
一

滝
亭
鯉
丈
は
、
式
亭
三
馬
の
『
浮
世
床
』
初
編
・
二
編
（
以
下
、「
初
編
」

「
二
編
」
と
略
称
す
る
）
を
引
き
継
ぐ
形
で
『
浮
世
床
』
三
編
（
以
下
、「
三

編
」
と
略
称
す
る
）
を
著
し
た
。
刊
行
は
文
政
六
年
。
三
馬
の
死
去
は
文
政
五

年
閏
正
月
六
日
の
こ
と
で
、
三
馬
の
死
後
一
年
で
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

二
世
南
仙
笑
楚
満
人
（
為
永
春
水
）
の
序
に
は
ま
だ
三
馬
が
存
命
中
で
あ
る
旨

を
記
す
の
で
、
三
編
執
筆
の
要
請
が
鯉
丈
に
も
た
ら
さ
れ
た
時
に
は
三
馬
は
生

き
て
お
り
、
執
筆
中
か
刊
行
準
備
中
に
訃
報
が
届
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
鯉
丈
は
三
馬
の
死
が
早
晩
訪
れ
る
こ
と
を
覚
悟
し
、
あ
る
い
は
三

馬
を
悼
む
気
持
ち
を
込
め
て
筆
を
取
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
成
立
事
情
を
持
つ
三
編
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
『
浮
世
床
』

に
関
す
る
研
究
史
を
繙
い
て
み
て
も
、
三
編
の
内
容
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の

は
少
な
い
。
も
と
も
と
『
浮
世
床
』
研
究
の
多
く
が
近
世
語
資
料
と
し
て
の
分

析
を
主
と
し
、
作
品
の
読
み
を
事
と
す
る
研
究
は
少
な
か
っ
た
が
、
三
馬
の
作

で
は
な
い
三
編
は
、
初
編
・
二
編
と
違
っ
て
注
釈
が
施
さ
れ
る
こ
と
さ
え
な

く
、
ほ
ぼ
放
置
に
近
い
扱
い
を
受
け
て
き
た
。
鯉
丈
研
究
に
お
い
て
も
、
三
編

の
執
筆
は
必
ず
し
も
主
要
な
伝
記
事
項
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
い

（
１
）。

そ
の
よ
う

な
研
究
状
況
の
中
、
鈴
木
圭
一
氏

（
２
）

は
、
三
編
が
為
永
春
水
作
『
軒
並
娘
八
丈
』

と
内
容
上
交
錯
し
て
い
る
点
を
考
察
し
、
三
編
の
髪
結
の
親
方
鬢
五
郎
が
『
軒

並
娘
八
丈
』
の
才
三
郎
と
同
一
視
さ
れ
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
と
指
摘
し

た
。
鈴
木
氏
に
よ
れ
ば
、
元
は
武
士
で
あ
り
、
詮
議
の
た
め
に
髪
結
い
に
身
を

や
つ
し
て
い
る
と
い
う
『
軒
並
娘
八
丈
』
の
才
三
郎
は
、
お
駒
才
三
郎
を
描
い

た
「
恋
娘
昔
八
丈
」
の
世
界
を
題
材
と
し
た
合
巻
七
作
品
と
比
較
し
て
も
、
髪

結
の
設
定
が
強
調
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
。
こ
の
鈴
木
氏
の
論
は
、
三
編
の
内

容
に
関
し
て
初
め
て
詳
細
な
検
討
を
加
え
た
と
い
う
点
で
貴
重
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
鈴
木
氏
の
議
論
は
春
水
の
編
集
の
影
響
が
多
分
に
三
編
に
認
め

ら
れ
る
証
拠
と
し
て
の
意
味
づ
け
に
向
か
い
、
三
編
自
体
を
読
み
解
く
方
向
に
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は
進
ん
で
い
な
い
。
私
は
今
回
、
鈴
木
氏
と
は
別
の
観
点
、
す
な
わ
ち
作
中
人

物
の
造
型
に
重
き
を
置
く
立
場
か
ら
三
編
を
読
ん
で
み
た
い
。
こ
れ
に
よ
り
先

行
研
究
で
は
そ
の
内
容
を
ほ
と
ん
ど
吟
味
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
三
編
の
新
し
い

読
み
の
可
能
性
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
う
。

二

三
編
の
序
文
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

文
栄
堂
に
頼
ま
れ
て
、
柳
髪
新
話
の
三
編
目
を
本
丁
庵
へ
言
入
れ
し
は
、

三
年
已
前
の
こ
と
な
り
し
が
、
近
来
先
生
多
病
に
し
て
、
風
呂
の
加
減
も

床
髪
も
暫
筆
を
留
置
の
み
、
何
な
ら
今
年
は
下
剃
で
束
ね
て
貰
て
置
給
へ

と
、
教
の
侭
に
筆
採
は
、
滝
亭
鯉
丈
が
床
預
り

（
３
）

ま
た
、
三
編
下
巻
の
本
文
末
に
は
、
作
者
鯉
丈
の
口
上
と
取
れ
る
次
の
よ
う

な
記
述
が
見
え
る
。

書
肆
の
も
と
め
に
い
な
み
が
た
く
、
こ
は
D
C
出
せ
し
三
編
目
、
浮
世
の

床
の
人
情
も
、
初
編
二
編
は
親
方
が

好
に
ま
か
す
る
作
意
の

妙
案
、
此
三
編
の
拙
き
は
、
下
ず
り
の
留
吉
に
な
で
つ
け
さ
せ
た
と
見
給

へ
か
し
。

春
水
も
鯉
丈
も
、
鯉
丈
を
留
吉
に
な
ぞ
ら
え
る
表
現
を
し
て
い
る
。
三
馬
を

親
方
鬢
五
郎
に
、
鯉
丈
自
身
を
留
吉
に
そ
れ
ぞ
れ
擬
す
る
こ
と
で
、
作
品
の
拙

さ
を
弁
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
鯉
丈
の
力
量
不
足
の
断
り
の
た
め
に
導
入
さ

れ
た
言
葉
と
し
て
ま
ず
は
読
ま
れ
る
べ
き
な
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
果
た

し
て
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
。
三
編
の
丁
を
一
枚
ず
つ
め
く
る
読
者
の
立
場
に
即

