
方
丈
記
と
徒
然
草
の
比
較
研
究

塩

店、

ガて

子

は
じ
め
に

方
丈
記
と
徒
然
草
は
、
中
世
文
学
に
お
け
る
二
つ
の
す
ぐ
れ
た
随

筆
と
い
う
名
を
つ
ら
ね
て
お
り
、
中
世
文
学
の
位
界
を
語
る
場
合
、

決
し
て
見
落
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
事
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
両
作
品
を
結
ん
で
い
る
の
も
、
無
常
の
思
想
、
が
、
深
く
作

用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
o

確
か
に
こ
の
中
世
に
於
て
は
、
無
常
観

ば
支
配
的
な
思
想
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
o

こ
の
無
常
統
の
支
配

す
る
中
世
と
い
う
、
時
代
変
革
期
の
中
で
、
長
明
と
兼
好
は
こ
の
両

作
品
を
通
し
て
、
い
っ
た
い
何
を
言
い
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
o

人
は

筆
を
取
る
場
合
、
何
か
の
意
図
を
胸
中
に
持
つ
に
ち
が
い
な
い
。

「
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
与
に
・
・
・
・
」
に
よ
っ
て
書
き
起
と
さ
れ

て
い
る
徒
然
草
も
、
入
計
／
の
日
ま
で
我
々
の
胸
に
強
く
迫
り
、
共
感
し

き
り
に
沸
き
興
る
の
は
著
者
の
意
悶
に
誘
引
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え

な
い
こ
と
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
o

そ
こ
で
私
な
り
に
、
二
つ
の
作
品
を
比
較
考
察
し
な
が
ら
作
品
の
持

つ
本
質
的
な
も
の
を
探
り
出
し
、
二
人
の
遁
世
者
の
歩
み
至
っ
た
も

の
を
捉
え
て
み
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

比
較
考
察
の
ス
ポ
ッ
ト
を
、
構
想
、
素
材
、
作
者
の
視
野
と
述
作

態
度
、
遁
世
生
活
の
諸
点
に
あ
て
、
さ
ら
に
最
も
本
質
性
に
関
係
し

て
く
る
、
作
者
の
世
界
観
を
見
て
み
た
い
。
こ
こ
に
至
つ
て
は
、
一

つ
の
作
品
に
よ
っ
て
の
み
解
釈
出
来
る
も
の
で
は
な
い
が
こ
こ
で

は
、
方
丈
記
と
徒
然
草
と
に
お
い
て
の
み
、
比
較
考
察
の
主
旨
を
置

く
も
の
で
あ
る
。

一
、
構
想

、
素
材

略略

（
二
一
）
作
者
の
視
野
と
述
作
態
度
に
つ
い
て

一
一
つ
の
作
品
に
お
け
る
作
者
の
視
野
の
広
狭
に
は
す
で
に
素
材
の

取
り
あ
げ
方
に
し
て
も
か
な
り
の
差
を
見
た
、
が
、
具
体
的
に
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

長
明
は
己
れ
の
経
験
に
基
づ
い
て
、
か
の
構
想
を
追
っ
て
叙
述
し

て
い
る
の
飽
く
ま
で
白
身
の
体
験
し
た
生
活
が
中
心
で
あ
り
、
隠
遁

と
い
う
社
会
か
ら
閉
ざ
さ
れ
た
狭
い
世
界
に
と
じ
こ
も
り
、
あ
る
べ

き
己
れ
自
身
を
、
己
れ
の
生
活
を
と
追
求
し
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
て
、

現
実
的
に
発
展
す
る
社
会
的
な
視
野
か
ら
一
歩
し

D
ぞ
い
た
地
点
に

立
っ
て
、
自
己
の
内
心
へ
と
つ
き
つ
め
て
ゆ
く
。
し
か
し
な
が
ら
彼

の
視
野
は
狭
い
も
の
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
隠
遁
と
い
う
行
動
は
、

自
己
の
心
の
凝
視
お
よ
び
追
求
と
い
う
発
展
性
を
作
者
に
も
た
ら
し

た
と
い
う
意
味
で
、
狭
い
な
、
が
ら
も
限
は
聞
か
れ
た
と
い
え
る
。

長
明
に
も
兼
好
と
は
異
っ
た
観
察
の
限
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
非
情

の
限
と
な
っ
て
議
呈
さ
れ
て
い
る
。

死
体
の
数
を
「
人
数
を
知
ら
む
と
て
、
四
、
五
円
月
を
数
へ
た
り
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け
れ
ば
、
京
の
う
ち
、
一
条
よ
り
は
南
、
九
条
よ
り
北
、
京
極
よ
り

は
西
、
朱
雀
よ
り
は
東
の
、
路
の
ほ
と
り
な
る
頭
、
す
べ
て
四
万
二

千
三
一
百
余
り
な
ん
あ
り
け
る
」
と
正
確
に
一
記
し
て
い
る
o

ま
た
地
震

の
描
写
に
お
い
て
も
「
十
日
、
廿
日
過
ぎ
に
し
か
ぱ
、
ゃ
う
／
＼
、
間

遠
に
な
り
て
、
或
は
四
五
度
二
三
度
、
若
は
一
日
ま
で
・
・
・
」
と

ま
さ
に
正
確
そ
の
も
の
で
め
る
。
こ
の
観
察
の
正
確
さ
に
は
長
明
の

非
情
の
限
を
感
じ
る
。
こ
の
非
情
さ
は
、
現
実
の
無
常
的
な
相
を
見

き
わ
め
よ
う
と
す
る
作
者
の
悲
ー
拍
な
態
度
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら

の
天
変
地
異
は
隠
遁
と
い
う
現
在
の
時
点
か
ら
過
去
へ
の
回
師
、
と
し

て
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
の
観
察
描
写
の
一
新
鮮
さ
は
、
無

