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『
雨
月
物
語
』
「
菊
花
の
約
」
の
主
題
は
丈
部
左
門
と
赤
穴
宗
右
衛
門

の
「
信
義
」
に
あ
る
が
、
そ
れ
と
冒
頭
末
尾
の
警
句
的
言
辞
と
の
間
に
違

和
が
生
じ
て
い
る
と
さ
れ
て
き
た
。
本
論
で
は
、
左
門
や
宗
右
衛
門
た
ち

の
、
貧
困
や
孤
独
か
ら
生
き
る
証
し
を
求
め
て
す
が
っ
た
「
信
義
」
と
、

身
を
翻
し
て
尼
子
経
久
に
従
う
赤
穴
丹
治
を
は
じ
め
多
く
の
者
た
ち
の

「
軽
薄
」
と
の
対
比
が
本
話
の
主
題
に
通
底
す
る
こ
と
を
確
認
し
、
同
時

代
に
お
け
る
読
み
の
可
能
性
ま
で
を
論
じ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

上
田
秋
成

雨
月
物
語

菊
花
の
約

軽
薄

信
義

貧
交
行

孤
独

一

は
じ
め
に

上
田
秋
成
に
よ
る
「
菊
花
の
約
」
は
、
『
雨
月
物
語
』
の
な
か
で
も
と

く
に
研
究
史
の
豊
か
な
蓄
積
は
あ
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
主
題
レ
ヴ
ェ

ル
で
も
定
ま
っ
た
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
作
品
で
あ
る
。

本
論
は
、
そ
の
「
菊
花
の
約
」
の
登
場
人
物
の
お
か
れ
た
境
遇
に
焦
点
を

当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
解
釈
上
の
違
和
を
解
消
す
る
こ
と
を
試

み
た
も
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に
、
物
語
の
梗
概
を
や
や
詳
し
く
記
す
こ
と
と
す
る
。
そ
の
際

に
、
本
論
に
取
り
あ
げ
る
際
の
便
宜
を
図
り
、
内
容
を
五
つ
の
意
味
段
落

に
分
け
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
記
号
を
付
す
。

Ａ

軽
薄
な
人
と
交
際
し
て
は
な
ら
な
い
。
軽
薄
な
人
は
、
交
際
し
や
す

く
と
も
ま
た
簡
単
に
別
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。

Ｂ

播
磨
国
の
加
古
駅
に
支
部
左
門
と
い
う
博
士
が
い
た
。
清
貧
を
も
っ

ぱ
ら
と
し
、
書
物
の
ほ
か
は
見
向
き
も
し
な
い
。
老
母
は
、
糸
紡
ぎ
を
仕

事
と
し
て
左
門
の
学
問
へ
の
志
を
助
け
て
い
た
。
妹
は
、
同
じ
里
の
佐
用

氏
に
嫁
い
で
い
た
。
佐
用
氏
も
左
門
の
母
子
の
賢
い
こ
と
を
慕
っ
て
い
ろ

い
ろ
な
も
の
を
贈
っ
て
よ
こ
し
た
が
、
左
門
は
、
他
人
に
世
話
に
な
る
ま

い
、
と
敢
え
て
受
け
な
か
っ
た
。

あ
る
日
、
左
門
が
同
じ
里
の
何
某
の
も
と
を
訪
ね
て
話
を
し
て
い
た
時
、

隣
の
部
屋
か
ら
苦
し
む
人
の
声
が
聞
こ
え
た
。
そ
の
声
の
主
で
あ
る
西
国
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の
武
士
は
、
そ
の
夜
か
ら
発
熱
し
て
起
居
も
ま
ま
な
ら
な
い
。
左
門
は
気

の
毒
に
思
い
、
周
囲
が
伝
染
病
と
恐
れ
る
の
を
一
笑
し
、
自
ら
煎
じ
た
薬

を
与
え
、
兄
弟
の
ご
と
く
に
手
厚
い
看
護
を
し
た
。
そ
の
武
士
は
、
左
門

の
陰
徳
に
感
じ
て
自
分
の
素
性
を
以
下
の
よ
う
に
明
か
す
。
も
と
は
出
雲

国
松
江
の
産
と
な
る
赤
穴
宗
右
衛
門
、
兵
法
家
と
し
て
富
田
城
主
塩
冶
掃

部
介
に
兵
法
を
説
い
て
い
た
が
、
近
江
の
佐
々
木
氏
綱
の
も
と
へ
密
使
に

つ
か
わ
れ
て
、
佐
々
木
の
館
に
留
ま
っ
て
い
る
う
ち
に
、
前
の
城
主
尼
子

経
久
が
山
中
党
を
騙
し
て
大
晦
日
の
夜
に
城
を
奪
取
し
て
し
ま
い
、
掃
部

介
も
討
ち
死
に
し
た
。
出
雲
は
佐
々
木
の
領
国
で
あ
り
、
塩
冶
は
守
護
代

で
あ
っ
た
の
で
、
三
沢
、
三
刀
屋
を
助
け
て
尼
子
を
亡
ぼ
す
よ
う
氏
綱
に

進
言
し
た
が
、
氏
綱
は
愚
将
で
あ
っ
て
、
動
か
な
い
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
宗

右
衛
門
を
近
江
に
留
め
た
。
そ
こ
で
自
分
一
人
で
脱
出
し
、
こ
の
場
に
至

っ
た
、
と
。
左
門
も
、
も
う
少
し
留
ま
っ
て
養
生
す
る
よ
う
諭
し
た
と
こ

ろ
、
日
を
経
る
に
つ
れ
て
平
癒
し
て
い
っ
た
。

左
門
と
宗
右
衛
門
は
お
互
い
の
学
問
を
披
露
し
て
意
気
投
合
し
、
つ
い

に
兄
弟
の
盟
を
結
ん
だ
。
宗
右
衛
門
が
五
歳
長
じ
て
い
た
の
で
、
兄
で
あ

る
礼
儀
を
受
け
入
れ
て
、
左
門
の
母
に
挨
拶
を
願
い
出
た
。
左
門
の
孤
独

を
心
配
す
る
老
母
も
喜
び
、
宗
右
衛
門
も
、
立
派
な
男
は
義
理
を
重
ん
じ
、

功
名
富
貴
は
二
の
次
で
あ
る
と
、
老
母
や
左
門
に
敬
わ
れ
て
い
る
こ
と
に

感
謝
し
て
、
し
ば
ら
く
逗
留
し
た
。

夏
の
初
め
ご
ろ
、
宗
右
衛
門
は
出
雲
へ
出
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
左
門

が
、
戻
る
日
時
を
問
う
と
、
重
陽
の
節
句
と
答
え
た
。
そ
こ
で
、
左
門
は

菊
花
に
薄
酒
を
備
え
て
待
つ
こ
と
を
約
束
し
た
。

Ｃ

九
月
九
日
、
左
門
は
約
束
し
た
通
り
の
支
度
を
し
て
待
っ
た
。
そ
の

日
、
左
門
も
旅
ゆ
く
人
々
の
会
話
を
上
の
空
で
聞
き
な
が
ら
待
ち
呆
け
た

が
、
夜
に
な
る
ま
で
つ
い
に
姿
は
見
え
な
い
。
あ
き
ら
め
て
家
内
に
入
ろ

う
と
し
た
と
こ
ろ
、
つ
い
に
宗
右
衛
門
が
現
れ
た
。
歓
待
す
る
左
門
に
宗

右
衛
門
は
無
言
で
応
じ
て
い
た
が
、
つ
い
に
宗
右
衛
門
は
自
分
が
こ
の
世

の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
か
し
た
。

左
門
が
大
い
に
驚
き
そ
の
わ
け
を
尋
ね
る
と
、
宗
右
衛
門
は
出
雲
の
情

勢
を
語
る
。
そ
こ
で
は
、
城
下
の
者
は
尼
子
側
に
つ
い
て
塩
冶
の
恩
を
顧

み
る
も
の
は
お
ら
ず
、
従
弟
の
赤
穴
丹
治
を
富
田
城
に
訪
ね
た
と
こ
ろ
、

尼
子
経
久
は
兵
士
を
よ
く
率
い
て
い
る
と
は
い
え
、
心
服
す
る
家
来
は
い

な
い
。
自
分
が
左
門
と
の
約
束
を
伝
え
て
去
ろ
う
と
す
る
と
、
経
久
は
丹

治
に
命
じ
て
自
分
を
幽
閉
し
て
今
日
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
、
魂
千
里
を
行

