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其
時
、
そ
れ
が
し
覚
の
候
へ
ば
、
此
宿
中
男
残
ら
ず
御
前
へ
と
申
あ
ぐ
る
。

一
人
も
の
こ
ら
ず
め
さ
れ
け
る
。
女
罷
出
、
此
内
に
二
三
人
も
、
背
中
に

鍋
炭
の
手
形
あ
る
べ
し
と
、
か
た
を
ぬ
が
し
て
、
せ
ん
さ
く
す
る
に
あ
ら

は
れ
て
、
此
中
間
十
八
人
、
せ
い
ば
い
あ
そ
ば
し
け
る
。
扨
も
せ
は
し
き

中
に
、女
の
知
恵
を
ほ
め
け
る
。
是
迄
の
因
果
と
、夫
婦
指
違
へ
け
る
。（
第

二
巻
、
九
四
ペ
ー
ジ
）
（
１
）

こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、「
そ
れ
が
し
覚
の
候
へ
ば
、
此
宿
中
男
残
ら

ず
御
前
へ
」
と
奉
行
に
申
し
出
た
の
は
誰
な
の
か
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
こ
こ

に
い
う
「
そ
れ
が
し
」
と
は
誰
の
自
称
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

念
の
た
め
「
其
時
、
そ
れ
が
し
覚
の
候
へ
ば
、
此
宿
中
男
残
ら
ず
御
前
へ
と

申
あ
ぐ
る
。」
の
箇
所
に
つ
い
て
の
諸
注
釈
書
の
解
釈
を
一
覧
す
る
と
、
次
の

通
り
と
な
る
。

１
　
麻
生
磯
次
氏
『
現
代
語
訳
西
鶴
全
集
（
三
）』（
河
出
書
房
、
一
九
五
四
年
）

す
る
と
、
そ
の
時
か
の
女
が
、「
私
に
は
覚
え
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の

一
、
問
題
提
起

井
原
西
鶴
『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
巻
五
―
四
「
闇

く
ら
が
りの

手
が
た
」
は
、
次
の
よ

う
な
話
で
あ
る
。

今
川
采
女
と
い
う
男
が
越
後
で
殺
人
を
犯
し
、
女
を
連
れ
て
逃
亡
す
る
。
信

濃
路
の
野
の
は
ず
れ
の
一
軒
家
に
一
宿
を
請
う
が
、
木
曾
の
赤
鬼
と
い
う
あ
だ

名
の
乱
暴
者
が
道
中
の
二
人
の
姿
を
見
て
お
り
、
女
に
一
目
惚
れ
し
て
、
仲
間

と
と
も
に
覆
面
し
て
家
に
押
し
入
り
、
采
女
や
亭
主
達
を
縄
で
縛
っ
て
女
を
弄

ぶ
。
翌
日
、
女
の
機
転
で
犯
人
の
正
体
が
明
ら
か
と
な
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
こ
と

と
な
る
が
、
采
女
と
女
も
観
念
し
て
刺
し
違
え
て
死
ぬ
。

以
下
に
、
朝
を
迎
え
て
か
ら
結
末
に
至
る
部
分
の
本
文
を
掲
げ
て
み
る
。

お
も
ひ
よ
ら
ざ
る
事
、
是
非
に
か
な
は
ぬ
難
義
に
あ
い
、
夜
の
明
る
を
待

兼
、
奉
行
へ
御
訴
訟
申
あ
く
る
に
、
な
に
も
と
ら
ぬ
事
の
不
思
義
也
。
ひ

と
り
も
見
し
ら
ね
ば
、
何
を
以
て
、
せ
ん
さ
く
の
種
も
な
し
と
仰
せ
け
る
。

『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
巻
五
│

四
「
闇
の
手
が
た
」
再
読

︱ 

西
鶴
に
お
け
る
自
称〈
そ
れ
が
し
〉の
吟
味
を
通
し
て 

︱長

　

内

　

綾

　

乃
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申
し
上
げ
た
。（
一
三
一
ペ
ー
ジ
）

１
と
５
が
同
文
で
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
麻
生
氏
は
一
貫
し
て
発

言
主
を
女
と
解
釈
し
て
い
る
。
５
の
共
著
者
冨
士
氏
も
同
様
の
見
解
を
有
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
３
の
暉
峻
氏
、
４
の
井
上
氏
も
同
じ
立
場
を
取
る
。
残
る

２
の
宗
政
氏
は
、
そ
も
そ
も
発
言
主
が
誰
か
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
。
こ

の
よ
う
に
、
全
体
と
し
て
は
こ
こ
の
「
そ
れ
が
し
」
は
采
女
で
は
な
く
女
の
自

称
と
取
る
解
釈
が
優
勢
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

ち
な
み
に
、「
僕
」・
「
俺
」・
「
私
」・
「
拙
者
」
な
ど
自
称
と
し
て
用
い
ら

れ
る
代
名
詞
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
り
、そ
れ
ら
の
中
に
は
、性
別
に
よ
っ

て
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、「
僕
」・
「
俺
」・
「
拙

者
」
な
ど
は
主
に
男
性
が
用
い
る
の
が
一
般
的
だ
。
一
方
、「
私
」
と
い
う
自

称
は
男
性
で
も
女
性
で
も
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
で
は
、「
そ
れ
が
し
」
と