常
な
る
現
実
の
相
を
と
ら
え
て
悲
痛
な
ま
で
の
態
度
の
顕
れ
と
見
ら

れ
る
。
そ
し
て
そ
の
無
常
の
現
実
に
無
常
そ
の
も
の
の
柏
、
い
わ
ゆ

る
否
定
的
面
L
か
、
彼
の
阪
に
は
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

無
常
の
現
実
に
正
視
し
な
が
ら
、
実
の
相
と
し
て
の
無
常
を
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
故
に
、
苦
し
み
、
あ
え
、
ぎ
は
大
き
か
っ

た
の
で
あ
る
。
現
実
を
観
察
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
彼
自
身

の
限
を
も
っ
て
凝
視
し
た
が
故
に
、
か
え
っ
て
己
れ
の
視
野
が
狭
め

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
出
来
よ
う
o

彼
に
と
っ
て
は
一
面
的
な
敗
北

面
の
み
が
強
く
意
識
さ
れ
た
と
は
い
え
、
自
己
自
問
の
答
え
に
窮
し

て
恥
づ
ベ
き
不
請
な
が
ら
の
念
仏
を
唱
え
て
も
生
き
よ
う
と
す
る
執

心
的
な
態
度
、
こ
の
生
の
肯
定
と
い
う
立
場
よ
り
筆
を
運
ん
で
い
る

こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。

兼
好
に
お
い
て
は
長
明
の
如
き
狂
熱
な
人
生
へ
の
執
着
は
見
ら
れ

な
い
。
兼
好
に
見
ら
れ
る
の
は
人
生
に
対
す
る
批
判
的
、
冷
静
な
る

傍
観
者
的
観
察
の
限
で
あ
る
。
彼
の
描
く
絵
は
絵
画
で
は
な
く
、
無

色
の
透
か
さ
れ
た
「
す
か
し
絵
（
註
一
）
で
あ
る
。
常
に
彼
に
お
い

て
は
肯
定
的
面
と
否
定
的
な
商
と
が
表
哀
を
な
し
て
観
察
さ
れ
た
o

「
色
こ
の
ま
ざ
ら
ん
男
は
い
と
さ
う

Fr、
し
く
玉
の
居
の
当
な
き
心

地
ぞ
す
べ
し
」
と
い
い
な
が
ら
、
し
か
し
「
世
の
人
の
心
ま
ど
は
す

事
、
色
欲
に
は
し
か
ず
し
と
色
恋
に
つ
い
て
そ
の
二
回
性
を
つ
い
て

い
る
。
ま
た
「
子
と
い
ふ
も
の
な
く
て
あ
り
な
ん
」
と
、
子
の
な
い

の
を
提
唱
し
て
い
る
一
方
、
「
千
故
に
こ
そ
高
の
あ
わ
れ
は
思
ひ
知

ら
る
れ
」
と
子
を
持
つ
親
の
愛
情
の
、
深
さ
を
述
、
べ
て
い
る
。
こ
れ
は

叙
述
面
に
お
け
る
兼
好
の
矛
盾
的
な
態
度
で
は
な
く
、
対
象
物
の
持

っ
て
い
る
、
真
実
の
姿
で
あ
り
、
種
々
の
契
機
に
お
い
て
転
化
す
る

姿
で
あ
り
、
そ
れ
を
兼
好
は
独
得
の
観
察
限
で
と
ら
え
て
い
る
の
で

あ
る
。
（
註
二
）
「
高
の
病
は
澗
よ
り
こ
そ
起
」
り
「
恵
を
ま

L
」

「
高
の
戒
を
破
」
ら
せ
財
を
失
わ
せ
「

L

耐
を
ま
う
く
る
の
で
あ
る
」
と

酒
に
よ
る
災
い
を
述
べ
て
い
る
が
、
し
か
し
「
百
薬
の
長
と
は
い
」

ひ
憂
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
る
し
捨
て
が
た
き
興
越
を
持
ち
合
わ
せ
て
い

る
も
の
だ
し
、
「
上
戸
は
を
か
し
く
罪
ゆ
る
さ
る
る
者
」
で
あ
る
と

酒
に
よ
る
深
い
理
解
さ
え
寄
せ
て
い
る
。

こ
れ
も
酒
の
二
面
的
性
格
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
真
実
の
姿
を
と
ら
え

て
い
る
し
、
眼
の
広
さ
が
あ
る
と
い
え
る
。
人
生
を
見
る
限
も
ま
た

し
か
り
で
あ
る
。

「
身
を
養
ひ
て
何
事
を
か
待
つ
o
期
す
る
処
、
た
い
ふ
老
と
死
と
に
あ
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り
。
そ
の
来
る
事
速
ハ
か
）
に
し
て
、
念
々
の
聞
に
止
ま
ら
ず
。
こ

れ
を
待
つ
調
、
何
の
た
の
し
が
か
あ
ら
ん
。
惑
へ
る
も
の
は
こ
れ
を

恐
れ
ず
。
名
利
に
溺
れ
て
先
念
の
近
き
事
を
か
へ
り
見
ね
ば
な
り
。

愚
か
な
る
人
ほ
、
ま
た
こ
れ
を
悲
し
ぶ
。
常
住
な
ら
ん
こ
と
を
思
ひ

て
、
変
也
の
連
を
知
ら
ね
ば
な
り
。
」
と
「
変
化
の
理
」
す
な
わ
ち

生
滅
変
化
の
椙
を
と
ら
え
て
、
む
し
ろ
そ
れ
を
真
実
の
相
と
し
て
認

め
自
責
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
恐
れ
悲
し
む
人
に
対
し
て

批
判
羽
生
姿
勢
ず
ら
見
え
る
。
ま
し
て
や
こ
の
批
判
の
精
神
は
広
く

社
会
的
攻
治
的
問
題
ま
で
進
め
ら
れ
て
い
る
の
は
当
然
と
い
え
る
の

で
あ
り
「
人
恒
の
産
な
き
時
工
恒
の
心
な
し
。
人
き
は
ま
り
て
盗
み

す
」
「
士
冶
ら
ず
し
て
、
実
読
の
苦
し
み
あ
ら
ぽ
と
か
の
者
絶
（
ゆ
）

べ
か
ら
、
P
一
と
行
為
の
根
本
三
横
た
わ
る
原
因
の
本
質
的
な
も
の
の

追
求
、
光
川
内
の
山
政
と
な
っ
て
翼
奈
さ
れ
、
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
o

