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●
江
戸
人
と
教
訓
（
続
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徒
然
草
「
鼎
」
の
段
を
読
む

川
平　

敏
文

前
回
私
は
、「
猫
ま
た
」
の
段
に
お
け
る
江
戸
時
代
の
注
釈
を
参

考
に
、
そ
こ
か
ら
説
教
者
と
し
て
の
兼
好
の
姿
を
夢
想
し
た
。
徒
然

草
は
い
わ
ば
「
説
教
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
も

の
で
あ
り
、
何
の
変
哲
も
な
い
よ
う
に
見
え
る
た
だ
の
笑
い
話
で
は

あ
っ
て
も
、
そ
の
背
後
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
い
つ
で
も
そ
れ
を
教

訓
に
転
化
し
う
る
よ
う
な
「
構
え
」
が
用
意
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う

説
で
あ
る
。
今
回
は
特
に
第
五
三
段
の
話
を
中
心
に
取
り
上
げ
な
が

ら
、
も
う
少
し
こ
の
問
題
に
つ
い
て
話
し
て
み
た
い
と
思
う
。

一
　
鼎
が
抜
け
ず
大
騒
ぎ

徒
然
草
・
第
五
三
段
は
、
座
興
で
被
っ
た
鼎
（
次
頁
図
版
参
照
）

が
抜
け
な
く
な
り
、あ
や
う
く
命
を
失
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
い
う
、

お
っ
ち
ょ
こ
ち
ょ
い
な
法
師
の
話
。
高
等
学
校
の
教
科
書
や
副
読
本

で
も
有
名
な
段
だ
。

今
で
は
と
ん
と
見
か
け
な
く
な
っ
た
が
、筆
者
が
小
さ
い
頃
に
は
、

近
所
の
駄
菓
子
屋
に
、
瓶び
ん

入
り
の
コ
ー
ラ
と
か
ス
プ
ラ
イ
ト
と
か
が

必
ず
置
い
て
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
店
頭
で
豪
快
に
ラ
ッ
パ
飲

み
し
、
友
だ
ち
と
何
や
ら
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
う
ち
に
、
人
差
し
指
を

飲
み
口
に
つ
っ
こ
ん
で
し
ま
い
、
さ
て
抜
か
ん
と
す
る
に
抜
け
ず
に

冷
や
汗
を
か
い
た
、
な
ど
と
い
う
こ
と
が
再
三
あ
っ
た
。

ま
あ
ジ
ュ
ー
ス
の
瓶
く
ら
い
で
あ
れ
ば
、
最
終
的
に
は
割
っ
て
し

ま
え
ば
そ
れ
で
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
公
園
な
ど
で
一
人
遊
び
を

し
て
い
る
と
き
、遊
具
の
穴
で
同
様
の
こ
と
が
起
こ
っ
た
場
合
な
ど
、

下
半
身
が
む
ず
む
ず
す
る
よ
う
な
、
本
当
に
な
ん
と
も
い
え
な
い
焦

燥
感
が
あ
っ
て
、
い
ま
こ
う
し
て
思
い
出
し
た
だ
け
で
も
、
当
時
の

自
分
が
可
哀
想
に
思
え
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
事
態
の
最
悪
の
ケ
ー

ス
が
、
今
か
ら
述
べ
る
話
だ
。

舞
台
は
京
都
の
仁に
ん

和な

寺じ

。
稚ち

児ご

（
寺
院
に
仕
え
る
子
ど
も
）
が
成

人
し
て
剃
髪
し
、「
法
師
」
に
な
る
そ
の
記
念
と
い
う
の
で
、
先
輩

法
師
た
ち
が
酒
宴
を
開
い
た
。
そ
こ
で
、あ
る
法
師
が
酔
っ
ぱ
ら
い
、

興
に
入
る
あ
ま
り
、
そ
ば
に
あ
っ
た
鼎
を
と
っ
て
無
理
や
り
頭
を
ね

じ
込
み
、
舞
い
始
め
た
。
そ
の
姿
が
な
ん
と
も
可
笑
し
く
て
、
座
は

大
い
に
盛
り
上
が
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
し
ば
ら
く
し
て
鼎
を
抜
こ
う
と
す
る
と
、
全
く
抜
け

な
い
。
始
め
は
面
白
が
っ
て
見
て
い
た
周
囲
の
人
々
も
、
だ
ん
だ
ん

血
の
気
が
引
き
始
め
、「
酒
宴
こ
と
さ
め
て
、
い
か
が
は
せ
ん
と
ま
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ど
ひ
け
り
」。
み
ん
な
で
力
を
入
れ
て
引
き
抜
こ
う
と
す
る
と
、
首

