、
野
暮
か

ら
半
粋
に
至
る
段
階
で
あ
る
第
七
暫
偽
品
〔
励
勘
相
〕
に
は
、

客
と
し
て
「
粋
」
に
一
歩
踏
み
入
れ
た
段
階
で
一
人
通
い
が
行

わ
れ
よ
う
に
な
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

段
階
で
「
一
度た
ひ

す
こ
し
ば
か
り
の
事
に
あ
へ
る
輩

と
も
か
ら」

は
色
道
に

「
子し

細さ
い

あ
り
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
次
第
に
「
世せ

間け
ん

を
憚

は
ゝ
か

り
、
つ
れ
を
う
と
」
む
程
、「
戀
の
お
く
山
に
入
」
込
ん
で
い

く
よ
う
に
な
る
と
い
う（
三
七
）。
ま
た
同
書
巻
第
四
「
寛
文
式

下
」
で
は
、「
高か
う
め
い名

の
女ぢ

よ
ら
う郎

」
は
突
然
の
初
め
て
の
客
で
、
且

つ
連
れ
衆
と
来
た
客
に
は
会
う
必
要
が
無
い
と
あ
り
（
但
し
太

鼓
持
ち
の
み
連
れ
て
い
る
場
合
は
良
い
）、
著
者
箕
山
は
や
は

り
仲
間
と
連
れ
立
た
な
い
こ
と
を
「
粋
」
な
行
為
と
み
な
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る（
三
八
）。
箕
山
は
他
の
客
と
馴
染
む
こ
と
の

弊
害
も
記
し
て
お
り
、
巻
第
五
「
廿
八
品
」
の
第
廿
等
賤
品
に

は
、
廓
遊
び
を
長
く
す
る
と
「
い
か
な
る
高か
う

貴き

、
福ふ

く

人
も
」
皆

お
金
を
使
い
果
た
し
「
其
身
い
や
し
き
に
お
ち
い
る
」
か
ら
、

「
野や

卑ひ

雜さ
う

人に
ん

」
な
ど
も
無
理
に
親
し
ん
で
来
て
煩
わ
し
く
、
更

に
関
係
を
切
れ
ず
に
そ
う
い
っ
た
客
と
親
し
ん
で
し
ま
う
と
、

人
目
に
恥
ず
か
し
く
後
悔
が
募
る
、
と
嫌
な
客
と
も
繋
が
っ
て
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し
ま
う
廓
の
状
況
が
垣
間
見
ら
れ
る（
三
九
）。
こ
の
と
お
り
『
色

道
大
鏡
』
か
ら
は
、
一
人
通
い
が
「
粋
」
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

弊
害
に
対
す
る
理
に
適
っ
た
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
一
人
通
い
を
評
価
す
る
見
解
が
あ
る

一
方
で
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
ら

れ
な
か
っ
た
の
は
何
故
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
客
が
連
れ
立
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
第
一
章
で
見

た
と
お
り
、
廓
通
い
が
日
常
的
な
人
付
き
合
い
の
も
と
に
行
な

わ
れ
た
こ
と
、
ま
た
そ
う
い
っ
た
付
き
合
い
を
拒
否
す
る
か
否

か
が
男
性
同
士
の
仲
間
関
係
に
影
響
し
た
こ
と
等
が
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
に
加
え
、
高
級
遊
女
に
初
め
て
会
う
際
に
紹
介
者
が

必
要
で
あ
っ
た
こ
と（
四
〇
）、
ま
た
廓
の
慣
習
に
疎
い
客
の
場

合
、
そ
れ
を
よ
く
知
る
人
物
と
共
に
通
っ
た
方
が
都
合
が
良
い

と
い
っ
た
、
必
要
に
迫
ら
れ
た
事
情
も
存
在
し
た
こ
と
が
推
測

さ
れ
る（
四
一
）。
し
か
し
こ
れ
ら
の
事
情
が
、
一
人
通
い
を
肯

定
し
な
い
態
度
に
つ
な
が
っ
た
と
も
考
え
難
い
。

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
史
料
の
記
述
か
ら
考
え
る
に
、
一
人
通