し
て
考
え
れ
ば
、
作
品
の
最
初
と
最
後
に
、
い
わ
ば
念
を
押
す
よ
う
に
〈
留

吉
＝
鯉
丈
〉〈
鬢
五
郎
＝
三
馬
〉
の
図
式
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
は
決
し

て
小
さ
く
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
こ
の
見
立
て
は
三
編
全

体
に
枠
組
と
し
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
二
つ
の
文
章
を
読
ん
で
、
以
上
の
よ
う
な
疑
問
を
禁
じ
え
な
い
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
三
編
全
体
に
描
か
れ
る
鬢
五
郎
と
留
吉
の
言
動
す
べ
て
に
三
馬

と
鯉
丈
の
実
像
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
戯
作
の
登
場
人
物
と

は
作
者
の
自
己
像
を
託
す
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
は
な
い
し
、
特
に
脇
役
留

吉
に
そ
こ
ま
で
の
思
い
入
れ
を
鯉
丈
が
抱
く
と
は
思
え
な
い
。
し
か
し
、
三
編

冒
頭
か
ら
読
み
進
め
て
い
く
読
者
の
念
頭
に
は
〈
留
吉
＝
鯉
丈
〉〈
鬢
五
郎
＝

三
馬
〉
の
図
式
が
浮
か
ん
で
き
て
も
お
か
し
く
な
い
よ
う
な
人
物
設
定
が
な
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
、
三
馬
が
著
し
た
初
編
・
二
編
に
お
い
て
、
留
吉
は
ど
の
よ
う
に

描
か
れ
た
の
か
。
初
編
上
冒
頭
で
は
、
鬢
五
郎
が
起
床
す
る
ま
で
の
間
、
客
の

隠
居
と
軽
口
を
た
た
く
も
の
の
、
鬢
五
郎
が
登
場
す
る
と
途
端
に
出
番
は
乏
し

く
な
り
、
孔
糞
と
鬢
五
郎
の
会
話
に
「
左
官
だ
の
壁
だ
の
と
つ
け
る
も
尤
だ
ネ
。

あ
い
つ
が
壁
へ
穴
を
明
ち
や
ァ
左
官
さ
わ
ぎ
だ
」
と
口
を
挟
ん
で
は
、
鬢
五
郎

に
「
べ
ら
ぼ
う
め
、
だ
ま
つ
居
ろ
」
と
た
し
な
め
ら
れ
、「
ア
イ

ト
へ
こ
ん
で

門
口
を
さ
う
ぢ
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る

（
４
）

。
ま
た
、
権
助
か
ら
駄
菓
子

の
銭
を
催
促
さ
れ
た
と
「
十
二
三
の
で
つ
ち
」
に
暴
露
さ
れ
て
の
や
り
と
り
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で
、「
こ
の
調
市
は
、
覚
て
ゐ
や
ァ
が
れ
。
無
も
し
ね
へ
こ
と
を
ぬ
か
し
て
」

と
反
発
す
る
の
を
鬢
五
郎
か
ら
「
ヤ
イ

く
留
。
か
ら
か
ふ
な
ィ
。
だ
ま
つ
て
仕

事
を
し
ろ
ヱ
」
と
咎
め
ら
れ
る
（
初
編
下
、
二
九
二
〜
二
九
三
頁
）
の
も
同
様

で
、
要
す
る
に
主
人
の
鬢
五
郎
の
前
で
は
小
さ
く
な
る
し
か
な
い
、
し
が
な
い

存
在
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
三
編
に
入
る
と
、
上
巻
二
十
四
丁
の
う
ち
十
六
丁
ウ
ラ
ま
で
、
つ

ま
り
上
巻
の
三
分
の
二
あ
た
り
ま
で
、「
今
日
は
主
の
鬢
五
郎
は
歳
始
残
り
の

た
め
廻
り
に
出
、
剃
出
し
の
留
吉
が
い
ゝ
わ
け
を
し
な
が
ら
間
に
合
せ
に
結
て

居
る
」
と
い
う
鬢
五
郎
不
在
の
状
況
が
続
く
な
か
、
留
吉
は
客
と
の
や
り
取
り

を
十
分
に
楽
し
み
つ
つ
会
話
を
交
わ
し
て
い
る
。
そ
の
存
在
感
た
る
や
、
初

編
・
二
編
の
比
で
は
な
い
。
し
か
し
留
吉
は
「
い
ゝ
わ
け
を
し
な
が
ら
間
に
合

せ
に
」
仕
事
を
す
る
。
主
人
の
代
わ
り
を
勤
め
る
こ
と
で
あ
る
程
度
の
心
の
張

り
を
持
ち
な
が
ら
も
、
ど
こ
か
不
安
の
色
は
隠
せ
な
い
。
そ
ん
な
留
吉
の
姿

が
、
三
馬
の
代
わ
り
に
筆
を
取
っ
て
お
ず
お
ず
と
三
編
を
し
た
た
め
る
鯉
丈
の

姿
と
重
な
る
の
は
む
し
ろ
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
上
巻
十
六
丁
ウ
ラ
で
鬢
五
郎
が
帰
っ
て
き
た
時
の
留
吉
の
反
応
も
、

「
す
つ
と
は
い
る
を
見
れ
ば
主
の
鬢
五
郎
、
留
吉
は
び
つ
く
り
、
に
が
笑
を
し

て
居
る
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
し
、
隠
居
に
「
や
れ
う
れ
し
や
、
親
方
が
け
へ

ッ
ち
や
ァ
、
モ
ウ
こ
つ
ち
の
も
の
だ
。
サ
ア
留
、
て
め
へ
に
は
モ
ウ
用
は
ね
へ
ぞ
」

と
い
わ
れ
て
は
、「
ヘ
ン
ト
い
つ
た
ば
か
り
、
鬢
五
郎
が
帰
り
し
ゆ
へ
、
今
ま

で
の
よ
う
に
し
や
べ
ら
ず
、
へ
こ
ん
で
い
る
」
し
か
な
か
っ
た
。
実
際
に
は
あ

り
え
な
い
こ
と
だ
が
、
も
し
三
馬
が
病
床
か
ら
復
帰
し
て
続
稿
執
筆
が
可
能
と

な
っ
た
ら
、
鯉
丈
が
読
者
か
ら
同
じ
よ
う
に
い
わ
れ
た
と
し
て
も
仕
方
が
な
か

っ
た
わ
け
で
、
鯉
丈
も
「
今
ま
で
の
よ
う
に
し
や
べ
ら
ず
、
へ
こ
ん
で
い
る
」、

つ
ま
り
三
編
よ
り
後
を
書
き
継
ぐ
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
力
不
足
を
自
覚