の
廻
り
が
赤
く
擦
れ
て
、
そ
こ
か
ら
血
が
垂
れ
、
そ
の
う
ち
ど
ん
ど

ん
腫
れ
て
く
る
。
呼
吸
も
困
難
な
様
子
で
あ
る
か
ら
、
い
っ
そ
鼎
を

叩
い
て
割
っ
て
し
ま
お
う
と
す
る
の
だ
け
れ
ど
、
金
属
だ
か
ら
簡
単

に
は
割
れ
な
い
。
ま
た
当
の
法
師
も
、
そ
の
叩
き
つ
け
る
音
が
直
接

耳
に
響
い
て
、
と
て
も
で
は
な
い
が
堪
え
難
い
ら
し
く
、「
止や

め
て

く
れ
！
」
と
い
う
そ
ぶ
り
。
そ
の
あ
と
の
く
だ
り
を
、
少
し
だ
け
原

文
で
読
ん
で
み
よ
う
。

す
べ
き
や
う
な
く
て
、
三み
つ
あ
し足
な
る
角
の
上
に
帷か
た
び
ら子
を
う
ち
掛
け

て
、
手
を
ひ
き
、
杖
を
つ
か
せ
て
、
京
な
る
医
師
の
が
り
（
＝

医
師
の
も
と
へ
）
率ゐ

て
行
き
け
る
、
道
す
が
ら
、
人
の
怪
し
み

見
る
事
限
り
な
し
。
医
師
の
も
と
に
さ
し
入
り
て
、
向
ひ
ゐ
た

り
け
ん
あ
り
さ
ま
、
さ
こ
そ
異こ
と
や
う様
な
り
け
め
。
物
を
言
ふ
も
、

く
ゞ
も
り
声
に
響
き
て
聞
え
ず
。「
か
ゝ
る
こ
と
は
、
文
（
＝

医
学
書
）
に
も
見
え
ず
、
伝
へ
た
る
教
へ
も
な
し
」
と
言
へ

ば
、
ま
た
、
仁
和
寺
へ
帰
り
て
、
親
し
き
者
、
老
い
た
る
母
な

ど
、
枕ま
く
ら

上が
み

に
寄
り
ゐ
て
泣
き
悲
し
め
ど
も
、
聞
く
ら
ん
と
も
覚

え
ず
。

布
を
頭
か
ら
被
ら
さ
れ
て
、
お
ず
お
ず
と
手
を
引
か
れ
て
い
く
様

子
、
医
師
が
「
こ
ん
な
場
合
の
対
処
法
は
、
も
の
の
本
に
は
書
い
て

な
い
」
と
文
字
通
り
匙さ
じ

を
投
げ
る
様
子
な
ど
、
い
ず
れ
も
現
代
の
コ

ン
ト
を
見
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

さ
て
、
こ
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い
状
況
を
展
開
す
べ
く
、
あ
る
者

が
言
っ
た
。
た
と
え
耳
や
鼻
が
切
れ
失
せ
て
も
、
命
だ
け
は
助
か
る

に
違
い
な
い
、「
た
だ
力
を
立
て
て
引
き
給
へ
」。
そ
こ
で
藁
し
べ
を

鼎
と
首
の
間
に
差
し
込
み
、鼎
が
直
接
肌
に
触
れ
な
い
よ
う
に
し
て
、

首
も
ち
ぎ
れ
る
ほ
ど
に
引
き
抜
い
た
と
こ
ろ
、
耳
と
鼻
は
ち
ぎ
れ
て

し
ま
っ
た
が
、
ど
う
に
か
鼎
は
抜
け
た
。
辛
う
じ
て
一
命
を
取
り
と

め
、
久
し
く
病
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
だ
―
―
。

こ
の
話
を
一
読
し
て
、
現
代
の
読
者
は
ど
の
よ
う
な
感
想
を
持
つ

だ
ろ
う
か
。
高
校
生
な
ど
に
聞
い
て
み
る
と
、
ま
ず
出
さ
れ
る
の
は

や
は
り
そ
の
「
滑
稽
味
」
で
あ
り
、ま
た
そ
の
結
末
が
や
や
「
残
酷
」

　　　　　　　　　　『徒然草絵抄』より（部分）　
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だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。ど
ち
ら
が
ウ
ェ
イ
ト
が
高
い
か
と
聞
け
ば
、

た
い
て
い
は
「
滑
稽
味
」
で
あ
る
と
答
え
る
。
で
は
、
江
戸
時
代
の

徒
然
草
注
釈
は
こ
の
章
段
に
ど
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
付
け
る
で
あ