所
で
長
羽
の
狭
い
一
面
的
な
侃
野
に
較
べ
て
、
兼
好
の
広
い
深
い

多
濁
約
L£
況
野
と
の
ち
が
い
ユ
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

長
明
主
電
世
と
い
う
次
元
に
れ
た
く
な
に
も
と
じ
こ
も
り
、
己
れ
自

身
を
疑
見
し
、
兼
好
は
こ
れ
に
対
し
こ
の
次
元
よ
り
、
俗
世
間
を
冷

静
に
悦
b
て
お
り
、
彼
に
お
ナ
る
遁
世
は
世
間
か
ら
の
逃
避
で
は
も

ち
ろ
ん
な
く
、
冷
静
に
、
鋭
く
観
察
す
る
た
め
の
傍
観
的
場
所
と
し

て
の
方
去
論
泊
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
傍
観
者
的
視
野
、
す

な
わ
ち
茎
観
的
立
場
に
立
っ
た
か
ら
、
冷
静
に
見
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
両
者
の
注
格
の
ち
が
い
も
少
な
か
ら
ず
作
用
し

て
い
る
が
、
兼
好
は
長
明
よ
り
も
寛
容
な
心
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。

11llllti 1' 

『
自
由
』
と
い
う
も
の
を
我
が
も
の
と
し
、
ま
た
共
に
そ
の
限
界
を

も
知
っ
て
い
た
。
人
生
に
お
け
る
「
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
L
に
、
日
暮

ら
し
、
現
に
む
か
ひ
て
・
・
・
」
と
つ
れ
づ
れ
な
る
心
で
世
界
を

見
、
人
聞
を
芸
術
を
人
生
を
語
っ
て
い
る
心
の
中
に
は
常
に
「
あ
や

し
う
こ
そ
も
の
ぐ
る
ほ
し
」
き
と
異
常
な
ま
で
の
衝
動
を
抑
制
し
て

叙
述
し
て
い
る
態
度
、
人
生
に
お
け
る
孤
独
な
る
境
地
へ
と
到
達
し

て
い
た
。

（
註
一
〉
唐
木
順
三
「
中
世
文
学
（
つ
れ
づ
れ
草
）
」

（
註
一
一
一
）
永
積
安
明
「
中
世
文
学
論
（
徒
然
草
の
論
理
構
造
〉
」
よ
り
参
照

（
四
）
遁
世
生
活
に
つ
い
て

さ
て
両
者
が
最
終
的
に
と
っ
た
生
活
形
態
、
す
な
わ
ち
遁
世
生
活

は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

長
明
は
「
五
十
の
春
を
迎
え
て
、
家
を
出
て
、
世
背
け
り
」
と
五

十
才
の
時
出
家
し
て
遁
世
生
活
に
入
る
の
で
あ
る
が
、
日
野
山
の
方

丈
庵
に
定
着
す
る
前
に
、
大
原
山
に
五
年
住
ん
で
い
る
が
、
本
格
的

出
家
生
活
は
こ
の
方
丈
庵
に
お
け
る
閑
居
生
活
で
あ
る
。
先
ず
「
旅

人
の
一
夜
の
宿
を
つ
く
り
、
老
（
い
〉
た
る
蚕
の
繭
を
営
む
が
ご

と
」
く
そ
の
生
活
は
、
寸
心
を
休
む
べ
き
」
場
所
と
し
て
始
め
ら
れ

る
。
中
比
の
栖
と
な
ら
べ
る
に
百
分
の
一
に
も
及
ば
ぬ
程
の
「
広
さ

r

は
わ
づ
か
に
方
丈
、
高
さ
は
七
尺
」
ば
か
り
の
狭
き
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
狭
き
も
の
と
は
い
え
趣
に
富
ん
で
い
る
。
関
伽
棚
を
設
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け
、
阿
弥
陀
の
絵
像
を
安
置
し
、
普
賢
を
か
き
、
そ
し
て
法
華
経
も

あ
る
。
さ
ら
に
竹
の
吊
概
の
吊
棚
の
黒
き
皮
龍
の
中
に
は
和
歌
管

絃
、
往
生
要
集
を
収
め
て
い
る
。
を
り
琴
、
つ
ぎ
琵
琶
ま
で
持
ち
込

ま
れ
て
あ
る
。
そ
の
庵
は
、
心
に
か
な
は
ぬ
事
が
あ
れ
ば
「
や
す
く

外
へ
移
す
」
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
場
所
柄
も

四
季
折
々
の
情
趣
を
味
、
太
う
に
は
少
く
と
も
格
好
の
場
所
の
よ
う
に

見
え
る
o

春
は
藤
波
を
な
が
め
、
夏
は
郭
公
を
聞
き
、
秩
に
は
ひ
ぐ

ら
し
の
戸
を
聞
き
く
ら
し
な
が
ら
冬
に
な
る
と
雪
の
積
り
消
ゆ
る
さ

ま
を
見
て
情
趣
を
味
わ
っ
て
い
る
。
「
念
仏
も
の
う
く
、
読
経
ま
め

な
ら
ぬ
時
は
、
み
づ
か
ら
休
み
、
身
づ
か
ら
お
こ
た
る
」
さ
ら
に
は

「
満
沙
弥
が
風
情
を
盗
み
、
源
都
督
の
お
こ
な
ひ
を
な
ら
」
っ
た

り
、
そ
れ
で
も
な
ほ
「
余
興
あ
れ
ば
、
し
ば

l
i松
の
ひ
X
き
に
秩

風
楽
を
た
ぐ
へ
、
水
の
お
と
に
流
泉
の
曲
を
あ
や
つ
」
っ
て
「
ひ
と

り
し
ら
ベ
、
ひ
と
り
詠
じ
て
、
み
づ
か
ら
情
を
や
し
な
」
っ
て
い
る

有
様
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
も
は
や
世
を
遁
れ
た
出
家
僧
と
し
て