く
と
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
自
刃
し
て
陰
風
に
乗
っ
て
や
っ
て
き
た
、
と
。

そ
し
て
涙
を
流
し
つ
つ
、
よ
く
老
母
に
つ
か
え
よ
、
と
の
言
葉
を
残
し
、

宗
右
衛
門
は
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
。

左
門
は
号
泣
し
、
老
母
が
気
づ
い
た
時
は
酒
肴
の
中
に
う
ず
も
れ
て
倒

れ
て
い
た
。
左
門
は
老
母
に
出
来
事
を
語
り
、
二
人
で
泣
き
明
か
し
た
。

Ｄ

翌
日
、
左
門
は
、
自
分
は
学
問
の
世
界
で
忠
義
の
評
判
も
得
ず
、
孝

信
を
つ
く
す
こ
と
も
せ
ず
、
無
為
に
生
き
て
き
た
が
、
宗
右
衛
門
は
一
生

を
信
義
の
た
め
に
尽
く
し
た
。
よ
っ
て
、
私
は
せ
め
て
出
雲
に
向
か
っ
て

骨
を
葬
っ
て
信
義
を
全
う
し
た
い
と
、
出
雲
行
き
の
決
心
を
老
母
に
語
っ

た
。
そ
し
て
、
佐
用
氏
に
老
母
の
介
抱
を
依
頼
し
、
出
雲
国
に
向
か
う
途

中
、
夢
に
泣
き
明
か
し
つ
つ
十
日
で
富
田
城
に
到
着
し
た
。

左
門
は
、
先
ず
丹
治
を
訪
ね
て
言
っ
た
。
武
士
は
富
貴
盛
衰
の
ど
ち
ら

も
重
ん
じ
ず
、
た
だ
信
義
を
大
事
と
す
る
も
の
。
宗
右
衛
門
が
守
っ
た
信

義
に
報
い
て
、
自
分
は
こ
こ
に
来
た
。
魏
の
公
叔
座
と
商
鞅
の
故
事
と
を

比
べ
て
、
丹
治
と
宗
右
衛
門
の
場
合
は
い
か
が
か
、
と
。
す
る
と
丹
治
は
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う
な
だ
れ
て
、
言
葉
も
な
い
。
宗
右
衛
門
は
塩
冶
と
の
旧
交
を
重
ん
じ
て

尼
子
に
仕
え
な
か
っ
た
が
、
義
士
で
あ
っ
た
。
一
方
、
丹
治
が
尼
子
に
こ

び
て
従
弟
を
苦
し
め
、
横
死
を
さ
せ
た
こ
と
は
信
頼
に
値
し
な
い
。
尼
子

が
強
い
て
留
め
た
と
し
て
も
、
旧
交
を
思
え
ば
私
的
に
公
叔
座
と
商
鞅
の

よ
う
な
信
義
を
尽
く
す
べ
き
な
の
に
、
営
利
に
走
っ
て
武
士
の
家
風
が
な

い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
尼
子
の
家
風
同
然
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
宗
右
衛
門
は

ど
う
し
て
こ
の
国
に
留
ま
れ
よ
う
か
。
私
は
、
信
義
を
通
し
て
こ
こ
ま
で

や
っ
て
き
た
。
お
ま
え
は
不
義
理
の
汚
名
を
の
こ
せ
、
と
左
門
は
言
い
、

丹
治
を
一
つ
刀
に
切
り
伏
せ
た
。
そ
し
て
郎
党
ど
も
が
騒
ぐ
中
足
早
に
逃

げ
出
し
て
、
行
方
知
ら
ず
と
な
っ
た
。
尼
子
は
そ
の
こ
と
を
聞
き
、
信
義

の
篤
い
こ
と
を
憐
れ
ん
で
、
左
門
を
敢
え
て
追
わ
な
か
っ
た
。

Ｅ

や
は
り
、
軽
薄
な
人
と
友
好
を
結
ん
で
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と

な
の
だ
。

二

「
軽
薄
」
と
「
信
義
」
に
つ
い
て

前
章
梗
概
Ａ
、
物
語
の
冒
頭
は
以
下
の
よ
う
に
開
始
さ
れ
る
。

青
々
た
る
春
の
柳
。
家
園
に
種
る
こ
と
な
か
れ
。

交

り
は
軽
薄
の

せ
い
／
＼

み

そ
の

う
ゆ

ま
じ
は

け
い
は
く

人
と
結
ぶ
こ
と
な
か
れ
。
楊
柳
茂
り
や
す
く
と
も
。
秋
の
初
風
の
吹

や
う
り
う
し
げ

は
つ
か
ぜ

に
耐
め
や
。
軽
薄
の
人
は

交

り
や
す
く
し
て
亦

速

な
り
。
楊
柳

た
へ

け
い
は
く

ま
じ
は

す
み
や
か

い
く
た
び
春
に
染
れ
ど
も
、
軽
薄
の
人
は
絶
て

訪

ふ
日
な
し
。

そ
む

け
い
は
く

た
え

と
む
ら

「
菊
花
の
約
」
物
語
が
中
国
白
話
小
説
の
『
古
今
小
説
』
「
范
巨
卿
鶏

黍
死
生
交
」
（
以
降
、
本
論
で
は
「
死
生
交
」
と
す
る
）
の
翻
案
で
あ
る

こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
冒
頭
の
文
章
も
「
死
生
交
」
の
冒
頭
、

種
レ

樹
莫
レ

種
二

垂
楊
枝
一

、
結
レ

交
莫
レ

結
二

軽
薄
児
一

。
楊
枝
不
レ

耐
二

秋
風
吹
一

、
軽
薄
易
レ

結
還
易
レ

離
。（
注

）
1

の
忠
実
な
翻
訳
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
菊
花
の
約
」

で
は
、
こ
の
冒
頭
と
同
内
容
の
文
章
が
、
物
語
の
結
尾
に
て
「
咨
軽
薄
の

あ
ゝ
け
い
は
く

人
と
交
は
り
は
結
ぶ
べ
か
ら
ず
と
な
ん
」
と
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

む
す

よ
っ
て
、
読
者
は
、
「
軽
薄
」
な
人
物
と
の
交
流
を
戒
め
る
教
訓
的
な
内

容
を
想
像
し
な
が
ら
読
む
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
梗
概
Ｂ
～

Ｄ
か
ら
、
本
話
の
主
題
は
丈
部
左
門
と
赤
穴
宗
右
衛
門
と
の
「
信
義
」
に

あ
る
こ
と
に
異
論
の
余
地
は
な
い
。
問
題
は
、
登
場
人
物
二
人
の
間
の
「
信

義
」
を
軸
に
し
た
本
話
と
、
冒
頭
末
尾
の
教
訓
的
言
辞
と
の
間
の
内
容
的

な
連
関
性
が
曖
昧
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
様
々
な
解
釈
の
余
地
が
残
さ