ろ
う
か
。

ま
ず
松
永
貞
徳
の
『
慰
草
』（
慶
安
五
年
〈
一
六
五
二
〉
刊
）
は

次
の
よ
う
に
言
う
。

此
段
に
て
兼
好
の
慈
悲
あ
ら
は
れ
た
り
。
此
本
見
ぬ
所
の
も
の

な
ど
、
か
や
う
の
あ
や
ま
ち
を
し
つ
べ
き
事
な
れ
ば
、
此
段
ば

か
り
は
書
き
ぬ
き
て
も
、あ
ま
ね
く
後
世
に
し
ら
せ
た
き
事
也
。

つ
ま
り
、
ゆ
め
ゆ
め
こ
ん
な
馬
鹿
な
真
似
を
し
な
い
よ
う
に
と
い
う

後
世
人
へ
の
慈
悲
心
か
ら
、兼
好
は
こ
の
段
を
書
い
た
の
だ
と
い
う
。

だ
か
ら
、
こ
の
段
だ
け
で
も
抜
き
書
い
て
長
く
後
代
に
伝
え
た
い
も

の
だ
、
と
貞
徳
は
言
う
。
こ
れ
は
も
う
完
全
に
教
訓
的
な
理
解
で
あ

る
。も

う
一
例
、
浅
香
久
敬
の
『
徒
然
草
諸
抄
大
成
』（
貞
享
五
年

〈
一
六
八
八
〉
刊
）
を
見
る
と
、

こ
の
段
は
、
前
の
段
で
仁
和
寺
の
僧
が
先
達
を
求
め
ず
、
独
り

よ
が
り
の
た
め
に
失
敗
し
た
話
を
受
け
て
、
い
に
し
え
の
貴
い

僧
侶
た
ち
の
戒
め
を
守
ら
ず
に
酒
宴
遊
興
し
た
か
ら
こ
そ
、
こ

の
よ
う
な
身
体
的
障
害
を
負
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
、
後
の
人

を
い
ま
し
め
た
も
の
だ
。（
現
代
語
で
要
約
）

と
、
こ
れ
も
貞
徳
と
ほ
ぼ
同
断
の
見
解
が
見
え
る
。
引
用
文
の
前
半

に
、
前
段
と
の
つ
な
が
り
を
指
摘
し
て
い
る
点
は
重
要
な
の
で
、
ち

ょ
っ
と
覚
え
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
。

江
戸
時
代
の
徒
然
草
注
釈
は
だ
い
た
い
こ
の
調
子
な
の
で
あ
る

が
、
つ
い
で
に
明
治
期
の
小
中
村
（
池
辺
）
義
象
『
標
註
徒
然
草
読

本
』（
明
治
二
十
三
年
刊
）
あ
た
り
も
見
て
お
け
ば
、「
こ
の
段
、
興

を
好
て
軽
躁
に
陥
る
弊
を
論
ず
」
と
簡
単
に
書
か
れ
て
あ
っ
て
、
や

は
り
江
戸
の
教
訓
的
理
解
の
延
長
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ

ち
、
明
治
も
二
十
年
代
頃
ま
で
は
お
し
な
べ
て
、
こ
の
段
の
「
滑
稽
」

は
ど
こ
に
も
指
摘
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
段
に
滑
稽
を
指
摘
し
た
比
較
的
早
い
例
は
、
依
田
学
海
の

『
徒
然
草
評
釈
』（
明
治
二
十
年
代
刊
か
）
あ
た
り
で
は
な
か
ろ
う
か
。

先
に
引
用
し
た
、「
鼎
」
を
医
者
に
連
れ
て
行
く
場
面
の
、「
道
す
が

ら
、
人
の
怪
し
み
見
る
事
限
り
な
し
」
以
下
の
一
文
に
つ
い
て
、

此
句
、
ま
た
警
句
に
て
、
滑
稽
の
妙
を
見
る
。
尤
も
必
要
の
句

な
り
。
凡
、
滑
稽
の
文
に
、
殊
更
に
を
か
し
く
思
は
せ
ん
と
て
、

文
を
舞
は
し
た
る
は
、
か
へ
り
て
を
か
し
か
ら
ず
。
じ（
マ
マ
）
ほ
う
に

か
き
流
し
た
る
か
た
、
お
の
づ
か
ら
な
る
滑
稽
と
な
る
。
此
文

中
に
「
鼻
を
お
し
ひ
ら
め
」、
又
「
医
師
の
も
と
に
て
対
ひ
居

た
り
け
む
」
な
ど
い
ふ
所
は
、
た
だ
あ
り
の
ま
ま
な
れ
ど
も
、

こ
れ
を
お
も
へ
ば
、
腹
筋
の
よ
れ
る
ば
か
り
に
を
か
し
。

と
言
う
。
学
海
は
、こ
と
さ
ら
に
笑
わ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、