の
仏
道
修
業
の
生
活
で
は
な
く
、
芸
術
に
親
し
む
、
ま
こ
と
芸
術
三

味
の
、
何
物
に
も
圧
迫
さ
れ
な
い
自
由
な
そ
れ
に
も
増
し
て
風
雅
な

生
活
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ひ
と
り
「
閑
居
の
気
味
」
を
楽

し
み
い
わ
ゆ
る
「
方
丈
の
栄
華
」
ハ
註
一
）
を
味
わ
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
己
れ
ひ
と
り
「
閑
居
の
楽
し
さ
、
自
由
を
味
わ

う
の
に
何
故
、
「
惣
て
か
ゃ
う
の
楽
し
み
、
富
め
る
人
に
対
し
て
い

ふ
に
あ
ら
ず
。
只
、
わ
が
身
ひ
と
つ
に
と
り
て
、
む
か
し
今
と
を
な

ぞ
ら
ふ
る
ば
か
り
な
り
」
と
、
断
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

ろ
う
か
。
ひ
と
り
「
流
泉
の
曲
を
あ
や
つ
」
り
、
味
わ
う
の
に
「
人

の
耳
を
よ
ろ
こ
ば
し
め
む
と
に
は
あ
ら
ず
」
と
心
な
ら
ず
も
い
い
添

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
o

こ
の
独
居
に
於
て
、
「
た
H
A

し
づ
か

な
る
を
望
（
み
）
と
し
、
憂
ヘ
無
き
を
た
の
し
み
」
と
し
て
い
る
は

ず
で
あ
る
の
に
、
「
人
に
ま
じ
は
ら
さ
れ
ば
、
す
が
た
を
恥
づ
る
悔

い
も
な
し
」
と
、
わ
ざ
／
＼
他
者
を
意
識
し
て
憂
え
げ
に
気
を
つ
か

う
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
は
、
そ
れ
に
と
っ
て
満
足
さ
れ
た
生
活
な

ら
、
ま
し
て
や
充
た
さ
れ
た
心
で
あ
る
な
ら
、
自
由
な
素
直
さ
と
、

も
っ
と
仲
び
や
か
な
精
神
を
持
っ
て
、
他
人
へ
の
思
わ
く
な
ど
へ
の

気
づ
か
い
は
お
こ
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
こ
の
閑
居
の
気

味
に
も
心
か
ら
満
足
し
て
い
な
い
長
咲
の
姿
が
あ
る
と
考
え
る
の
で

あ
る
。

一一 23-

長
明
に
は
貴
族
の
末
流
な
が
ら
寄
人
に
擬
せ
ら
れ
る
程
の
才
能
が

あ
り
、
貴
族
社
会
に
浮
遊
す
る
者
の
一
人
で
あ
っ
た
が
、
一
旦
現
実

社
会
に
あ
る
こ
と
を
否
定
し
、
出
家
し
て
心
の
休
む
べ
き
場
所
と
し

て
求
め
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
「
世
を
遁
れ
て
、
山
林
に
ま
じ
は
る

は
、
心
を
修
め
て
道
を
行
は
む
」
と
心
に
決
し
た
遁
世
生
活
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
う
あ
る
は
ず
の
生
活
、
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

生
活
が
心
を
修
め
道
を
行
わ
む
と
す
る
僧
と
し
て
の
生
活
に
は
あ
ら

ず
し
て
、
否
定
し
た
は
ず
の
貴
族
的
芸
術
家
的
生
活
が
復
元
さ
れ
て

い
る
で
は
な
い
か
。
自
己
の
意
に
反
し
た
生
活
で
あ
る
と
認
め
な
が

ら
も
、
「
閑
居
の
気
味
」
を
楽
し
み
と
し
、
そ
こ
に
心
の
自
由
を
求

め
ま
た
、
見
い
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
自
己
の
弱
さ
と
、
事
実
心



な
ら
ず
も
楽
し
み
を
見
い
出
し
て
い
る
自
己
の
矛
盾
し
た
姿
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

長
明
に
お
い
て
自
己
の
弱
さ
は
そ
の
ま
ま
、
自
我
で
あ
る
と
い
え

る
。
そ
の
己
れ
の
自
我
が
「
わ
れ
、
今
、
身
の
為
に
む
す
べ
り
。
人

の
為
に
つ
く
ら
ず
」
と
他
者
を
意
識
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
て
、
己
れ

の
自
我
へ
の
孤
独
な
応
酬
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
長
明
の
遁
世
生
活
、
そ
れ
は
心
の
休
む
べ
き
場
所
と
し

て
求
め
、
己
れ
の
意
に
則
し
て
い
な
が
ら
も
あ
え
て
則
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
苦
し
み
、
そ
れ
が
自
己
凝
視
へ
さ
ら
に
自
己
追
求
へ
と
突

き
進
ま
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
彼
の
閑
居
生
括
は
「
心
を
休
む

べ
き
場
所
」
と
し
て
求
め
ら
れ
「
止
む
を
得
ず
の
延
世
」
生
活
と
し

て
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

一
＋
刀
兼
好
の
出
家
は
、
長
明
よ
り
も
早
い
年
代
の
頃
で
、
三
十
才

の
頃
に
は
既
に
出
家
の
身
で
あ
り
、
彼
れ
り
遁
世
生
拒
は
世
か
ら
遁
れ

て
草
庵
に
ひ
き
こ
も
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
め
後
も
度
々
、
都