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
点
に
あ
る
。

こ
こ
で
、
本
話
の
主
題
に
関
わ
る
先
行
論
文
の
論
点
を
、
三
浦
一
朗
の

整
理
（
注

）
に
よ
っ
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

2

①

本
編
を
丈
部
左
門
と
赤
穴
宗
右
衛
門
と
が
信
義
を
貫
く
美
談
と
す

る
立
場

②

こ
の
二
人
を
人
格
的
に
各
々
何
ら
か
の
欠
陥
を
備
え
た
人
間
と
し

て
捉
え
、
そ
の
関
係
も
批
判
的
に
描
か
れ
て
い
る
と
見
る
立
場

③

二
人
が
信
義
を
貫
い
た
の
は
確
か
だ
が
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
厳
格
、

極
端
な
も
の
で
あ
っ
て
読
者
に
違
和
感
を
与
え
る
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
と
捉
え
、
作
品
は
二
人
の
信
義
を
相
対
化
し
て
い
る
と
見

る
立
場

流
れ
と
し
て
は
、
松
田
修
（
注

）
、
木
越
治
（
注

）
の
各
論
を
画

3

4

期
と
し
て
、
②
、
③
の
よ
う
に
、
二
人
の
間
の
純
粋
な
「
信
義
」
の
物
語

を
批
判
的
に
読
む
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
結
果
、
と
く
に
近
年
は
、
Ｂ
～

Ｄ
の
登
場
人
物
に
お
け
る
「
軽
薄
」
な
人
物
探
し
に
論
点
が
定
め
ら
れ
て

－（3）－
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き
て
い
る
の
だ
が
、
煩
雑
に
な
る
の
で
こ
こ
で
は
そ
の
経
緯
を
再
説
し
な

い
。と

こ
ろ
が
、
最
近
に
な
っ
て
山
本
秀
樹
が
、
近
年
の
主
流
で
あ
っ
た
左

門
や
宗
右
衛
門
の
人
格
欠
陥
説
に
つ
い
て
も
か
な
り
手
厳
し
い
批
判
を
加

え
た
上
で
、
「
結
局
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
テ
ク
ス
ト
を
正
視
し
、
テ
ク
ス

ト
の
意
図
を
汲
も
う
と
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（
注

）
」
と
述
べ
た
。
そ
こ
で
、
本
論
で
も
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
論
の
論
点

5は
視
野
に
入
れ
つ
つ
も
、
出
来
る
だ
け
初
心
に
返
っ
て
テ
ク
ス
ト
を
正
視

し
な
が
ら
論
を
進
め
て
行
き
た
い
。

そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
「
軽
薄
」
の
語
義
に
着
目
す
る
。
「
軽
薄
」
の

語
義
に
つ
い
て
は
す
で
に
飯
倉
洋
一
が
、
そ
の
近
世
的
な
語
義
を
「
誠
実

さ
に
か
け
る
言
葉
だ
け
の
追
従
、
表
面
的
な
媚
び
諂
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
」

と
捉
え
、
そ
れ
に
相
応
し
い
人
物
は
作
中
に
見
出
し
が
た
い
と
し
た
（
注

）
が
、
念
の
た
め
『
大
漢
和
辞
典
』
に
よ
っ
て
そ
の
語
義
を
確
認
し
て

6お
く
。①

う
は
べ
だ
け
で
ま
ご
こ
ろ
が
少
な
い
こ
と
。
軽
佻
浮
薄
。
か
る

が
る
し
く
て
ま
こ
と
が
少
な
い
こ
と
。
権
勢
利
益
の
た
め
に

義
理
を
欠
く
者
。
敦
厚
で
は
な
い
こ
と
。

②

か
ろ
ん
じ
う
と
ん
ず
る
こ
と
。
粗
末
に
す
る
こ
と
。

③

か
る
く
う
す
い
。
値
打
ち
が
少
な
い
。

な
か
で
も
引
か
れ
た
用
例
数
よ
り
①
が
主
要
な
意
味
か
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
用
例
よ
り
杜
甫
の
「
貧
交
行
」
（
注

）
に
着
目
す
る
。

7

翻
レ

手
作
レ

雲
覆
レ

手
雨
（
手
を
翻
せ
ば
雲
と
作
り
手
を
覆
せ
ば
雨
）

紛
紛
軽
薄
何
須
レ

数
（
紛
紛
た
る
軽
薄
何
ぞ
数
ふ
る
を
須
ひ
ん
）

君
不
レ

見
管
鮑
貧
時
交
（
君
見
ず
や

管
鮑
貧
時
の
交
は
り
）

此
道
今
人
棄
如
レ

土
（
此
の
道
今
人
棄
て
て
土
の
如
し
）

前
半
二
句
の
江
戸
期
に
お
け
る
解
釈
は
、
服
部
南
郭
『
唐
詩
選
国
字
解
』

巻
二
に
「
人
時
ノ
軽
ハ
ヅ
ミ
ニ
頼
ナ
イ
ト
云
フ
ハ
掌
ヲ
忽
チ
カ
ユ
ル
事
ヲ

云
」
（
注

）
と
あ
る
ご
と
く
人
情
の
移
り
や
す
さ
を
詠
み
、
後
半
二
句

8

は
そ
れ
に
対
し
て
「
管
鮑
貧
時
交
」
の
世
界
を
理
想
と
し
て
引
き
合
い
に

出
し
つ
つ
、
現
代
の
人
は
そ
う
し
た
友
情
を
土
に
棄
て
る
が
ご
と
く
軽
ん

じ
る
こ
と
を
憂
い
て
い
る
。
そ
の
「
管
鮑
貧
時
交
」
は
『
史
記
』
「
管
晏

列
伝
第
二
」
の
冒
頭
に
見
え
る
も
の
だ
が
、
以
下
に
南
郭
の
注
を
記
す
。

古
ヘ
齊
ノ
管
仲
ガ
貧
乏
ナ
時
鮑
叔
ト
云
フ
者
ト
言
ヒ
合
セ
テ
ア
キ
ナ

ヒ
ヲ
シ
タ
ガ
イ
ツ
マ
デ
モ
鮑
叔
ヲ
ダ
マ
シ
テ
我
バ
カ
リ
利
ヲ
ト
ツ
タ

サ
レ
ド
モ
鮑
叔
ハ
腹
ヲ
立
タ
ズ
ヲ
管
仲
ハ
貧
乏
ヂ
ヤ
カ
ラ
ソ
ノ
ハ
ヅ

ノ
事
ト
云
テ
中
ヨ
ク
交
タ
マ
タ
ア
ル
ト
キ
喧
嘩
ヲ
シ
テ
タ
ゝ
カ
レ
テ

帰
タ
人
々
臆
病
者
ト
テ
ソ
シ
リ
シ
ガ
鮑
叔
ハ
管
仲
ガ
老
母
ア
ル
ユ
ヘ

尤
ナ
ル
事
ト
テ
マ
ス
々
親
シ
ミ
タ
リ

ソ
レ
ユ
ヘ
鮑
叔
ガ
死
セ
ン
ト

キ
我
ヲ
生
ミ
シ
者
ハ
父
母
我
ヲ
知
タ
ル
者
ハ
鮑
子
ト
嘆
シ
ト
ナ
リ
ソ

ノ
ヤ
ウ
ナ
道
ハ
今
時
ノ
人
ハ
捨
キ
ツ
テ
土
ノ
如
ク
ニ
思
フ
テ
ア
ル

鮑
叔
の
人
物
の
優
れ
て
い
た
と
こ
ろ
は
、
幼
な
じ
み
で
あ
り
自
分
が
才
能

を
認
め
た
人
物
が
、
あ
ま
り
の
貧
し
さ
に
目
先
の
利
益
に
と
ら
わ
れ
な
が

ら
自
己
中
心
的
で
よ
こ
し
ま
な
行
動
に
出
て
も
、
最
後
ま
で
そ
の
人
物
を

認
め
抜
い
た
こ
と
で
あ
る
。
鮑
叔
は
、
最
後
ま
で
幼
な
じ
み
と
の
「
信
義
」

を
通
し
た
と
も
言
え
よ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
貧
行
交
」
詩
に
お