い
う
語
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。「
そ
れ
が
し
」
と
い
う
語
は
、
自
称
で
用
い
ら

れ
る
場
合
、「
も
っ
ぱ
ら
男
性
が
謙
遜
し
て
用
い
、
後
に
は
主
と
し
て
武
士
が

威
厳
を
も
っ
て
用
い
た
。」（『
日
本
国
語
大
辞
典
　
第
二
版
』
第
八
巻
、小
学
館
、

二
〇
〇
一
年
）
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
文
中
に
お
い
て
「
そ
れ
が
し
」

を
用
い
て
発
言
を
す
る
人
物
は
男
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
闇
の

手
が
た
」
で
は
女
性
の
自
称
と
取
る
解
釈
が
主
流
で
あ
る
。
こ
の
齟
齬
を
ど
の

よ
う
に
説
明
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
瑣
末
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ

こ
の
「
そ
れ
が
し
」
云
々
が
誰
の
発
言
な
の
か
は
、「
闇
の
手
が
た
」
の
読
み

に
お
い
て
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。

宿
場
中
の
男
を
残
ら
ず
お
役
所
へ
お
呼
び
出
し
下
さ
い
ま
す
や
う
に
」
と

申
し
上
げ
た
。（
一
〇
一
ペ
ー
ジ
）
（
２
）

２
　
宗
政
五
十
緒
氏
・
松
田
修
氏
・
暉
峻
康
隆
氏
校
注
・
訳
『
日
本
古
典
文
学

全
集
　
井
原
西
鶴
集
　
二
』（
小
学
館
、
一
九
七
三
年
）
※
宗
政
氏
担
当
現

代
語
訳

そ
の
時
、「
私
に
思
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
宿
場
中
の
男
を
、

残
ら
ず
ご
奉
行
の
御
前
へ
集
め
て
く
だ
さ
い
」と
申
し
上
げ
た
。（
一
七
四

ペ
ー
ジ
）
（
３
）

３
　
暉
峻
康
隆
氏
『
現
代
語
訳
西
鶴
全
集
　
西
鶴
諸
国
ば
な
し
　
懐
硯
』（
小

学
館
、
一
九
七
六
年
）

そ
の
時
、
女
が
、「
私
に
心
お
ぼ
え
が
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
こ
の
宿
場
中

の
男
を
、
残
ら
ず
こ
こ
へ
お
呼
び
出
し
く
だ
さ
い
ま
せ
」
と
申
し
上
げ
た

の
で
、（
一
一
六
ペ
ー
ジ
）

４
　
冨
士
昭
雄
氏
・
井
上
敏
幸
氏
・
佐
竹
昭
広
氏
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大

系
　
好
色
二
代
男
　
西
鶴
諸
国
ば
な
し
　
本
朝
二
十
不
孝
』（
岩
波
書
店
、

一
九
九
一
年
）
※
井
上
氏
担
当
「
そ
れ
が
し
」
脚
注

わ
た
く
し
。
主
に
男
性
が
用
い
る
が
、
こ
こ
は
女
性
。（
三
七
八
ペ
ー
ジ
）

５
　
麻
生
磯
次
氏
・
冨
士
昭
雄
氏
訳
注
『
決
定
版
対
訳
西
鶴
全
集
　
西
鶴
諸
国

ば
な
し
・
懐
硯
』（
明
治
書
院
、
一
九
九
二
年
）

す
る
と
、
そ
の
時
か
の
女
が
、「
私
に
は
覚
え
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の

宿
場
中
の
男
を
残
ら
ず
お
役
所
へ
お
呼
び
出
し
下
さ
い
ま
す
よ
う
に
」
と
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「
そ
れ
が
し
」
の
用
例
は
九
十
三
例
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
、
男
性
に
用
い
ら

れ
た
も
の
が
八
十
七
例
、
女
性
に
用
い
ら
れ
た
も
の
が
三
例
、
性
別
の
特
定
が

困
難
な
も
の
が
三
例
と
な
る
。
用
例
の
圧
倒
的
な
偏
り
か
ら
見
て
、
西
鶴
も
基

本
的
に
「
そ
れ
が
し
」
を
男
性
の
自
称
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
。「
闇
の
手
が
た
」の「
そ
れ
が
し
」を
女
の
自
称
と
見
な
す
こ
と
の
妥
当
性
は
、

ご
く
少
数
の
例
外
の
存
在
理
由
が
説
明
さ
れ
た
上
で
改
め
て
問
わ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