し
な
が
ら
三
馬
の
代
表
作
の
一
つ
を
継
承
し
た
鯉
丈
の
自
信
の
な
さ
と
謙
遜
の

意
を
読
者
に
実
感
し
て
も
ら
う
に
は
、
留
吉
の
不
安
に
託
す
る
の
が
最
も
効
果

的
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三

留
吉
が
脇
役
に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、
主
人
の
鬢
五
郎
は
狂
言
回
し
と
し

て
重
要
な
役
回
り
で
あ
る
。
も
し
鬢
五
郎
に
三
馬
の
面
影
を
し
の
ぶ
こ
と
が
出

来
る
よ
う
に
三
編
が
書
か
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
鬢
五
郎
は
三
馬
が
初

編
・
二
編
で
書
き
継
い
で
き
た
人
物
像
と
齟
齬
を
き
た
さ
な
い
よ
う
に
造
型
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
目
で
初
編
・
二
編
を
読
み
返
す
と
、
あ

る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
入
れ
替
わ
り
立
ち
代
わ
り
顔
を
出
す
客

同
士
の
無
駄
話
に
所
々
差
し
挟
ま
れ
る
鬢
五
郎
の
発
言
に
、
彼
の
人
柄
が
表
に

出
る
場
合
が
少
な
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
初
編
・
二
編
の
鬢
五

郎
が
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
印
象
的
な
の
が
、
長
居
し
た
隠
居
が
退
場
し
た
直
後
の
鬢
五
郎
た
ち
の

会
話
で
あ
る
。

熊
「
気
の
能
隠
居
だ
の
う
　
び
ん
「
け
つ
か
う
だ
　
熊
「
息
子
が
仕
合
せ
だ
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ぜ
　
び
ん
「
あ
の
息
子
も
よ
く
A
で
利
口
者
だ
か
ら
身
上
は
大
丈
夫
だ