け
る
「
軽
薄
」
語
の
対
義
は
「
管
鮑
貧
時
交
」
に
記
さ
れ
た
鮑
叔
の
行
動

に
表
れ
た
「
信
義
」
の
精
神
で
あ
る
。
井
上
泰
至
は
「
原
拠
な
ら
び
に
「
菊

花
の
約
」
の
「
軽
薄
」
は
、
「
誠
意
」
即
ち
「
信
義
」
の
有
無
が
顧
慮
さ

れ
て
し
か
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
」（
注

）
と
指
摘
し
た
が
、
人
が
そ
の

9
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「
誠
意
」
や
「
信
義
」
を
失
い
や
す
い
の
は
、
『
大
漢
和
辞
典
』
が
「
権

勢
利
益
の
た
め
に
」
と
記
す
ご
と
く
、
功
利
に
走
り
が
ち
に
な
っ
た
時
で

あ
る
と
言
え
る
。
以
上
を
念
頭
に
お
き
、
次
章
で
は
登
場
人
物
の
人
物
設

定
を
論
じ
る
。

三

左
門
と
宗
右
衛
門
の
人
物
設
定
に
つ
い
て

梗
概
Ｂ
に
お
い
て
、
丈
部
左
門
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

播
磨
の
国
加
古
の

駅

に
丈
部
左
門
と
い
う
博
士
あ
り
清
貧
を

憩

ひ

う
ま
や

は

せ

べ

も
ん

は

か

せ

せ
い
ひ
ん

あ
ま
な

て
。
友
と
す
る
書
の
外
は
す
べ
て
調
度
の
絮

煩
を
厭
ふ
。

ふ
み

て
う

ど

わ
つ
ら
は
し
き

い
と

そ
う
し
た
左
門
の
性
情
ゆ
え
、
丈
部
の
家
計
は
老
母
が
支
え
て
い
た
。
ま

た
、
左
門
の
妹
は
土
地
の
富
裕
な
佐
用
氏
に
嫁
い
で
い
る
が
、
そ
の
佐
用

氏
か
ら
の
援
助
も
左
門
は
「
口
腹
の
為
に
人
を

累

さ
ん
や
」
と
拒
否
し

こ
う
ふ
く

わ
づ
ら
は

て
い
る
。
左
門
は
、
ひ
と
り
「
清
貧
」
を
う
た
っ
て
学
問
へ
の
道
を
志
し

て
い
た
が
為
に
、
丈
部
の
家
を
支
え
る
意
志
は
薄
弱
で
あ
っ
た
。
そ
の
点

で
は
「
死
生
交
」
に
お
い
て
、

姓
張
、
名
劭
、
字
元
伯
、
是
汝
州
南
城
人
氏
。
家
本
二

農
業
一

、
苦

志
二

読
書
一

、
年
三
十
五
歳
、
不
二

曽
婚
娶
一

。
其
老
母
年
近
二

六
旬
一

、

並
弟
張
勤
努
二

力
耕
種
一

、
以
供
二

二
膳
一

。

と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
張
劭
が
農
業
の
家
に
生
ま
れ
な
が
ら
も
学
問
を
志

し
、
齢
三
十
五
に
達
し
て
も
嫁
を
迎
え
ず
、
家
業
も
せ
ず
、
弟
の
張
勤
と

老
母
が
そ
れ
を
支
え
て
い
た
と
の
設
定
と
同
様
で
あ
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ

う
。
ま
た
、
そ
う
し
た
左
門
の
現
状
に
つ
い
て
、
左
門
の
老
母
は
常
に
彼

の
「
孤
独
を
憂
」
い
て
い
た
。
左
門
は
清
貧
で
あ
る
が
、
「
孤
独
」
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
あ
る
日
、
偶
然
左
門
が
同
郷
の
「
何
某
が
許
」
を
訪
ね
た
と

な
に
が
し

も
と

き
に
、
流
行
病
を
患
い
旅
宿
し
て
い
た
赤
穴
宗
右
衛
門
を
知
っ
て
、
看
病

す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
赤
穴
宗
右
衛
門
の
人
物
設
定
に
つ
い
て
は
、
梗

概
Ｂ
に
記
し
た
通
り
、
看
病
の
末
に
病
状
の
安
定
を
見
た
と
き
宗
右
衛
門

自
身
が
左
門
に
語
っ
た
内
容
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
出
雲
国
に
向
か
う
途

中
に
発
病
し
た
宗
右
衛
門
を
左
門
が
介
抱
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、

そ
の
際
に
学
問
的
な
交
流
が
生
じ
、
二
人
は
つ
い
に
「
兄
弟
の

盟

」
を

ち
か
い

結
ぶ
に
至
る
。
こ
の
と
き
の
宗
右
衛
門
は
す
で
に
父
母
に
死
別
し
、
出
雲

国
で
の
主
を
失
い
、
佐
々
木
氏
綱
に
も
落
胆
し
て
出
奔
し
た
た
め
、
孤
独

な
身
の
上
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

や
が
て
、
「
兄
弟
の
盟
」
を
結
ん
だ
二
人
が
、
左
門
の
老
母
に
面
会
す

る
。
す
る
と
老
母
は
、

吾
子
不
才
に
て
。
学
ぶ
所
時
に
あ
は
ず
青
雲
の
便
り
を
失
な
ふ
。
ね

わ
が

こ

ま
な

せ
い
う
ん

う
し

が
ふ
は
捨
ず
し
て
伯
氏
た
る

教

を

施

し
給
へ

あ

に

を
し
へ

ほ
ど
こ

と
、
左
門
が
「
不
才
」
で
あ
る
た
め
に
そ
の
学
問
が
時
代
に
合
わ
ず
、
立

身
出
世
の
機
会
を
失
っ
て
い
る
こ
と
を
訴
え
、
宗
右
衛
門
に
「
伯
氏
た
る

教
え
」
の
教
授
を
依
願
し
た
。
そ
れ
に
応
え
て
宗
右
衛
門
が
、
「
大
丈
夫

は
義
を
重
し
と
す
。
功
名
富
貴
は
い
ふ
に
足
ず
」
と
述
べ
て
、
立
身
出
世

お
も

こ
う
め
い
ふ
う

き

た
ら

よ
り
も
信
義
を
重
ん
じ
る
べ
き
と
の
「
教
え
」
を
伝
授
す
る
運
び
と
な
る
。

以
上
の
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
左
門
と
宗
右
衛
門
が
「
兄
弟
の
盟
」
を

結
ぶ
ま
で
に
至
る
出
会
い
の
高
揚
感
の
淵
源
を
辿
る
と
、
お
互
い
の
孤
独

心
に
行
き
あ
た
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
そ
こ
に
左
門
の
「
知
識
人
の
生

が
強
い
る
孤
独
」
を
読
ん
だ
の
は
青
木
正
次
で
あ
る
が
（
注

）
、
宗
右

10

衛
門
も
、
森
山
重
雄
が
「
宙
づ
り
の
状
態
」
（
注

）
と
言
う
よ
う
に
孤

11

独
な
身
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
二
人
の
心
が
学
問
を
媒
介
と
し
て
「
ひ
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と
つ
と
し
て
相
と
も
に
た
が
ふ
」
と
こ
ろ
な
く
一
致
し
て
行
く
。
そ
の
拠

り
所
と
な
っ
た
の
が
、
宗
右
衛
門
の
「
信
義
」
の
「
教
え
」
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
背
景
に
は
、
立
身
出
世
を
望
む
ど
こ
ろ
か
、
社
会
か
ら
も
切

り
離
さ
れ
て
生
き
る
糧
を
失
い
か
ね
な
い
厳
し
い
状
況
が
あ
っ
た
。
そ
の

点
は
、
信
義
を
全
う
せ
ん
と
生
き
る
二
人
の
そ
の
後
の
関
係
を
理
解
す
る

上
で
、
大
変
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
更
に
付
言
す
る
と
、
「
死
生
交
」