い
が
否
定
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
理
に
適
う
行
為
で
あ
っ
た
反

面
、
同
時
に
箕
山
の
言
う
「
戀
の
お
く
山
に
入
」
る
こ
と
、
す

な
わ
ち
真
剣
に
遊
女
に
相
対
す
る
行
為
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
こ

と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
長
崎
の
丸
山
遊
郭
を
主

な
対
象
と
す
る
『
長
崎
土
産
』（
延
宝
九
年
〔
一
六
八
一
〕
刊
）

（
悪
性
大
臣
嶋
原
金
捨
跋
）
に
も
、「
あ
ま
た
つ
れ
衆
も
と
も
な

ハ
」
な
い
こ
と
は
粋
（「
甘
膚
」）
の
行
為
で
あ
る
が（
四
二
）、

遊
女
が
客
に
実
の
あ
る
場
合
は
客
が
連
れ
や
太
鼓
持
と
共
に
来

る
こ
と
を
嫌
が
る
と
あ
り（
四
三
）、
一
人
通
い
が
遊
女
と
の
真

剣
な
付
き
合
い
を
思
わ
せ
る
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
先
述
の
『
吉
原
つ
れ
〳
〵
草
』（
宝
永
六
年
〔
一
七
〇
九
〕

頃
刊
）
に
は
「
た
ゝ
真
実
に
逢
て
く
る
ゝ
の
ひ
と
り
は
、
い
か

ふ〔
う
〕有

か
た
き　〔の

〕　み
そ
」（
四
四
）と
遊
女
に
と
っ
て
真
剣
な
客
は
有
難

い
と
い
っ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
「
遊
女
に
深

く
契
ら
ん
人
に
（
マ
マ
）

〳
〵
す
み
や
か
に
切
べ
し
。
誰
を
か
は
ぢ
、

誰
に
か
知
ら
れ
ん
事
を
願
は
ん
。
ひ
と
り
客
（
遊
女
が
他
に
な

じ
み
を
作
ら
ず
特
定
の
一
人
の
み
を
客
と
す
る
こ
と
）
に
成
な

ん
事
、
ま
た
そ
し
り
の
と
（
マ
マ
）な

り
」（
四
五
）と
も
あ
り
、
真
剣
な
客

は
遊
女
に
と
っ
て
は
良
い
客
で
あ
る
も
の
の
、
他
の
客
か
ら
見

れ
ば
そ
の
よ
う
な
客
は
「
す
み
や
か
に
切
べ
」
き
存
在
と
み
な

さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
様
々
な
遊
女

と
付
き
合
う
客
も
嫌
厭
さ
れ
た
が（
四
六
）、
い
ず
れ
に
せ
よ
遊

女
に
深
く
契
る
客
が
肯
定
さ
れ
難
か
っ
た
こ
と
は
、
何
故
多
く
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の
客
が
連
れ
立
ち
廓
に
通
っ
た
か
の
一
つ
の
解
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
客
の
連
れ
立
ち
は
遊
女
に
深
入
り
し
身
を
滅

ぼ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
方
策
、
あ
る
い
は
深
入
り
し
て

い
な
い
こ
と
を
周
囲
に
表
明
す
る
た
め
の
態
度
と
し
て
、
一
つ

の
意
味
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
第
三
章
で
論
じ

た
さ
し
合
に
お
い
て
、
さ
し
合
を
破
ら
れ
た
客
が
他
客
に
抗
議

し
な
い
理
由
も
、
同
様
に
遊
女
へ
の
執
着
を
み
せ
な
い
た
め
で

あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
一
人
通
い
を
解
釈
し
た
時
、
客
が
連
れ
立
っ

て
通
う
行
為
は
、
す
な
わ
ち
客
と
廓
外
を
結
び
つ
け
る
論
理

で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
一
人
通
い
は
『
吉
原
つ

れ
〳
〵
草
』
に
あ
る
よ
う
に
、
無
駄
遣
い
を
し
な
い
で
済
む
と

い
っ
た
意
味
に
お
い
て
、
一
見
廓
外
の
論
理
に
則
っ
た
あ
り
方

で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
節
約
は
あ
く
ま
で
遊
郭
に
長
く
通
う
た