熊
「
親
子
な
が
ら
仕
合
と
い
ふ
の
だ
の
　
で
ん
「
ど
う
も
さ
く
ゝ
て
能

で
ん
「
あ
れ
で
も
若
い
時
に
は
金
を
遣
た
ら
う
か
　
び
ん
「
ナ
ア
ニ
そ
り
や
ァ

ね
へ
の
さ
　
熊
「
只
口
ば
か
り
サ

び
ん
「
口
に
は
物
が
い
ら
ね
へ
。
夫
だ

か
ら
利
口
だ
は
な
　
で
ん
「
通
人
だ
の
通
り
者
だ
の
と
い
ふ
奴
は
全
体
野

暮
だ
ぜ
。
其
証
拠
に
は
皆
身
上
茶

く
む
ち
や
く
だ
　
び
ん
「
野
暮
だ

く

と
い
ふ
人
は
身
上
を
よ
く
し
て
人
に
も
笑
は
れ
ず
、
間
に
は
貧
乏
な
奴
を

救
て
や
つ
た
り
何
角
す
る
。
お
ら
ァ
そ
の
方
が
通
り
者
だ
ら
う
と
思
ふ

（
初
編
上
、
二
六
五
〜
二
六
六
頁
）

口
の
減
ら
な
い
客
た
ち
が
珍
し
く
し
ん
み
り
と
隠
居
の
噂
を
し
、
話
題
は
そ

の
ま
ま
遊
興
論
に
移
っ
て
い
く
の
だ
が
、
最
後
の
鬢
五
郎
の
言
葉
は
常
識
的
な

が
ら
真
情
に
溢
れ
る
。
ほ
か
に
も
遊
興
観
が
鬢
五
郎
の
口
か
ら
率
直
に
表
出
さ

れ
た
事
例
は
い
く
つ
か
あ
る
。

び
ん
「
む
か
し
の
誰
と
か
い
ふ
女
郎
が
、
通
人
と
は
廓
へ
這
入
ら
ぬ
人
を

通
人
と
い
ふ
、
女
郎
買
を
し
て
金
を
つ
か
ふ
者
は
、
お
そ
か
れ
速
か
れ
身

体
を
滅
す
か
ら
、
野
暮
だ
と
云
た
さ
う
だ
が
、
悟
つ
て
見
れ
ば
そ
ん
な
も

の
か
い
　
短
「
違
ね
へ
　
長
「
角
屋
敷
竟
に
は
野
暮
の
手
へ
渡
り
、
ト
川
柳

点
に
あ
る
が
、
う
そ
は
ね
へ
　
び
ん
「
通
だ
の
通
り
者
だ
の
と
い
は
れ
て

身
体
を
潰
す
よ
り
か
も
、
野
暮
と
云
れ
て
金
を
た
め
た
方
が
利
方
だ
の

長
「
そ
れ
を
し
り
つ
ゝ
迷
ふ
や
つ
さ
　
び
ん
「
あ
れ
も
ち
つ
と
は
迷
つ
て
見

る
が
い
ゝ
の
さ
。
若
い
内
に
ち
つ
と
修
行
し
て
見
て
、
早
く
足
を
洗
ふ
が

い
ゝ
。
上
手
に
な
れ
ば
成
ほ
ど
金
が
入
る
（
中
略
）
び
ん
「
な
ん
で
も
商

売
に
精
出
し
て
見
ね
へ
。
親
も
に
こ

く
す
れ
ば
、
か
ゝ
ア
も
焼
餅
は
や

か
ず
か
、
物
前
に
も
苦
労
が
う
す
く
て
、
寿
命
が
延
る
や
う
だ
（
中
略
）

び
ん
「
若
く
て
も
、
お
め
へ
た
ち
の
や
う
に
早
く
心
づ
く
と
大
丈
夫
だ
が
、

兎
角
若
者
は
さ
う
行
ね
へ
も
の
さ
（
初
編
下
、
二
九
一
頁
）

び
ん
「
中
右
衛
門
さ
ん
も
、
あ
の
息
子
で
は
大
き
に
苦
労
す
る
の
　
短
「
さ

う
よ
　
長
「
こ
ま
つ
た
子
だ
ぜ
　
び
ん
「
ひ
と
り
子
と
云
も
の
は
、
兎
角
あ

ま
や
か
す
か
ら
役
に
立
ね
へ
（
中
略
）
び
ん
「
人
も
三
十
越
し
て
ど
う
ら

く
に
な
つ
た
の
は
む
づ
か
し
い
よ
。
其
筈
だ
。
見
る
ほ
ど
の
事
、
き
く
ほ

ど
の
事
が
皆
珍
ら
し
い
か
ら
、
爰
で
た
ま
ら
ね
へ
は
な
（
初
編
中
、
二
八

九
〜
二
九
〇
頁
）

こ
の
よ
う
に
遊
興
に
関
す
る
鬢
五
郎
の
言
葉
は
、
い
ず
れ
も
冗
談
と
は
受
け

取
れ
な
い
ほ
ど
に
真
面
目
な
教
訓
が
基
調
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

続
い
て
鬢
五
郎
の
仕
事
に
対
す
る
姿
勢
を
窺
わ
せ
る
事
例
を
見
よ
う
。
先

の
初
編
下
の
引
用
中
に
も
「
な
ん
で
も
商
売
に
精
出
し
て
見
ね
へ
。
親
も
に

こ

く
す
れ
ば
、
か
ゝ
ア
も
焼
餅
は
や
か
ず
か
、
物
前
に
も
苦
労
が
う
す
く

て
、
寿
命
が
延
る
や
う
だ
」
と
い
う
発
言
が
あ
っ
て
、
鬢
五
郎
の
真
摯
な
態
度

が
示
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
初
編
・
二
編
を
通
じ
て
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
ど
う

し
よ
う
も
な
い
「
で
つ
ち
」
の
暴
言
に
辟
易
し
た
鬢
五
郎
が
、
主
人
と
奉
公
人

の
関
係
か
ら
居
候
論
へ
と
話
を
進
め
る
一
節
、

び
ん
「
奉
公
人
も
主
人
は
撰
む
事
た
が
、
主
人
も
奉
公
人
を
ば
撰
ま
ね
へ
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と
身
上
の
為
に
な
ら
ぬ
の
　
短
「
人
の
身
体
の
能
く
な
る
の
は
、
奉
公
人

さ
へ
能
け
れ
ば
速
だ
　
び
ん
「
何
事
も
運
次
第
よ
。
智
恵
も
ね
へ
人
が
、

金
を
持
て
大
勢
の
人
に
崇
め
尊
ま
れ
て
ゐ
る
（
中
略
）
一
生
涯
う
ろ

く

ま
ご
つ
き
あ
る
い
て
方
D
C
に
尻
が
居
ら
ず
、
あ
す
こ
も
爰
も
居
候
で
廻

り
ま
は
つ
て
、
半
年
か
小
半
年
ゐ
る
内
に
は
愛
相
づ
か
し
で
又
他
へ
行
、

又
一
年
も
過
れ
ば
珍
し
く
な
つ
て
這
入
込
み
の
直
に
居
び
た
れ
て
、
又
居

候
（
初
編
下
、
二
九
四
頁
）

な
ど
は
、
主
人
と
奉
公
人
と
の
関
係
の
重
要
性
や
、
生
業
を
持
て
な
い
居
候
の

身
の
不
安
定
さ
に
寄
せ
る
鬢
五
郎
の
思
い
を
伝
え
て
余
り
あ
る
し
、
銭
右
衛
門

の
居
候
飛
助
を
批
判
す
る
一
同
の
会
話
中
に
差
し
挟
ま
れ
る
「
す
べ
て
何
の
業

を
す
る
と
も
、
田
舎
へ
出
て
銭
設
を
す
る
や
つ
は
、
そ
れ
だ
け
の
力
だ
の
。
立

派
に
し
て
通
る
も
の
は
、
旅
歩
は
せ
ず
ト
江
戸
に
座
居
て
事
を
す
る
は
さ
。
そ

こ
が
お
江
戸
の
あ
り
が
た
い
所
だ
」（
初
編
下
、
二
九
八
頁
）
も
、
江
戸
で
立

派
に
商
売
を
展
開
す
る
鬢
五
郎
な
ら
で
は
の
重
み
あ
る
述
懐
と
し
て
聞
く
こ
と

が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
鬢
五
郎
自
ら
髪
結
い
の
苦
労
を
語
る
場
面
で
は
、

び
ん
「
其
上
に
髪
結
と
い
ふ
も
の
は
場
所
を
し
や
う
が
床
を
預
ら
う
が
、

人
の
機
嫌
気
づ
ま
を
取
ら
ね
へ
き
や
ァ
な
り
や
せ
ん
。
是
で
も
大
勢
の
客

の
内
に
は
む
づ
か
し
い
人
が
あ
る
は
な
。
十
人
が
十
種
を
そ
れ
D
C
に
あ

し
ら
つ
て
、
其
人
の
好
な
事
に
連
て
口
を
合
せ
よ
う
と
い
ふ
も
の
ス
。
女

郎
と
同
じ
調
子
よ
。
此
商
売
は
別
し
て
内
股
膏
薬
が
い
ゝ
の
さ
（
二
編

下
、
三
四
二
頁
）

の
よ
う
に
、
客
商
売
独
特
の
苦
渋
を
か
み
し
め
つ
つ
述
べ
ら
れ
て
、
印
象
深
い

も
の
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
苦
労
の
結
果
、
鬢
五
郎
は
客
の
蛸
助
か
ら
、