に
帰
り
宮
中
に
も
参
内
し
歌
合
わ
せ
に
も
顔
を
出
し
て
い
る
の
で
あ

》

Q

。
「
法
師
ば
か
り
羨
ま
し
か
ら
ぬ
も
の
は
あ
ら
じ
」
と
法
師
の
身
を
述
・

ベ
、
心
を
清
め
る
た
め
の
閑
居
生
活
「
山
寺
に
か
き
こ
も
り
て
、
仏

に
仕
う
ま
つ
る
こ
そ
、
つ
れ
づ
れ
も
な
く
心
の
濁
り
も
清
ま
る
心
地

す
れ
」
と
一
応
山
寺
の
寵
居
生
活
を
肯
定
し
て
い
る
o

し
か
も
一
つ

の
「
あ
ら
ま
ほ
し
き
姿
」
と
し
て
、
「
い
か
に
も
し
て
世
を
の
が
れ
’

ん
こ
と
こ
そ
、
あ
ら
ま
ほ
し
け
れ
」
と
熱
心
に
仏
道
修
行
を
唱
説
す

る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
人
の
「
心
は
縁
に
ひ
か
れ
て
移
る
も
の
」
で

あ
る
か
ら
「
閑
な
ら
で
は
道
は
行
じ
が
た
し
」
と
閑
静
な
境
地
で
な

い
と
修
行
で
き
な
い
と
、
n

そ
の
必
要
性
を
認
め
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん

そ
の
生
活
に
お
け
る
最
低
限
の
必
需
品
、
紙
の
袋
、
麻
の
衣
な
ど
列

挙
し
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
簡
素
生
活
の
提
唱
で
あ
る
。
長
明

も
自
給
自
足
の
生
活
と
は
い
え
、
さ
さ
や
か
な
精
神
的
費
沢
と
も

い
う
べ
き
、
を
り
琴
、
つ
ぎ
琵
琶
が
付
加
さ
れ
て
い
た
o
兼
好
に
お

け
る
こ
の
簡
素
性
は
「
あ
ら
ま
ほ
し
き
」
も
の
の
一
つ
の
要
素
で
あ

っ
て
実
用
性
と
共
に
常
に
強
調
さ
れ
て
い
る
o

再
々
一
彼
は
大
事
、
す
な
わ
ち
仏
道
へ
の
帰
依
の
必
要
を
説
く
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
た
と
え
「
い
ま
だ
誠
の
道
を
知
ら
ず
と
も
、
縁
を

離
れ
て
身
を
閑
に
し
、
事
に
あ
づ
か
ら
ず
し
て
ゐ
を
や
す
く
せ
ん
こ

そ
、
暫
ハ
く
〉
楽
し
ぶ
と
も
言
ひ
っ
ベ
け
れ
」
な
の
で
あ
っ
て
、

「
仏
道
を
願
ふ
と
い
ふ
は
、
別
の
事
な
し
、
暇
あ
る
身
に
な
り
て
、

世
の
事
を
心
に
か
け
ぬ
を
第
一
の
道
と
す
」
る
の
で
あ
り
、
結
局
世

俗
を
離
れ
て
我
が
身
を
安
ら
か
に
し
、
そ
こ
に
楽
し
み
を
見
い
出
す

こ
と
、
す
な
わ
ち
こ
れ
が
遁
世
生
活
な
の
で
あ
り
仏
道
修
行
に
通
ず

る
も
の
な
の
で
あ
る
と
い
う
。

し
か
し
、
「
人
事
多
か
る
中
に
道
を
た
の
し
ぶ
よ
り
気
味
ふ
か
き

は
な
し
」
と
い
い
な
が
ら
も
、
兼
好
は
道
を
た
の
し
ぶ
こ
と
が
、
何

で
あ
る
の
か
を
知
っ
て
い
た
。

「
世
を
背
け
る
草
の
庵
に
は
、
閑
に
水
石
を
も
て
あ
そ
び
て
、
こ

れ
を
余
所
に
聞
（
く
）
と
思
へ
る
は
、
い
と
は
か
な
し
。
し
づ
か
な

- 24ー



る
山
の
奥
、
無
常
の
か
た
き
競
ひ
来
ら
ざ
ら
ん
や
。
そ
の
死
に
の
ぞ

め
る
事
、
寧
の
陣
に
進
め
る
に
同
じ
。
L

と
常
に
無
常
な
る
実
の
相

が
あ
っ
た
。
こ
こ
に
も
無
常
の
風
は
吹
い
て
い
た
。

兼
好
は
ひ
た
ぶ
る
の
世
す
て
人
で
は
な
か
っ
た
。
修
道
者
の
自
分

に
囚
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
放
な
る
長
明
の
如
き
自
己
追
求

も
、
自
責
も
そ
こ
に
は
な
い
。
す
で
に
無
常
へ
の
雷
嘆
も
感
傷
も
見

い
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
つ
れ
づ
れ
わ

ぶ
る
人
は
、
い
か
な
る
心
な
ら
ん
o

ま
き
る
L
か
た
な
く
、
た
父
ひ

と
り
あ
る
の
み
こ
そ
よ
け
れ
。
」
と
兼
好
は
つ
れ
づ
れ
わ
ぶ
る
人
で

は
な
か
っ
た
の
だ
。

兼
折
に
お
け
る
遁
世
生
活
は
無
常
な
る
生
を
知
っ
て
、
生
を
養

ひ
、
無
常
な
る
生
を
楽
し
む
生
活
、
否
む
し
ろ
蒸
し
む
こ
と
そ
の
も

の
の
無
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

長
明
は
世
会
を
捨
て
人
聞
を
避
け
、
そ
し
て
そ
こ
に
生
き
る
道
を

求
め
、
兼
好
の
き
一
う
ひ
た
ぶ
る
の
世
す
て
人
の
自
覚
に
お
い
て
、
自

責
し
自
己
凝
視
の
窮
地
に
自
ら
追
い
込
み
、
兼
好
は
修
道
者
と
し
て

の
自
己
に
、
何
ら
囚
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
し
か
も
つ
れ
づ
れ
な
る

