
近
松
の
俊
寛
像

次

同
口

序本
論第

一
章
先
行
作
品
に
於
け
る
俊
寛
像

第
一
節
「
平
家
物
語
」
の
俊
寛

第
二
節
「
源
平
盛
衰
記
」
の
俊
寛

第
三
節
謡
曲
「
俊
寛
」

第
二
章
近
松
の
俊
寛
像

第
一
節
「
平
家
女
護
嶋
」
の
構
成
（
略
）

第
二
節
近
松
の
俊
寛
像

結
び

序

『
平
家
女
護
嶋
』
は
享
保
四
年
、
近
松
六
十
七
歳
の
円
熟
期
に
書

か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
主
と
し
て
『
平
家
物
語
』

K
取
材
し
て
い
る

点
、
興
味
あ
る
作
品
だ
が
、
中
で
も
特
に
興
趣
深
く
感
じ
ら
れ
る
の

は
第
二
段
目
切
、
鬼
界
が
嶋
の
段
で
あ
る
と
思
う
。
本
作
で
所
作
す

る
人
物
が
先
行
作
品
と
比
較
し
類
型
的
で
あ
る
の

K
比
べ
、
第
二
段

に
登
場
す
る
人
物
は
新
鮮
で
あ
り
、
叉
、
二
の
段
が
従
来
と
は
異
な

っ
た
趣
き
を
持
っ
て
作
り
変
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
第

二
段
の
主
人
公
俊
寛

K
は
近
松
独
特
の
も
の
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ

二
十
八
回
生

榎

本

成

子

こ
で
本
論
で
は
俊
寛

K
焦
点
を
置
き
、
各
種
先
行
作
品
を
背
景
と
し

て
、
近
松
は
ど
の
よ
う
に
俊
寛
像

K
変
化
を
持
た
せ
て
い
っ
た
の
か

を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
し
て
そ
れ
を
通
し
て
、
近
松
の
人

間
性
に
触
れ
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

第
一
章

先
行
作
品
に
於
廿
る
俊
寛
像

『
源
平
盛
衰
記
』
謡
曲
『
俊
寛
』
M

先
行
作
品
と
し
て
「
平
家
物
語
』

の
三
作
品
を
扱
う
。

第
一
節
『
平
家
物
語
』
の
俊
寛

平
家
の
権
勢
と
専
横
を
憎
む
後
白
河
上
皇
を
中
心
と
す
る
謀
議

K
、

鹿
ケ
谷
の
山
荘
を
提
供
し
た
罪

K
よ
り
、
法
勝
寺
執
行
俊
寛
は
平
判

官
康
頼
・
丹
波
少
将
成
経
の
二
名
と
共
に
、
藤
摩
国
鬼
界
島
へ
配
流

さ
れ
る
。
翌
年
、
清
盛
女
中
宮
安
産
の
為
の
大
赦
が
行
な
わ
れ
、
康

頼
・
成
経
は
帰
洛
が
叶
う
が
、
俊
寛
は
一
人
清
盛
の
怒
り
が
解
け
ず

島
に
取
り
残
さ
れ
る
。
後
、
主
の
行
方
を
案
じ
島

K
下
っ
た
従
者
有

王
に
み
と
ら
れ
な
が
ら
、
俊
寛
は
悲
惨
な
晩
年
を
閉
じ
る
。

以
上
が
俊
寛
物
語
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
大
略
だ
が
、
彼
が
主
と
し

て
登
場
す
る
の
は
赦
免
使
の
到
着
を
境
と
す
る
後
半
部
分
、
「
足
摺
」

「
有
王
が
島
下
り
」
の
両
段
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
於
い
て
彼
を
表



現
す
る
の
は
、
次
の
二
、
三
の
断
片
的
記
事
だ
け
で
あ
る
。

か
か
る
恐
し
き
人
の
孫
な
れ
ば
に
や
、
比
の
俊
寛
も
、
僧
な
れ
ど

も
、
心
も
猛
く
倣
れ
る
人
K
て、

（
巻
一
・
鵜
川
合
戦
）

天
性
此
の
俊
寛
は
、
不
信
第
一
の
人
に
て（

巻
二
・
康
頼
祝
）

前
者
は
鹿
ケ
谷
事
件
参
画
の
因
と
し
て
、
彼
者
は
康
頼
・
成
経
の

篤
信
で
あ
る
の

K
対
し
、
熊
野
権
現
を
信
仰
し
な
い
理
由
と
し
て
掲

げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
俊
寛
は
、
前
半
で
は
極
め
て
断
片
的
だ
が
、
清
盛
に

