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無
常
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因
果

小

椋

嶺

一

(一)

近世文学と仏教思想

　
近
世
文
学

・
近
世
文
化
は
、
仏
教

・
仏
教
思
想
と
深
く
か
か
わ

っ
て
い
る
こ
と
は
周
知

の
こ
と
で
あ
る
が
、
両
者

の
関
係
が
中
世
ま

で
の
関
係
と
は
著
し
く
趣
を
異
に
し

つ
つ
あ

っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
ま
ず
第

一
の
理
由
は
、
仏
教

の
側

の
質
的
変
化
が
あ
げ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　

る
。
辻
善

之
助

『日
本
仏
教
史
』
第
九
巻
近
世
の
篇

の
三
に
よ
れ
ば
、
そ
の
仏
教

の
質
的
変
化
の
第

一
要
因
は
、
江
戸
幕
府
に
よ
る
寺

院
法
度

の
制
定
に
伴
う
、
仏
教
支
配
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
幕
府
が
、
中
世
以
来
仏
教
側
が
本
来
具
備
し
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
特
権

を
奪
う

こ
と
に
成
功
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
更
に
は
、
各
宗
派
の
本
末
制
度
を
確
定
し
、
本
山
が
幕
府
の
権
力
を

バ
ッ
ク
に
、
あ

ら
ゆ
る
権

限
を
掌
握
し
た
。

の
み
な
ら
ず
、
幕
府
は
キ
リ
シ
タ
ン
の
禁
圧
の
た
め
、
寺
院
の
本
末
制
度
に
則
り
、
各
末

寺
に
寺
請
証
文

の
発
行

の
権
限
を
与
え
、
こ
の
制
度
を
利
用
し
、
各
末
寺
は
民
衆
を
各
末
寺

の
檀
家
組
織
に
参
入
さ
せ
、
寺
院
の
経
営

の
基
盤
造
り
に

意
を
用

い
た
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
権
力
が
信
教

の
自
由
を
奪

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
仏
教

の
本
来
性
は
喪
失
し
、
僧
侶
の
本
分
は

風
化
し
、

逆
に
世
俗
化

の
道
を
ひ
た
走
る
。
そ
の
こ
と
が
儒
教
側
の
批
判
攻
撃

の
好
材
料
と
な

っ
た
。
そ
れ
ら
の

一
一
に
つ
い
て
は
、

1



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(2
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(3
>

古
く
は
林

羅
山
の

『本
朝
神
社
考
』、
近
く
は
中
井
竹
山
の

『草
茅
危
言
』

の
言
辞
に
顕
著
に
窺
え
る
。
が
、
今

一
々
の
引
用
は
略
す
。

　
し
か
し
な

が
ら
、
近
世
の
文
学
に
お
い
て
も
、
文
学
と
仏
教
思
想
と
の
関
係
を
云
々
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
両
者

の
各
々
の
比

重
の
置
き
方

で
状
況
は
異
な
る
。
即
ち
、
仏
教
思
想
に
比
重
を
置

い
て
、
そ
の
視
点
か
ら
論
を
立
て
よ
う
と
す
れ
ば
、
ま
ず
は
、
鈴
木

正
三
や
浅
井
了
意
あ
る
い
は
深
草

の
元
政
な
ど

の
仏
教
者

の
創
作
し
た
文
学
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
近
世
と
い

う
特
殊
な

仏
教
教
団

の
形
骸
化
の
中
に
あ

っ
て
、
各
々
自
己
の
信
ず
る
道
に
基
づ
く
、
仏
教
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
様

々
な
活
動
を
展

開
し
た
。
従

っ
て
仏
教
思
想

へ
の
思
い
入
れ
は
強
く
、
残
さ
れ
た
著
作
は
当
然
そ
の
色
彩
を
濃
く
示
し
て
い
る
。
そ
れ

に
対
し
、
近
世

文
学
に
よ

り
力
を
入
れ
て
両
者
の
関
係
を
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
と
、
近
世
と
い
う
時
代

の
特
殊
性
と
も
か
ら
み
あ

っ
て
そ

の
把
握
の

方
法
に

い
さ
さ
か
困
難
を
覚
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
何
故
な
ら
、
両
者

の
関
係
は

い
わ
ゆ
る
否
定
的
媒
介
に
よ
る
構
造
を
色
濃
く
示
し

て
い
る
か
ち
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

.

　
近
世
文
学

の
代
表
的
な
作
品
群

の
中

に
あ

っ
て

一
見
、
仏
教
思
想
と
最
も
遠
い
距
離
に
位
置
す
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
井
原

西
鶴
の
作

品
は
ど
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
そ
の
問
題
に

つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
ま
ず
、
片
岡
良

一
氏
の

「浮
世
草
子
作
者
と
し
て
の
西
鶴
」
に
お
い
て
の
見
解
を
窺

っ
て
み
よ
う
。

　
　
内
心

に
渦
巻
く
表
白

の
衝
動
全
部
を
俳
譜
師
と
し
て
の
制
作
活
動
に
よ

っ
て
飽
満
さ
せ
る
こ
と

の
で
き
な
か

っ
た
西
鶴
が
、
徒
然

　
　
な
日
の
夜
昼
を
ひ
と
り
ひ
そ
か
に
文
机
に
む
か

っ
て
楽
し
ん
だ
自
己
表
現
-

彼
等

の
い
わ
ゆ
る
転
合
書
は
意
外

な
喝
采
を
喚
び

　
　
起
こ
し
た
。
そ
の
喝
采
に
動
か
さ
れ
て
、
西
鶴
は
新
し
く
浮
世
草
子
作
者
と
し
て
現
前
し
た
。

(中
略
)
浮
世
草
子
に
は
自
ら
当
時

　
　
の
生
活
相

の
様

々
が
取
込
ま
れ
た
。
そ
う
し
て
そ
の
生
活
相
は
勃
興
の
機
運
に
乗
じ
た
民
衆
の
旺
盛
な
活
力
と
解

放
さ
れ
た
情
意

2



近世文学と仏教思想

　
　

の
奔
騰
と
に
彩
ら
れ
て
時
代

の
底
深
く
這
う
虚
無
的
人
生
観
を
無
理
に
も
圧
潰
そ
う
と
し
た
強
調
的
な
歓
喜

の
情

調
に
よ

っ
て
塗

　
　
り

つ
ぶ
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
人
生
は
無
常
だ
。
だ
か
ら
遊
ぼ
う
　
　
深
淵
の
縁
に
い
な
が
ら
、
強
い
て
そ
の
深
淵
に
は
面
を

　
　
そ
む
け
て
喜
戯
す
る
も

の
の
狂
歓
乱
舞
も
、
心
な
く
し
て
眺
め
れ
ば
た
だ
花
に
酔

い
酒
に
踊
る
愉
悦

の
世
相
と
し
か
映
ら
な
か

っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　

　
　
た
ろ
う
。
そ
こ
に
当
時

の
い
わ
ゆ
る
浮
世
の
観
念
が
生
ま
れ
た
。

と
。
し
か
し
、
片
岡
氏
の
指
摘
す
る

「人
生
は
無
常
だ
、
だ
か
ら
遊
ぼ
う
」
と

い
う
居
直
り

の
精
神
、
そ
の
精
神
に
基

づ
い
て
、

一
期

は
夢
よ
、

た
だ
狂
え
、
と

い
う
認
識
で
、
西
鶴
の

『好
色

一
代
男
』
が
現
前
化
さ
れ
た
と
読
む
に
は
私
は
抵
抗
を
感
ず

る
の
で
あ
る
。

従
来
の
西
鶴
研
究
の
流
れ
に
あ

っ
て
も
、
大
筋
の
西
鶴
観
は
そ
の
方
向
で
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
例
え
ば
、