ま
ま
に
恋
を
語
り
、
自
然
を
楽
し
み
、
社
会
を
批
判
し
て
い
る
。

こ
こ
に
両
者
の
隠
者
と
し
て
の
ち
が
い
が
見
い
出
さ
れ
る
の
で
あ

ヲ
Q

。
制
世
界
観
に
つ
い
て

方
丈
記
と
徒
然
草
に
お
い
て
見
ら
れ
る
世
界
観
、
そ
れ
は
無
常
観

で
あ
る
。

長
明
は
先
、
ず
官
頭
の
句
に
よ
っ
て
そ
の
無
常
感
を
表
出
し
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
前
述
し
た
整
然
と
し
た
構
想
も
、
被
の
強
烈
な
ま
で

の
無
常
感
の
深
さ
に
さ
さ
え
ら
れ
て
編
み
出
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
ほ
と
ん
と
悲
哀
感
的
で
あ
り
、
し
か
も
絶

望
的
な
ま
で
に
世
の
無
常
な
相
を
感
受
し
象
観
的
に
あ
る
い
は
具
体

性
を
帯
び
て
語
っ
て
い
る
。

作
者
は
「
か
つ
消
え
か
っ
結
び
て
」
、
「
朝
に
死
に
、
タ
に
生
る

る
」
等
と
現
実
に
お
け
る
、
消
滅
面
と
生
起
面
を
共
に
対
句
的
に
記

L
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
終
始
一
貫
し
て
全
て
生
起
置
が
捨

象
さ
れ
指
被
面
の
み
に
集
中
し
て
お
り
、
こ
こ
に
一
面
叡
住
な
無
常

感
し
か
、
う
ち
出
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
無
常
感
の
一
一
回

性
は
永
積
氏
の
指
摘
さ
れ
て
い
る
歴
史
酌
意
識
の
欠
如
に
五
づ
く
も

の
で
あ
る
こ
と
は
、
今
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
歴
史
的
発

展
の
弘
前
涯
を
意
議
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
福
原
遷
都
の
叙
述
場
面
を
見
て
み
る
と
、
「
右

京
は
す
で
に
荒
ハ
れ
）
て
、
新
都
は
い
ま
だ
成
ら
ず
」
と
、
旧
都
は

滅
び
て
も
、
い
ま
だ
新
都
が
成
ら
な
い
と
い
う
時
代
衰
動
の
避
渡
的

な
も
の
を
、
少
く
と
も
感
覚
的
に
は
、
無
意
認
の
う
ち
に
感
じ
と
っ

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
過
渡
期
な
る
が
散
の
不
安
と
頼
よ

り
な
さ
を
感
じ
と
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
無
意
識
的
な
感
じ
方
だ
け

に
、
そ
の
不
安
は
押
さ
え
難
い
も
の
が
あ
り
徹
底
的
に
無
常
感
を
深

め
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
彼
の
無
常
感
に
拍
車
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を
か
け
た
も
の
、
そ
れ
は
長
明
の
社
会
に
お
け
る
地
位
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
o
末
流
な
が
ら
確
た
る
貴
族
社
会
に
根
を
下
ろ
す
一
貴
族

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
社
会
的
地
位
と
位
置
に
我
身
を
処
す
る

に
つ
け
て
、
自
ら
「
所
に
よ
り
身
の
程
に
し
た
が
ひ
っ
ー
へ
心
を
な

や
ま
す
事
は
あ
げ
て
不
可
許
」
と
一
記
し
て
い
る
よ
う
に
長
明
の
心
は

一
時
も
休
ま
る
状
態
で
は
な
く
「
世
に
し
た
が
へ
ば
、
身
く
る
し
。

し
た
が
は
ね
ば
、
狂
せ
る
」
と
い
う
窮
迫
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
彼
の
出
家
が
発
心
に
あ
ら
ず
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現

実
否
定
で
は
あ
っ
て
も
、
決
し
て
貴
族
社
会
そ
の
も
の
の
否
定
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

現
実
世
界
を
否
定
し
た
も
の
の
、
現
に
現
実
世
界
が
肯
定
さ
れ
て
い

る
で
は
な
い
か
。
彼
は
精
神
に
お
い
て
こ
れ
を
否
定
し
、
生
活
に
お

い
て
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
表
裏
一
体
を
な
し
た
矛
盾
の

上
に
彼
の
無
常
観
が
取
得
さ
れ
た
と
も
い
え
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

結
局
長
明
の
世
界
観
は
最
後
ま
で
生
の
肯
定
に
立
っ
た
、
つ
ま
り

「
主
体
の
有
を
中
心
に
し
て
無
が
そ
の
周
囲
を
ぼ
か
し
て
い
た
」

（
中
世
の
文
学
唐
木
順
一
一
一
著
）
世
界
観
の
と
ら
え
方
で
あ
り
、
そ
の
故

に
彼
の
無
常
観
は
、
悲
哀
的
一
詠
嘆
性
を
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
し
、

現
実
の
否
定
的
側
面
の
み
を
強
く
意
識
し
た
消
極
的
な
一
間
性
と
い

う
限
界
づ
き
の
世
界
観
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
長
明
に
あ
っ
た
「
主
体
の
有
」
は
兼
好
に
お
い
て
は
束
の
間

の
、
生
れ
ま
た
死
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
兼
好
の
無
常
観
は
現
実
の
真
の
相
と
し
自
覚
的
に
と
ら
え

覇
軍
場
建
立
宮
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ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
世
は
さ
だ
め
な
き
こ
そ
い
み
じ
け
れ
」