通
じ
る
と
こ
ろ
の
猛
々
し
き
を
持
つ
者
と
し
て
否
定
的
批
判
的
に
描

か
れ
て
い
る
。
又
、
こ
れ
ば
猛
き
者
の
滅
び
を
テ

l
マ
と
す
る
『
平

家
物
語
』
に
あ
っ
て
は
、
後
の
彼
の
悲
劇
を
予
測
す
る
伏
線
と
も
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
は
こ
の
猛
々
し
き
は
権
力
と
結
び
つ
い
た

と
こ
ろ
の
も
の
で
、
そ
れ
を
離
れ
た
本
性
は
弱
小
無
力
な
存
在
に
す

ぎ
な
い
こ
と
が
後
半
部
分
で
詳
細
K
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

窮
墳
に
立
た
さ
れ
た
時
、
人
の
本
性
は
自
ら
表
わ
れ
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
「
足
宿
」
「
有
王
が
鳥
下
り
」
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
置

か
れ
た
俊
寛
の
心
情
が
リ
ア
ル
に
追
究
さ
れ
て
い
る
段
で
あ
る
。

絶
海
の
孤
島

K
一
人
置
き
去
り
に
さ
れ
る
と
い
う
追
い
つ
め
ら
れ

た
状
況
の
中
で
、
俊
寛
が
取
り
得
た
最
後
の
方
法
は
足
摺
り
で
あ
る
。

同
じ
流
人
達
へ
の
歎
願
は
彼
等
の
利
己
的
欲
心
の
前
K
、
既

K
見
捨

て
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

僧
都
せ
ん
方
な
き

K
、
渚
K
上
り
倒
れ
伏
し
、
少
き
者
の
乳
母
や

母
な
ど
を
慕
ふ
様
に
、
足
摺
を
し
て
、
こ
れ
乗
せ
て
行
け
具
し
て

行
け
：
：
：
（
足
摺
）

と
歎
き
も
露
に
喚
く
そ
の
姿
に
は
、
前
半
で
描
か
れ
た
猛
々
し
き
も
、

又
、
法
勝
寺
執
行
と
し
て
威
を
誇
っ
た
面
影
も
既

K
見
ら
れ
な
い
。

助
か
り
た
い
欲
念
の
前
K
は
、
幼
児
の
如
き
感
情
発
露
の
法
し
か
持

た
な
い
人
聞
に
過
ぎ
な
い
。
事
態
を
打
開
し
て
ゆ
く
程
の
強
さ
は
な

い
、
無
力
な
人
間
な
の
で
あ
る
。

「
有
王
が
島
下
り
」
も
俊
寛
の
無
力
を
描
い
て
い
る
が
、
こ
こ
で

彼
は
生
へ
の
執
着
者
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

俊
寛
の
衰
弱
し
変
わ
り
果
て
た
姿
に
、
有
王
は
餓
鬼
道
の
亡
者
を

思
い
驚
く
。
孤
独
と
悲
惨
の
中
で
も
来
世
K
救
い
を
求
め
ず
、
現
世

の
苦
し
み
を
受
け
続
け
る
俊
寛
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
容
易
に
は
断

ち
得
な
い
生
へ
の
本
能
的
執
着
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
生
自
体
が
、
彼
一

の
生
き
る
目
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
消
お

極
的
と
も
い
え
る
生
き
方
K
、
叉
、
無
力
の
人
と
し
て
の
俊
寛
を
み
一

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

第
二
節
『
源
平
盛
衰
記
』
の
俊
寛

大
要
に
於
い
て
は
『
平
家
物
語
』
と
変
わ
り
は
な
い
が
、
所
々
異

動
が
あ
る
。

ま
ず
前
半
で
は
次
の
二
点
が
異
な
る
。
一
つ
は
鹿
ヶ
谷
事
件
参
画

の
因
K
関
し
て
で
あ
る
。
『
平
家
物
語
』
と
同
様
、
祖
父
以
来
の
猛

々
し
い
性
格
に
原
因
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
『
盛
衰
記
』
で
は
こ

の
他
女
性
問
題
が
新
た
に
付
加
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
容
色
は
劣
る