の
張
劭
と
左
門
の
設
定
は
類
似
し
て
い
る
が
、
范
式
と
宗
右
衛
門
の
設
定

に
は
看
過
せ
ざ
る
相
違
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
死
生
交
」
に
、

姓
范
、
名
式
、
字
巨
卿
、
年
四
十
歳
。
世
本
二

商
賈
一

。
幼
亡
二

父
母

一

、
有
二

妻
小
一

。
近
棄
二

商
賈
一

、
来
二

洛
陽
一

応
レ

挙

と
あ
る
ご
と
く
、
范
式
が
妻
帯
者
で
あ
る
点
で
あ
る
。
「
死
生
交
」
で
の

范
式
は
商
売
を
す
る
者
で
あ
っ
て
、
妻
子
が
い
る
た
め
に
学
問
は
不
如
意

で
あ
る
と
さ
れ
、
結
果
と
し
て
、
そ
の
こ
と
が
范
式
を
蘇
州
山
陽
に
留
め

さ
せ
る
最
大
の
要
因
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
宗
右
衛
門
の
設
定
に
そ
う
し

た
要
素
は
見
ら
れ
な
い
。
次
章
に
詳
説
す
る
ご
と
く
、
妻
子
を
有
す
る
范

式
と
、
孤
独
な
身
の
宗
右
衛
門
と
の
設
定
の
相
違
は
、
本
話
の
主
題
を
捉

え
る
上
で
注
目
す
べ
き
要
素
で
あ
る
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

四

約
束
の
日
ま
で

宗
右
衛
門
の
病
も
平
癒
し
、
「
雲
州
の
動
静
を
見
ん
た
め
」
宗
右
衛
門

や

う

す

は
再
び
、「

菽

水
の

奴

に
御
恩
を
か
へ
し
た
て
ま
つ
る
」
た
め
に
、「
重
陽

し
ゆ
く
す
い

つ
ぶ
ね

め

ぐ

み

こ
ゝ
ぬ
か

の
佳
節
」
に
戻
る
こ
と
を
約
束
し
、
出
雲
に
出
立
し
た
。「
菽
水
の
奴
に
」

か

せ
つ

は
、
「
極
め
て
貧
し
い
な
が
ら
も
お
仕
え
し
て
」
と
の
意
味
で
あ
り
（
注

）
、
こ
の
二
人
の
再
開
は
、
立
身
出
世
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
や
経
済
的

12

な
安
定
を
度
外
視
し
て
、
義
理
を
通
す
こ
と
に
主
眼
が
あ
っ
た
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
「
兄
弟
の
盟
」
に
反
し
て
ま
で
宗
右

衛
門
は
出
雲
に
て
何
を
見
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
近
江
の
佐
々
木
氏

綱
に
、
旧
主
の
敵
で
あ
る
尼
子
経
久
を
滅
ぼ
す
こ
と
を
進
言
し
て
適
わ
な

か
っ
た
こ
と
を
宗
右
衛
門
自
身
が
述
べ
た
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
、
旧
主

の
敵
を
自
ら
と
ろ
う
と
企
て
て
の
視
察
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
で
き
る

が
、
ど
こ
ま
で
の
覚
悟
が
こ
の
時
点
で
の
宗
右
衛
門
に
あ
っ
た
の
か
は
不

明
で
あ
る
。

さ
て
、
約
束
の
「
重
陽
の
佳
節
」
を
迎
え
た
。
左
門
は
、
「

囊

を
か
た

ふ
く
ろ

ぶ
け
て
」
酒
、
食
の
用
意
を
し
て
い
る
。
待
ち
わ
び
る
左
門
の
目
に
入
っ

て
く
る
も
の
は
、
山
陽
道
を
せ
わ
し
く
行
き
交
う
人
々
の
光
景
だ
が
、
そ

れ
さ
え
も
目
に
入
ら
な
い
様
子
。
そ
う
し
た
左
門
の
目
に
映
っ
た
は
ず
の
、

山
陽
道
を
往
来
す
る
人
々
の
情
景
描
写
は
、
再
会
を
心
待
ち
に
す
る
左
門

の
心
情
を
記
す
場
面
と
し
て
は
些
か
唐
突
な
印
象
を
ぬ
ぐ
え
な
い
。
往
来

す
る
人
々
の
発
言
は
、
そ
の
内
の
一
人
の
「
此
度
の
商
物
に
よ
き
徳
と
る

た
び

あ
き
も
の

べ
き
祥
に
な
ん
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
経
済
活
動
を
行
う
者
た
ち
の

さ
が

損
得
勘
定
が
主
な
話
題
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
そ
の
う
ち
の
「
五
十

い

そ

ぢ

あ
ま
り
の
武
士
」
の
発
言
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

も
の
ゝ
べ

日
和
は
か
ば
か
り
よ
か
り
し
も
の
を
。
明
石
よ
り
船
も
と
め
な
ば
。

に

わ

こ
の
朝
び
ら
き
に
牛
窓
の
門
の
泊
り
は
追
べ
き
。
若
き

男

は
劫
物

う
し
ま
ど

と

と
ま

お
ふ

を
の
こ

け
く

怯

し
て
。
銭
お
ほ
く
費
や
す
こ
と
よ

を
び
へ

つ
い

こ
の
武
士
は
、
天
候
を
見
誤
っ
て
船
繰
り
計
画
を
誤
っ
て
し
ま
っ
た
若
い

男
に
対
し
て
、
無
駄
銭
を
弄
し
た
事
へ
苦
言
を
呈
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ

れ
ら
の
通
行
人
は
、
い
ず
れ
も
本
話
の
物
語
に
直
接
関
与
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
高
田
衛
ら
は
こ
の
場
面
に
つ
い
て
、
「
左
門
の
心
情
を
、
街



－（7）－

加藤十握

道
の
情
景
に
よ
っ
て
、
逆
説
的
に
書
い
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
」（
注

）
と
し
て
、
左
門
の
心
情
と
の
関
連
を
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。
ま

13た
、
鵜
月
洋
ら
は
、
こ
こ
に
「
い
わ
ば
『
間
』
と
も
『
遊
び
』
と
も
い
う

べ
き
テ
ク
ニ
ッ
ク
」(

注

)

が
見
ら
れ
る
と
説
い
た
。
し
か
し
、
い
ず
れ

14

も
物
語
展
開
と
の
積
極
的
な
関
連
を
説
明
し
て
は
い
な
い
。
左
門
は
宗
右

衛
門
を
待
ち
わ
び
る
あ
ま
り
放
心
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
む
し

ろ
目
に
映
ら
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
だ
が
、
道
行
く

者
た
ち
の
会
話
が
そ
れ
ぞ
れ
の
経
済
活
動
に
関
す
る
話
題
で
あ
る
こ
と
に

注
意
す
れ
ば
、
そ
れ
が
耳
に
入
ら
な
い
よ
う
な
左
門
の
経
済
活
動
へ
の
無

関
心
は
、
物
語
冒
頭
か
ら
一
貫
し
て
い
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
た
だ
で
さ

え
無
関
心
で
あ
っ
た
経
済
活
動
に
対
し
て
、
宗
右
衛
門
と
の
出
会
い
を
切

っ
掛
け
に
し
て
、
よ
り
盲
目
的
に
「
信
義
」
に
拘
泥
し
て
し
ま
う
左
門
（
あ

る
い
は
二
人
）
の
状
況
を
も
、
こ
の
場
面
が
暗
に
示
し
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
宗
右
衛
門
と
の
約
束
を
盲
目
的
に
信
じ
て
待
つ
こ
と
、

更
に
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
友
の
死
を
知
っ
て
咄
嗟
に
出
雲
に
向
か
う
行