谷
脇
理
史
氏
は
、

　
　

『
一
代
男
』
の
主
人
公
、
世
之
介
の
イ
メ
ー
ジ
は
巻
頭
の

一
章

「け
し
た
所
が
恋
の
は
じ
ま
り
」
に
お
い
て
読
者

に
強
烈
に
印
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こと

　
　
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
周
知

の
よ
う
に
、
中
世
以
来

の
風
流
の
思
想
な
ど
は
物
と
も
せ
ず
、
「浮
世
の
事
を
外
に
な
し
て
」
愛
欲
の

　
　
世
界

の
み
に
関
心
を
持

っ
て
生
き
続
け
う
る
自
由
を
確
保
し
た
人
物

で
あ

っ
た
。
西
鶴
は
冒
頭
の
数
行
で
、
そ
の
両
親
を
紹
介
し

　
　
て
世
之
介
の
誕
生
を
告
げ

つ
・
、
浮
世

の
倫
理
を
超
脱
し
う
る
条
件
を
設
定
し
、
そ
れ
を
七
歳
の
世
之
介

の
行
為

の
描
写
で
具
体

　
　
化
し

て
行
く
。
そ
し
て
世
之
介
が
浮
世

(現
実
の
世
界
)
と
か
か
わ
る
必
要
の
な

い
人
物
、

い
わ
ば
、
浮
世
の
倫

理
や
論
理
と
対

　
　
決
し

て
挫
折
し
た
り
心
の
疾
み
を
感
じ
た
り
す
る
必
要

の
全
く
な

い
仮
構
の
人
物
と
い
う
前
提

で
作
品
が
展
開
す
る
こ
と
を
ま
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　

　
　
読
者

に
承
認
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

と
言
う
。
確
か
に
谷
脇
氏

の
指
摘
の
如
く
、
西
鶴

の

『好
色

一
代
男
』
以
下

一
連
の
浮
世
草
子
は
、
「浮
世
の
人
の
心
の
認
識
を
主
眼
と

し
て
打
ち
出
す

の
で
は
な
く
、
い
か
な
る
方
法
で
そ
れ
を
面
白
く
具
体
化
し
て
行
く
か
と
い
う
所
だ
け
に
腕
の
見
せ
所
を
置

い
た
作
品

　
　
　　
　

で
あ
る
」
と
す
る
考
え
方
に
私
も
賛
成
で
あ
る
。
そ
れ
は
門
人
西
吟
が

『
一
代
男
』
に
付
し
た
蹟
文

の
中

の

「転
合
書

」
と

い
う
評
言

の
指
す
所
と
符
号
し
、
い
わ
ゆ
る
転
合
が
、
「
い
た
ず
ら
、
悪
ふ
ざ
け
」
の
意
味
を
内
包
し
た
語
で
あ
る
こ
と
と
、
谷
脇
氏
の
主
張
と
は

3



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(7
)

一
致
す
る

の
で
あ
る
。
そ
の
故
に

「転
合
書
で
は
あ
る
が
、
価
値
を
持
つ
」
論
理
か
ら

「転
合
書

で
あ
る
が
故
に
価
値
を
持
つ
」
と

い

う
積
極
的
肯
定

の
方
向
で

『
一
代
男
』
を
読
も
う
と
す
る
姿
勢
は
当
然
支
持
さ
れ
る
も

の
と
私
も
考
え
る
。
し
か
し
、
「
転
合
書

で
あ
る

が
故
に
価
値
を
も

つ
と
す
る
論
理
」
に
立

っ
た
時
、
次
に
見
え
て
く
る
そ
の

「価
値
」
を
谷
脇
氏
は

「低
俗
で
あ
る
が
故
に
面
臼
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　

と
す
る
方
向
で
処
理
し
ょ
う
と
す
る
。
が
、
そ
ん
な
に
単
純
な
肯
定

の
仕
方
し
か
で
き
な
い
も

の
だ
ろ
う
か
、
私
は
い
さ
さ
か
疑
問
に

思
う
。
も
ち
ろ
ん
私
も
低
俗
な
も

の
を
高
級
に
仕
立
て
よ
う
と
す
る
読
み
方
を
企
図
し
よ
う
と

い
う

の
で
は
な

い
。
「転
合
書
」
の
放

つ

力
と
い
う
よ
り
、
そ
の
底
に
流
れ
て
い
る
し
た
た
か
な
精
神
構
造
に
着
目
し
た

い
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
の
し
た
た
か
な
精
神
構
造
を

育
く
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
西
鶴
自
身

の
人
生
の
途
上
の
思

い
が
け
な

い
出
来
ご
と
こ
そ
、
彼
の
俳
譜
師
と
し
て
の
、
あ

る
い
は
浮
世
草

子
作
者
と
し
て
、
矢
継
早
な
創
作
活
動

へ
の
耽
溺
の
契
機
と
な

っ
た
や
に
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

三

　
野
間
光
辰
氏

の

『捌
補
　
西
鶴
年
譜
考
証
』
に
よ
る
と
、
「
延
宝
三
年
四
月
三
日
、
西
鶴
妻
没
す
。
享
年
二
十
五
歳
、
菩
提
寺
誓
願
寺

　
　
(9
V

に
葬
る
。
」
と
あ
る
。
西
鶴
は
こ
の
時
三
十
四
歳

で
あ

っ
た
。
彼
は
、
妻

の
追
善

の
た
め
の
連
句
を

一
日
で
巻
き
、
『俳
譜
独
吟

一
日
千

句
』

(以

下

『独
吟

一
日
千
旬
』
)
と
題
し
て
出
版
し
た
。
そ

の
序
文
に
は
、
三
人
の
幼
児
を
残
し
た
ま
ま
、
突
然
こ
の
世
を
去

っ
た
若

き
妻

へ
の
西
鶴

の
想

い
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
め

　
　
有
し
時
は
な
き
人
を
と
ひ
し
が
、
そ
れ
も
な
き
身
と
な
り
行
ぬ
、
是
も
と
.・
ま
る
べ
き
に
あ
ら
ず
、
夢
の
覚
ぎ
は
ま
ぼ
ろ
し
の
世

　
　
と
は
思
ひ
あ
た
り
た
る
時
に
ぞ
忘
る
る
隙
多
し
、
月
雪
花
は
盛
な
る
に
、
風
の
心
ち
と
て
其
春
も
頼
す
く
な
く
、
四
月
三
日
の
夜

　
　
　
つ
る

　
　
の
鶴

な
く
子
を
捨
て
空
し
く
な
り
ぬ
。
折
か
ら
泪
添
る
郭
公
の
発
句
お
も
ひ
明
る
よ
り
暮
る
ま
で
に
独
吟
に

一
日
千
句
手
向
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(10
)