が
、
心
の
色
の
一
層
深
い
鶴
の
前
と
い
う
上
章
一
K
思
い
を
か
け
た
故
、

終
に
は
謀
議
に
参
画
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
女
性
の
外
面
美
よ

り
内
面
美
を
求
め
た
こ
の
描
写
は
、
俊
寛
の
情
を
解
す
る
一
面
と
し



て
興
味
の
持
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
、
こ
の
女
性
に

関
し
て
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
血
統
説
に
不

十
分
き
を
み
た
作
者
の
処
置
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
K
異
な
る
の
は
、
熊
野
信
仰
を
し
な
い
俊
寛
に
対
し
、
「
平
家

物
語
』
に
み
る
「
天
性
不
信
第
一
の
人
」
の
よ
う
な
表
現
が
さ
れ
て

な
い
こ
と
で
あ
る
。
信
仰
し
な
い
の
は
同
じ
だ
が
、
『
盛
衰
記
』
で

は
そ
の
正
当
性
を
彼
自
身
に
と
う
と
う
と
語
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ

K
僧
と
し
て
の
面
目
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
つ
ま
り
は
こ

れ
も
単
K
言
葉
上
の
も
の
で
、
実
際
に
行
動
を
伴
ヲ
た
も
の
で
は
な

い
こ
と
が
、
そ
の
直
後
に
引
き
続
き
書
か
れ
て
い
る
。

後
半
の
俊
寛
足
摺
り
、
生
へ
の
執
着
者
と
し
て
の
捉
え
方
は
、
共

通
し
て
い
る
。
が
、
「
盛
衰
記
』
で
は
更
に
無
力
な
人
間
と
し
て
形

象
さ
れ
て
い
る
。

俊
寛
足
摺
り
の
場
を
『
平
家
物
語
』
と
比
較
す
る
と
、
緊
迫
度

K

欠
け
、
本
書
で
は
そ
の
身
の
哀
れ
き
を
歎
く
沈
み
切
っ
た
面
が
強
調

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
前
半
の
「
僧
都
は
強
ち
歎
き
疲
れ
て
」

（
俊
寛
成
経
等
鬼
界
島
に
移
す
事
）
と
、
「
平
家
物
語
』
げ
い
は
な
い

描
写
を
も
っ
て
付
加
さ
れ
て
い
る
の

K
照
応
す
る
。

又
、
そ
の
生
へ
の
執
着
振
り
は
よ
り
一
一
層
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

悲
惨
な
状
態
に
置
か
れ
て
も
、
平
家
へ
の
関
こ
え
を
恐
れ
、
『
平
家
』

で
み
ら
れ
た
家
族
の
悲
報
も
仏
の
世
界
へ
入
る
機
縁
と
は
な
ら
な
い
。

そ
の
最
後
も
有
王

K
善
知
識
さ
れ
た
後
の
、
衰
弱
死
な
の
で
あ
る
。

唯
、
生
き
る
事
が
目
的
の
無
力
の
人
と
し
て
の
俊
寛
は
、
「
盛
衰

記
』
で
も
同
様
だ
が
、
こ
こ
で
は
更
に
消
極
的
人
間
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

第
三
節
謡
曲
「
俊
寛
」

本
作
は
俊
寛
足
宿
り
の
場
の
み
を
収
め
て
い
る
。
ほ
ぽ
『
平
家
物

語
』
に
忠
実
だ
が
、
次
の
点
に
異
動
が
み
ら
れ
る
。

ま
ず
、
俊
寛
が
熊
野
参
詣
か
ら
帰
る
康
頼
・
成
経
の
為
に
道
迎
え

を
す
る
趣
向
が
施
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
一
泊
も
も
と
は
薬
の
水
と
い

う
程
だ
か
ら
、
こ
の
谷
水
も
ど
う
し
て
酷
酒
で
な
い
訳
が
あ
ろ
う
か

と
、
交
す
言
葉
に
ユ
ー
モ
ア
が
感
じ
ら
れ
る
事
で
あ
る
。
従
来
の
流

人
聞
の
関
係
に
親
近
感
が
窺
え
、
島
の
生
活

K
穏
や
か
な
面
が
認
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
後
半
の
赦
免
の
選
に
洩
れ
た
事
を
知
つ
て
の
、
俊
寛
の