動
な
ど
か
ら
は
、
左
門
の
直
情
径
行
が
読
み
取
れ
る
の
だ
が
、
そ
も
そ
も

左
門
や
宗
右
衛
門
は
、
世
を
渡
る
上
で
必
要
な
経
済
活
動
へ
コ
ミ
ッ
ト
す

る
環
境
を
自
ら
絶
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
お
互
い
の
「
信

義
」
に
す
が
っ
て
生
き
る
道
し
か
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
彼
ら
の
境
遇
こ
そ
、
本
話
の
読
者
が
違
和
感
を

覚
え
る
点
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
左
門
と
別
れ
て
出
雲
に
到
着
し
た
宗
右
衛
門
が
、
富
田
城

に
お
い
て
尼
子
経
久
、
お
よ
び
従
弟
の
赤
穴
丹
治
に
幽
閉
さ
れ
た
事
情
は

梗
概
Ｃ
に
記
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
け
る
、
左
門
と
の
再
会
の

約
束
を
破
る
事
情
が
「
死
生
交
」
の
そ
れ
と
乖
離
し
て
い
る
こ
と
は
前
章

結
尾
で
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
「
死
生
交
」
で
は
、
范
式
自
ら
が
そ

の
事
情
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

自
下

与
二

兄
弟
一

相
別
之
後
上

、
回
レ

家
為
二

妻
子
口
腹
之
累
一

、
溺
二

身

商
賈
中
一

、
塵
世
滾
滾
、
歳
月
匆
匆
、
不
レ

覚
又
是
一
年
。
向
日
鶏

黍
之
約
、
非
レ

不
レ

掛
レ

心
、
近
被
二

蠅
利
一

所
レ

牽
、
忘
二

其
日
期
一

。

そ
こ
で
は
、
妻
子
を
養
う
た
め
に
商
売
の
瑣
事
に
気
を
と
ら
れ
て
い
る
内

に
、
気
が
つ
く
と
約
束
の
期
日
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
、「
此
心
如
レ

酔
」

状
態
と
な
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
范
式
は
家
族
を
養
う
た

め
の
生
活
に
翻
弄
さ
れ
て
約
束
を
失
念
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、

宗
右
衛
門
の
状
況
は
、
「
狐
疑
の
心
」
の
多
い
人
格
へ
の
不
信
か
ら
、
「
腹

こ

ぎ

ふ
く

心
爪
牙
」
、
即
ち
心
か
ら
慕
う
家
来
ど
も
が
い
な
い
経
久
の
許
か
ら
「
永

し
ん
さ
う

が

く
居
り
て
益
な
」
し
と
見
限
っ
て
出
国
を
決
心
し
た
時
に
、
「
賢
弟
が
菊

を

や
う

花
の

約

あ
る
事
を
か
た
り
て
去
ん
と
す
れ
ば
。
経
久
怨
め
る
色
あ
り
て
」

ち
ぎ
り

さ
ら

う
ら

丹
治
を
遣
っ
て
幽
閉
し
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
宗
右
衛
門
は
、
信
頼
す
る

に
足
り
な
い
経
久
の
有
様
を
そ
の
目
で
確
認
し
、
そ
こ
で
旧
主
の
敵
を
討

つ
わ
け
で
も
な
く
、
出
国
の
決
断
を
す
る
の
で
あ
る
。
「
死
生
交
」
の
范

式
と
違
っ
て
、
孤
独
な
宗
右
衛
門
が
出
雲
に
留
ま
る
必
然
性
は
何
も
残
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
。

五

左
門
の
決
断
と
行
動

約
束
の
日
、
左
門
の
目
前
に
現
れ
た
宗
右
衛
門
の
霊
の
述
懐
を
受
け
て
、

自
死
の
行
為
を
宗
右
衛
門
の
「
信
義
」
の
証
し
と
理
解
し
た
左
門
は
、
出

雲
行
を
即
断
し
て
老
母
に
決
心
を
伝
え
る
。
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吾
幼
な
き
よ
り
身
を
翰
墨
に
托
る
と
い
へ
ど
も
。
国
に
忠
義
の
聞
え

を
さ

か
ん
ぼ
く

よ
す

な
く
。
家
に
孝
信
を
つ
く
す
こ
と
あ
た
は
ず
。

徒

に
天
地
の
あ
ひ

い
た
づ
ら

だ
に
生
る
ゝ
の
み
。
兄
長
赤
穴
は
一
生
を
信
義
の
為
に
終
る
。
小
弟

う
ま

こ
の
か
み
あ

か

な

を
は

け
ふ
よ
り
出
雲
に
下
り
。
せ
め
て
は
骨
を
蔵
め
て
信
を

全

う
せ
ん
。

ほ
ね

を
さ

し
ん

ま
つ
た

学
問
で
も
う
だ
つ
が
上
が
ら
ず
、
家
で
も
老
母
に
尽
く
し
き
れ
ず
、
中
途

半
端
な
自
分
の
存
在
の
ふ
が
い
な
さ
を
吐
露
し
、
そ
の
鬱
と
し
た
思
い
を

振
り
払
う
よ
う
に
し
て
、
宗
右
衛
門
へ
の
「
信
」
を
「
骨
を
蔵
め
」
る
こ

と
に
よ
っ
て
ま
っ
と
う
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
老

母
の
心
配
を
余
所
に
、
道
中
は
「
飢
て

食

を
思
は
ず
。
寒
き
に
衣
を
忘

う
え

し
よ
く

れ
て
。
ま
ど
ろ
め
ば
夢
に
も
哭
あ
か
し
つ
ゝ
」
、
「
信
」
の
一
語
を
胸
に
し

な
き

て
無
我
夢
中
に
出
雲
国
に
向
か
う
左
門
の
行
動
は
、
強
い
衝
動
に
駆
り
立

て
ら
れ
た
が
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

と
も
あ
れ
、
一
目
散
に
出
雲
国
に
到
着
し
た
左
門
は
ま
ず
従
弟
の
赤
穴

丹
治
を
訪
ね
て
伝
え
た
そ
の
言
葉
は
、
「
士
た
る
者
は
富
貴
消
息
の
事
と

し

ふ

う

き
せ
う
そ
く

も
に
論
ず
べ
か
ら
ず
只
信
義
を
も
て
重
し
と
す
。
」
と
、
か
つ
て
宗
右
衛

門
が
老
母
に
初
会
し
た
と
き
に
述
べ
た
「
伯
氏
た
る
教
え
」
の
引
き
写
し

あ

に

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
左
門
は
、
そ
の
考
え
に
基
づ
い
て
、
商
鞅
菽
座
の
例

を
挙
げ
、
尼
子
経
久
に
媚
び
仕
え
て
、
挙
げ
句
に
宗
右
衛
門
を
幽
閉
し
た

不
義
な
る
丹
治
を
難
詰
す
る
。
そ
う
し
た
左
門
の
言
葉
の
主
意
は
以
下
の

発
言
に
集
約
さ
れ
て
い
よ
う
。

経
久
強
て
と
ゞ
め
給
ふ
と
も
。
旧
し
き
交
は
り
を
思
は
ゞ
。

私

に

し
ひ

ひ
さ

ま
じ

ひ
そ
か

商

鞅
叔
座
が

信

を
つ
く
す
べ
き
に
。
只
営
利
に
の
み
走
り
て
士
家

し
や
う
を
う
し
ゆ
く
ざ

ま
こ
と

え
い

り

は
し

し

か

の
風
な
き
は
。

即

尼
子
の
家
風
な
る
べ
し
。

ふ
う

す
な
は
ち

か

ふ
う

し
か
し
、
左
門
が
丹
治
を
難
詰
す
る
そ
の
要
点
は
、
も
と
は
旧
主
塩
冶
の

恩
を
省
み
ず
に
自
ら
の
「
営
利
」
を
優
先
し
て
尼
子
経
久
に
翻
っ
て
仕
え

た
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
宗
右
衛
門
を
幽
閉
し
た
事
実
に
は
具
体
的