そ
れ
に
つ
け
て
も
此
鬢
公
は
如
才
ね
へ
よ
。
場
所
は
五
六
町
預
り
、
床
は

三
ヶ
所
預
つ
て
皆
弟
子
を
出
し
て
置
く
シ
、
云
分
は
ね
へ
。
其
上
に
、
此

床
は
自
身
に
手
を
お
ろ
し
て
欲
ば
る
か
。
そ
れ
だ
か
ら
金
が
ウ
ン

く
と
う

な
ら
ァ
（
二
編
下
、
三
四
三
頁
）

と
評
さ
れ
る
ほ
ど
の
成
功
を
収
め
た
わ
け
で
、
こ
れ
ら
一
連
の
鬢
五
郎
の
発
言

は
、
江
戸
の
町
で
商
売
を
す
る
者
の
心
構
え
と
し
て
有
益
な
教
訓
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
加
え
て
、
初
編
中
で
長
々
と
展
開
さ
れ
る
鬢
五
郎
の
上
方
者
と
江
戸

者
と
の
比
較
論
で
は
、
徹
底
的
に
上
方
者
の
気
の
長
さ
を
嘲
笑
し
な
が
ら
も
、

上
方
者
作
兵
衛
に
「
爰
な
鬢
公
め
は
、
私
の
顔
さ
へ
見
り
や
争
ひ
で
ご
ざ
り
ま

す
。
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
お
ま
へ
さ
ん
が
た
へ
お
負
を
申
す
ぢ
や
な
い
が
、
上
で
生
れ
た
私

ぢ
や
が
、
一
体
は
御
当
地
の
お
人
様
は
義
強
う
て
ト
ッ
ト
人
気
が
勇
し
い
ナ
。
そ

れ
ゆ
ゑ
私
ど
も
も
大
好
で
ご
ざ
り
ま
す
。
こ
り
や
最
う
、
ほ
ん
ま
の
事
で
ご
ざ

り
ま
す
」（
二
八
四
頁
）
と
褒
め
言
葉
を
貰
い
、
二
編
上
で
は
焼
餅
を
焼
く
と

鬢
五
郎
の
逆
鱗
に
触
れ
る
と
ぼ
や
く
女
房
も
、
松
に
「
う
さ
ァ
ね
へ
。
そ
の
代

に
情
が
あ
る
め
へ
」（
三
二
二
頁
）
と
突
っ
込
ま
れ
る
と
「
そ
こ
は
ど
う
だ
か
」

（
同
）
と
愛
情
故
の
悋
気
を
ほ
の
め
か
す
。

以
上
を
総
合
し
て
、
初
編
・
二
編
の
鬢
五
郎
は
、
色
事
に
お
い
て
十
分
女
房
に

焼
餅
を
焼
か
れ
る
位
の
経
験
を
有
し
な
が
ら
も
常
識
人
と
し
て
の
抑
制
を
保
ち
、
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髪
結
い
の
主
人
と
し
て
は
し
っ
か
り
と
し
た
見
識
と
業
績
を
保
つ
。
喧
嘩
早
い

と
こ
ろ
は
あ
っ
て
も
相
手
に
憎
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
ん
な
鬢
五
郎
が
ふ
と

も
ら
す
、
趣
向
や
典
拠
と
は
無
縁
の
率
直
な
発
言
は
、
教
訓
と
し
て
の
内
容
を

豊
か
に
持
つ
だ
け
に
、
客
達
の
無
駄
話
の
中
で
少
な
い
な
が
ら
も
異
彩
を
放

ち
、
読
者
の
印
象
に
残
る
。
初
編
・
二
編
と
も
次
か
ら
次
に
導
入
さ
れ
る
滑
稽

話
の
お
か
し
さ
ば
か
り
に
注
目
が
集
ま
り
、
所
々
に
挿
入
さ
れ
る
鬢
五
郎
の
発

言
の
真
意
を
窺
う
試
み
は
こ
れ
ま
で
成
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
鬢
五
郎
に
託
し
て

お
の
れ
の
本
音
を
語
ら
せ
る
意
図
が
三
馬
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ

ら
れ
る
ほ
ど
に
、
鬢
五
郎
の
言
葉
に
は
重
み
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
当
時
の
読
者

が
気
付
か
な
い
は
ず
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

四

こ
こ
で
、
資
料
に
よ
り
確
認
で
き
る
三
馬
の
人
柄
を
一
瞥
し
て
お
く
必
要
が

あ
ろ
う
。
曲
亭
馬
琴
『
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類
』
に
、

学
問
は
な
け
れ
ど
も
才
子
な
れ
ば
、
自
序
な
ど
を
綴
る
に
よ
く
故
事
を
と

り
ま
は
し
て
漢
学
者
の
ご
と
く
思
は
れ
た
り
。
只
そ
の
文
に
憎
み
あ
り
。

性
酒
を
嗜
て
人
と
鬧
諍
せ
し
こ
と
も
し
ば

く
聞
え
た
り
。
絶
て
文
人
の

気
質
に
似
ず
。
又
商
賈
の
ご
と
く
に
も
あ
ら
ず
。
世
の
侠
客
に
似
た
る
こ

と
多
か
り
し
に
、
既
に
初
老
に
及
び
て
よ
り
酔
狂
を
慎
み
て
渡
世
を
旨
と

せ
し
と
い
ふ
。

（
５
）

と
あ
る
の
は
周
知
の
こ
と
、
ま
た
『
浮
世
風
呂
』
四
編
の
金
竜
山
人
（
振
鷺

亭
）
跋
に
、

式
亭
主
人
は
鳩
車
竹
馬
の
友
な
り
。
性
素
よ
り
拙
弁
、
生
平
の
茶
譚
殊
に

鈍
し
。
故
に
人
呼
で
面
白
く
な
き
人
と
し
、
且
話
の
な
き
人
と
す
。
賈
客

に
し
て
騒
人
、
野
暮
に
し
て
在
行
。
居
は
市
中
に
あ
り
て
自
ら
隠
れ
、
躬

は
俗
間
に
あ
り
て
自
ら
雅
な
り
。
言
語
を
通
め
か
さ
ず
、
妄
に
陳
奮
翰
を

吐
ず
。
形
容
を
B
が
ら
ず
、
仮
に
も
利
屈
臭
を
論
ぜ
ず
。
ご
ぜ
へ
す
の
結

交
、
敬
し
て
闊
け
、
来
玉
へ
の
招
待
、
辞
し
て
到
ら
ず
。
陰
物
な
ら
ず
陽

気
な
ら
ず
、
か
た

く
よ
ら
ず
か
た
よ
ら
ず
、
凡
中
位
の
好
男
な
り
。

（
６
）

と
あ
る
の
も
、
三
馬
の
人
柄
を
十
分
に
伝
え
る
こ
と
で
名
高
い
。
以
上
の
資
料

に
三
馬
の
日
記
『
式
亭
雑
記
』

（
７
）

に
載
せ
る
勝
川
春
亭
と
の
絶
交
と
和
睦
の
い

き
さ
つ
を
加
え
れ
ば
、
三
馬
の
人
と
な
り
を
物
語
る
主
要
な
情
報
は
出
揃
う
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
棚
橋
氏
は
、「
作
品
と
は
対
照
的
に
む
し
ろ
訥
弁
で
飾
ら