と
人
生
の
は
か
な
さ
を
認
め
て
い
る
し
、
そ
の
は
か
な
い
運
命
感
は

厭
世
感
に
は
結
び
つ
か
な
い
。
さ
だ
め
が
な
い
か
ら
い
み
じ
い
の
だ

し
、
折
節
の
移
り
か
は
り
が
あ
る
か
ら
、
物
ご
と
に
哀
れ
が
あ
る
の

だ
と
、
無
常
な
る
人
生
の
移
り
か
は
り
を
肯
定
し
て
い
る
。
そ
し
て

心
の
持
ち
方
に
よ
っ
て
こ
の
無
常
感
を
克
服
し
て
い
っ
て
お
り
、
こ

れ
は
彼
の
生
き
方
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
無
常
な

る
世
に
立
脚
し
た
生
活
、
即
ち
無
常
な
る
生
を
生
き
よ
う
と
い
う
の

で
あ
る
。
死
を
前
提
と
し
て
、
生
を
肯
定
し
、
生
け
る
間
の
生
を
楽

し
む
。
そ
こ
に
は
当
然
名
利
は
必
要
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
財
も
い

ら
な
い
費
沢
な
住
ま
い
も
不
要
、
た
だ
簡
素
な
生
活
、
実
用
に
則
し

た
あ
ら
ま
ほ
し
き
生
活
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
に
彼
の
自
覚
的

な
無
常
観
主
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
方
丈
記
的
無
常
観
の

段
階
か
ら
発
展
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
方
丈
記
に
見
え

る
ま
っ
た
く
の
悲
哀
感
的
一
同
性
の
そ
れ
か
ら
、
徒
然
草
の
自
覚
さ

れ
た
そ
れ
へ
の
歩
み
は
、
同
じ
よ
う
な
歴
史
的
変
革
期
の
中
で
両
作

品
、
が
生
み
出
さ
れ
た
と
は
い
え
、
百
三
十
年
の
時
代
の
経
過
を
ぬ
き

に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
歩
み
は
歴
史
そ
の
も
の
の
歩
み
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
こ
の
両
者
に
見
ら
れ
た
種
々
の
相
違
な
る
も
の
も
、
す
べ

て
両
者
に
お
け
る
こ
の
世
界
観
の
と
ら
え
方
の
想
違
に
そ
の
根
拠
を

も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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三
、
結

日、
~IHI 

両
作
品
の
比
較
考
察
に
よ
っ
て
、
諸
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で

あ
る
、
が
、
随
筆
で
あ
る
だ
け
に
作
品
を
通
し
て
そ
こ
に
は
常
に
作
者

の
精
神
の
息
吹
き
が
肌
に
感
じ
ら
れ
る
o

す
な
わ
ち
こ
の
方
丈
記
ほ

ど
、
作
者
そ
の
人
の
血
肉
、
が
ひ
し
／
1
h
と
感
じ
ら
れ
る
も
の
は
な
い

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
一
方
徒
然
草
に
比
し
て
、
世
界
を
と
ら
え
る
の

に
そ
の
半
面
L
か
と
ら
え
待
な
か
っ
た
に
し
ろ
己
れ
の
持
つ
無
常
感

か
ら
、
自
己
内
心
の
凝
視
へ
と
自
己
を
発
展
し
得
て
い
る
で
は
な
い

か
。
長
明
は
独
居
の
境
地
に
遁
れ
な
が
ら
も
、
自
我
意
識
に
苦
し

み
、
自
己
を
見
つ
め
、
そ
の
追
求
の
果
て
に
、
と
ど
の
つ
ま
り
自
己

の
誠
実
さ
を
露
呈
し
「
い
か
に
生
く
べ
き
か
」
を
問
う
て
、
そ
れ
で

も
心
更
に
答
ふ
る
事
な
し
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
そ
の

良
心
の
素
直
さ
。
こ
こ
に
無
常
な
が
ら
も
生
き
よ
う
と
す
る
人
間
と

し
て
の
勝
利
の
姿
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
o

仏
道
者
と
し
て
あ
る

ま
じ
か
ら
ぬ
「
不
請
（
の
）
念
仏
」
だ
と
は
い
え
、
そ
の
立
場
に
立

っ
て
自
己
に
批
判
の
目
を
向
け
、
自
己
を
追
求
し
て
い
る
o

こ
の
自

己
追
求
の
精
神
、
こ
こ
に
方
丈
記
の
本
質
的
な
価
値
を
見
た
い
の
で

あ
る
。
自
己
の
矛
盾
な
る
真
実
の
姿
を
露
呈
し
て
い
る
と
は
い
え
、

決
し
て
告
白
で
も
な
く
、
自
己
の
閑
居
生
活
の
意
義
づ
け
で
も
な

く
、
こ
こ
に
は
生
へ
の
執
着
に
裏
付
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
狂
熱
心
が

あ
っ
た
。
む
し
ろ
無
常
に
か
じ
り
つ
い
て
も
生
き
た
い
。
そ
の
執
心

が
長
明
に
筆
を
と
ら
せ
た
と
も
い
え
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
徒
然
草
の
兼
好
に
あ
る
の
は
つ
れ
づ
れ
な
る
心
で
あ
っ
た
と
い

え
る
o

人
聞
の
絶
対
的
な
孤
独
を
深
く
か
み
し
め
な
が
ら
、
そ
の
心

の
孤
独
に
立
脚
し
た
己
れ
の
無
常
な
る
生
を
生
き
よ
う
と
い
う
兼
好

に
は
、
執
心
な
る
も
の
は
不
要
で
あ
り
、
無
意
味
な
も
の
で
さ
え
あ

っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
い
え
ば
、
彼
の
観
察
限
の
鋭
さ
と
確
か
さ

は
、
無
そ
の
も
の
の
姿
さ
え
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
無
な
る
生
を
生
き
よ
う
と
す
る
兼
好
に
は
、
心
の
持
ち

方
に
よ
っ
て
生
を
楽
し
み
に
変
え
て
い
く
と
い
う
彼
の
生
き
方
が
あ

っ
た
の
だ
。
し
か
し
そ
こ
に
は
信
仰
そ
の
も
の
は
無
く
て
も
よ
か
っ

た
。
「
諸
縁
放
下
す
べ
し
」
と
励
め
て
い
る
そ
の
事
自
体
の
中
に

は
、
求
道
の
意
味
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
誠
の
道
を

知
ら
ず
と
も
、
た
と
え
知
っ
た
と
し
て
も
所
詮
、
無
の
前
に
立
っ
た

兼
好
に
は
大
し
て
格
別
の
事
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
念
仏
に
た
ょ
っ