　
　
成
な

ん
と
執
筆
も

一
人
し
て
、
是
を
書
付
侍
る
も

の
な
ら
し
。

4



近世文学と仏教思想

と
。
と
り
わ
け
、
「
月
、
雪
、
花
は
盛
な
る
に
、
風
の
心
ち
と
て
、
其
春
も
頼
す
く
な
く
、
四
月
三
日
の
夜
の
露
な
く
子
を
捨
て
空
し
く

な
り
ぬ
。
」と

い
う
表
現
は
、
妻
の
死
を
月
雪
花
の
自
然
の
美

の
旺
盛
さ
と
対
比
さ
せ
る
と
い
う
独
自

の
死
生
観
が
示
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
に
注
目
し
て
お
き
た

い
。
か
く
し
て
そ
の
内
容

の

一
端
を
引
く
と
、

　
　
　

　

第
　

一

　
　
　
豚
の
あ
が
る
手
を
合
し
て
よ
無
常
鳥

　
　
　
次
第
に
息
は
み
し
か
夜
十
念

　
　
　
沐
浴
を
四
月
の
三
日
坊
主
に
て

　
　
　
中
に
も
何
も
見
え
ぬ
草
の
屋

　
　
　

(中
　
略
)

　
　
　

一
心
頂
礼
経
を
よ
む
鳥

　
　
　

　

第
　
二

　
　
　
引
導
や
廿
五
を
夢
ま
ぼ
ろ
子
規

　
　
　
尻
か
し
ら
か
ら
か
く
る
螢
火

　
　
　
箸
か
た
し
柳
呉
竹
折
ま
せ
て

　
　
　
都
は
春

の
客
か
か
さ
な
る

　
　
　

(中
　
略
)

　
　
　
子
供
三
人
少
年
の
春

5



　

　
第
　
三

郭
公
か

・
が
さ
と
り
の
か
た
ち
は
い
か
に

お
ん
は
仏
法
僧
と
鳴
ら
ん

御
詠
歌
を
木

の
下
闇
に
残
さ
れ
て

う
す
需

へ
け
は
消
る
浮
雲

(中
　
略
)

日
影
も
な
か
ふ
わ
び
る
心
ね

　

　
第
　
四

郭
公
声
や
帆
に
あ
け
て
船
後
光

弥
陀
の
国
迄
卯
の
花
の
波

一
遍
の
経
帷
子
や
し
ほ
る
ら
ん

(中
　
略
)

百

ヶ
日
精
進
あ
け
に
雀
鮨

蓼

の
末
葉
も
草
木
成
佛

　

　
第
　
五

後
世
は
大
事
聞
は

つ
す
な
よ
郭
公

い
ら
ぬ
そ
寳
の
池
の
水
鶏
も

(中
　
略
)

6



近世文学と仏教思想

馬
士
よ
ま
て
事
問
ん

一
休
み

遊
女
か
比
丘
尼
か
あ
り
や
な
し
や
と

い
た

つ
ら
や
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
た
て
ぬ
ら
ん

浄
土
法
華

の
中
言
を
き
く

(中

略
)

お
し
ろ
い
を
と
く
谷

の
し
た
た
り

ひ
ん
す
り
を
作
り
籠
な
る

一
庵

菩
提
の
秋
に
笑
ひ
の
た
ね
に

極
楽
と
あ
そ
ふ
間
や
お
も
ふ
ら
ん

　

　
　
　
　
　
　

以
下
略

　

　
第
　
六

お
時
の
鳥
生
死
の
海
や
二

つ
菜

荒
布
か
り
ほ
す
法
の
こ
ろ
も
手

(中

略
)

法
の
花
ひ
ら
い
て
見
す
る
文
の
中

本
来
空
に
鷹
か

へ
る
空

　

　
第
　
七

頼
み
け
り
我
誓
願
寺
郭
公

7



宗
旨

の
請
に
た

つ
雲
見
草

心
の
月
何
時
成
と
も
ま
か
り
出
て

(中
　
略
)

春
三
月
歎
く
に
あ
ま
り
の
花
惜
や

焼
香

の
け
ふ
り
立
花
の
陰

　
　
第
　
八

籾
の
内
に
本
尊
作
る
や
田
長
鳥

二
王
は
登
丈
立
花

の
陰

(中
　
略
)

香
炉
に
残
る
螢
火

の
影

　
　
第
　
九

百
八
の
珠
数
を
懸
た
か
郭
公

茂
る
生
木
に
な
た
や
道
心

(中
　
略
)

ち
る
花
や
今
に
死
ん
た
と
思
は
れ
す

こ
そ
こ
ぞ
こ
そ
と
そ
る
柳
髪

　
　
第
　
十

一
日
に
千
体
仏
よ
郭
公

8



近世文学と仏教思想

　
　
　

夏
に
入
る
あ
ひ
の
か
ね
に
鋸

　
　
　

關
伽

の
水
同
じ
砥
水

の
流
き
て

　
　
　

(中
　
略
)

　
　
　

調
諦
文
に
今
月
今
日
花
ち
り
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　

　
　
　

彼
岸
に
あ
た
る
往
生
ふ
の
物

な
ど
と
、

一
日
千
句
、
矢
継
早
や
に
吟
ず
る
西
鶴

の
姿
は
亡
妻

へ
の
追
憶
と
残
さ
れ
た
子
供
三
人

へ
の
思
い
、
そ
れ
は
や
が
て
よ
り
深

い
無
常

観
か
ら
仏
国
土

へ
想

い
を
馳
せ
、
や
が
て
は
又
、
現
世

の
浮
世
の
生
臭
さ
さ
も
交
錯
さ
せ
な
が
ら
後
の
『好
色

一
代
男
』
や

『好

色

一
代

女
』
等
の
浮
世
草
子
へ
の
展
開
も
予
測
さ
せ
る
に
十
分
な
西
鶴
流
の
モ
ノ
ガ
タ
リ
性
を
秘
め
た
追
善
連
句
の
世

界
が
構
築
さ
れ

て
い
る

の
で
あ
る
。

の
み
な
ら
ず
仏
道

へ
の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
理
解
も
随
処
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。

　
以
上

「独
吟

一
日
千
句
」

の
中
に
も
示
さ
れ
て
い
る
如
く
、
西
鶴
は
こ
の
年
、
法
躰
の
姿
と
な
る
。
こ
の
隠
居
法
体

は
、
西
鶴
の
ど

の
よ
う
な
覚
悟
を
示
す
の
か
明
確

で
は
な

い
。
中
島
隆
氏
は

「家
業

の
煩
わ
し
さ
か
ら
解
放
さ
れ
、
俳
譜
に
専
心
す
る
と
い
う
側
面
が

識

」

と
解
さ
れ
て
い
る
が
・
そ
の
法
躰
出
家
は
西
鶴
流
に
期
す
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
・
も
ち
ろ
ん
・
西
鶴

の
法
躰
姿
は
・

そ
も
そ
も
は
真
摯
な
も
の
か
ら
発
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
が
、
又
、
反
面
中
世
ま
で
の
道
心
者
と
し
て
の
そ
れ
を
ひ
た
す
ら
求
め
た
と