に
触
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
左
門
の
考
え
る
丹
治
の
罪
は
、
あ
く
ま
で

、
、
、
、
、
、

も
丹
治
が
信
義
よ
り
も
自
ら
の
保
身
を
重
ん
じ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
罪
は
、
伯
氏
宗
右
衛
門
か
ら
授
け
ら
れ
た
考
え
に
真
っ
向
か
ら
反
す

る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
丹
治
の
行
動
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
宗
右
衛

門
は
幽
閉
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
も
、
左
門
に

と
っ
て
丹
治
は
、
宗
右
衛
門
の
命
に
引
き
替
え
る
の
に
十
分
な
存
在
で
あ

っ
た
と
言
え
ま
い
か
。

一
方
で
、
功
名
富
貴
や
営
利
を
重
ん
じ
る
こ
と
は
、
一
般
的
に
言
っ
て

不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
し
な
く
て
は
、
人
は
生
き
る
糧
を
得
ら

れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
死
生
交
」
に
お
け
る
、

妻
子
と
の
日
常
生
活
の
瑣
事
に
紛
れ
て
約
束
の
日
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
范

式
の
行
動
も
、
赤
穴
丹
治
が
旧
主
の
敵
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
尼
子
経
久

の
元
に
い
た
こ
と
や
、
丹
治
の
導
き
で
一
時
で
も
経
久
の
許
で
過
ご
し
た

宗
右
衛
門
の
行
動
さ
え
も
、
多
く
の
読
者
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
違
和
感
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、

無
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

六

お
わ
り
に

さ
て
、
丈
部
左
門
と
赤
穴
宗
右
衛
門
の
人
物
設
定
を
軸
に
据
え
て
こ
こ

ま
で
「
菊
花
の
約
」
を
読
み
解
い
て
き
た
結
果
、
よ
う
や
く
最
初
の
問
題

に
戻
る
段
階
に
至
っ
た
。
そ
れ
は
、
冒
頭
と
結
尾
に
記
さ
れ
た
、「
軽
薄
」

な
人
と
交
流
を
結
ん
で
は
な
ら
な
い
、
と
の
言
説
と
物
語
展
開
と
の
具
体

的
な
関
連
性
の
問
題
で
あ
る
。

第
二
章
で
述
べ
た
ご
と
く
、
「
軽
薄
」
の
語
が
「
権
勢
利
益
の
た
め
に
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義
理
を
欠
く
者
」
と
の
意
味
を
含
む
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
言
う
「
軽
薄
」

な
人
物
は
、
左
門
目
線
で
見
た
場
合
は
、
旧
主
塩
冶
の
恩
を
顧
み
ず
翻
っ

、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
尼
子
経
久
に
仕
え
た
赤
穴
丹
治
の
よ
う
な
人
物
を
比
定
す
る
以
外
に
考

え
ら
れ
な
い
。
も
し
宗
右
衛
門
も
丹
治
同
様
の
人
物
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、

左
門
の
前
に
は
姿
を
現
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
宗
右
衛
門
は
、

第
四
章
で
述
べ
た
ご
と
く
経
久
の
城
下
に
「
永
く
居
る
に
益
な
し
」
と
考

え
て
左
門
と
の
約
束
を
伝
え
て
出
国
を
試
み
た
。
つ
ま
り
、
宗
右
衛
門
の

心
は
、
「
営
利
」
を
優
先
し
て
経
久
に
従
っ
た
丹
治
を
は
じ
め
城
下
の
家

臣
ら
の
「
軽
薄
」
ぶ
り
に
靡
い
て
し
ま
う
ほ
ど
弱
い
も
の
で
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
、
左
門
と
宗
右
衛
門
は
、
信
義
を
重
ん
じ
る
信
念

に
よ
っ
て
固
く
結
ば
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
二
人
の
絆
は
田
中
則
雄
が
指

摘
す
る
よ
う
な
「
非
功
利
的
な
心
的
結
合
」
（
注

）
で
あ
り
、
丹
治
や

15

家
臣
た
ち
の
、
あ
る
意
味
功
利
的
な
つ
な
が
り
こ
そ
「
軽
薄
」
の
語
で
形

容
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
二
人
の
絆
は
、
木
越
治
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
二
人
が
「
自
ら
に
課
せ
ら
れ
た
『
信
義
』
を
果
た
す

こ
と
よ
り
他
に
自
己
の
生
存
の
場
所
を
見
出
し
え
な
い
者
」
（
注

）
で

16

あ
っ
た
が
故
の
も
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
二
人
の
関
係
が
そ
の
様
な
絆
で
結
ば
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
な

り
の
必
然
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
力
の
欠

如
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
経
済
生
活
へ
の
無
関
心
で
あ
る
。
二
人
の
境
遇

は
、
学
問
以
外
に
身
を
立
て
る
術
を
知
ら
ぬ
が
ゆ
え
に
、
先
行
き
の
見
え

な
い
状
況
に
あ
る
点
で
共
通
し
て
い
た
。
よ
っ
て
、
と
く
に
左
門
に
と
っ

て
は
、
宗
右
衛
門
か
ら
の
「
教
え
」
は
、
母
が
述
べ
た
如
く
う
だ
つ
が
上

が
ら
ず
に
見
失
い
つ
つ
あ
っ
た
自
ら
の
生
き
る
道
を
、
唯
一
照
ら
す
光
明

の
ご
と
く
に
映
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
だ
け
に
、
そ
れ
を
断
た

れ
た
時
の
左
門
の
恨
み
は
、
丹
治
を
衝
動
的
に
斬
り
捨
て
ね
ば
な
ら
ぬ
程

深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
第
四
章
で
は
、
経
済
活
動
を
す
る
通
行
人
の
描
写
の
意
味

に
つ
い
て
言
及
し
た
。
秋
成
の
時
代
は
、
武
士
で
あ
っ
て
も
経
済
活
動
に

無
関
心
で
い
ら
れ
な
い
時
代
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
そ
れ
が
、
下
級
武
士
た

る
も
の
の
生
き
る
す
べ
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
（
注

）
。
し
か
し
、
そ

17

う
し
た
時
代
の
変
化
の
流
れ
の
中
で
、
家
の
存
続
を
も
顧
み
ず
清
貧
に
生

き
ん
と
す
る
左
門
や
、
「
信
義
」
に
固
執
し
て
、
主
た
る
も
の
へ
の
庇
護

の
元
に
入
ら
ず
浪
人
の
身
を
通
さ
ん
と
す
る
宗
右
衛
門
の
生
き
様
は
、
多、

く
の
読
者
の
目
に
は
時
代
錯
誤
に
映
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う

、
、
、
、
、
、
、
、

で
あ
る
な
ら
、
冒
頭
及
び
結
尾
の
「
教
訓
」
は
文
字
通
り
の
「
教
訓
」
に

は
な
り
得
ず
、
木
越
治
が
言
う
ご
と
く
「
無
意
味
化
」
（
注

）
す
る
。

18

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
兄
弟
の
物
語
は
、
「
信
義
」
を
主
題
と
し
た
結
果