さ
ら
り
と
書
き
流
し
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
段
の
「
腹
筋
の
よ
れ
る
ば
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か
り
」
な
る
滑
稽
味
が
見
出
せ
る
と
い
う
。

ま
た
、
内
海
月
杖
の
『
徒
然
草
評
釈
』（
明
治
四
十
四
年
刊
）
は
、

「
法
師
の
ば
か
あ
そ
び
を
咎
め
た
意
味
も
、多
少
は
あ
ら
う
が
、ま
あ
、

滑
稽
の
趣
を
見
せ
た
の
が
、
こ
の
文
の
主
題
だ
」、
つ
ま
り
教
訓
よ

り
も
滑
稽
の
描
写
が
、
こ
の
段
を
執
筆
し
た
兼
好
の
本
意
で
あ
っ
た

と
し
、そ

の
勿
体
ぶ
っ
た
医
者
と
、三
足
の
鼎
を
か
ぶ
っ
た
看
者
と
が
、

―
―
お
ま
け
に
、
そ
れ
が
法こ
ろ

衣も

を
著
て
、
―
―
今
、
相
対
座
し

て
、
お
互
に
と
り
す
ま
し
て
ゐ
る
、
後
の
方
に
は
、
心
配
な
顔

を
し
た
つ
き
添
の
人
々
が
ひ
か
へ
ゐ
る
の
だ
。
さ
あ
、
そ
の
滑

稽
の
さ
ま
っ
た
ら
、
な
か
ら
う
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
、
い
か

に
も
よ
く
で
て
ゐ
る
の
だ
。

そ
の
次
の
「
か
か
る
こ
と
は
書
に
も
見
え
ず
、
伝
へ
た
る
教

も
な
し
」
と
い
ふ
の
は
、
更
に
う
ま
い
。
こ
の
一
句
が
、
こ
の

文
の
滑
稽
趣
味
の
頂
点
だ
。（
後
略
）

と
、
そ
の
滑
稽
の
在
り
ど
こ
ろ
を
解
説
す
る
。
全
く
同
感
で
あ
る
。

そ
し
て
現
代
の
注
釈
の
代
表
、
久
保
田
淳
『
徒
然
草
評
釈
』（『
国

文
学
』
三
四
―
二
、
平
成
元
年
二
月
号
）
で
も
、「『
此
段
に
て
兼
好

の
慈
悲
心
あ
ら
は
れ
た
り
…
』
と
い
う
貞
徳
の
実
利
的
な
受
け
留
め

方
に
は
い
さ
さ
か
辟
易
す
る
」
と
あ
る
。「
辟
易
」
は
「
ヘ
キ
エ
キ
」

と
読
む
。
あ
き
れ
る
と
い
う
こ
と
。

江
戸
と
近
代
と
の
間
に
は
、
こ
の
よ
う
に
大
き
な
溝
が
横
た
わ
っ

て
い
る
。

二
　
俗
文
芸
の
中
の
「
鼎
」

で
は
江
戸
人
は
、
こ
の
話
を
全
く
「
滑
稽
」
だ
と
思
わ
な
か
っ
た

の
か
。
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
俳
諧
や
川
柳
、絵
画
な
ど
を
見
れ
ば
、

こ
れ
が
明
ら
か
に
「
笑
い
」
の
対
象
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ

る
。た

と
え
ば
元
禄
期
に
活
躍
し
た
井
原
西
鶴
。
彼
は
浮
世
草
子
作
者

と
し
て
著
名
で
あ
る
が
、
そ
の
文
事
の
本
筋
は
俳
諧
で
あ
っ
た
。
次

に
見
る
の
は
、
彼
の
独
吟
連
句
（
ひ
と
り
で
五
七
五
・
七
七
・
五
七
五

…
と
句
を
連
ね
た
作
品
）
の
、
あ
る
一
部
分
を
抜
き
出
し
た
も
の
で

あ
る
。（
Ｂ
）
の
句
が
そ
の
中
心
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
前ま
え

句
（
Ａ
）

と
付つ
け

句
（
Ｃ
）
と
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
「
三
句
の
渡
り
」
を
い
さ
さ

か
解
説
し
よ
う
。

（
Ａ
）　　

春
の
は
じ
め
の
興
の
さ
め
肌

（
Ｂ
）　

屠と

そ蘇
酒
に
酔ゑ
い
く
る
ひ狂し
て
あ
し
が
な
へ

（
Ｃ
）　　

野
辺
に
も
え
出
る
草く
さ

双ざ
う

紙し

よ
む

（『
西
鶴
俳
諧
大
句
数
』
第
四
、
延
宝
九
年
刊
）

ま
ず
前
句
（
Ａ
）
か
ら
。
春
の
は
じ
め
に
、
鮫
肌
（
ざ
ら
ざ
ら
し

た
皮
膚
）
の
よ
う
に
興
が
さ
め
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
の
が
そ
の