い

う
も
の
で
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
先
に
み
た

「独
吟

一
日
千
句
」
の
世
界
か
ら
も
推
察
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
又
、
そ
の

姿
は

『
懐
硯
』
(存
疑
本
で
は
あ
る
が
)
に
西
鶴
自
身
が
描
出
し
た
伴
山
の
姿
と
複
合
化
し
て
想
起
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

はて
はか
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　こ
め

　
　
朝
顔

の
昼
に
お
ど
ろ
き
我
八
つ
に
さ
が
り
ぬ
。
日
暮
て
道
を

い
そ
ぎ
何
国
を
宿
と
さ
だ
め
が
た
き
は
身

の
果
墓
な

や
と
お
も
ひ
篭

　
　
し
よ
り
修
行
に
出
給
ひ
、
世

の
人
ご
・
ろ
銘
々
木

々
の
花
の
都
に
さ

へ
人
同
じ
か
ら
ず
　
ま
し
て
遠
国
に
は
か
わ
れ
る
事
ど
も
あ

　
　
り

の
ま

・
に
、
物
が
た
り
の
種
に
も
や
と
旅
硯
の
海
ひ
ろ
く
言
葉

の
山
た
か
く
、
月
ば
か
り
は
そ
れ
よ
見
る
人
こ
そ
た
が

へ
ど
、

9



　
　
お
も
し
ろ
お
か
し
き
法
師
の
住
所
は
、
北
山
等
持
院
の
ほ
と
り
の
閑
居
を
極
め
、

ひ
と
り
は
む
す
ば
ぬ
笠

の
庵
各
別
に
か
ま

へ
て
、

　
　
頭
は
霜
を
杭
り
て
残
切
と
な
し
、
居
士
衣
の
袖
を
子
細
ら
し
く
、
名
は
伴
山
と
よ
べ
ど
僧
に
も
あ
ら
ず
俗
と
も
み

へ
ず
、
朝
暮
木

　
　
魚

鳴
し
て
唐
音
の
経
読
な
ど
菩
提
心
の
発
し
、
釈
迦
や
達
磨

の
口
ま
ね
す
る
う
ち
に
は
あ
ら
ず
。
唯
謡
の
か
は
り

に
声
を
た

つ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ます

　
　

の
、
不
断
は
精
進

鰭
あ
る
に
ま
か
せ
て
魚
鳥
も
あ
ま
さ
ず
、
座
禅
の
夢
覚

て
は
美
妾
あ
ま
た
に
い
ざ
な
は
れ
、
鹿
子
の
袖
ふ
き
か

　
　

へ
し
、
と
め
木
の
か
ほ
り
き
く
間
も
、
紙
袋
の
抹
香
の
に
ほ
ひ
う

つ
る
も
煙
は
皆
無
常
の
た
ね
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(13
)

と
、
す

る
生
き
ざ
ま
が
、
そ
の
面
影
と
内
面
を
写
し
出
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上

の
よ
う
な
、
西
鶴
自
身

の
人
生
に
お
け
る
破
乱
が

「法
師
西
鶴
」
と
し
て
新
し

い
人
生
の
出
発
を
覚
悟
さ
せ
た

の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
宗
因
門
下
の
談
林
俳
譜
師
と
し
て
の
活
躍
は
、
彼
の
積
極
的
自
己
ア
ピ
ー
ル
も
兼
ね
て
新
し

い
文
学
的
状
況
を
自
ら
造
営
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
。

　
浅
野
晃
氏
は
、
「並

々
な
ら
ぬ
決
意
を
秘
め
た
法
師
西
鶴
は
、

一
面
社
会
的
な
自
由
を
獲
得
し
て
、
俳
譜
活
動
に
む
か

っ
て
激
し
い
燃

焼
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
後
嗣
と
す
べ
き
男
子
に
恵
ま
れ
な
か

っ
た
自
分
自
身
を

「
一
代
男
西
鶴
」
と
諦

め
る
思
考
が
芽

生
え
た
も

の
と
思
う
。

こ
れ
が

『好
色

一
代
男
』
発
想

の
原
初
的
な
中
核
で
あ
り
、
次
第
に
偉
大
な
転
合
書

へ
と
作
家

の
内
部
で
熟
成

　
　
　
　
　
　
　
　
(14
V

し
は
じ

め
る
の
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
。
た
し
か
に
、

い
か
な
る
作
品
と
言
え
ど
も
、
中
核
な
く
し
て
は
そ
の
形
成

は
な
い
。
西
鶴

の
場
合
も
若
妻

の
突
然
の
病
死
が
契
機
と
な
り
、
西
鶴

の
内
な
る
精
神
を
め
ざ
め
さ
せ
、
「俳
譜
大
句
数
」
と
し
て
奔
騰

す
る
。
そ
れ
は

や
が
て
、
「転
合
書
」
へ
の
導
火
線
と
な
り
浮
世
草
子

『好
色

一
代
男
』
と
し
て
現
前
化
す
る
に
至

っ
た

の
で
あ
る
。
即
ち
、
亡
妻

の
追

善

の

『
独
吟

一
日
千
句
』
の
刊
行
か
ら
八
年
程
の
歳
月
が
流
れ
て

『好
色

一
代
男
』
は
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
妻
喪

失
の
悲
哀

の
淵

か
ら
這

い
あ
が
り
、
又
、
自
分
自
身
を
凝
視
し
、
再
生
す
る
に
は
西
鶴
に
と

っ
て
必
要
に
し
て
十
分
な
時
聞
の
経
過
で
あ
り
、
作
品
の

発
酵
期
間
と
し
て
も
十
分
な
時
間
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
妻

の
死
を
契
機
と
し
て
の
出
家
と

い
う

ス
タ
イ

ル
は
西
鶴
自
身
が
調
刺
し
、

10



近世文学と仏教思想

批
判
し

て
止
ま
な

い
当
時
の
風
潮
に
積
極
的
に
か
か
わ

っ
て
い
っ
た
姿
勢
を
示
し
、
そ
の
自
ら
の
姿
勢
を
自
嘲
的
に
描

出
す
る
と
い
う

ス
タ
イ

ル
が
西
鶴
文
学

の
独
特

の
世
界
を
構
築
し
得
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち

『好
色

一
代
男
』
の
中
で
も
、
世
之
介

の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　め
　

十
九
歳

の
折
、
突
然
出
家
す
る
場
面
を
設
定
し
て
い
る
。
釈
迦
の
出
家

の
パ
ロ
デ
ィ
と
解
さ
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

こ
れ
と
て
も
決

し
て
真
摯
な
も
の
と
し
て
は
と
ら
え
ら
れ
て
は
い
な

い
。
他
に
も
、
例
え
ば

『本
朝
二
十
不
孝
』
の
巻

一
の
四

「慰
改

て
咄
の
点
取
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ヨ

に
も
そ

の
風
俗
は
活
写
し
て
い
る
。

こ
れ
は
自
画
像
の
戯
画
的
意
味
を
も
こ
め
て
い
る
か
の
よ
う
な
描
出

の
仕
方
で
あ

る
。
ま
さ
に
、

中
世
的
な
世
界
に
お
け
る
憂
世
観
に
基
づ
い
た
厭
離
稜
土
欣
求
浄
土
的
出
家
の
様
式
が
こ
こ
で
は
浮
世
の
渡
世
の
手
段