ま
ず
、「
性
別
の
特
定
が
困
難
な
も
の
」
に
属
す
る
用
例
の
う
ち
、「
闇
の
手

が
た
」
以
外
の
二
例
を
検
討
す
る
。

①
『
男
色
大
鑑
』
巻
八
―
三
「
執
念
は
箱
入
の
男
」

な
を
気
を
付
て
見
し
に
、
是
に
添
状
あ
り
。
そ
れ
が
し
、
此
あ
た
り
の
人

形
屋
な
る
が
、
此
形
一
し
ほ
心
を
込
て
作
り
、
看
板
に
立
置
し
事
、
年
久

し
。
い
つ
の
比
よ
り
、
此
人
形
魂
の
有
ご
と
く
、
身
を
う
ご
か
し
け
る
事

た
び

く
な
り
。（
第
二
巻
、
三
九
七
ペ
ー
ジ
）

②
『
新
可
笑
記
』
巻
四
―
一
「
舟
路
の
難
義
」

心
よ
く
看
病
い
た
さ
れ
し
は
、
是
ま
た
武
士
の
本
意
な
り
。
其
後
祈
禱
さ

ま

く
な
れ
共
、
母
に
し
う
た
ん
日
々
に
つ
の
り
、
を
の

く
あ
ぐ
み
て
、

内
談
と
り

く
の
折
ふ
し
、
物
ご
と
に
く
ふ
う
ふ
か
き
人
の
い
へ
り
。
此

病
性
医
術
に
は
か
な
は
し
。
某
が
し
存
ず
る
む
ね
あ
り
と
て
、
か
の
息
女

に
い
て
あ
ひ
、
其
み
だ
れ
た
る
心
に
我
も
み
た
れ
け
る
に
、
お
の
つ
か
ら

此
人
の
い
へ
る
言
ば
を
聞
入
し
時
、
そ
れ
程
母
の
な
つ
か
し
く
は
、
難
波

以
下
、
西
鶴
の
用
い
る
「
そ
れ
が
し
」
の
吟
味
を
通
し
て
、「
闇
の
手
が
た
」

の
再
検
討
を
試
み
た
い
。

二
、
西
鶴
の
「
そ
れ
が
し
」

手
始
め
に
『
新
編
西
鶴
全
集
』
第
一
巻
〜
第
四
巻
を
用
い
て
西
鶴
浮
世
草
子

作
品
中
の
「
そ
れ
が
し
」
を
検
索
し
て
み
た
と
こ
ろ
、「
闇
の
手
が
た
」
の
例

を
含
む
九
十
三
例
（
４
）

を
見
出
し
た
。そ
れ
ら
を
、「
男
性
に
用
い
ら
れ
た
も
の
」、「
女

性
に
用
い
ら
れ
た
も
の
」、「
性
別
の
特
定
が
困
難
な
も
の
」
の
三
通
り
に
分
類

し
た
の
が
次
の
表
で
あ
る
。

「
闇
の
手
が
た
」
は
現
時
点
で
男
女
の
区
別
が
困
難
な
の
で
、「
性
別
の
特
定

が
困
難
な
も
の
」
に
入
れ
る
。
な
お
、「
そ
れ
が
し
」
の
表
記
に
は
「
そ
れ
が
し
」

「
そ
れ
か
し
」「
某
」「
某
が
し
」「
某
し
」
が
あ
っ
た
が
、
区
別
す
る
こ
と
は
し

な
か
っ
た
。

性
別
の
特
定
が
困
難

な
も
の

女
性
に
用
い
ら
れ
た

も
の

男
性
に
用
い
ら
れ
た

も
の

3 諸艶大鑑
3 好色五人女

2 2 好色一代女
1 7 西鶴諸国はなし

4 本朝二十不孝
1 12 男色大鑑

1 13 武道伝来記
3 懐硯
2 色里三所世帯
12 武家義理物語
2 嵐は無常物語

1 12 新可笑記
3 本朝桜陰比事
1 浮世栄花一代男
1 西鶴置土産
1 西鶴織留
2 西鶴俗つれづれ
3 万の文反古
1 西鶴名残の友

3 3 87 合計

表
　
西
鶴
浮
世
草
子
作
品
の
「
そ
れ
が
し
」
用
例
数
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色
一
代
女
』
巻
三
―
二
「
妖
孽
寛
濶
女
」
に
お
い
て
使
用
さ
れ
、
残
る
一
例
は
、

『
武
道
伝
来
記
』
巻
一
―
三
「
嘇
嗒
と
い
ふ
俄
正
月
」
に
お
け
る
宮
越
十
太
郎
・

亀
松
兄
弟
の
母
の
発
言
に
見
え
る
。

ま
ず
、「
妖
孽
寛
濶
女
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。『
好
色
一
代
女
』
は
、