意
。
そ
れ
を
受
け
て
（
Ｂ
）
は
、
春
の
始
め
に
な
ぜ
興
が
さ
め
た
の
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か
と
い
え
ば
、
正
月
に
酔
狂
で
鼎
を
か
ぶ
っ
た
は
い
い
が
、
そ
れ
が

取
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
だ
、
と
付
け
た
。
こ
れ
が
徒
然
草
の
一
場
面

で
あ
る
こ
と
は
、
当
時
の
人
な
ら
ば
皆
、
分
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。「
酔

狂
」「
鼎
」
と
く
れ
ば
、
す
ぐ
に
こ
の
段
が
連
想
さ
れ
る
わ
け
で
あ

る
。
さ
ら
に
そ
の
付
句
（
Ｃ
）
は
、
今
度
は
場
面
を
書
斎
な
ど
に
移

し
、
春
の
野
辺
に
新
緑
が
萌
え
出
で
る
頃
に
、（
Ｂ
）
の
話
が
載
っ

た
草
双
紙
―
―
徒
然
草
そ
の
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
―
―
を
読
む
人

が
い
る
、
と
い
う
情
景
へ
と
展
開
さ
せ
た
。

ち
な
み
に
、
徒
然
草
・
第
四
三
段
に
、「
春
の
暮
れ
つ
か
た
」、
兼

好
が
あ
る
家
に
立
ち
寄
り
、「
か
た
ち
清
げ
な
る
男
の
、
年
廿
は
た
ち
ば
か

り
に
て
、
う
ち
と
け
た
れ
ど
、
心
に
く
く
、
の
ど
や
か
な
る
さ
ま
し

て
、
机
の
う
え
に
文ふ
み

を
く
り
ひ
ろ
げ
て
見
ゐ
た
」
る
の
を
覗
い
た
、

と
い
う
段
が
あ
る
。（
Ｃ
）
の
句
は
、（
Ｂ
）
の
徒
然
草
か
ら
の
連
想

で
、
か
よ
う
な
美
少
年
の
読
書
の
場
面
を
、
西
鶴
は
想
像
し
て
い
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
江
戸
中
期
の
代
表
的
俳
人
で
あ
る
与
謝
蕪
村
の
、

　

春
や
む
か
し
頭づ

巾き
ん

の
下
の
鼎
き
ず

と
い
う
発
句
は
、
そ
の
昔
、
例
の
騒
動
で
耳
と
鼻
と
を
無
く
し
て
し

ま
っ
た
法
師
が
、
い
ま
は
人
目
を
憚
り
、
頭
巾
を
被
っ
て
歩
い
て
い

る
と
い
う
、
法
師
の
「
そ
の
後
」
を
詠
ん
だ
も
の
。
滑
稽
の
中
に
も

哀
感
が
漂
う
作
品
で
あ
る
。

川
柳
に
も
面
白
い
も
の
が
多
い
。
す
で
に
島
内
裕
子
氏
が
『
徒
然

草
の
変
貌
』（
一
五
六
頁
）
に
紹
介
し
て
い
る
の
も
含
め
て
、
い
く

つ
か
列
挙
し
て
み
よ
う
。

仁
和
寺
の
障
子
に
う
つ
る
角つ
の

大だ
い
し師

医
者
へ
ゆ
く
鼎
を
犬
が
や
た
ら
吠
え

仁
和
寺
の
化ば
け

も
の
脈
を
み
て
も
ら
い

容
体
を
言
へ
ば
鼎
は
う
な
づ
き
て

な
ど
。
最
初
の
句
の
「
角
大
師
」
と
は
、
天
台
宗
の
高
僧
・
元が
ん
ざ
ん
だ
い

三
大

師し

こ
と
良
源
の
厳
め
し
い
風
貌
を
象
か
た
ど
っ
た
と
い
う
、
二
本
の
触
覚
の

よ
う
な
角
が
あ
る
黒
鬼
を
指
す（
こ
れ
は
刷
り
物
な
ど
に
描
か
れ
て
、

魔
除
け
と
し
て
使
わ
れ
た
）。
鼎
を
被
っ
た
法
師
の
影
が
障
子
に
映

っ
て
い
る
さ
ま
を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。

あ
と
は
特
に
注
解
も
要
さ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
俳
諧
や
川
柳

で
「
鼎
」
と
い
え
ば
、
江
戸
人
の
常
識
と
し
て
は
、
普
段
使
っ
て
い

る
生
活
用
具
と
し
て
の
「
鼎
」
で
は
な
く
、
こ
の
徒
然
草
の
「
鼎
」

が
す
ぐ
に
連
想
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
て
見
れ
ば
、
江
戸
人
は
決
し
て
、
こ
の
話
を
教
訓
と
し
て