と
し
て
選
択
さ

れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
西
鶴
流

の
浮
世
思
想
と
融
合
し
た
独
自

の
仏
教
観
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
私
は
考
え
る
。

四

　
そ
こ
で
、
浮
世
草
子
の

「浮
世
」

の
概
念
を
今

一
度
確
認
し
て
お
こ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
近
世
初
期
慶
長
か
ら
天
和

の
初
め
ま
で

の
約
十
年
間

の
多
彩
に
し
て
多
岐
に
渡
る
作
品
群
を
総
称
し
て
、
文
学
史

の
上
で
は
仮
名
草
子
と
称
し
て
い
る
。
ま
さ

に
近
世
文
学
台

頭

の
前

哨
戦
と
い
っ
た
様
相
を
示
し
、
創
作
者
と
読
者
そ
し
て
出
版
書
璋
が
三
位

一
体
と
な

っ
て
、
様

々
な
模
索
の
中

で
新
興
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
醸
成
し
つ
つ
あ

っ
た
時
代
で
あ
る
。
純
粋
に
文
学
を
冠
す
る
作
品
よ
り
は
啓
蒙
教
訓
を
主
体
と
し
た
仏
儒
老
荘
、
神

の
各
々

の
道
に
基
づ
い
た
啓
蒙
教
訓
を
目
的
と
す
る
も
の
、
あ
る

い
は
日
常
生
活

の
典
範
と
な
る
も
の
な
ど
、
こ
の
時
代

の
作
品
群

の
内
容
は

多
岐
に
わ
た
り
繁
雑
を
極
め
て
い
る
。
か
か
る
状
況
の
中
で
、
思
想

・
文
学

の
領
域
に
ま
た
が
っ
て
後
世
に
濃
厚
な
影
を
投
げ
か
け
た

存
在
と

い
う
と
、
鈴
木
正
三
と
浅
井
了
意
が
特
筆
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
て
、
今
こ
こ
で
西
鶴

の

「浮
世
」
に
関
係
し
て
く
る

人
と
言
え
ば
そ
れ
は
浅
井
了
意
で
あ
る
。
彼
が
生
涯
に
お

い
て
述
作
し
た
作
品
は
、

一
般
に
は

「
七
十
部
六
百
巻
」
に
及
ぶ
と

い
わ
れ
、

仮
名
草

子
時
代

の
著
述
者
と
し
て
は
質
量
と
も
に
傑
出
し
た
存
在

で
あ

っ
た
。
が
、
了
意
そ
の
人
の
生
涯
と
そ
の
文
業

に

つ
い
て
は
、

11



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(17
)

先
人
の
周
到
な
追
跡
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
知
な
部
分
が
多
い
。
が
、
北
条
秀
雄
氏

の

『浅
井
了
意
』
に
よ
れ
ば
、
浅
井
了
意
の
父
は

摂
州
三
嶋
江
の
真
宗
大
谷
派
本
照
寺
の
住
職
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
実
弟
、
西
川
宗
治
の
東
本
願
寺
出
奔
事
件
に
連
座
し
て
宗
門
よ
り
追

放
さ
れ

還
俗
し
た
と

い
う
。
そ

の
た
め
に
了
意
は
浪
々
の
辛
苦
を
体
験
し
、
農
耕
に
も
従
事
し
た
が
、
「
父
の
無
念
を
そ
そ
ぎ
、
本
照
寺

を
再
興
し
、
唱
導
家
と
し
て
立

つ
こ
と
を
夢
見

つ
つ
」、
「内
典

・
外
典
を
読
破
し
、
博
覧
強
記

の
聞
こ
え
が
高
か

っ
た
」
と
い
う
。
だ

と
す
る
と
、
「
七
十
部
六
百
巻
」
と
称
さ
れ
る
著
作
は
か
か
る
難
難
辛
苦

の
境
涯
の
な
せ
る
業
で
も
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。
か
か
る
境
涯

に
あ

っ
た

了
意
の
到
達
点
、
同
時
に
、
仮
名
草
子
史
の
最
後
を
飾
る
作
品
と
し
て

『浮
世
物
語
』
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と

は
偶
然
と
は
言

え
興
味
深

い
も
の
が
あ
る
。
と

い
う

の
も
文
学
史
の
上
か
ら
は
結
果
的
に
こ
の
了
意

の

『浮
世
物
語
』
を
も

っ
て
仮
名
草
子
は
終
焉
を

告
げ
、

そ
し
て
、
井
原
西
鶴

の

『好
色

一
代
男
』
が
浮
世
草
子
と
し
て
出
発
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
両
者
の
問
に
、
い
か
な

る
継
承
と
断
絶
が
存
在
す
る
か
に
つ
い
て
は
従
来
問
題
に
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
が
、
と
り
あ
え
ず
は
、
こ
こ

で
了
意
の
『浮

世
物
語
』

の
巻
頭

一

「浮
世
と

い
ふ
事
」
と
題
す
る
文
章
を
引
こ
う
。

　
　
今
は
昔
、
国
風
の
歌
に
、
「
い
な
物
ぢ
ゃ
。
心
は
我
が
も
の
な
れ
ど
、
ま
ま
に
な
ら
ぬ
は
」
と
、
高
き
も
賎
し
き
も

、
男
も
女
も
、

　
　
老
た

る
も
若
き
も
、
皆
歌
ひ
侍

べ
る
。
「思
ふ
事
叶
は
ね
ば
こ
そ
浮
世
な
れ
」
と
い
ふ
歌
も
侍
べ
り
。
萬
に
つ
け
て
心
に
叶
は
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
なう
ら
　か
く　
　
　
　
　
　
　
か
ゆ

　
　
ま
ま

に
な
ら
ね
ば
こ
そ
浮
世
と
は
言
ふ
め
れ
。
沓
を
隔
て

・
眼
を
掻
と
か
や
。
痒
き
所
に
手

の
届
か
ぬ
如
く
、
當

る
や
う
に
し
て

　
　
ゆ
き
た
ら
ず
、
沈
気
な
も
の
に
て
、
我
な
が
ら
身
も
心
も
我
が
儘
に
な
ら
で
、

い
な
物
な
り
。
ま
し
て
世

の
中

の
事
、

一
つ
も
我

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(18
V

　
　
が
気

に
叶
ふ
事
無
し
。
さ
れ
ば
こ
そ
浮
世
な
れ
。

　
こ
こ

の
部
分
で
は
、
そ

の
中
核
は
、
「萬
に
つ
け
て
心
に
叶
は
ず
ま
ま
に
な
ら
ね
ば
こ
そ
浮
世
と
は
言
ふ
め
れ
。」
あ
る

い
は
、
「我
な

が
ら
身
も
心
も
我
が
儘
に
な
ら
で
、
い
な
物
な
り
、
ま
し
て
世
の
中

の
事
、

一
つ
も
我
が
気
に
叶
ふ
事
無
し
、
さ
れ
ば
こ
そ
浮
世
な
れ
」

の
繰
り
返
し
の
表
現
に
よ

っ
て
、
浮
世

の
理
不
尽
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
世
間
と
い
う
よ
り
人
間
と
し
て
の
存
在
そ
の
も
の