歎
き
・
行
動

K
は
新
し
い
解
釈
は
み
ら
れ
な
い
。
や
は
り
、
舟
に
取

り
槌
り
、
渚
に
ひ
れ
伏
す
の
み
で
あ
る
。
窮
境
に
立
た
さ
れ
た
俊
寛

の
、
赤
裸
々
な
感
情
表
出
は
従
来
と
同
様
で
あ
り
、
運
命
の
前

K
は

悲
歎
す
る
だ
け
の
俊
寛
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
、
一
二
作
品
に
於
け
る
俊
寛
像
を
み
て
き
た
が
、
『
平
家
物
語
』

で
窮
墳
に
立
た
さ
れ
た
人
間
の
行
動
、
容
易

K
は
生
を
断
ち
得
な
い

人
間
性
情
に
モ
チ
ー
フ
が
置
か
れ
造
型
さ
れ
た
俊
寛
は
、
他
の
二
作

品
K
於
い
て
幾
等
か
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
貫
流
す
る
モ

チ
ー
フ
は
受
け
継
が
れ
た
と
云
え
る
か
と
思
う
。

中
世
と
い
う
時
代
の
中
で
、
俊
寛
は
運
命
を
悲
歎
の
う
ち

K
甘
受

す
る
よ
り
方
法
の
な
い
棋
力
の
人
と
し
て
描
か
れ
続
け
た
と
い
え
、

文
、
そ
の
人
間
像
は
時
代
の
中
で
十
分
堪
え
得
る
も
の
と
し
て
、
民

衆
の
聞
に
定
着
し
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
一
つ
の
典
型
を
成
す
俊
寛
を
素
材
と
し
て
、
江
戸
と

い
う
時
代
社
会
を
背
景
に
、
近
松
は
ど
の
よ
う
な
俊
寛
像
を
築
き
上
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げ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次

K
章
を
改
め
て
考
察
し
て
ゆ
き
た

、。、．v
第
二
章

第
二
節
近
松
の
俊
寛
像

悲
惨
と
も
い
え
る
人
間
性
の
暗
い
面
を
捉
え
た
従
来
の
悲
劇
を
、

救
わ
れ
な
い
悲
劇
と
呼
べ
る
と
す
る
な
ら
、
近
松
の
俊
寛
の
悲
劇
に

は
救
い
が
あ
る
と
い
え
る
か
と
忠
う
。
そ
れ
は
近
松
の
描
い
た
悲
劇

が
、
俊
寛
の
恋
知
り
と
い
う
豊
か
な
人
間
性
情
を
基
底
と
し
、
主
体

的
に
選
び
取
っ
た
所
産
と
云
え
る
べ
き
性
質
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。

本
作
品
で
俊
寛
が
登
場
す
る
の
は
第
二
段
目
切
、
鬼
界
が
嶋
の
段

で
あ
る
。
二
の
段
は
教
経
の
温
情
あ
る
配
慮
で
、
一
人
赦
免
の
選
に

洩
れ
て
い
た
俊
寛
に
も
帰
洛
を
許
す
追
加
の
赦
免
状
が
書
か
れ
、
又
、

関
所
通
加
の
通
り
切
手
の
二
の
字
の
上

K
一
点
付
け
加
え
ら
れ
る
と

い
う
、
先
行
作
品
の
悲
劇
の
方
法
1
一
人
選
に
洩
れ
る
ー
を
全
く
否

定
し
た
と
こ
ろ
の
第
二
段
目
口
、
鳥
羽
の
作
り
道

K
続
い
て
書
き
起

こ
さ
れ
て
い
る
。

一
度
は
帰
洛
を
許
さ
れ
た
俊
寛
が
、
成
経
の
妻
千
鳥
を
乗
船
さ
せ

る
為
、
赦
免
使
を
殺
害
し
た
新
た
な
罪
で
再
び
島
に
留
ま
る
と
い
う

の
が
、
そ
の
概
略
で
あ
る
。

二
の
段
が
従
来
の
作
と
趣
き
を
異

K
す
る
の
は
、
二
組
の
夫
婦
愛

が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
つ
は
成
経
と
島
の
娘
千
鳥
と
の

若
く
可
憐
な
愛
で
あ
り
、
今
一
つ
は
、
俊
寛
と
そ
の
妻
あ
づ
ま
や
と

の
間

K
交
わ
さ
れ
た
夫
婦
愛
で
あ
る
。

成
経
と
海
女
と
の
交
流

K
つ
い
て
は
既
に
「
盛
衰
記
』

K
同
様
の

記
事
が
み
え
て
お
り
、
直
接
に
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
『
盛
衰
記
』
が
単
に
こ
れ
を
一
・
過
性
の
出
来
事
と
し