主
人
公
の
一
代
女
が
好
色
庵
に
や
っ
て
来
た
男
二
人
に
自
ら
の
生
い
立
ち
を
語

る
形
式
で
書
き
進
め
ら
れ
て
い
る
。
最
初
、
物
語
は
一
代
女
が
好
色
庵
に
や
っ

て
来
た
男
二
人
に
懺
悔
す
る
の
を
覗
い
て
い
た
語
り
手
の
視
点
で
進
行
す
る

が
、
物
語
が
進
む
に
つ
れ
て
語
り
手
の
姿
が
消
滅
す
る
。
よ
っ
て
、
地
の
文
で

用
い
ら
れ
る
「
そ
れ
が
し
」
は
、
一
代
女
が
自
分
を
指
す
た
め
に
用
い
て
い
る

と
見
て
間
違
い
な
い
。

③
『
好
色
一
代
女
』
巻
三
―
二
「
妖
孽
寛
濶
女
」（
一
）

銘
々
に
云
が
ち
な
れ
ど
も
、
中

く
こ
ん
な
悋
気
は
、
御
前
さ
ま
の
御
気

に
入
事
に
あ
ら
ず
。
そ
れ
が
し
が
番
に
当
る
時
、
く
だ
ん
の
人
形
を
、
あ

た
ま
か
ら
引
ふ
せ
、
其
う
へ
に
乗
か
ゝ
つ
て
、
を
の
れ
手
掛
の
分
と
し
て
、

殿
の
気
に
入
、
本
妻
を
脇
に
な
し
て
、
お
も
ふ
ま
ゝ
な
る
長
枕
、
を
の
れ
、

只
置
や
つ
に
あ
ら
ず
と
、
白
眼
つ
け
て
、
歯
切
を
し
て
、
骨
髄
通
し
て
う

ら
み
し
有
様
、（
第
一
巻
、
五
五
三
〜
五
五
五
ペ
ー
ジ
）

④
『
好
色
一
代
女
』
巻
三
―
二
「
妖
孽
寛
濶
女
」（
二
）

此
女
、
嬋
娟
に
し
て
、
跪
づ
け
る
風
情
、
最
前
の
姿
人
形
の
お
よ
ふ
べ
き

事
に
は
あ
ら
ず
。
そ
れ
が
し
も
す
こ
し
は
自
慢
を
せ
し
に
、
女
を
女
の
見

る
さ
へ
瞬
く
な
り
ぬ
。
是
程
の
美
女
な
る
を
、
奥
さ
ま
御
心
入
ひ
と
つ
に

の
大
寺
の
神
子
を
呼
よ
せ
て
、冥
途
の
事
共
口
よ
せ
て
聞
給
へ
と
い
へ
ば
、

大
か
た
な
ら
ず
よ
ろ
こ
び
、
有
が
た
き
を
し
へ
ぞ
と
、
是
を
ね
が
ひ
け
る

時
に
、
神
子
を
ま
ね
き
、
乱
人
の
様
子
を
内
証
に
て
い
ひ
ふ
く
め
、
梓
に

か
け
て
呼
出
す
。（
第
三
巻
、
五
五
三
ペ
ー
ジ
）

①
の
「
執
念
は
箱
入
の
男
」
で
は
、
備
前
の
人
が
京
の
茶
屋
菱
屋
で
若
衆
竹

中
吉
三
郎
・
藤
田
吉
三
郎
ら
を
同
座
さ
せ
て
遊
ん
で
い
る
時
、
箱
に
入
っ
た
人

形
が
届
け
ら
れ
、
そ
の
経
緯
を
「
添
状
」
に
し
た
た
め
て
あ
っ
た
。
そ
の
文
面

の
な
か
で
「
人
形
屋
」
が
自
ら
を
呼
称
す
る
の
に
「
そ
れ
が
し
」
が
用
い
ら
れ

て
い
る
。「
人
形
屋
」
と
あ
る
だ
け
で
、
は
っ
き
り
と
性
別
が
書
か
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
職
人
で
あ
る
「
人
形
屋
」
は
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
が

な
い
限
り
、
男
と
見
て
差
し
支
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

②
の
「
舟
路
の
難
義
」
で
は
、
摂
津
伊
丹
の
城
主
に
仕
え
て
い
た
人
の
妻
が

娘
を
産
ん
で
す
ぐ
に
亡
く
な
り
、
成
長
し
て
そ
の
事
情
を
知
っ
た
娘
が
狂
乱
す

る
。
そ
の
と
き
「
物
ご
と
に
く
ふ
う
ふ
か
き
人
」
が
、「
某
が
し
存
ず
る
む
ね

あ
り
」、
即
ち
自
分
に
考
え
が
あ
る
と
い
っ
て
、
娘
と
同
調
す
る
よ
う
に
狂
乱

し
な
が
ら
娘
の
本
心
を
聞
き
、
神
子
を
使
っ
て
亡
き
母
を
呼
び
出
し
、
そ
れ
を

き
っ
か
け
に
娘
が
正
気
に
戻
る
。
こ
こ
で
「
物
ご
と
に
く
ふ
う
ふ
か
き
人
」
の

性
別
は
、
前
後
の
文
脈
か
ら
も
特
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の

人
物
の
素
性
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
②
は
、
検
討
し
て

も
な
お
、
性
別
の
特
定
が
困
難
な
も
の
と
し
て
分
類
し
て
お
く
ほ
か
は
な
い
。

次
に
、
女
性
に
用
い
ら
れ
た
三
例
に
目
を
転
じ
る
。
そ
の
う
ち
二
例
は
『
好



̶ 17 ̶

給
は
れ
と
、
都
に
刻
付
の
早
飛
脚
を
立
、
く
は
し
き
状
を
つ
か
は
し
け
る
。

（
第
二
巻
、
四
二
八
〜
四
二
九
ペ
ー
ジ
）

弟
の
亀
松
に
無
礼
を
働
い
た
岩
国
家
の
小
者
へ
の
意
趣
返
し
に
当
主
岩
国
善

太
夫
を
討
っ
た
兄
の
宮
越
十
太
郎
が
逃
亡
し
、
亀
松
が
兄
に
代
わ
っ
て
切
腹
し

よ
う
と
す
る
場
面
で
、
彼
ら
の
母
親
が
、
十
太
郎
を
呼
び
戻
す
の
で
亀
松
の
切

腹
の
期
日
を
延
ば
し
て
ほ
し
い
と
懇
願
す
る
。「
母
の
い
は
く
」と
あ
る
よ
う
に
、

こ
の
発
言
は
間
違
い
な
く
女
性
の
も
の
で
あ
る
。
女
性
の
自
称
で「
そ
れ
が
し
」

を
用
い
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
は
ず
な
の
に
、
西
鶴
は
女
性
の
発
言
で
あ
る