12
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が

、

そ

の
人

間

の
心

に

か

な

わ

ず

、

自

由

に

は

な

ら

な

い
と

い
う

こ
と

の
認

識

を

繰

り

返

し

の
表

現

に

よ

っ
て

確

認

し

た

も

の

が
前

半

の

文

章

で
あ

る

。

そ

れ

に

対

し

こ
れ

ら

一
連

の
浮

世

認

識

を

今

一
つ
の
眼

に

よ

っ
て

別

の
視

点

か

ら

反

論

し

た

文

章

が
後

半

の
展

開

で

あ

る

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

へ
ち
ま

　

　

い
や

そ

の
義

理

で

は
な

い
。
世

に

住

め

ば

、
な

に

は

に

つ
け

て
善

悪

を

見

聞

く

事

、
皆

面

白

く

、

一
寸

先

は

闇

な

り

。
な

ん

の
練

瓜

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ジつ
き
　
　　
ひつ

　
　

の
皮
、
思
ひ
置
き
は
腹

の
病
、
当
座
く

に
や
ら
し
て
、
月

・
雪

・
花

・
紅
葉
に
う
ち
向
ひ
、
歌
を
歌
ひ
、
酒
を
飲
み
浮
に
浮
い

　

　

　

　

　

　

　

　

　
す
り
き
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ゃ
う
た
ん

　

　

て

慰

み
、

手

前

の
摺

切

も

苦

に

な

ら

ず

、

沈

み

入

ら

ぬ

心

立

の
水

に
流

る

・
瓢

箪

の
如

く

な

る

。

こ
れ

を

浮

世

と

名

つ
く

る

な

り

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　む
　

　
　
と
言

へ
る
を
、
そ
れ
者
は
聞
て
、
誠
に
そ
れ
く

と
感
じ
け
り
。

と
。
今
こ
こ
に
、
前
半
と
後
半
各
々
、
作
者
了
意
自
身
の
中
で
背
反
す
る
心
の
中
を
開
陳
し
た
文
章
を
並
列
さ
せ
て
み
た
が
、
作
者
の

『浮
世
物
語
』
執
筆

の
時
点
に
お
け
る
心
境
は
後
者
に
力
点
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
後
半
の
末
尾

の

「
そ
れ
者
は
聞
て
、
誠
に
そ

れ
く

と
感
じ
け
り
」
の
言
辞
に
よ

っ
て
明
白
で
あ
る
。
又
、
そ
の
故
に
こ
そ
従
来
、
こ
の
序
の
文
章
に
画
期
的
意
義
を
認
め
評
価
さ

れ
て
も
来
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
谷
脇
理
史
氏
は

「後
者

の
言
は
本
当
に
前
者
の
言
を
否
定
し
得
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
了
意

は
否
定

し
た

つ
も
り
で
も
、
こ
の
後
者

の
論
理
に
お
い
て
は
、
前
者
の
論
点
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
で
自
己
の
論
理
を
押
し
通
そ
う
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(20
)

る
。
微

妙
な
ス
リ
カ

エ
が
行
な
わ
れ
て
は
い
な

い
だ
ろ
う
か
」
と
疑
問
を
示
し
、
更
に

「前
者
の
論
理
を
決
定
的
に
否
定
す
る
た
め
に

後
者
は
、
ま
ず
前
者

の

「ま
ま
に
な
ら
ぬ
」
の
が

「浮
世
」
だ
と
い
う
認
識
を
否
定
し
打
ち
破
ら
ね
ば
な
ら
な

い
は
ず

で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
後

者
は
前
者

の
認
識
を
否
定
し

ょ
う
と
し
な

い
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
そ
の
認
識
を
肯
定
し

つ
・
、
た
だ
そ
の
よ
う
に
認
識
し
た

浮
世
に
ど
う
処
す

べ
き
か
を
述
べ
て
い
る
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。」
と
し

「
『浮
世
物
語
』
に
は
現
実
逃
避
の
論
理
と
現
実
順
応

の
論
理

し
か
な

く
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
現
実
と
積
極
的
に
か
か
わ
り
対
決
し
よ
う
と
す
る
論
理
を
欠

い
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　の
　

も
に
了
意

の
ま
ま
な
ら
ぬ
浮
世
と
い
う
認
識
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
は
ず
」
だ
と
す
る
。
以
上

の
谷
脇
氏

の
見
解
は
、
そ
の
序

13



文
と
以
下

の
各
章
と
の
対
応
に
照
合
す
る
限
り
、
も

っ
と
も
な
指
摘
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
序

の
本
意
も

、
又
、
そ
れ
に

対
応
す
る
浮
世
坊
の
そ
の
後

の
展
開
を
通
し
て
の
様

々
な
言
辞
も
、
私
は
了
意

の
企
図

の
範
疇

の
中
で
論
理
は

一
貫
し

て
い
る
、
と
読

む
。
な
ぜ
な
ら
、
序

の
前
段
に
、
了
意
が
提
示
し
た
浮
世
の
現
実
は
、
誰
が
ど
う
あ
が
こ
う
と
、
ど
う
に
も
な
ら
な

い
現
実
の
条
理
、

一
転
し
て
不
条
理
そ
の
も
の
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
。
仏
教
思
想
に
お
い
て
周
知
の
如
く
、
そ
の
世
界
観
、
人
生
観
は
そ
の
根
本
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(21
)

は

「縁
起

の
道
理
」
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば

『浄
土
三
部
経
の
鼓
吹
』
な
ど
多
く

の
勧
化
も

の
を

著
し
た
浅
井
了

意
は
恐
ら
く
か
か
る
仏
教
の
根
本
原
理
は
熟
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
従

っ
て
、
前
半
に
示
し
た

「
萬
に

つ
け
て
心
に
叶
は
ず
、
ま

ま
な
ら
ね
ば
こ
そ
浮
世
」
と
い
う
通
念
と
し
て
の
そ
れ
は
認
め
た
上
で
の
後
半
の
展
開
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
り
わ
け

「な
に
は
に

つ
け
て
善

悪
を
見
聞
く
事
、
皆
面
白
く

一
寸
先
は
闇
な
り
」
の
部
分
は
、
以
下
の
各
章
に
お
い
て
随
処
に
具
体
相
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
れが
し

た
と
え
ば
、
巻
三

の
二

「侍

の
善
悪
批
判

の
事
」
と
題
す
る

一
文

の
中
で
、
浮
世
坊
の
言
葉
と
し
て

「
某

道
心
と
て
世
を
厭
ひ
、
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

へつら　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　か
やう

家
と
て
身
を
潜
む
る
事
、
更
に
人
を
詔
ひ
世
を
渡
ら
ん
と
思
ふ
に
あ
ら
ず
、
後
世
の
大
事
さ
に
斯
様
に
な
り
た
り
、
そ
れ
と
て
も
世
の