ば
か
り
、
し
か
つ
め
ら
し
く
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
分

か
る
。
江
戸
人
に
と
っ
て
も
、
こ
の
話
は
十
分
に
滑
稽
だ
っ
た
は
ず

な
の
で
あ
る
。
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三
　
教
訓
と
滑
稽

な
ら
ば
、
ど
う
し
て
江
戸
時
代
の
徒
然
草
注
釈
家
た
ち
は
、
滑
稽

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
せ
ず
、
上
に
見
た
よ
う
な
教
訓
的
な
読
み
に
終

始
す
る
の
か
。
こ
れ
は
当
時
の
正
統
な
「
文
学
」
と
は
何
か
を
考
え

る
上
で
、
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

「
鼎
」
の
段
の
注
釈
に
お
け
る
、
近
代
と
そ
れ
以
前
の
「
読
み
」

を
分
か
つ
そ
の
理
由
は
、
江
戸
人
と
近
代
人
の
徒
然
草
に
対
す
る
読

み
方
の
姿
勢
が
、
そ
も
そ
も
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
で
は
、

ど
う
違
う
の
か
。

私
た
ち
は
徒
然
草
を
章
段
ご
と
に
区
切
っ
て
、
そ
れ
ら
を
独
立
・

完
結
し
た
一
箇
の
短
編
と
し
て
読
ん
で
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
が
、

実
は
、
そ
れ
は
危
な
い
見
方
で
あ
る
。
徒
然
草
の
章
段
番
号
と
い
う

も
の
は
、
後
世
の
人
が
つ
け
た
も
の
で
あ
り
、
古
写
本
類
に
は
、
こ

の
よ
う
な
番
号
は
振
ら
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
現
行
の
章
段
区

分
に
近
い
形
で
、
あ
る
程
度
の
段
落
を
つ
け
た
本
は
存
在
す
る
け
れ

ど
も
、
そ
れ
さ
え
、
兼
好
が
も
と
も
と
付
け
た
段
落
だ
っ
た
か
は
不

明
で
あ
る
。
な
に
し
ろ
、
兼
好
自
筆
の
徒
然
草
な
ど
残
っ
て
い
な
い

の
だ
か
ら
。

と
す
る
な
ら
ば
、
徒
然
草
は
あ
る
程
度
、
章
段
間
の
連
続
性
を
想

定
し
た
上
で
読
ま
な
け
れ
ば
、
兼
好
の
真
意
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
定

位
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
「
読
み
」
の
考
え

方
は
、
古
く
江
戸
前
期
の
加
藤
磐
斎
が
強
く
主
張
し
た
も
の
で
あ
っ

た
が
、
磐
斎
ほ
ど
厳
密
で
は
な
い
に
し
ろ
、
江
戸
期
の
注
釈
は
お
お

む
ね
そ
の
傾
向
を
有
し
て
い
た
。こ
の「
鼎
」の
段
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

「
鼎
」
の
段
の
二
段
前
、
第
五
一
段
は
こ
う
で
あ
る
。
―
―
亀
山

殿
と
い
う
御
所
の
池
に
大
井
川
の
水
を
取
り
込
も
う
と
し
て
、
そ
の

周
辺
の
人
々
に
水
車
を
作
ら
せ
た
。
多
額
の
給
金
を
出
し
て
、
数
日

間
を
か
け
て
出
来
上
が
っ
た
の
で
あ
る
が
、
ど
う
や
っ
て
も
う
ま
く

回
転
し
な
い
。
そ
こ
で
水
車
が
多
い
こ
と
で
知
ら
れ
る
宇
治
の
住
民

を
召
し
寄
せ
て
、
水
車
を
作
ら
せ
た
ら
、
う
ま
く
回
転
し
て
見
事
に

水
を
く
み
上
げ
た
。

「
万よ
ろ
づ
に
、
そ
の
道
を
知
れ
る
者
は
、
や
ん
ご
と
な
き
も
の
な
り
」。

こ
れ
が
、こ
の
段
の
最
後
に
兼
好
が
付
け
た
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。「
な

ん
に
つ
け
て
も
、
そ
の
道
を
心
得
て
い
る
と
い
う
の
は
尊
い
も
の
」

と
い
う
の
だ
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
も
教
科
書
で
は
お
な
じ
み
、
第