こ
と
を
明
示
し
つ
つ
、
母
親
に
「
そ
れ
が
し
」
と
い
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
五
例
を
吟
味
し
て
み
た
。
①
は
男
性
の
可
能
性
が
限
り
な
く
高
く
、「
男

性
に
用
い
ら
れ
た
も
の
」
に
分
類
し
直
し
て
も
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
。
②
は
何
と

も
決
め
手
が
な
い
の
で
、「
性
別
の
特
定
が
困
難
な
も
の
」
に
留
め
置
く
し
か

な
い
。
そ
し
て
、
③
④
⑤
は
明
ら
か
に
女
性
の
発
言
と
し
て
認
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
例
外
と
し
て
存
在
す
る
こ
の
三
例
を
、
ど
の
よ
う
に
説
明
す
れ
ば

よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

三
、
演
じ
る
こ
と
と
「
そ
れ
が
し
」

「
妖
孽
寛
濶
女
」
と
「
嘇
嗒
と
い
ふ
俄
正
月
」
の
二
つ
の
話
に
共
通
す
る
点

か
ら
、
な
ぜ
「
そ
れ
が
し
」
が
女
性
の
自
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
考

察
し
て
い
く
。

「
妖
孽
寛
濶
女
」
は
、
一
代
女
が
武
家
に
表
使
い
と
し
て
奉
公
し
て
い
た
時

て
、
悋
気
講
に
て
の
ろ
ひ
こ
ろ
し
け
る
。（
第
一
巻
、
五
五
六
ペ
ー
ジ
）

③
の
例
は
、
奥
方
と
御
殿
女
中
た
ち
の
悋
気
講
の
時
、
一
代
女
の
番
が
巡
っ

て
来
た
場
面
で
あ
る
。
④
は
、殿
様
と
奥
方
に
つ
い
て
の
話
を
し
て
い
る
時
に
、

奥
方
が
人
形
を
使
っ
て
呪
い
殺
そ
う
と
し
た
国
御
前
と
一
代
女
自
身
の
器
量
を

比
べ
た
場
面
で
あ
る
。
前
後
の
文
脈
か
ら
判
断
し
て
も
、
こ
の
「
そ
れ
が
し
」

は
語
り
手
で
あ
る
一
代
女
の
自
称
に
違
い
な
い
。

で
は
、
な
ぜ
西
鶴
は
、
こ
こ
で
一
代
女
の
自
称
を
敢
え
て
「
そ
れ
が
し
」
に

し
た
の
だ
ろ
う
か
。『
好
色
一
代
女
』
の
語
り
で
は
、
一
代
女
の
自
称
と
し
て

「
自
ら
」
や
「
我
」
を
多
用
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
自
ら
」
は
身

分
の
あ
る
人
の
人
称
代
名
詞
と
さ
れ
て
お
り
、
巻
一
―
一
以
外
あ
ま
り
用
い
ら

れ
な
い
。
一
方
、「
我
」
は
常
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
自
称
が
多
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
第
三
者
の
語
り
の
存
在
が
薄
れ
、
一
代
女
の
語
り

で
物
語
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、そ
れ
に
し
て
も「
妖

孽
寛
濶
女
」
に
の
み
「
そ
れ
が
し
」
と
い
う
自
称
が
出
現
し
て
い
る
の
は
、
や

は
り
疑
問
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

一
方
、『
武
道
伝
来
記
』
巻
一
―
三
「
嘇
嗒
と
い
ふ
俄
正
月
」
に
お
い
て
自
称

「
そ
れ
が
し
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
以
下
の
場
面
で
あ
る
。

⑤
『
武
道
伝
来
記
』
巻
一
―
三
「
嘇
嗒
と
い
ふ
俄
正
月
」

母
の
い
は
く
、
と
て
も
の
事
に
そ
れ
が
し
が
願
ひ
あ
り
。
十
太
郎
を
よ
び

く
だ
し
、
是
も
一
所
に
相
果
な
ば
、
何
か
浮
世
に
思
ひ
残
す
事
候
ま
じ
。

十
太
郎
生
残
り
、
跡
に
て
恨
む
べ
き
所
も
あ
り
。
日
限
は
名
月
ま
で
御
待
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母
の
親
壱
人
、
藤
縄
目
の
鎧
を
着
て
、
く
れ
な
ひ
の
天
巻
長
刀
の
鞘
は
づ