め
の
方
策
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
廓
に
入
り
浸
り
「
戀
の
お
く
山

に
入
」
る
行
為
で
あ
る
。
一
方
、
廓
外
の
知
人
で
あ
れ
廓
内
で

知
り
合
っ
た
客
で
あ
れ
、
誰
か
し
ら
と
連
れ
立
て
ば
、
そ
れ
は

廓
外
の
日
常
を
思
い
出
す
契
機
と
な
り
、
客
は
廓
外
の
日
常
に

つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
連
れ
立
っ
た
理

由
の
全
て
が
そ
れ
で
あ
り
、
ま
た
客
が
自
覚
的
で
あ
っ
た
と
は

思
わ
れ
な
い
が
、
様
々
な
不
自
由
さ
を
感
じ
な
が
ら
も
あ
え
て

連
れ
立
っ
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
日
常
か
ら
逸

脱
し
過
ぎ
な
い
よ
う
に
す
る
構
え
の
態
度
が
根
底
に
あ
っ
た
こ

と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
推
測
に
基
づ
け
ば
、『
色
道
大
鏡
』
等
に
み
ら

れ
よ
う
な
「
粋
」
な
態
度
と
し
て
の
一
人
通
い
は
、
客
を
廓
外

か
ら
切
り
離
そ
う
と
す
る
論
理
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
言
え
ば
、

一
人
通
い
は
「
粋
」
と
い
う
廓
内
の
遊
興
規
範
を
用
い
な
け
れ

ば
、
肯
定
さ
れ
得
な
か
っ
た
態
度
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

「
粋
」
な
あ
り
方
の
み
に
注
目
す
れ
ば
、
廓
は
確
か
に
「
現
実

を
遮
断
し
た
特
別
な
社
会
」
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
み
て

き
た
と
お
り
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
廓
の
一
側
面
で
あ
る
。
廓
の

内
外
を
つ
な
ぎ
と
め
て
お
こ
う
と
す
る
態
度
は
、
客
が
連
れ
立

ち
、
一
人
通
い
を
肯
定
し
な
い
と
い
う
行
為
の
中
に
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
宝
暦
期
ま
で
の
新
吉
原
を
主
な
対
象
と

し
、
客
同
士
が
ど
の
よ
う
に
互
い
を
意
識
し
、
ど
う
関
わ
り
合
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い
を
も
っ
た
か
に
つ
い
て
、
遊
女
評
判
記
の
記
述
に
基
づ
き
議