五
二
段
「
石
清
水
」
の
法
師
の
段
に
続
く
。

仁
和
寺
の
法
師
が
、
長
年
の
宿
願
で
あ
っ
た
石
清
水
八
幡
宮
詣
で

に
行
く
と
い
っ
て
、
供
も
連
れ
ず
ひ
と
り
徒
歩
で
出
発
し
た
。
し
か

し
こ
の
法
師
、
山
上
に
鎮
座
す
る
本
社
は
見
な
い
で
、
山
麓
の
寺
院

の
み
を
見
て
帰
っ
て
来
た
。
さ
て
友
人
に
向
か
っ
て
言
う
に
は
、「
思

っ
た
通
り
の
素
晴
ら
し
い
御
社
で
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
皆
が
山

上
の
方
へ
上
っ
て
い
く
の
は
、
ど
う
い
う
訳
で
し
ょ
う
か
」。

こ
の
段
の
最
後
は
、「
少
し
の
こ
と
に
も
、
先
達
は
あ
ら
ま
ほ
し
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き
事
な
り
」
と
締
め
く
く
ら
れ
る
。「
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
も
、

先
達
は
あ
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
」
と
言
う
の
で
あ
る
が
、
よ
く
見

れ
ば
、
こ
れ
は
前
の
章
段
の
シ
メ
の
言
葉
と
、
そ
の
主
題
が
非
常
に

よ
く
似
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。二
文
を
並
べ
て
み
る
と
こ
う
な
る
。

傍
線
や
波
線
が
そ
の
対
応
箇
所
で
あ
る
。

万
に
、そ
の
道
を
知
れ
る
者
は
、や
ん
ご
と
な
き
も
の
な
り
。（
五
二

　
　

段
）

少
し
の
こ
と
に
も
、先
達
は
、あ
ら
ま
ほ
し
き
事
な
り
。（
五
三
段
）

つ
ま
り
こ
の
二
つ
の
章
段
は
、
話
の
内
容
自
体
は
全
く
異
な
る
も
の

な
の
だ
が
、
そ
れ
を
底
辺
で
支
え
る
主
題
は
同
じ
よ
う
な
構
造
を
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
「
石
清
水
」
の
段
と
次
の
「
鼎
」
の
段
は
ど
う
繋
が

る
の
か
。「
鼎
」
の
話
に
は
、
前
二
段
の
よ
う
な
締
め
括
り
の
教
訓

的
な
言
葉
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
が
、
兼
好
の
意
識
の
連
続
性
を
重

視
し
て
、
こ
こ
に
も
教
訓
的
な
主
題
が
ゼ
ロ
記
号
と
し
て
伏
在
し
て

い
る
と
考
え
る
の
が
、
江
戸
の
注
釈
者
流
で
あ
る
。
加
藤
磐
斎
『
徒

然
草
抄
』（
寛
文
元
年
〈
一
六
六
一
〉
刊
）
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

此
段
は
、
自
知
を
も
つ
て
し
そ
こ
な
ひ
た
る
た
め
し
な
り
。
先

達
の
お
き
て
を
問
ひ
て
し
た
が
は
ぬ
失
を
云
り
。

す
な
わ
ち
、「
石
清
水
」
の
段
の
、
先
達
を
求
め
な
か
っ
た
た
め
に

失
敗
し
た
と
い
う
話
を
受
け
て
、
同
じ
仁
和
寺
つ
な
が
り
で
、
別
の

類
話
を
出
し
た
も
の
と
見
る
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
前
の
段
と
で
は
な
く
、
そ
の
次
の
段
と
の
関
係
に
お

い
て
考
え
る
注
釈
も
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
次
の
段
も
ま
た
、同
じ「
仁

和
寺
の
法
師
」
の
失
敗
談
だ
か
ら
だ
。
第
五
四
段
の
内
容
を
簡
単
に

記
そ
う
。

仁
和
寺
に
非
常
に
美
し
い
稚
児
が
い
た
。
何
人
か
の
法
師
が
、
風
流

か
つ
美
味
な
る
弁
当
を
作
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
双な
ら
びヶ
丘
（
仁
和
寺
近
く

の
丘
陵
）
に
埋
め
て
お
き
、し
ば
ら
く
し
て
こ
の
稚
児
を
誘
い
出
し
た
。

そ
う
し
て
法
師
た
ち
が
、
あ
た
か
も
そ
の
念
力
に
よ
っ
て
弁
当
を
取
り

出
し
た
か
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
に
芝
居
を
う
っ
て
稚
児
を
び
っ
く

り
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
肝
心
の
弁
当
が
出
て
こ
な
い
。
埋
め