て
扱
っ
て
い
る
の
に
比
べ
、
近
松
で
は
濃
や
か
な
愛
情
で
結
ぼ
れ
た

夫
婦
と
し
て
描
い
て
い
る
点
、
異
な
る
。
こ
の
二
人
の
恋
は
、
暗
く

な
り
が
ち
な
場
に
明
る
さ
を
も
た
ら
す
だ
け
で
は
な
く
、
都
を
遠
く

隔
て
打
算
な
く
結
ば
れ
た
そ
の
純
粋
き
の
故
、
俊
寛
に
絶
讃
さ
れ
る

と
こ
る
と
な
り
、
彼
の
悲
劇
を
引
き
起
こ
す
重
大
な
契
機
と
も
な
る

の
で
あ
る
。

俊
寛
と
あ
づ
ま
や
と
の
夫
婦
愛
は
、
実
際
的
な
場
を
伴
わ
ず
、
プ

ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
あ
づ
ま
や
は
初
段
・

削
段
に
登
場
し
て
い
る
が
、
初
段
で
は
清
盛
か
ら
貞
操
を
守
る
為
自

害
し
、
又
四
段
で
は
亡
霊
と
な
っ
て
こ
れ
を
悶
死
さ
せ
る
と
い
う
設

定
の
人
物
で
あ
る
。
彼
女
の
一
連
の
行
動
を
支
え
る
も
の
は
夫
へ
の

愛
で
あ
り
、
近
松
は
こ
こ

K
あ
づ
ま
や
を
、
俊
寛
へ
の
愛
に
誠
実
で

あ
る
女
性
と
し
て
造
型
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
俊
寛
も
、
こ

の
あ
づ
ま
や
の
愛
に
十
分
応
え
得
る
人
物
な
の
で
あ
る
。

俊
寛
の
新
生
面
と
し
て
ま
ず
第
一

K
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
彼
が
男

女
の
情
の
濃
や
か
な
る
の
を
愛
す
る
、
恋
知
り
の
性
情
を
持
つ
男
と

し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
自
身
が
、

俊
寛
も
故
郷
に
あ
づ
ま
や
と
云
う
女
房
一
明
け
暮
れ
思
ひ
慕
へ
ば
。

と
い
う
よ
う

K
都
に
残
し
た
妻
を
恋
い
慕
う
、
男
女
の
恋
を
心
情
的

K
理
解
し
得
る
男
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
成
経
・
千
鳥
の
噂
を
聞

い
て
は
、

僧
都
莞
頗
と
。
か
た
る
も
恋
聞
く
も
恋
。
聞
き
た
し
聞
き
た
し
。
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と
我
が
事
の
よ
う

K
他
人
の
恋
を
同
一
視
し
、
や
が
て
は
、

お
も
し
ろ
う
て
哀
れ
で
だ
て
で
殊
勝
で
か
は
い
い
恋
。

と
絶
讃
の
言
葉
を
か
け
る
程
の
人
物
な
の
で
あ
る
。

彼
の
悲
劇
は
乗
船
を
拒
否
さ
れ
た
千
鳥
の
身
代
わ
り
を
決
意
す
る

こ
と

K
始
ま
る
が
、
そ
れ
は
彼
の
こ
の
豊
か
な
性
情
を
因
と
す
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
犠
牲
的
行
為
は
直
接
に
は
、

三
世
の
ち
ぎ
り
の
女
房
死
な
せ
。
何
た
の
し
み

K
我
独
り
京
の
月

花
見
た
う
も
な
し
。

と
妻
の
死
を
知
ら
さ
れ
た
俊
寛
の
帰
洛
後
の
人
生
に
対
す
る
絶
望
感
、

あ
づ
ま
や
へ
の
愛
情
が
基
底
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
更

に
は
「
二
度
の
歎
き
を
見
せ
ん
よ
り
」
と
、
危
機

K
立
た
さ
れ
た
男

女
の
、
曾
っ
て
彼
自
身
が
絶
讃
し
た
と
こ
ろ
の
成
経
・
千
鳥
の
恋
愛

の
破
綻
を
看
過
で
き
な
い
、
恋
知
り
の
性
情
が
契
機
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
千
鳥
が
俊
寛
の
行
為
を
享
受