た
と
て
「
往
生
は
二
疋
と
思
へ
ば
一
定
、
不
定
と
思
へ
ば
不
定
」
が

如
き
心
の
持
ち
方
な
の
だ
と
、
い
う
の
で
あ
る
o

し
か
し
な
が
ら
こ

の
拠
り
所
と
し
た
「
心
」
に
も
実
の
所
、
兼
好
は
無
な
る
も
の
を
見

て
い
た
の
で
あ
る
。
「
我
等
、
が
こ
L

ふ
ろ
に
念
々
の
ほ
し
き
ま
与
に
来

り
う
か
ぶ
も
、
心
と
い
ふ
も
の
の
な
き
に
や
あ
ら
ん
」
と
。
も
は
や

兼
好
に
は
頼
る
べ
き
も
の
は
何
も
な
か
っ
た
。
「
万
事
は
皆
非
な

り
、
言
ふ
に
た
ら
ず
、
願
ふ
に
た
ら
ず
」
で
あ
っ
た
、
兼
好
の
心
の

中
に
は
た
だ
不
定
と
心
得
る
も
の
の
み
の
持
つ
、
絶
対
的
な
寂
し
さ

が
あ
っ
た
の
だ
。
も
の
ぐ
る
ほ
し
き
ば
か
り
の
寂
し
さ
へ
の
は
け

口
、
そ
れ
が
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
の
徒
然
草
で
あ
っ
た
と
い
え
る
と

思
う
の
で
あ
る
o

あ
ら
ゆ
る
矛
屑
を
包
含
し
た
中
に
、
兼
好
と
い
う
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一
人
の
ま
さ
に
中
世
と
い
う
時
代
に
生
き
た
、
中
世
的
人
聞
が
浮
き

彫
り
に
さ
れ
て
い
る
o

お
な
つ
清
十
郎
五
十
年
忌
歌
念
仏
の

劇

的

表

現

松

尾

己
サ
ヲ

『
お
な
つ
清
十
郎
五
十
年
忌
歌
念
仏
』
は
外
題
か
ら
し
て
明
ら
か

な
よ
う
に
、
事
件
後
五
十
年
目
に
上
演
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

問
、
歌
謡
、
歌
舞
伎
狂
言
、
歌
祭
文
、
そ
れ
に
西
鶴
の
『
好
色
五
人

女
』
等
の
か
た
ち
を
と
っ
て
、
か
な
り
民
衆
に
親
し
ま
れ
て
い
た
。

近
松
は
、
こ
の
民
衆
の
中
に
か
な
り
深
く
根
ざ
し
て
い
る
「
は
な
し

」
を
、
ど
の
よ
う
な
劇
的
表
現
を
も
っ
て
、
民
衆
の
要
求
に
応
じ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
近
松
が
脚
色
を
す
る
に
最
も
影
響
を
与
え
た
で
あ

ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
西
鶴
の
『
好
色
五
人
女
巻
一
姿
姫
路
清
十
郎

物
語
』
を
参
考
に
し
て
こ
の
点
を
考
え
て
み
た
い
。

一

素

材

歌
謡
に
歌
わ
れ
た
お
夏
清
十
郎
は
、
流
浪
す
る
の
を
常
と
し
た

書
掲
濁
酒
器
溜
婚
翠
鳴
等
翁
者
情
誼
叫

ι準
品
必
喝
の
A
h

完

が
、
実
説
と
思
わ
れ
る
お
夏
清
十
郎
は
都
市
に
定
着
し
て
い
る
。
近

松
よ
り
い
ち
は
や
く
物
語
化
し
た
西
鶴
は
、
実
説
を
主
と
し
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
二
人
を
駈
落
さ
せ
、
そ
し
て
お
夏
を
出

家
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
即
ち
実
説
の
定
着
型
に
流
浪
型
の
お
夏

清
十
郎
物
語
を
融
合
さ
せ
て
成
功
し
て
い
る
。

近
松
は
ど
う
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
穂
積
以
貫
の
『
難
波
土
産
』
に

よ
れ
ば
、
浄
瑠
璃
は
人
の
心
の
慰
み
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
っ
て
い
る
。
こ
の
浄
瑠
璃
の
特
性
を
考
慮
に
入
れ
て
、
そ
し
て
先

行
作
に
西
鶴
の
試
み
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
流
浪
型
と
定
着
型
の
融

和
を
は
か
つ
て
い
る
。
民
衆
の
中
に
育
て
ら
れ
た
」
お
夏
清
十
郎
の

は
な
し
」
を
無
視
し
て
は
浄
瑠
璃
と
し
て
は
成
功
し
な
い
と
考
え
た

の
で
あ
る
。
実
説
に
歌
謡
の
持
情
性
を
持
た
せ
、
そ
し
て
西
鶴
に
よ

っ
て
で
き
た
イ
メ
ー
ジ
を
も
殺
す
こ
と
な
く
、
浄
瑠
璃
と
し
て
の
成

功
を
遂
げ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
西
鶴
よ
り
も
後
の
作
と
い
う
こ
と

で
近
松
の
苦
心
が
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
西
鶴
と
ぴ
っ
た
り
同
じ

趣
向
で
は
勿
論
成
功
し
な
い
だ
ろ
う
し
、
そ
う
か
と
い
っ
て
全
然
違

う
趣
向
で
も
看
客
は
喜
ば
な
い
だ
ろ
う
。

。ハv
n／
作

二
近
松
の
趣
向

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
西
鶴
よ
り
後
作
と
い
う
こ
と
で
、
看
客

の
思
み
に
か
な
う
た
め
に
相
当
の
苦
心
を
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
が
、
二
作
品
の
類
似
点
及
び
相
違
点
、
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

近
松
の
趣
向
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。