論
を
行
な
っ
て
き
た
。
吉
原
は
ふ
つ
う
見
知
っ
た
人
間
と
連
れ

だ
っ
て
通
う
場
で
あ
っ
た
が
、
客
が
足
を
踏
み
入
れ
る
の
は
必

ず
し
も
本
意
で
は
な
く
、
周
囲
と
の
関
係
性
に
よ
る
、
や
む
を

得
な
い
選
択
の
場
合
も
あ
っ
た
（『
吉
原
す
ゞ
め
』）。
ま
た
酒

宴
の
座
は
普
段
知
り
得
な
い
よ
う
な
客
同
士
が
出
会
う
場
と
も

な
り
得
た
が
、
一
方
で
互
い
の
行
動
や
容
姿
の
評
価
が
行
わ
れ

る
場
で
も
あ
り
、
客
は
遊
女
と
本
来
の
目
的
を
果
た
す
に
あ

た
っ
て
も
、
周
囲
の
目
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
（『
吉

原
す
ゞ
め
』『
吉
原
つ
れ
〳
〵
草
』）。
こ
れ
は
気
軽
に
遊
べ
る

茶
屋
と
は
異
な
る
吉
原
特
有
の
問
題
で
あ
り
（『
新
吉
原
つ
ね

〳
〵
草
』）、
ま
た
連
れ
立
っ
て
通
う
か
ら
こ
そ
起
き
た
問
題
で

も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
客
は
吉
原
へ
一
人
で

通
う
こ
と
が
最
も
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
仲
間
と
連

れ
立
た
な
い
よ
う
な
客
は
、
吉
原
に
通
わ
な
い
者
が
仲
間
内
か

ら
外
さ
れ
た
（『
吉
原
す
ゞ
め
』『
難
波
物
語
』）
の
と
同
様
に
、

仲
間
関
係
か
ら
は
じ
か
れ
た
（『
吉
原
つ
れ
〳
〵
草
』）。
但
し
、

仮
に
そ
の
よ
う
な
周
囲
の
目
を
無
視
し
一
人
で
通
っ
た
と
し
て

も
、「
さ
し
合
」
と
い
う
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
は
存

在
し
た
（『
山
茶
や
ぶ
れ
笠
』）。
さ
し
合
は
表
面
上
客
と
遊
女

の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
た
が
、
実
際
は
見
知
っ
た
客
同
士
の
問

題
で
あ
る
。
客
は
吉
原
に
お
い
て
、
遊
女
を
間
に
は
さ
む
形
で

も
、
酒
宴
の
座
で
も
、
常
に
他
客
と
の
関
係
を
意
識
せ
ざ
る
を

得
な
い
状
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
吉
原
は
こ
の
た
め
に
、
余

計
に
客
同
士
の
問
題
が
生
じ
や
す
い
場
と
な
っ
て
い
た
と
も
考

え
ら
れ
る
。
一
部
の
客
の
拒
否
や
忌
避
は
、
吉
原
が
他
の
客
に

目
の
行
く
よ
う
な
構
造
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
生
じ
た
状
況
と

推
測
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
状
況
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
一
人
通
い
が

必
ず
し
も
肯
定
さ
れ
ず
、
客
が
連
れ
立
っ
た
の
は
何
故
で
あ
ろ

う
か
。
こ
れ
は
四
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
遊
女
に
入
れ
込
ん
で

い
な
い
と
い
う
態
度
の
表
明
が
、
そ
の
要
因
の
一
つ
に
あ
っ
と

考
え
ら
れ
る
。
勿
論
、
一
人
で
は
つ
ま
ら
な
い
、
男
性
仲
間
同

士
の
そ
の
場
の
勢
い
で
、
と
い
う
単
純
な
理
由
も
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
深
く
遊
女
に
契
る
客
と
付
き
合
い
を
絶
つ
べ

し
と
い
う
意
見
が
み
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
（『
吉
原
つ
れ
〳
〵

草
』）、
客
同
士
の
間
で
は
遊
女
に
入
れ
込
む
べ
き
で
な
い
（
そ

の
よ
う
に
見
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
）
と
の
意
識
の
共
有
が
あ
る

程
度
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
遊
女
に
嵌
ま
り
身
を
滅
ぼ

す
こ
と
か
ら
「
身
を
守
ろ
う
」
と
す
る
意
識
が
、
連
れ
立
ち
に
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は
含
有
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
客
の

あ
り
方
は
、
す
な
わ
ち
客
と
廓
外
を
結
び
つ
け
る
あ
り
方
で
あ

り
、
廓
は
「
現
実
を
遮
断
し
た
」
場
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ

廓
外
の
論
理
が
う
ま
く
隠
さ
れ
な
が
ら
も
用
い
ら
れ
た
場
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
今
後
は
更
に
客
の
あ
る
べ

き
（
と
さ
れ
る
）
姿
に
注
目
し
、
廓
内
と
廓
外
の
あ
り
方
が
ど

の
よ
う
に
関
わ
り
あ
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
な
お
検
討
を
深