す
る
に
足
る
人
物
か
と
い
う
事
で
あ
る
。
乗
船
を
拒
否
さ
れ
た
千
鳥

愁
歎
場
の
中

K
次
の
よ
う
な
言
葉
が
み
え
る
。

餐
む
し
の
様
な
姿
を
も
と
の
花
の
姿
に
し
て
。
せ
め
て
一
夜
添
い

寝
し
て
女
子

K
生
れ
た
名
聞
と
。
是
一
つ
の
た
の
し
み
ぞ
や
。

近
世
な
ら
ず
と
も
女
性
の
潜
在
的

K
持
つ
は
か
な
い
望
み
で
あ
る
と

云
え
よ
う
。
そ
れ
故
、
さ
き

K
、
欲
望
を
捨
て
島
K
留
ま
ろ
う
と
し

た
流
人
達
に
比
べ
、
欲
望
が
満
た
さ
れ
ず
足
摺
り
し
て
歎
く
千
鳥
の

行
為
は
、
決
し
て
利
己
的
な
も
の
と
し
て
観
客
K
映
る
こ
と
は
な
く
、

十
分
間
情
を
払
う

K
値
す
る
対
象
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

同
時

K
、
彼
が
一
身
を
犠
牲
に
す
る
陀
足
る
対
象
で
あ
る
こ
と
を
示

す
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
愁
歎
場
で
今
一
つ
注
意
さ
れ
る
の
は
、
足
摺
り
の
行
為
者
で

あ
る
。
近
松
は
千
鳥
の
行
為
と
し
て
す
り
変
え
て
使
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
第
一
に
は
、
結
果
的
に
は
一
人
島
に
残
る
悲
劇
が
彼
の
意
志
に

な
る
本
段
で
は
、
俊
寛
の
行
為
と
し
た
場
合
、
終
始
の
折
り
合
い
が

つ
か
な
く
な
る
か
ら
で
あ
り
、
第
二

K
は
、
一
曲
の
み
せ
場
と
し
て

深
く
親
し
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
足
摺
り
の
場
を
省
略
す
る
訳

K
は

ゆ
か
な
か
フ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
あ
れ
る
。

第
二
の
俊
寛
の
新
生
面
は
、
主
体
性
を
持
っ
た
人
物
と
し
て
造
型

さ
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。
千
鳥
へ
の
愛
情
の
も
と
に
成
経
は
↓
日
一
、

島
K
留
ま
る
事
を
決
意
す
る
が
、
こ
れ

K
続
い
て
康
頼
・
俊
寛
も
‘

い
や
い
や
一
人
残
し
本
意
で
な
し
。
流
人
は
一
ッ
致
我
々
も
帰
る
一

ま
じ
と
。
一
二
人
浜
辺
K
ど
う
ど
座
を
組
み
。
思
ひ
定
め
し
其
の
顔
却

色。

と
、
流
人
相
互
の
連
帯
感
の
下

K
抵
抗
を
始
め
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
俊
寛
は
主
体
的

K
乗
船
を
拒
否
じ
、
抵
抗
と
い
う
行
為
を
選
ん
で

い
る
の
で
あ
る
。
又
、
千
鳥
の
悲
歎
を
見
て
は
身
代
わ
り
を
決
意
し
、

そ
れ
を
実
行
K
移
す

K
当
た
っ
て
は
、
瀬
尾
を
殺
す
と
い
う
行
為
に

出
る
の
で
あ
る
。

こ
の
新
た
な
殺
人
の
罪
で
彼
は
従
来
通
り
島

K
留
ま
る
事
K
な
る

の
で
あ
る
。
が
、
重
要
な
の
は
留
ま
っ
た
事
で
、
決
し
て
取
り
残
さ

れ
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
事
で
あ
る
。
過
去
の
彼
の

残
留
は
余
儀
な
い
も
の
で
あ
り
、
意
思
に
基
づ
い
た
と
こ
ろ
の
も
の

で
は
な
か
っ
た
訳
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
下
っ
て
本
段
の
俊
寛
は
、
事

態
に
抵
抗
し
島
に
留
ま
る
事
を
決
意
し
、
身
代
わ
り
と
い
う
意
志
実



現
の
為
、
積
極
的
に
行
動
を
起
こ
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
運
命
K