し
て
、
鞍
掛
に
腰
を
置
て
、
一
命
を
し
ま
ぬ
眼
色
、
い
に
し
へ
の
巴
山
吹

も
か
く
あ
ら
ん
と
、
見
し
人
い
さ
ぎ
よ
く
ほ
め
て
、
女
な
れ
ば
か
ま
は
ず
。

（
第
二
巻
、
四
二
六
・
四
二
八
ペ
ー
ジ
）

当
主
善
太
夫
を
討
た
れ
た
岩
国
家
の
家
中
が
宮
越
家
に
押
し
寄
せ
る
の
を
、

母
親
は
一
家
を
自
ら
守
ろ
う
と
す
る
意
志
を
固
め
て
武
装
し
て
待
ち
受
け
る
。

祐
筆
を
勤
め
る
夫
の
十
左
衛
門
の
姿
が
描
か
れ
な
い
の
は
、
す
で
に
死
去
し
て

い
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
母
親
は
、
武
装
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
夫
の
代
役
を

務
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
母
親
は
演
技
を
し
て
男
に
な
り
き
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

以
上
、
二
つ
の
話
の
、
自
ら
を
「
そ
れ
が
し
」
と
呼
ぶ
女
性
に
共
通
す
る
点

と
し
て
、
武
家
の
関
係
者
で
あ
る
こ
と
、
他
人
に
な
り
き
っ
て
い
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。
な
か
で
も
、
他
人
に
な
り
き
っ
て
い
る
こ
と
、
他
人
を
演
じ
る
こ

と
が
、
女
性
が
「
そ
れ
が
し
」
と
い
う
自
称
を
用
い
る
理
由
に
な
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
妖
孽
寛
濶
女
」
で
は
、男
で
は
な
い
が
、奥
方
と
い
う
、

自
分
で
は
な
い
人
物
に
な
り
き
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
一
代
女

が
ま
る
で
男
の
よ
う
に
力
強
く
大
げ
さ
に
演
技
を
す
る
こ
と
も
、
何
ら
お
か
し

く
は
な
い
は
ず
だ
。
一
代
女
が
自
分
自
身
と
は
全
く
異
な
る
人
格
を
演
じ
て
見

せ
る
必
要
性
が
あ
っ
た
か
ら
、
自
称
が
「
自
ら
」
や
「
我
」
か
ら
変
化
し
た
の

で
あ
ろ
う
。

ま
た
、「
嘇
嗒
と
い
ふ
俄
正
月
」
に
お
い
て
は
、
母
親
は
夫
の
代
わ
り
を
演

の
話
で
あ
る
。
ま
ず
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
妖
孽
寛
濶
女
」
が
、
一
代

女
の
懺
悔
の
物
語
と
し
て
自
ら
の
「
性
」
に
関
す
る
こ
と
を
綴
っ
て
い
る
『
好

色
一
代
女
』
の
な
か
で
は
珍
し
く
、自
ら
の
「
性
」
を
起
点
と
し
た
物
語
と
な
っ

て
お
ら
ず
、
前
後
の
章
と
話
が
う
ま
く
つ
な
が
ら
な
い
と
い
う
特
徴
を
有
す
る

こ
と
で
あ
る
。「
妖
孽
寛
濶
女
」
に
お
け
る
一
代
女
は
、
常
に
周
囲
を
観
察
し

て
い
る
立
場
を
と
っ
て
お
り
、
自
ら
の
話
を
し
な
い
の
だ
。
こ
の
こ
と
を
確
認

し
た
上
で
具
体
的
な
場
面
の
検
討
に
入
る
。

③
の
場
面
で
一
代
女
は
、
奥
方
の
鬱
積
し
た
嫉
妬
心
を
体
現
す
る
か
の
よ
う

に
、人
形
の
上
に
乗
り
か
か
っ
て
罵
倒
し
て
み
せ
る
。ま
る
で
奥
方
に
な
り
き
っ

た
よ
う
に
振
舞
う
一
代
女
は
、
奥
方
の
機
嫌
を
取
り
持
つ
た
め
に
大
袈
裟
な
動

作
で
演
技
を
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
一
代
女
の
嫉
妬
話
は
、
奥
方

と
一
体
と
な
っ
て
（
奥
方
に
な
り
き
っ
て
）
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
見
て
も
、

他
の
女
た
ち
が
自
己
の
体
験
を
も
と
に
し
て
話
し
て
い
る
の
と
根
本
的
に
異
な

る
。
奥
方
に
な
り
き
る
こ
と
で
奥
方
の
異
常
性
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

後
の
人
形
が
動
く
と
い
う
展
開
の
虚
構
性
を
演
出
し
て
い
る
と
も
い
え
る
（
５
）

。
④

の
「
そ
れ
が
し
」
は
、
一
連
の
出
来
事
の
終
了
後
も
奥
方
と
同
調
す
る
形
で
自

分
と
国
御
前
を
比
較
す
る
文
脈
で
使
わ
れ
て
お
り
、
一
代
女
自
身
の
素
直
な
感

懐
を
表
す
も
の
で
は
な
く
、
奥
方
に
限
り
な
く
密
着
し
て
用
い
ら
れ
た
特
異
な

自
称
と
い
う
べ
き
例
で
あ
る
。

一
方
、「
嘇
嗒
と
い
ふ
俄
正
月
」
の
母
親
は
、「
そ
れ
が
し
」
の
自
称
を
使
う

前
の
場
面
で
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
に
武
装
し
て
い
る
。
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ず
御
前
へ
」
と
申
し
出
た
の
は
采
女
の
方
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
第
一
の
理
由
と
し
て
は
、西
鶴
が
女
性
に
「
そ
れ
が
し
」