め
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

註（
一
）　

新
版
色
道
大
鏡
刊
行
会
編
『
新
版
色
道
大
鏡
』（
八
木
書
店
、
平
成
十
八

年
）、
三
五
頁

（
二
）　

西
山
松
之
助
『
近
世
風
俗
と
社
会 

西
山
松
之
助
著
作
集 
第
五
巻
』（
吉

川
弘
文
館
、
昭
和
六
十
三
年
）、
七
四
―
七
五
頁

（
三
）　

拙
稿
「
吉
原
に
お
け
る
客
の
身
分
―
遊
女
評
判
記
を
中
心
に
―
」（『
常

民
文
化
』
三
十
八
号
〔
平
成
二
十
七
年
三
月
〕、
成
城
大
学
常
民
文
化
研

究
会
、
一
八
七
（
二
七
）
―
一
五
四
（
五
三
）
頁
）

（
四
）　

拙
稿
「
吉
原
と
役
者
―
遊
女
評
判
記
を
中
心
に
―
」（
成
城
大
学
大
学
院

修
士
学
位
論
文
・
未
刊
行
）、
一
―
五
一
頁
、
平
成
二
十
六
年

（
五
）　

遊
女
評
判
記
の
よ
り
詳
細
な
説
明
と
し
て
は
、
小
野
晋
『
近
世
初
期
遊

女
評
判
記
集
（
研
究
篇
）』（
古
典
文
庫
、
昭
和
四
〇
年
）、
中
野
三
敏
「
遊

女
評
判
記
と
遊
里
案
内
」（『
国
文
学:

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
九
巻

第
二
号
〔
昭
和
四
〇
年
一
月
〕、
学
燈
社
）、
お
よ
び
拙
稿
（
前
掲
註
三
）

を
参
照
の
こ
と
。
な
お
評
判
記
の
数
は
、
特
に
野
間
光
辰
に
よ
る
「
近

世
遊
女
評
判
記
年
表
」（『
日
本
書
誌
学
大
系
40　

初
期
浮
世
草
子
年

表
・
近
世
遊
女
評
判
記
年
表
』
青
裳
堂
書
店
、
昭
和
五
十
九
年
）
を
も

と
に
計
算
し
た
。
但
し
野
間
氏
の
年
表
作
成
時
と
現
在
の
伝
存
状
況
に

は
若
干
の
違
い
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
違
い
を
反
映
し
た
。
ま
た

伝
存
状
況
が
不
明
の
も
の
も
あ
る
た
め
、
お
お
よ
そ
の
数
で
記
し
た
。

（
六
）　

吉
原
の
客
層
に
つ
い
て
は
三
田
村
鳶
魚
「
傾
城
買
の
二
代
派
別
」（『
江

戸
時
代
の
さ
ま
〴
〵
』
博
分
館
、
昭
和
四
年
）・「
吉
原
一
夕
話
」（『
吉

原
に
就
て
の
話
』
青
蛙
房
、
昭
和
三
十
一
年
）
に
お
い
て
、
遊
女
評
判

記
の
作
者
に
つ
い
て
は
、
宮
本
由
紀
子
「『
遊
女
評
判
記
』
に
つ
い
て
―

『
吉
原
細
見
』
以
前
―
」（『
地
方
史
研
究
』
第
四
一
巻
六
号
〔
平
成
三
年

十
二
月
〕、
地
方
史
研
究
協
議
会
、
六
八
―
六
九
頁
）、
野
間
光
辰
「
浮

世
草
子
の
成
立
」（『
西
鶴
新
攷
』
筑
摩
書
房
、
昭
和
二
十
三
年
、
一
三

―
一
四
頁
）
等
で
考
証
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
よ
り
詳
細
な
検
討
を
行

な
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
七
）　

江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編
『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
一
巻
』（
八
木
書
店
、

平
成
二
十
二
年
）、
一
九
六
頁

（
八
）　

江
戸
を
対
象
と
し
た
評
判
記
の
隆
盛
は
万
治
以
降
、
寛
文
頃
か
ら
で
あ
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り
、
そ
れ
以
前
は
上
方
を
対
象
と
す
る
評
判
記
が
殆
ど
を
占
め
た
。
な