中
に
出
家

遁
世
者
と
言
は
れ
て
、
悪
し
き
こ
と
を
致
す
者
多
け
れ
。
そ
れ
に
巻
き
添

へ
ら
れ
、
良
き
道
心
者
も
世
の
人

心
許
さ
ぬ
と
見

え
た
り
。

但
し
出
家
道
の
み
な
ら
ず
。
侍
道
に
も
良
き
は
稀
に
て
、
悪
し
き
は
多
し
、

(中
略
)
と
に
も
か
く
に
も
内
外
揃

ひ
た
る
誠

の

　
　
　
　
　
　

(22
)

人
は
無
き
も
の
な
り
。」
と
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
世
間

の
通
念
と
し
て
あ
る
善
悪
観
の
実
態
を
分
析
し
な
が
ら
、
浮
世

の
善
悪
の
相
対

性
を
述

べ
て
い
る
。
更
に
は
巻
五
の
二

「
天
道
を
恐
る
べ
き
事
」
の
中
で
も

「善
は
天
理
に
随
ひ
、
悪
は
天
理
に
背
く
。
人
の
念
慮
は

天
よ
く
し
ろ
し
め
す
。
さ
れ
ば
善
を
な
し
て
災
来
た
り
、
悪
を
な
し
て
幸
あ
ら
ば
、
こ
れ
則
道
に
私
あ
り
と
言
ふ
べ
し
。
善

に
幸
あ
り
、

悪
に
災
あ

る
、
こ
れ
天
道
の
直
な
る
所
な
り
、
人
を
欺
く
者
は
ま
つ
自
ら
我
が
心
を
欺
く
な
り
。
心
を
欺
く
は
、
こ
れ

そ
の
天
道
を
欺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

く
ら　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(23
)

く
な
り
。
偽
を
以
て
誠
を
飾
り
、
私
を
以
て
正
直
を
眩
ま
す
。
他
人
は
こ
れ
信
ず

べ
く
、
天
道
は
偽
べ
か
ら
ず
」
な
ど

の
よ
う
に
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

へ
ち
ま

さ
せ

て

い
る

の

で
あ

る

。

だ

と

す

る

と

、

序

に

お

け

る

「
な

ん

の
綜

瓜

の
皮

、

思

ひ

置

き

は

腹

の
病

、

当

座

く

に
や

ら

し

て
、

月

・

14
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雪

・
花

・
紅
葉

に
う
ち
向
ひ
、
歌
を
歌

ひ
、
酒
飲
み
、
浮
き
に
浮
き
て
慰
み
、
手
前
の
摺
切
も
苦
に
な
ら
ず
、
沈
み
入
ら
ぬ
心
立

の
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(24
)

に
流
る

・
瓢
箪

の
如
く
な
る
。
こ
れ
を
浮
世
と
名
つ
く
る
な
り
」
と

い
う
叙
述
は
、

一
般

の
理
解

の
如
く
、
了
意

の
居
直
り
、
あ
る
い

は
、
谷
脇
氏

の
言
う

「
現
実
か
ら
逃
避
す
る
た
め
の
方
法
を
打
ち
出
」
し
た
も
の
で
は
な

い
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
証
拠
に
、

巻
四
の
八

「浮
世
房
過
去
の
世
を
悟
り
し
事
」
の
中
で
自
ら
を
戯
画
化
し
て

「現
在
の
事
は
知
れ
た
浮
世
房
に
て
瓢
金

の
飛
上
り
な
れ

ば
申
す

に
及
ば
ず
次
に
未
来
は
ま
だ
悟
ら
ず
。
こ
の
程
や
う
く

過
去
を
悟
り
覚
え
た
」
と
言
ふ
。
「過
去
に
何
に
て
あ
り
た
る
」
と
問

　
　
　

か
い
る

へ
ば
、
「
蝦
で
あ
り
た
と
覚
え
た
。」
そ
の
証
拠
は
、
「
因
果
経
に
そ
の
現
在
の
果
を
見
て
過
去

の
因
を
知
る
と
説
か
れ
た
。
云

々
」
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(25
)

「誠
に
よ

い
悟
道

の
仕
様
か
な
。
禅
宗
は
、
教
外
別
段
の
勧
め
じ
ゃ
と
申
た
。
」
な
ど
と
い
う
こ
の
章

の
戯
画
は
、
序

の

「沈
み
入
ら
ぬ

心
立

の
水
に
流
る

・
瓢
箪
の
如
く
な
る
」

の
実
践
篇
で
あ

っ
た
と
読
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
対
応

の
仕
方
は
随
処
に

拾
う
こ
と
が
で
き
る
。
だ
と
す
る
と
、
ま
ま
な
ら
な

い
浮
世
と

い
う
認
識
を
ど
こ
ま
で
も
絶
対
と
し
な
が
ら
、

一
見
、
そ
の
現
実
か
ら

逃
避
す

る
た
め

の
方
法
を
打
ち
出
し
た
か
に
読
め
る
、
「序
」
の
修
辞
は
、
従
来

の
如
く
額
面
通
り
、
表
面
の
み
を
読
む
こ
と
を
了
意
自

身
は
求

め
て
は

い
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
序
の
後
半
の
核
を
な
す

「浮
き
に
浮

い
て
慰
み
、
手
前

の
摺
切
も
苦

に
な
ら
ず
、
沈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(26
)

み
入
ら
ぬ
心
立

の
水
に
流
る

・
瓢
箪
の
如
く
な
る
。
」
の
表
現
は
、
前
田
金
五
郎
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
禅
語

「如
二
水
上
瓠
芦
子
一、

一

着
即
翻
」

に
よ
る
行
文
と
の
こ
と
で
あ
り
、
従

っ
て
こ
の
禅
語
は
、
「事
に
処
し
て
翻
転
自
在
な
身
心
を
意
味
し
」
「当

世
風
に
言
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(27
)

世
の
中

ス
イ
ス
イ
、
時
に
は
無
責
任
と
も
思
え
る
態
度
で
過
ご
す
処
世
法
を
称
す
る
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
谷
脇
、
前
田
両
氏
に
共
通
す
る
あ
る
種
の
逃
避
的
、
無
責
任
な
処
世
法
と
解
す
る
こ
と
に
は
私
は
賛
成
で
は
な
い
。
も

っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
つし
み

と
自
由
な

自
在
性
を
了
意
は
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
巻
五
の
五

「家
を
治
む
る
慎

の
事
」
に
お
い
て
、
老

子
の
撰
と
す
る

「太
上
感
応
篇
」
を
引
用
し
な
が
ら
、
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
た