流
さ
れ
ず
、
主
体
的
に
事
態
を
打
開
し
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

最
後

K
赦
免
使
瀬
尾
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
本
来
彼
は
俊
寛

物
語

K
は
関
与
せ
ず
、
近
松
が
新
た
に
赦
免
使
と
し
て
設
定
し
た
人

物
で
あ
る
。
そ
の
性
情
は
、
「
汝
が
様
な
る
不
実
者
」
「
人
道
相
園

お
使
外
の
義
は
存
ぜ
ず
L

の
二
語
K
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
。
彼
は

一
貫
し
た
無
情
な
男
と
し
て
、
単
に
悪
人
清
盛
を
代
行
す
る
と
こ
ろ

の
分
身
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
設
定
意
義
と
し
て
は
、
次
の
二
点
が
考
え
ら
れ
る
と
思
う
。

第
一
に
は
、
登
場
人
物
の
複
雑
化
を
図
る
こ
と
で
筋
の
展
開

K
起
伏

を
持
た
せ
、
劇
的
緊
張
感
を
高
め
る
作
劇
上
の
一
方
法
で
あ
る
。
そ

し
て
第
こ
に
は
、
そ
れ
以
上
に
瀬
尾
を
殺
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ

に
繋
が
る
と
こ
ろ
の
清
盛
へ
の
復
讐
を
果
た
す
事
に
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

即
ち
瀬
尾
は
清
盛
の
分
身
と
も
云
え
る
存
在
で
あ
り
、
こ
れ
を
殺

す
こ
と
は
間
接
的
に
せ
よ
、
妻
を
殺
さ
れ
た
俊
寛
の
清
盛
へ
の
恨
み

を
晴
ら
す
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
瀬
尾
の
首
を
釧
ね
る
俊
寛
の

言
葉
の
中
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
瀬
尾
の
理
不
尽
な
仕
打
ち
に
対
す
る

激
怒
だ
け
で
な
く
、
委
を
殺
さ
れ
た
俊
寛
の
復
讐
の
念
が
ま
た
込
め

ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
鬼
界
が
嶋
の
段
を
み
て
き
た
が
、
近
松
は
冒
頭
で
従
来
の

俊
寛
の
悲
劇
の
方
法
を
否
定
し
な
が
ら
、
最
後
に
は
観
客
の
知
識
K

あ
る
場
面
と
合
致
さ
せ
る
と
い
う
方
法

K
よ
り
、
彼
独
自
の
悲
劇
を

作
り
上
げ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
悲
劇
は
、
中
世
の

そ
れ
が
受
難
的
で
あ
る
の
に
比
べ
、
俊
寛
自
身
の
意
志
に
よ
る
も
の

だ
け
K
悲
惨
さ
は
薄
れ
て
い
る
。
や
り
切
れ
な
さ
の
代
わ
り

K
、
若

い
男
女
の
恋
を
成
就
さ
せ
た
事
K
よ
る
安
堵
感
が
自
ら
生
じ
て
き
さ

え
す
る
の
で
あ
る
。

『
平
家
女
護
嶋
』
と
云
う
時
代
物
の
中
で
、
近
松
が
描
い
た
俊
寛

の
悲
劇
は
、
義
理
の
相
越
に
よ
り
生
じ
る
「
立
場
の
悲
劇
」
で
は
な

く
、
彼
自
身
の
性
格
K
起
因
す
る
と
こ
ろ
の
「
性
格
悲
劇
」
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