お
本
書
『
吉
原
す
ゞ
め
』
は
廓
の
作
法
を
伝
授
す
る
諸
分
秘
伝
物
で
あ

る
。
吉
原
を
対
象
と
し
た
諸
分
秘
伝
物
は
数
が
少
な
く
、
ま
た
本
書
に

先
行
す
る
諸
分
物
『
吉
原
鑑
』（
万
治
二
年
刊
）
が
島
原
の
『
ね
物
が
た

り
』（
明
暦
二
年
刊
）
の
改
竄
本
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
書
は
初
期
の
新

吉
原
を
知
る
上
で
貴
重
で
あ
る
（
同
右
、
四
九
四
頁
）。

（
九
）　

前
掲
註
七
、
二
〇
〇
頁

（
一
〇
）　

前
掲
註
七
、
一
九
七
・
二
〇
〇
頁

（
一
一
）　

前
掲
註
七
、
一
九
七
頁

（
一
二
）　

野
田
壽
雄
校
註
『
仮
名
草
子
集
（
上
）』（
朝
日
新
聞
社
、
昭
和
四
十

七
年
）、
三
〇
六
頁
。
な
お
括
弧
内
の
註
も
同
書
の
註
を
参
考
に
し
た
。

（
一
三
）　

小
野
『
近
世
初
期
遊
女
評
判
記
集
（
研
究
篇
）』（
前
掲
註
五
）、
一
四

八
頁

（
一
四
）　

江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編
『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
二
巻
』（
八
木
書
店
、

平
成
二
十
二
年
）、
二
三
四
―
二
三
五
頁

（
一
五
）　

本
書
は
執
筆
の
意
図
は
「
水
（
粋
）
に
い
た
る
所
を
す
ゝ
め
」
る
先

書
『
よ
し
は
ら
つ
れ
〳
〵
草
』（
伝
存
不
明
）
を
抄
し
註
を
付
す
こ
と
で

あ
る
と
「
序
」
に
あ
り
、
当
人
た
ち
も
粋
が
わ
か
る
人
物
で
あ
っ
た
こ

と
が
推
定
さ
れ
る
（
同
右
、
二
一
七
頁
）。

（
一
六
）　

前
掲
註
七
、
二
〇
六
頁

（
一
七
）　

江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編
『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
四
巻
』（
八
木
書
店
、

平
成
二
十
三
年
）、
三
九
五
頁
／
著
者
結
城
屋
来
示
は
吉
原
一
丁
目
の
妓

楼
「
ゆ
う
き
や
又
四
郎
」
で
、
俳
人
宝
井
其
角
の
門
人
。
以
上
の
著
者

情
報
お
よ
び
刊
行
年
に
つ
い
て
は
同
書
、
五
一
六
頁
に
依
っ
た
。

（
一
八
）　

西
山
松
之
助
編
『
日
本
史
小
百
科 

遊
女
』（
東
京
堂
出
版
、
昭
和
五

十
四
年
）、
二
六
頁

（
一
九
）　

前
掲
註
一
七
、
四
三
九
頁

（
二
〇
）　

揚
げ
代
が
銀
五
匁
の
安
女
郎
。『
吉
原
大
鑑
』（
天
保
五
年
序
）
に
よ

る
と
、
二
寸
・
三
寸
局
も
い
た
が
、
宝
永
年
中
に
は
途
絶
え
た
と
い
う
。

ま
た
京
都
に
は
「
八
寸
」
も
あ
り
、
八
匁
で
揚
屋
入
り
が
許
さ
れ
た
と

『
吉
原
つ
れ
〳
〵
草
』
に
は
あ
る
（
前
掲
註
一
七
、
六
五
頁
）。

（
二
一
）　

散
茶
は
遊
女
屋
の
二
階
で
遊
ぶ
「
内
留
」
と
さ
れ
る
が
、
宝
永
六
年

頃
成
立
『
吉
原
つ
れ
〳
〵
草
』
に
は
「
さ
ん
茶
も
、
ふ
た
り
か
ふ
ろ
な

と
つ
れ
て
、
ち
や
屋
へ
出
た
る
き
ば
ら
し
、
ゆ
ゝ
し
と
見
ゆ
」（
前
掲
註

一
七
、
二
八
五
頁
）
と
あ
る
。
宝
暦
以
後
に
茶
屋
が
揚
屋
の
代
わ
り
と

な
り
、
遊
女
が
茶
屋
ま
で
客
を
送
迎
し
、
枕
は
許
さ
れ
な
い
も
の
の
酒

宴
に
侍
座
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
（『
近
世
風
俗
志
（
守
貞
謾
稿
）（
三
）』