ず
寡
黙
な
が
ら
筋
を
通
す
性
格
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
（
中
略
）
こ
の
一
種
親

分
肌
に
似
た
三
馬
の
性
格
を
慕
っ
て
門
人
希
望
や
近
付
き
を
求
め
る
人
の
多
か

っ
た
こ
と
が
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。」

（
８
）

と
さ
れ
た
。

こ
こ
ま
で
検
討
を
加
え
て
改
め
て
初
編
・
二
編
の
鬢
五
郎
の
描
か
れ
方
を
思

い
返
す
と
、
実
際
の
三
馬
の
人
柄
と
鬢
五
郎
の
役
柄
に
は
共
通
す
る
部
分
が
多

く
見
ら
れ
る
こ
と
に
気
付
く
。
三
馬
が
描
い
た
鬢
五
郎
像
は
、
図
ら
ず
も
三
馬

自
身
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。
読
者
と
し
て
の
鯉
丈
は
お
そ
ら
く
こ
の

相
似
を
読
み
取
り
、
そ
れ
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
、
今
度
は
作
者
と
し
て
自
身

の
三
編
を
構
想
し
た
と
思
わ
れ
る
。
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五

鬢
五
郎
の
不
在
に
伴
う
留
吉
の
代
行
は
、
三
馬
に
代
わ
っ
て
三
編
の
筆
を
取

っ
た
鯉
丈
の
立
場
を
象
徴
す
る
と
推
測
し
た
。
と
な
れ
ば
、
鬢
五
郎
が
外
出
中

に
遭
遇
し
た
事
件
も
、
三
馬
と
の
関
連
で
意
味
づ
け
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は

な
い
か
。

帰
宅
し
た
鬢
五
郎
は
、
外
出
先
で
の
出
来
事
を
説
明
す
る
。
両
国
橋
を
渡
る

途
中
で
、
身
投
げ
を
し
よ
う
と
す
る
女
を
助
け
よ
う
と
頑
張
っ
た
が
、
実
は
身

投
げ
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
騒
動
を
起
こ
し
て
し
ま
い
、
気
色
が
悪
く
な
っ
て

用
も
足
さ
ず
に
帰
っ
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
鬢
五
郎
が
橋
で
助
け
よ
う
と

し
た
女
は
、
身
投
げ
で
は
な
く
実
は
歯
痛
の
た
め
に
泣
い
て
お
り
、
袂
に
入
れ

て
い
た
の
も
石
で
は
な
く
て
「
大
き
な
梨
子
が
二
ッ
」
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
こ
の
設
定
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

私
見
で
は
鯉
丈
が
三
馬
を
意
識
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
歯
痛
に
し
た
と
推
測
す
る
。

三
馬
が
生
ま
れ
た
の
は
浅
草
田
原
町
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
は
別
名
で
源
水
横
丁

と
呼
ば
れ
て
お
り
、
代
々
こ
の
地
に
松
井
源
水
が
居
を
構
え
て
い
た
こ
と
に
由

来
す
る
。
松
井
源
水
は
、
曲
独
楽
の
芸
を
し
て
人
を
集
め
、
反
魂
丹
や
歯
磨
き

粉
、
歯
の
薬
を
売
っ
て
い
た
有
名
な
曲
芸
師
で
あ
る

（
９
）

。
三
馬
と
歯
痛
に
は
源
水

横
丁
と
い
う
接
点
が
あ
る
。
鯉
丈
が
身
投
げ
女
の
涙
の
理
由
を
歯
痛
に
し
た
の

に
は
、
三
馬
と
の
関
連
で
必
然
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
こ
の
身
投
げ
騒
ぎ
が
な
ぜ
両
国
橋
の
上
で
展
開
さ
れ
た
の
か
を
考
え

る
必
要
が
あ
る
。
鈴
木
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
お
駒
才
三
郎
の
世
界
の

中
で
橋
上
で
の
騒
動
が
一
つ
の
見
せ
場
と
な
っ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
鈴

木
氏
は
、「
滑
稽
を
主
眼
と
す
る
作
品
の
主
人
公
に
、
男
達
の
印
象
が
あ
る
こ

と
、
こ
れ
が
『
浮
世
床
』
三
編
の
大
き
な
特
徴
」
で
あ
り
、「
親
方
鬢
五
郎
が
、

女
を
身
投
げ
と
間
違
い
抱
き
止
め
る
場
面
は
、
そ
の
好
例
と
い
え
る
。」
と
し

た
。
鬢
五
郎
と
才
三
郎
を
重
ね
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
は
確
か
な
の

で
、
鈴
木
氏
の
指
摘
は
首
肯
で
き
る
。
た
だ
し
、
鬢
五
郎
の
色
好
み
と
実
直
さ

を
両
立
さ
せ
た
人
柄
は
既
に
初
編
・
二
編
で
も
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
十
分

踏
ま
え
て
三
編
の
鬢
五
郎
が
造
型
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
三
編
に
限
っ

て
鬢
五
郎
が
持
ち
前
の
侠
気
を
発
揮
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
見
る
。
つ
ま
り
、

才
三
郎
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
だ
け
を
狙
っ
て
鬢
五
郎
に
女
を
抱
き
止
め
さ
せ

た
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
趣
向
は
、
同
じ
文
政
六

年
に
出
た
『
八
笑
人
』
三
編
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
鯉
丈
は
同
じ
趣
向