を
用
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
女
性
が
自
分
以
外
の
誰
か
に
な
り
き
る
必
要
が
あ

る
が
、「
闇
の
手
が
た
」
の
女
は
別
の
人
に
な
り
き
る
必
要
も
な
く
、
強
要
さ

れ
て
も
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。「
妖
孽
寛
濶
女
」
の
一
代
女
は

奉
公
先
の
奥
方
を
喜
ば
せ
る
た
め
に
、「
嘇
嗒
と
い
ふ
俄
正
月
」
の
母
親
は
一

家
を
守
る
た
め
に
、
自
分
以
外
の
誰
か
に
な
り
き
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
が
、

「
闇
の
手
が
た
」
の
女
に
は
、
そ
の
よ
う
な
必
然
性
が
な
い
。
西
鶴
の
浮
世
草

子
の
用
例
検
討
に
よ
っ
て
、「
そ
れ
が
し
」
を
自
称
に
用
い
る
発
言
主
が
基
本

的
に
男
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
明
示
こ
そ
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
こ

は
采
女
の
発
話
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、「
そ
れ
が
し
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
発
話
の
後
、
女
が
奉
行
の
前

に
「
罷
出
」
て
い
る
。
も
し
「
そ
れ
が
し
」
以
下
が
女
の
発
言
な
ら
ば
、
一
度

奉
行
の
前
で
発
言
し
、
そ
の
要
求
通
り
に
木
曾
の
赤
鬼
た
ち
が
連
れ
て
こ
ら
れ

た
後
に
、
改
め
て
奉
行
の
前
に
出
る
と
い
う
動
作
を
描
い
た
こ
と
に
な
る
が
、

緊
密
な
場
面
の
描
写
と
し
て
は
や
や
ち
ぐ
は
ぐ
な
印
象
を
与
え
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
む
し
ろ
、
事
前
に
女
か
ら
何
ら
か
の
示
唆
を
与
え
ら
れ
た
采
女
が
、
女

の
指
示
通
り
に
宿
場
中
の
男
を
連
れ
て
く
る
よ
う
奉
行
に
申
し
立
て
、
一
同
が

揃
っ
た
と
き
に
、
采
女
の
後
ろ
に
控
え
て
い
た
女
が
前
に
出
て
、
初
め
て
決
定

的
な
証
拠
の
存
在
を
明
か
し
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
三
に
、
奉
行
所
と
い
う
公
的
な
場
で
の
発
言
は
、
男
で
あ
る
采
女
が
行
っ

じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、「
そ
れ
が
し
」
を
自
称
と
し
て
用
い
て
い
て

も
お
か
し
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
母
親
は
一
時
的
な
武
装
に
よ
っ
て
夫
の
姿
を
借

り
た
こ
と
に
な
る
。

自
称
「
そ
れ
が
し
」
が
女
性
に
用
い
ら
れ
る
と
き
に
は
、
彼
女
た
ち
が
演
技

を
し
て
い
る
と
い
う
共
通
点
が
存
在
し
て
い
る
と
み
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。

四
、「
闇
の
手
が
た
」
に
つ
い
て

西
鶴
の
浮
世
草
子
で
例
外
的
に
女
性
が
「
そ
れ
が
し
」
を
自
称
に
用
い
た
三

例
③
④
⑤
は
、
い
ず
れ
も
発
話
者
が
生
身
の
女
性
と
は
程
遠
い
他
者
を
演
じ
て

見
せ
て
い
る
場
面
で
使
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、「
性
別
の
特
定
が
困
難
な
も
の
」

に
分
類
し
た
①
と
②
の
う
ち
、
①
は
男
性
と
見
な
し
て
差
し
支
え
な
い
と
判
断

で
き
た
の
で
、
②
の
み
が
文
脈
上
男
女
の
区
別
が
付
け
が
た
い
例
と
し
て
残
る

こ
と
と
な
る
。

そ
れ
で
は
本
題
の
「
闇
の
手
が
た
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

今
川
采
女
と
女
が
木
曾
の
赤
鬼
率
い
る
乱
暴
者
た
ち
に
暴
行
さ
れ
て
、
翌
日

奉
行
所
に
訴
え
に
行
く
場
面
で
「
そ
れ
が
し
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
乱
暴
者

た
ち
の
背
中
に
鍋
炭
の
手
形
を
残
し
た
の
は
女
で
あ
る
が
、「
そ
れ
が
し
」
の

自
称
を
用
い
た
の
は
本
当
に
女
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
っ
さ
の
機
転
を
利
か
せ