て
い
る
と
こ
ろ
を
誰
か
が
見
て
い
て
、
こ
っ
そ
り
盗
ん
で
し
ま
っ
て

い
た
の
だ
。

「
あ
ま
り
に
興
あ
ら
ん
と
す
る
事
は
、必
ず
あ
い
な
き
も
の
な
り
」。

こ
れ
が
本
段
の
シ
メ
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、

此
段
、
前
段
と
同
じ
意
な
り
。「
あ
ま
り
に
興
あ
ら
ん
」
と
い

へ
る
一
句
に
て
よ
く
き
こ
ゆ
る
な
り
。（『

徒
然
草
諸
抄
大
成
』）

と
い
う
よ
う
に
、
前
段
に
お
い
て
ゼ
ロ
記
号
と
し
て
伏
流
し
て
い
た

主
題
が
、
こ
こ
で
浮
上
し
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、第
五
一
段
か
ら
五
四
段
の
末
尾
に
は
基
本
的
に
、

話
を
き
ゅ
っ
と
収
斂
さ
せ
る
、
こ
の
よ
う
な
教
訓
的
な
主
題
が
た
し
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か
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
話
の
流
れ
、
お
よ
び

主
題
の
存
在
を
重
視
し
た
の
が
江
戸
の「
読
み
」で
あ
っ
た
。彼
ら
は
、

表
面
的
な
滑
稽
は
言
わ
ず
も
が
な

0

0

0

0

0

0

の
こ
と
と
し
て
さ
て
お
き
、
そ
の

核
心
の
部
分
を
し
っ
か
り
と
評
価
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
た
わ
け
で
あ

る
。近

代
も
大
正
頃
に
近
づ
く
と
、「
文
学
」
の
評
価
軸
は
大
き
く
揺

れ
動
く
。
剥
き
出
し
の
教
訓
が
文
学
の
価
値
と
し
て
は
む
し
ろ
低
く

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
と
に
各

章
段
の
配
列
が
解
体
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
し
た
短
編
作
品
の
よ

う
に
読
ま
れ
始
め
た
近
代
の
徒
然
草
解
釈
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
、

そ
の
よ
う
な
「
行
間
」
な
ら
ぬ
「
章
段
間
」
の
流
れ
、
あ
る
い
は
そ

こ
に
ゼ
ロ
記
号
と
し
て
隠
れ
て
い
る
主
題
の
存
在
が
、
見
え
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
よ
り
表
面
的
な
部
分
、
滑
稽
ば

か
り
に
評
価
の
比
重
が
移
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
し
か
に
、
表
現
の
滑
稽
性
を
全
く
指
摘
し
な
い
江
戸
人
の
注
釈

は
、
現
代
の
文
学
観
か
ら
す
れ
ば
も
の
足
り
な
い
も
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
教
訓
の
匂
い
に
対
す
る
敏
感
さ
と
い
う
点
は
、
江
戸
人
の
感

覚
に
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ら
の
章
段
に

お
い
て
、
内
海
『
評
釈
』
の
よ
う
に
、
教
訓
は
軽
い
付
け
足
し
程
度

で
、
滑
稽
こ
そ
が
そ
の
主
題
だ
と
言
っ
て
し
ま
う
の
は
、
誤
り
だ
と

思
う
。
本
当
は
む
し
ろ
そ
の
逆
で
、
や
は
り
教
訓
が
話
の
基
盤
と
し

て
隠
然
と
存
在
し
、
そ
の
上
に
滑
稽
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
と
見

る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
江
戸
以
前
の
人
々
が
何
事
か
を

真
面
目
に
語
り
、
あ
る
い
は
書
こ
う
と
す
る
際
の
、
基
本
的
な
「
構

え
」
で
も
あ
っ
た
。

最
後
に
念
の
た
め
に
言
う
が
、
私
は
こ
れ
ら
の
段
は
教
訓
と
し
て

読
む
べ
き
で
あ
り
、
滑
稽
で
は
な
い
と
言
い
た
い
の
で
は
な
い
。
教

訓
と
滑
稽
は
い
わ
ば
「
体
」
と
「
用
」
の
構
造
で
あ
り
、
相
矛
盾
す
る

も
の
で
は
な
い
。
両
者
は
一
体
な
の
で
あ
る
。
表
面
的
に
は
「
用
」
の

面
の
み
が
見
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
読
む
者
の
知
識
・
年
齢
・
気

質
な
ど
に
応
じ
て
、
い
つ
で
も
「
体
」
が
顔
を
出
せ
る
よ
う
な
仕
組
み

―
―
説
教
で
は
こ
れ
を
対
機
説
法
と
い
う
―
―
に
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
言
い
た
い
の
だ
。
で
あ
る
か
ら
、
あ
ま
り
に
教
訓
を
毛
嫌

い
し
、
そ
れ
に
「
ヘ
キ
エ
キ
」
し
て
し
ま
っ
て
い
て
は
、
徒
然
草
の

本
質
を
も
見
誤
り
か
ね
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
あ
る
。