を
二
作
品
に
利
用
し
て
い
る
。
両
国
橋
で
身
投
げ
と
誤
解
す
る
と
い
う
設
定
そ

の
も
の
は
あ
る
程
度
普
遍
性
を
持
っ
て
い
た
。
重
点
は
む
し
ろ
、「
マ
ヅ
今
朝
ず

い
と
出
が
け
に
本
所
へ
ゆ
か
う
と
思
つ
て
両
国
橋
へ
か
ゝ
」
っ
た
鬢
五
郎
が
、

身
投
げ
誤
解
の
一
件
を
経
て
、「
あ
ん
ま
り
馬
鹿
げ
て
気
し
よ
く
が
わ
り
い
か

ら
、
用
も
た
さ
ず
に
帰
ッ
て
」
来
た
こ
と
の
ほ
う
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
鬢

五
郎
が
三
馬
を
投
影
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
考
え
て
い
き
た
い
。

鬢
五
郎
が
出
掛
け
よ
う
と
し
て
い
た
本
所
に
は
回
向
院
が
あ
る
。
回
向
院
に

は
、
明
暦
の
大
火
に
よ
る
焼
死
者
十
万
八
千
体
が
葬
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
隅
田
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川
は
橋
に
し
て
も
渡
し
舟
に
し
て
も
多
く
の
命
を
飲
み
込
ん
で
い
る
。
ま
た
、

小
野
寺
郷
氏

（
11
）

に
よ
れ
ば
、
三
途
の
川
が
こ
の
世
と
あ
の
世
の
境
界
線
を
な
し
て

い
る
と
い
う
観
念
は
九
世
紀
前
半
か
ら
明
治
時
代
ま
で
存
続
し
、
三
途
の
川
に

橋
が
あ
る
と
い
う
観
念
は
九
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
ま
で
少
数
だ
が
文
献
に
見
る

こ
と
が
で
き
、
船
で
渡
る
と
い
う
観
念
も
そ
の
後
生
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
。

そ
れ
を
踏
ま
え
て
以
下
の
よ
う
に
推
測
す
る
。
す
な
わ
ち
、
鯉
丈
が
両
国
橋
の

騒
動
を
挿
入
し
た
の
は
、
両
国
橋
の
架
か
る
隅
田
川
か
ら
〈
三
途
の
川
〉
と
い

う
概
念
を
連
想
さ
せ
る
た
め
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
鬢
五
郎
が
「
用
も
た
さ
ず

に
帰
ッ
て
来
や
し
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
彼
を
両
国
橋
か
ら
帰
還
さ
せ
る
こ
と

で
、
三
途
の
川
か
ら
三
馬
が
帰
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
病
没
し
た
三

馬
の
よ
み
が
え
り
を
祈
る
思
い
を
込
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
編
を
出
版
し
た
時
点
で
、
三
馬
の
死
後
一
年
が
過
ぎ
て
い
る
。
現
実
に
は

よ
み
が
え
り
は
あ
り
え
ず
、
鯉
丈
が
代
理
を
務
め
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
本
当
は
三
馬
が
執
筆
す
べ
き
も
の
だ
っ
た
と
鯉
丈
は
思
っ
た
ろ
う
し
、
多

く
の
読
者
も
三
馬
の
筆
致
を
偲
ん
だ
に
違
い
な
い
。
鯉
丈
は
そ
ん
な
読
者
に
対

し
、
せ
め
て
作
中
で
は
戯
作
者
三
馬
が
あ
の
世
か
ら
戻
っ
て
く
る
と
い
う
読
み

を
可
能
に
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
異
例
と
も
い
う
べ
き
鬢
五
郎

の
不
在
が
三
馬
の
病
没
に
よ
る
空
白
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
鬢
五
郎
が
本

所
で
用
事
を
済
ま
せ
ず
に
「
ど
ふ
り
で
む
な
さ
わ
ぎ
が
し
て
、
途
中
か
ら
け
へ

ッ
て
来
や
し
た
」
と
い
い
な
が
ら
帰
還
す
る
の
に
も
何
ら
か
の
意
味
が
あ
る
と

考
え
て
、
以
上
の
よ
う
な
推
測
を
述
べ
て
み
た
。

六

鯉
丈
は
三
馬
の
『
浮
世
床
』
を
受
け
継
ぐ
に
あ
た
り
、
大
き
な
不
安
や
、
読

者
の
期
待
に
応
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
重
圧
を
感
じ
て
い
た
だ
ろ
う
。

そ
れ
ら
を
乗
り
越
え
る
原
動
力
と
な
っ
た
の
は
や
は
り
、
序
で
語
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
三
馬
本
人
か
ら
執
筆
を
依
頼
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
大
き
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
三
馬
直
々
に
後
継
ぎ
と
し
て
指
名
さ
れ
た
こ
と
は
、
鯉
丈
に

と
っ
て
大
き
な
自
信
と
な
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
三
馬
へ
の
感
謝
の
思
い
が
、

三
編
の
鬢
五
郎
へ
の
投
影
と
い
う
形
で
現
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
初
編
上

の
冒
頭
に
登
場
し
、
亡
妻
へ
の
思
い
や
り
を
示
し
つ
つ
退
場
し
て
、
鬢
五
郎
や

客
に
も
慕
わ
れ
た
隠
居
も
、
三
編
で
は
大
き
な
存
在
感
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の

隠
居
の
造
型
に
も
三
馬
を
継
承
す
る
鯉
丈
の
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
ま
た
別
の
機
会
に
検
討
し
た
い
。

注（
１
）
近
年
の
伝
記
研
究
と
し
て
は
、
棚
橋
正
博
氏
「
滝
亭
鯉
丈
小
考
―
『
明
烏
後
正
夢
』
成
立

の
前
段
と
し
て
―
」（
堀
切
実
氏
編
『
近
世
文
学
研
究
の
新
展
開
―
俳
諧
と
小
説
』〈
ぺ
り

か
ん
社
、
二
〇
〇
四
年
二
月
〉
所
収
）
が
あ
る
。
な
お
、
鯉
丈
と
密
接
な
関
係
の
あ
る
為
永

春
水
や
三
馬
に
つ
い
て
の
近
年
の
研
究
、
す
な
わ
ち
山
杢
誠
氏
「
為
永
春
水
年
譜
稿
　
そ
の

一
」（『
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
三
〇
集
、
一
九
九
四
年
二
月
）、
同
「
為
永
春
水
年
譜