る
こ
と
が
で
き
る
、
機
知
に
富
ん
だ
女
で
あ
る
が
、
奉
行
所
に
対
し
て
訴
え
た

の
も
女
で
あ
る
と
、
多
く
の
注
釈
書
の
解
釈
の
よ
う
に
決
め
付
け
て
よ
い
の
で

あ
ろ
う
か
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、「
そ
れ
が
し
覚
の
候
へ
ば
、
此
宿
中
男
残
ら



̶ 20 ̶

と
を
確
認
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、「
闇
の
手
が
た
」
の
「
そ
れ
が
し
」

が
各
注
釈
書
で
女
の
発
言
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
異
を
唱
え
、
こ

の
場
面
で
の
発
言
者
は
今
川
采
女
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
結
論
と
し
て
提
示

し
た
い
。

注（
１
）　
西
鶴
作
品
の
本
文
引
用
は
、
新
編
西
鶴
全
集
編
集
委
員
会
編
『
新
編
西
鶴
全
集
』

全
五
巻
の
本
文
篇
（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
〜
二
〇
〇
七
年
）
に
依
拠
し
た
。
括

弧
内
に
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。
な
お
、
振
り
仮
名
は
省
略
し
た
。

（
２
）　
本
巻
を
含
む
『
現
代
語
訳
西
鶴
全
集
』
全
七
巻
の
抄
出
本
で
あ
る
同
氏
『
現
代
語

訳
日
本
古
典
文
学
全
集
　
西
鶴
名
作
集
』（
河
出
書
房
、
一
九
五
四
年
）
に
も
「
闇
の

手
が
た
」
が
収
録
さ
れ
る
。
当
該
箇
所
（
一
七
〇
ペ
ー
ジ
）
は
、「
や
う
に
」
の
仮
名

遣
い
を
「
よ
う
に
」
と
改
め
た
以
外
は
同
じ
で
あ
る
。

（
３
）　『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
井
原
西
鶴
集
②
』（
小
学
館
、
平
成
八
年
）
の
現
代

語
訳
（
宗
政
氏
担
当
）
の
当
該
箇
所
も
同
文
で
あ
る
。

（
４
）　
第
五
巻
所
収
の
浮
世
草
子
以
外
の
作
品
に
も
「
そ
れ
が
し
」
の
用
例
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
本
稿
で
は
検
討
対
象
外
と
し
た
。

（
５
）　
森
耕
一
氏
「『
好
色
一
代
女
』巻
三
・
四
の
意
味
―
女
奉
公
人
一
代
女
の
役
割
―
」（「
園

田
国
文
」
一
五
、一
九
九
四
年
三
月
）
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
悋

気
講
の
形
式
そ
の
も
の
が
女
た
ち
の
嫉
妬
話
の
演
技
性
・
虚
構
性
を
物
語
っ
て
い
る
。

― 

お
さ
な
い
・
あ
や
の
、
広
島
大
学
文
学
部
平
成
二
十
九
年
度
卒
業 

―

た
と
と
る
方
が
自
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
現
実
的
に
、
被
害

者
側
の
代
表
と
し
て
采
女
が
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
女
が
奉
行
の
前
に
名
乗

り
出
て
申
し
立
て
る
必
要
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、「
そ

れ
が
し
」
の
用
例
検
討
の
結
果
と
矛
盾
す
る
こ
と
は
な
い
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
次
の
よ
う
に
場
面
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
。
木
曽
の
赤
鬼
ら
に
暴
行
を
受
け
た
采
女
と
女
は
、
夜
が
明

け
て
か
ら
奉
行
所
に
向
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
に
女
は
采
女
と
奉
行
所
で
の
対
応

を
打
ち
合
わ
せ
て
い
た
。
暴
行
を
受
け
た
と
き
、
犯
人
達
の
背
中
に
鍋
炭
の
手

形
を
残
し
て
お
い
た
こ
と
も
当
然
伝
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
木
曾
の
赤

鬼
た
ち
が
旅
中
の
采
女
と
女
の
姿
を
見
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
逆
も
い
え

る
だ
ろ
う
。
正
体
は
不
明
な
が
ら
、
自
分
た
ち
の
旅
路
に
怪
し
げ
な
男
た
ち
が

い
た
こ
と
に
つ
い
て
も
二
人
は
情
報
交
換
で
き
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
上
で

采
女
は
奉
行
所
で
宿
場
中
の
男
を
呼
び
寄
せ
る
よ
う
に
頼
む
。
男
達
が
集
ま
っ

た
後
、
女
が
「
罷
出
」
て
昨
晩
の
こ
と
を
話
し
た
。
こ
れ
が
こ
と
の
真
相
で
あ

ろ
う
。

五
、
お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
西
鶴
の
浮
世
草
子
の
「
そ
れ
が
し
」
の
用
例
を
検
討
し
、
そ
の

結
果
を
も
と
に
「
闇
の
手
が
た
」
の
「
そ
れ
が
し
」
に
つ
い
て
新
た
な
解
釈
を

試
み
た
。
西
鶴
の
浮
世
草
子
作
品
に
お
い
て
女
性
が
「
そ
れ
が
し
」
を
用
い
る

際
に
は
、
彼
女
た
ち
に
自
分
以
外
の
誰
か
を
演
じ
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
こ