岩
波
文
庫
、
平
成
十
一
年
、
三
五
五
頁
）、
宝
暦
以
前
か
ら
散
茶
が
茶
屋

で
酒
宴
を
催
し
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

（
二
二
）　

前
掲
註
一
七
、
九
八
頁

（
二
三
）　

前
掲
註
一
七
、
五
〇
八
―
五
〇
九
頁

（
二
四
）　

前
掲
註
一
七
、
一
〇
一
―
一
〇
二
頁
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（
二
五
）　

こ
の
『
新
吉
原
つ
ね
〳
〵
草
』
と
西
鶴
に
つ
い
て
は
野
田
寿
雄
「
新

吉
原
常
々
草
」（『
国
文
学 

解
釈
と
鑑
賞
』
二
五
巻
十
一
号
〔
昭
和
三
十

五
年
十
月
〕、
至
文
堂
、
四
九
―
五
二
頁
）
等
に
詳
し
く
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。
野
田
氏
は
西
鶴
が
か
つ
て
の
江
戸
旅
行
思
い
出
し
て
か
頭
註
に

手
を
付
け
た
も
の
と
推
測
し
て
お
り
、
本
書
が
西
鶴
の
吉
原
に
つ
い
て

の
造
詣
や
批
判
を
く
わ
し
く
知
る
上
に
最
も
有
力
な
材
料
で
あ
ろ
う
と

い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。

（
二
六
）　

前
掲
註
一
七
、
一
〇
二
頁

（
二
七
）　

前
掲
註
一
七
、
九
九
頁
／
も
ち
ろ
ん
こ
れ
に
は
個
人
差
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
、『
吉
原
大
全
』（
明
和
五
年
刊
）
な
ど
に
は
、
女
郎
に
か
ま

わ
な
い
「
吉
原
ず
き
」
の
客
の
記
述
が
み
ら
れ
る
（
江
戸
吉
原
叢
刊
刊

行
会
編
『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
五
巻
』
八
木
書
店
、
平
成
二
十
三
年
、
四

二
五
頁
）

（
二
八
）　

前
掲
註
一
七
、
三
五
二
頁

（
二
九
）　

他
に
座
に
お
い
て
周
囲
の
目
を
気
に
す
る
例
と
し
て
は
、
大
坂
の
諸

分
秘
伝
物
『
色
道
諸
分
難
波
鉦
』（
酉
水
庵
無
底
居
士
著
・
延
宝
八
年
序
）

に
、
田
舎
侍
の
客
は
馴
染
む
に
は
い
い
が
、
粋
の
大
寄
せ
の
場
で
は
遊

女
が
引
け
目
を
感
じ
る
と
い
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
中
野
三
敏