稿
　
そ
の
二
」（『
文
学
論
藻
』
第
六
八
号
、
一
九
九
四
年
二
月
）、
棚
橋
氏
「
為
永
春
水
雑

感
―
文
化
・
文
政
期
の
春
水
―
」（『
国
文
学
研
究
』
第
一
一
〇
集
、
一
九
九
三
年
六
月
）、

同
『
式
亭
三
馬
　
江
戸
の
戯
作
者
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
四
年
一
一
月
）
な
ど
も
、
鯉
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丈
に
触
れ
る
所
が
多
い
。

（
２
）
鈴
木
圭
一
氏
「
瀧
亭
鯉
丈
の
『
浮
世
床
』」（
内
田
保
廣
・
小
西
淑
子
両
氏
編
『
近
世
文
学
の

研
究
と
資
料
―
虚
構
の
空
間
―
』〈
三
弥
井
書
店
、
一
九
八
八
年
一
二
月
〉
所
収
）。
な
お
、

同
氏
「
瀧
亭
鯉
丈
―
滑
稽
本
と
人
情
本
―
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
五
九
巻
八
号
、
一
九

九
四
年
八
月
）
で
も
言
及
が
あ
る
。

（
３
）
以
下
、
三
編
の
引
用
は
蓬
左
文
庫
蔵
三
冊
本
（
請
求
記
号
　
尾
一
三
―
二
九
）
の
国
文
学
研

究
資
料
館
紙
焼
写
真
に
よ
る
。
た
だ
し
漢
字
は
通
行
の
字
体
に
改
め
、
句
読
点
を
打
ち
直
し
、

振
り
仮
名
を
省
略
す
る
な
ど
の
処
置
を
採
っ
た
。
な
お
序
文
全
文
は
、
注
１
所
掲
の
棚
橋
氏

「
為
永
春
水
雑
感
―
文
化
・
文
政
期
の
春
水
―
」
や
『
式
亭
三
馬
　
江
戸
の
戯
作
者
』、
注
２

所
掲
の
鈴
木
氏
「
瀧
亭
鯉
丈
の
『
浮
世
床
』」
に
引
用
さ
れ
て
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

（
４
）『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
洒
落
本
　
滑
稽
本
　
人
情
本
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
四

月
）
所
収
『
浮
世
床
』（
神
保
五
彌
氏
校
注
）
初
編
上
、
二
五
六
頁
。
以
下
、
初
編
・
二
編

の
引
用
は
同
書
に
よ
り
、
編
と
巻
、
同
書
の
頁
数
を
添
え
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
振
り
仮

名
は
省
略
す
る
。

（
５
）
木
村
三
四
吾
氏
編
『
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類
』（
八
木
書
店
、
一
九
八
八
年
五
月
）
四

九
頁
の
影
印
に
よ
る
。
な
お
、
引
用
に
あ
た
り
句
読
点
と
濁
点
を
補
っ
た
。

（
６
）
神
保
氏
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
浮
世
風
呂
　
戯
場
粋
言
幕
の
外
　
大
千
世
界
楽

屋
探
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
六
月
）
二
九
三
頁
。
た
だ
し
振
り
仮
名
は
省
略
し
た
。

（
７
）『
続
燕
石
十
種
』
第
一
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
〇
年
五
月
）
所
収
。

（
８
）
注
（
１
）
所
掲
の
棚
橋
氏
『
式
亭
三
馬
　
江
戸
の
戯
作
者
』
八
八
頁
。

（
９
）
朝
倉
無
声
『
見
世
物
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
七
七
年
一
月
）
参
照
。

（
10
）
注
（
２
）
所
掲
「
瀧
亭
鯉
丈
の
『
浮
世
床
』」。

（
11
）
小
野
寺
郷
氏
「
日
本
に
於
け
る
三
途
の
川
の
変
遷
」（『
南
山
大
学
ア
カ
デ
ミ
ア
　
人
文
・

社
会
科
学
編
』
六
〇
巻
、
一
九
九
四
年
九
月
）
参
照
。

―
ま
さ
き
・
み
ら
い
、
広
島
大
学
文
学
部
平
成
十
九
年
度
卒
業
―
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国
文
学
攷
投
稿
規
定

一
、
本
誌
は
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
の
機
関
誌
と
し
て
、
学
会
員
か
ら
の
投
稿
を
常

時
募
集
し
ま
す
。

一
、
投
稿
論
文
の
採
否
は
、
当
学
会
役
員
よ
り
選
出
さ
れ
た
編
集
委
員
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
る
編
集
委
員
会
で
決
定
し
ま
す
。

一
、
採
否
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ
に
は
一
切
応
じ
ま
せ
ん
。

一
、
投
稿
論
文
は
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
四
十
枚
以
内
を
原
則
と
し
ま
す
。

一
、
投
稿
論
文
の
末
尾
に
氏
名
の
ふ
り
が
な
・
所
属
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

一
、
ワ
ー
プ
ロ
原
稿
で
の
投
稿
の
際
に
は
、
縦
書
き
の
場
合
は
30
字
×
21
行
、
横
書
き

の
場
合
は
40
字
×
35
行
の
書
式
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

一
、
編
集
の
都
合
上
、
な
る
べ
く
フ
ロ
ッ
ピ
ー
で
の
投
稿
を
お
願
い
し
ま
す
。
そ
の
際
、

使
用
の
機
種
・
ソ
フ
ト
名
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
必
ず
プ
リ
ン
ト
ア
ウ

ト
し
た
原
稿
の
同
封
を
お
願
い
し
ま
す
。

一
、
論
文
掲
載
の
場
合
、
本
誌
三
部
と
抜
き
刷
り
三
十
部
を
贈
呈
し
ま
す
。
余
分
に
必

要
な
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
お
申
し
出
が
あ
れ
ば
、
実
費
で
お
頒
ち
し
ま
す
。

一
、
本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
等
の
著
作
権
は
、
著
者
に
帰
属
し
ま
す
。
た
だ
し
、
当

学
会
は
本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
等
を
電
子
化
し
、
公
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
ま
す
。

一
、
投
稿
論
文
の
送
り
先
〒
七
三
九
ー
八
五
二
二

東
広
島
市
鏡
山
一
ー
二
ー
三

広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
内

広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
事
務
局

tosho-seibi-repo
長方形