と
し
て
、
か
え
っ
て
シ
ニ
カ
ル
な
物
語
と
し
て
読
ま
れ
る
余
地
が
生
ず
る

と
言
え
よ
う
。

な
お
、
最
近
で
は
、
結
尾
の
「
兄
弟
信
義
の
篤
き
を
あ
は
れ
み
。
左
門

し
ん

ぎ

あ
つ

が
跡
を
も
強
て
逐
せ
」
な
か
っ
た
経
久
や
、
物
語
に
付
さ
れ
た
本
文
と
関

し
ひ

お
は

連
し
な
い
挿
絵
に
着
目
し
た
飯
倉
洋
一
は
、
そ
の
後
の
「
咨
軽
薄
の
人
と

あ
ゝ
け
い
は
く

交
は
り
は
結
ぶ
べ
か
ら
ず
と
な
ん
」
の
「
と
な
ん
」
の
主
語
を
経
久
と
し

む
す

て
、
そ
こ
に
経
久
の
信
義
へ
の
気
づ
き
と
改
心
を
読
ん
だ
（
注

）
。
さ

19

ら
に
は
、
そ
の
経
久
の
唯
一
の
「
腹
心
爪
牙
」
の
家
臣
で
あ
っ
た
山
中
党

の
山
中
鹿
之
助
も
『
陰
徳
太
平
記
』
巻
五
六
に
記
さ
れ
る
事
か
ら
、
こ
の

物
語
が
「
『
陰
徳
太
平
記
』
の
異
伝
あ
る
い
は
外
伝
と
い
う
体
裁
」
を
と

っ
て
い
た
こ
と
を
井
上
泰
至
が
指
摘
し
て
い
る
（
注

）
。
そ
う
し
た
解

20

釈
の
妥
当
性
に
つ
い
て
本
論
で
論
じ
る
準
備
は
な
い
が
、
こ
の
物
語
を
、
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孤独を超克する「信義」―『雨月物語』「菊花の約」小考

あ
え
て
「
兄
弟
信
義
の
篤
き
」
に
同
情
し
た
経
久
の
描
写
で
結
ん
だ
秋
成

の
意
図
を
推
測
す
る
に
、
首
肯
し
得
る
読
み
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

よ
う
に
解
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
「
菊
花
の
約
」
物
語
の
主
題
が
、
左
門

と
宗
右
衛
門
の
「
信
義
」
に
あ
る
こ
と
は
揺
る
が
な
い
。
そ
の
「
信
義
」

が
生
じ
た
背
景
に
は
、
二
人
の
孤
独
と
困
窮
の
実
情
が
あ
り
、
そ
う
し
た

状
況
に
お
い
て
、「
軽
薄
」
に
陥
る
多
く
の
人
々
を
余
所
に
、
二
人
は
「
信

義
」
を
つ
ら
ぬ
き
通
し
た
。
む
し
ろ
そ
れ
が
当
代
に
稀
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
人
の
精
神
性
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
に
気
づ
い
た

の
が
仮
に
経
久
で
あ
っ
た
と
解
し
た
と
し
て
も
、
同
時
に
結
尾
の
「
と
な

ん
」
が
秋
成
の
嘆
息
で
も
あ
る
よ
う
に
聞
こ
え
て
し
ま
う
の
は
筆
者
の
僻

耳
で
あ
ろ
う
か
。

注

以
下
「
死
生
交
」
の
引
用
は
、
『
上
田
秋
成
研
究
事
典
』
（
笠
間
書

1

院

二
〇
一
六
）
所
収
の
、
丸
井
貴
史
に
よ
る
校
訂
本
文
を
用

い
る
。

注

「
信
義
の
行
方
―
「
菊
花
の
約
」
論
―
」
「
文
化
」
七
三
号

二

2

〇
一
〇
・
三

注

「
「
菊
花
の
約
」
の
論
―
雨
月
物
語
の
再
評
価
（
２
）
―
」『
松
田

3

修
著
作
集
』
第
八
巻

右
文
書
院

二
〇
〇
三

所
収

注

「
「
菊
花
の
約
」
私
案
」『
秋
成
論
』
ぺ
り
か
ん
社

一
九
九
五

4

所
収

注

「
『
雨
月
物
語
』「
菊
花
の
約
」
解
釈
の
諸
問
題
―
テ
ク
ス
ト
の
解

5

釈
行
為
分
析
・
テ
ク
ス
ト
解
釈
生
成
学
を
目
指
し
て
―
」
「
高
知

大
国
文
」
四
三
号

二
〇
一
二
・
一
二

十
二
頁

注

「
『
菊
花
の
約
』
の
読
解
―<

近
世
的
な
読
み>

の
試
み
―
」『
テ
ク

6

ス
ト
の
読
解
と
伝
承
』
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
広
域
文

化
表
現
論
講
座

二
〇
〇
六

十
三
頁

注

本
文
及
び
書
き
下
し
文
は
新
釈
漢
文
体
系
『
唐
詩
選
』
（
明
治
書

7

院

一
九
六
四
）
に
よ
る
。

注

本
文
は
「
早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
（
請
求
記

8

号
イ
一
七
―
二
〇
一
四
）
所
収
の
天
明
二
年
版
に
よ
っ
た
。

注

「
「
軽
薄
の
人
」
は
読
者
な
り
―
菊
花
の
約
」
を
読
む
―
」『
雨
月

9

物
語
論
』
笠
間
書
院

一
九
九
九

所
収

注

『
雨
月
物
語
』
上
、
講
談
社
学
術
文
庫

一
九
八
一

九
五
頁

10
注

『
幻
妖
の
文
学

上
田
秋
成
』
三
一
書
房

一
九
八
二

二
五
頁

11
注

『
雨
月
物
語

癇
癖
談
』
新
潮
社

一
九
七
九

三
四
頁

12
注

『
雨
月
物
語
』
筑
摩
書
房

一
九
九
七

九
五
頁

13
注

『
雨
月
物
語
評
釈
』
角
川
書
店

一
九
六
九

一
四
五
頁

14
注

「
庭
鐘
か
ら
秋
成
へ
―
「
信
義
」
の
主
題
の
展
開
―
」
『
読
本
研

15

究
』
第
五
輯
上
套

渓
水
社

一
九
九
一
・
九

注

「
「
菊
花
の
約
」
私
案
」『
秋
成
論
』
ぺ
り
か
ん
社

一
九
九
五

16

所
収

注

武
家
の
経
済
生
活
の
実
態
に
つ
い
て
は
磯
田
道
史
『
武
士
の
家
計

17

簿
』
（
新
潮
新
書

二
〇
〇
三
）
等
に
詳
し
い
。
ま
た
、
丸
山
真

男
は
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会

一
九
五

二
）
に
て
、
徂
徠
が
着
目
し
た
武
家
の
困
窮
の
淵
源
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
秋
成
よ
り
や
や
後
の
文
化
十
三
年
の
奥

書
が
あ
る
『
世
事
見
聞
録
』
（
岩
波
書
店

一
九
九
四
）
「
武
士

の
事
」
に
は
武
家
た
ち
の
経
済
的
、
精
神
的
な
凋
落
ぶ
り
が
詳
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加藤十握

細
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
部
を
以
下
に
引
用
す
る
。

一
体
、
当
世
賄
賂
の
こ
と
流
行
し
て
、
重
役
な
る
も
の
の
目

鑑
と
て
、
人
を
挙
用
い
た
す
に
も
正
真
の
目
鑑
を
用
ひ
ず
、

主
人
の
た
め
よ
り
も
我
が
心
に
叶
ひ
た
る
人
物
を
依
怙
贔
屓

す
る
な
り
。
（
中
略
）
ま
た
重
役
な
る
も
の
、
当
世
は
多
く
軽

薄
な
る
も
の
故
、
廉
直
な
る
を
遠
ざ
け
、
追
従
な
る
を
近
付

く
る
振
合
ひ
に
て
、
善
人
を
見
捨
て
悪
人
を
の
み
挙
げ
用
ふ

る
（
五
九
頁
）

注

注

前
掲
書

三
三
九
頁

18

15

注

『
上
田
秋
成

絆
と
し
て
の
文
学
』
大
阪
大
学
出
版
会

二
〇
一

19

二

二
一
一
頁

注

『
近
世
刊
行
軍
書
論
』
笠
間
書
院

二
〇
一
四

二
六
六
頁

20
［
付
記
］
「
菊
花
の
約
」
本
文
の
引
用
は
す
べ
て
『
上
田
秋
成
全
集
』

第
七
巻
（
中
央
公
論
社

一
九
九
〇
）
に
よ
っ
た
。
た
だ
し
、

清
濁
を
私
的
に
改
め
た
個
所
が
あ
る
。