校
注
『
色
道
諸
分
難
波
鉦
』
岩
波
文
庫
、
平
成
三
年
、
二
九
頁
）。

（
三
〇
）　

前
掲
註
一
七
、
三
三
四
頁

（
三
一
）　

前
掲
註
一
四
、
四
一
三
頁

（
三
二
）　

前
に
挙
げ
た
「
左
京
」（
前
掲
註
三
一
）
と
こ
の
「
野
分
」
は
、
所
属

に
つ
い
て
「
二
丁
目
あ
つ
ま
や
内
」（
左
京
）、「
弐
丁
目
東
屋
内
」（
野

分
）
と
記
述
が
異
な
っ
て
お
り
、
評
の
順
番
も
離
れ
て
い
る
が
、「
左
京
」

は
評
判
記
の
最
後
に
載
り
、
作
者
が
「
此
巻
に
か
き
く
わ
へ
よ
」
う
と

後
か
ら
思
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
両
者
が
同
じ
店
「
江
戸

町
二
丁
目
東
屋
内
」
の
所
属
と
捉
え
た
。

（
三
三
）　

前
掲
註
一
四
、
三
九
二
―
三
九
三
頁

（
三
四
）　

家
満
・
信
正
・
庚
実
著
「
吉
原
局
惣
鑑
」（
延
宝
三
年
刊
）（
新
町
九

兵
へ
内
「
右
京
」
評
）
な
ど
。

（
三
五
）　

拙
稿
、
前
掲
註
三

（
三
六
）　

前
掲
註
一
四
、
二
三
四
―
二
三
五
頁

（
三
七
）　

前
掲
註
一
、
一
六
六
頁

（
三
八
）　

前
掲
註
一
、
一
一
五
頁

（
三
九
）　

前
掲
註
一
、
一
九
二
頁

（
四
〇
）　

暉
峻
康
隆
「
付
録 

遊
里
の
人
と
生
活
」（『
現
代
語
訳 

西
鶴
全
集 

第

一
巻 

好
色
一
代
男
』（
小
学
館
、
昭
和
五
十
一
年
）、
二
九
九
頁

（
四
一
）　

同
右
、
三
〇
一
頁

（
四
二
）　

丹
波
漢
吉
校
注
『
長
崎
文
献
叢
書
第
二
集
第
四
巻 

長
崎
土
産
・
長
崎

不
二
賛
・
長
崎
萬
歳
』（
文
献
社
、
昭
和
五
十
一
年
）、
四
〇
頁
／
な
お

本
書
は
長
崎
を
対
象
と
す
る
が
、
著
者
「
前
悪
性
大
臣
嶋
原
金
捨
」
は

京
都
の
出
身
で
、
島
原
を
は
じ
め
と
し
た
遊
郭
各
所
で
遊
ん
だ
人
物
と
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あ
る
（
同
書
、
十
一
頁
）。

（
四
三
）　

但
し
、
こ
の
よ
う
に
客
が
連
れ
や
太
鼓
持
と
共
に
来
る
こ
と
を
嫌
が

る
の
は
、
客
に
真
剣
で
あ
る
よ
う
に
み
せ
る
遊
女
の
手
管
の
場
合
も

あ
っ
た
と
い
う
（
同
右
、
五
五
頁
）。

（
四
四
）　

前
掲
註
一
七
、
二
八
八
頁

（
四
五
）　

前
掲
註
一
七
、
三
〇
三
頁
／
な
お
「
に
」
お
よ
び
「
と
」
に
付
し
た

（
マ
マ
）
は
『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
四
巻
』（
前
掲
註
一
七
、
三
〇
三
頁
）

に
依
る
が
、
こ
れ
は
当
該
箇
所
が
「
人
に
（
マ
マ
）〳

〵
す
み
や
か
に
切
べ
し
」

お
よ
び
「
ひ
と
り
客
に
成
な
ん
事
、
ま
た
そ
し
り
の
と
（
マ
マ
）な

り
」
で
は
意

味
が
通
ら
な
く
な
る
た
め
と
推
測
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
に
則
り
、

且
つ
上
野
洋
三
校
註
『
吉
原
徒
然
草
』（
岩
波
文
庫
、
平
成
十
五
年
、
五

五
頁
）
を
参
考
と
し
、
前
者
は
「
遊
女
に
深
く
契
る
人
と
は
関
係
を
切

る
べ
き
」、
後
者
は
「
一
人
客
に
成
事
は
ま
た
謗
り
の
も
と
で
あ
る
」
と

解
釈
し
た
。
な
お
上
野
校
註
『
吉
原
徒
然
草
』
に
お
い
て
当
該
箇
所
は

「
遊い
う
ぢ
よ女

に
深ふ
か

く
契ち
ぎ

ら
ん
人ひ
と

、
ま
た
〳
〵
す
み
や
か
に
切き
る

べ
し
」、「
ひ
と
り

客き
や
くに

成な

る
な
ん
ど
、
亦ま
た

そ
し
り
の
も
と
な
り
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
四
六
）　

前
掲
註
四
二
、
四
二
頁
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