結

び

各
種
文
芸
作
品
を
背
景
に
、
近
松
は
ど
の
よ
う
な
彼
独
自
の
俊
寛

像
を
創
造
し
て
い
っ
た
の
か
、
本
論
で
は
こ
れ
を
先
行
作
品
に
於
け

る
俊
寛
像
、
近
松
の
俊
寛
像
と
二
章
に
分
け
て
考
察
を
進
め
て
き
た
。

中
世
と
い
う
時
代
全
般
を
通
じ
て
、
彼
は
運
命
を
悲
歎
の
う
ち
に
一

甘
受
す
る
よ
り
方
法
の
な
い
無
力
の
人
と
し
て
描
か
れ
続
け
た
と
云
加

え
、
又
、
そ
れ
は
悲
惨
な
生
涯
を
送
っ
た
悲
劇
の
人
と
し
て
民
衆
の
一

聞
に
親
し
ま
れ
、
一
つ
の
典
型
を
持
つ
人
間
像
と
し
て
定
着
し
て
い

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
俊
寛
を
素
材
に
、
新
し
く

造
型
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
近
松
は
こ
れ

を
恋
知
り
と
い
う
豊
か
な
性
情
を
持
つ
者
と
し
て
、
叉
主
体
的

K
行

為
す
る
人
と
し
て
造
型
し
、
一
編
の
性
格
悲
劇
を
形
成
し
て
い
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
中
世
的
悲
劇
の
人
俊
寛
を
、
近
世
的
悲
劇
の
人
へ
と

そ
の
変
質
を
図
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

中
世
と
い
う
時
代
は
、
神
仏
を
絶
対
視
す
る
と
同
時
に
、
人
聞
は

弱
小
無
力
な
存
在
K
す
ぎ
な
い
と
い
う
否
定
的
見
方
に
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。
し
か
し
、
商
業
資
本
の
発
達
に
伴
う
町
人
階
層
の
台
頑
と

い
う
江
戸
期
K
な
る
と
、
時
代
は
既

K
人
間
の
力
を
信
じ
、
人
間
性



を
肯
定
す
る
方
向

K
向
か
っ
て
進
ん
で
い
た
。
そ
の
時
代
社
会
の
中

で
、
近
松
は
庶
民
に
慰
み
を
提
供
す
る
浄
瑠
璃
作
者
と
し
て
活
躍
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

生
活
欲
旺
盛
な
江
戸
時
代
に
あ
っ
て
、
民
衆
が
待
ち
受
け
て
い
た

の
は
悲
恰
感
漂
う
中
世
の
俊
寛
で
は
な
く
、
も
っ
と
人
間
的
感
情
を

激
し
く
極
り
立
て
て
く
れ
る
と
こ
ろ
の
、
夫
婦
愛
・
親
子
愛
等
し
み

「
銀
河
鉄
道
の
夜
」

と
賢
治

目

次

一
、
序
論

二
、
本
論第

一
章
賢
治
作
品
の
概
説

第
一
節
詩
と
童
話

第
二
節
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
系
列

第
二
章
他
著
書
と
の
比
較

第
一
節
「
太
陽
の
都
」

l
命
名
の
問
題

第
二
節
「
妙
法
蓮
華
経
」

l
求
道
性

第
三
章
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
と
は
何
か

第
一
節
生
の
軌
跡

第
二
節
内
的
過
程
l
自
己
統
一

じ
み
と
し
た
情
愛
に
満
ち
た
人
間
俊
寛
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
近
松
は
恋
知
り
と
い
う
性
情
を
持
つ
者
と
し
て
、
民
衆
の

要
望
に
応
え
得
る
俊
寛
を
『
平
家
女
護
嶋
』
第
二
段
自
に
於
い
て
見

事
に
開
花
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
観
客
に
慰
み
を
提
供
し
て

や
ま
な
か
っ
た
近
松
の
浄
瑠
璃
作
者
と
し
て
の
偉
大
さ
と
同
時

K
、

人
間
愛
に
海
れ
た
近
松
の
人
間
性
に
触
れ
る
思
い
が
す
る
の
で
あ
る
。

自
己
統

の
過
程

二
十
八
回
生

三
、
結
論

四
、
注
釈

五
、
参
考
資
料

田

川

涼

子
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序

論

宮
沢
賢
治
の
、
日
本
文
学
史
に
お
け
る
位
置
は
独
自
な
も
の
で
あ

る
。
地
方
の
一
詩
人
、
一
作
家
と
し
て
生
き
た
彼
の
作
品
は
、
文
壇

の
大
流
に
染
ま
り
き
る
事
な
く
、
一
つ
の
芸
術
性
の
溜
り
場
と
し
て

純
粋
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
「
職
業
芸
術
家
は
一
度
亡
び
ね
ば
な
ら

ぬ
」
（
注
1
）
と
言
っ
た
彼
の
精
神
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。

そ
の
賢
治
作
品
群
の
中
か
ら
、
私
は
未
完
の
長
編
童
話
「
銀
河
鉄

道
の
夜
」
を
選
出
し
、
考
察
し
て
行
こ
う
と
思
う
。
賢
治
独
自
の
芸