　
　
今

は
昔
、
浮
世
房
御
前

に
伺
候
申
せ
し
に
、
家
を
治
む
る
に
は

い
か
に
す
べ
き
か
と
仰
せ
ら
れ
し
に
、
対

へ
て
曰
く
家
を
治
む
る

15



事

は
災

を

梯

ふ

に

過

た

る

は

無

し

。

災

を

梯

ふ
時

は

、

幸

自

ら

至

る

べ
し

。

さ

れ

ば

太

上

感

応

篇

に

曰

く

、

禍

福

に

門

無

し

、

人

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し
た
が

自

ら

招

く

。

善

悪

の
報

は
影

の
形

に
随

ふ

が

如

し

。

(中

略

)
幸

と

災

と

外

よ

り

来

る

も

の
に

あ

ら

ず

。

自

ら

善

悪

の
行

よ

り

招

く

な

り

と

言

へ
り
。

た

と

ひ

そ

の
身

に
勢

あ

り

と

も

誇

る

べ

か
ら

ず

。

幸

あ

り

と

も

驕

る

べ
か

ら

ず

。

況

や

貧

し

き

と

て
欺

く

べ

か

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

を
ご
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
つ
ら

ら

ず

。

天

理

誠

に

時

あ

り

。

そ

れ

災

の
本

は

驕

を

好

み

、

欲

深

き

、

こ

の

二

つ
を

種

と

し

て

偽

り

欺

き

、

妬

み
詔

ひ

て

天

道

に
背

　

　

　

　

く
ら

き

、

人

を

晦

ま

し

思

ひ

の
外

な

る

憂

へ
に

逢

ふ

な

り

。

(中

略

)
天

道

は

、

そ

の
人

を

恵

む

に

厚

薄

な

し

。

只

我

身

の
非

を

思

ひ

知

る

べ

し

。

災

既

に

身

に

迫

り

て

俄

に
神

仏

を

祈

る

。

そ

れ

神

仏

に

祈

る

と

い
ふ

は

、

災

の
来

る

べ
き

心

に

な

し

給

ふ

な

と

祈

る
事

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ
る
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　す
く
な

常

々
な

る

べ

し

。

常

は

天

道

に

背

き

て
利

欲

を

貧

り

、

一
國

一
郡

の
主

な

ら

ば

百

姓

を

痛

め

て

非

法

を

行

ひ
、

恵

少

く

私

を

構

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
く
ら

へ
、

家

老

、

出

頭

な

ら

ば

主

君

を

欺

き

晦

ま

し

、

己

が

利

分

の

た

め

よ

か
ら

ぬ

制

法

を

勤

め

、

追

従

表

裡

軽

薄

を

致

し

人

を

倒

し

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

か
う
ぶ
　
　
　
　
　
あ
た

或

は

商

人

な

ち

ば

人

を

抜

き

、

惣

じ

て
あ

ら

ぬ

外

の
悪

事

を

致

す

。

こ
れ

皆

天

理

に

背

く

故

に

、

災

来

り

て

身

に
蒙

る

時

に
當

り

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
の
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　う
と

て
、

天

に

祈

り

神

に

申

て
逓

れ

ん

事

を

求

む

と

い

へ
ど

も

、

我

身

天

理

に
違

ひ

、

仏

神

に

背

き

、

世

に

捨

て

ら

れ

、

人

を

疎

ま

れ

は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ざ
は
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ざ
は
ひ
　
の
が

果
て

・
、
か
の
災
を
彿
ふ
べ
き
所
無
し
。
天
の
作
せ
る
災
は
猶
遁
る
べ
し
。
自
ら
作
せ
る
災
は
遁
る
べ
か
ら
ず
。

こ
の
故
に
祈
る

し
る
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
め
し

験

無

く

、
終

に
家

破

れ

身

滅

び

て
、
妻

子

同

じ

く

此

憂

へ
に

繋

が

る

・
事

、
目

の
前

に

例

多

し

。
ロ
バ
深

く

慎

み

て

、
家

を

守

り

治

　

　

　

　

　

ぶ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
ご
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
る

む

る

に

は

、

分

随

ひ

身

に
応

じ

て

、

高

き

も

賎

し

き

も

驕

を

止

め

、

欲

を

薄

く

す

る

に
あ

り

、

自

ら

欲

少

く

、

分

際

を

知

り

て
足

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・　
、
　
、　
、　
、　
、　
、　
・　
・
(28
)

と

す

る

時

は

、

心

緩

や

か

に
し

て

恐

る

・
所

無

し

、

こ

れ

遣

遥

自

在

の
仙

人

也

(傍

点

筆

者

)
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と

。

（五）

以
上
見

て
き
た
よ
う
に
、
浅
井
了
意

の
浮
世
観
に
基
づ
い
て
著
さ
れ
た

『浮
世
物
語
』
が
、
仮
名
草
子
の
末
尾
を
飾

っ
た
、
と
い
う



近世文学 と仏教思、想

の
は
時

の
流
れ

の
皮
肉
な
現
象
と
し
て
私
に
は
見
え
る
が
、
そ
の
了
意
の

『浮
世
物
語
』
の
巻
頭
、
及
び
各
章
に
お
い
て
示
し
た

「浮

世
」

の
哲
学
を
逆
手
に
と

っ
て
、
自
ら
の

「転
合
書
」
と
し
て
の

『
一
代
男
』
の
世
界

の
主
人
公
に
浮
世
之
介
と
命
名
し
、
了
意
自
身

に
お
い
て
も
描
出
し
得
な
か

っ
た
人
間

の
身
心
の
情
動

の
様
態
を
西
鶴
は

一
代
男

・
世
之
介
の
所
業
に
探
り
出
し
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
、

『浮
世
物
語
』
に
お
い
て
、
了
意
が
こ
だ
わ

っ
た
教
導

の
枠
は
見
事
に
破
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま

っ
た
。
こ
の
点

に
つ
い
て
、
松

田
修
氏
は
、
「『
一
代
男
』
は

『浮
世
物
語
』
の
批
判
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
峻
拒
す
る
こ
と
に
お
い
て
成
立
し
た
。
そ

の
成

功
と
、
そ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
(29
)

よ

っ
て
確

立
さ
れ
た
定
型
に
し
た
が
っ
て
、
以
後

の
浮
世
草
子
は
い
ち
ず
に
個
人
的
な
生
活
面
の
現
実

の
み
を
現
実
と
し
た
」
と
言
う
。

が
、
し
か
し
、
私
は
西
鶴
文
学
は
確
か
に
了
意
の
よ
う
に
表
面
上
は
教
導
的
な
も
の
は
あ
ら
わ
で
は
な

い
が
、
作
品
が
醸
成
す
る
総
合

の
力
が
、
作
者
の
深

い
人
間
認
識
を
顕
現
し
、
そ
の
こ
と
が
あ
る
種
の
批
判
的
教
導
の
精
神
を
換
起
し
て
い
る
と
思
う

の
で
あ
る
。

　

『
一
代

男
』
は
ま
ず
、
世
之
介

の
誕
生
に
至
る
ま
で
の
、
父
夢
介
の
所
業
を
語
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
と
り

　
　
桜
も

ち
る
に
歎
き
、
月
は
か
ぎ
り
あ
り
て
、
入
佐
山
、
袋
に
但
馬
の
国
、
か
ね
ほ
る
里
の
辺
に
、
浮
世
の
事
を
外

に
な
し
て
、
色

　
　
道
ふ
た

つ
に
寝
て
も
覚
め
て
も
、
夢
介
と
、
か
へ
名
よ
ば
れ
て
、
名
古
や
三
佐
、
加
賀

の
八
な
ど
と
、
七

ッ
紋

の
ひ
し
に
く
み
し

　
　
て
、

身
は
酒
に
ひ
た
し
、

一
条
通
り
、
夜
更
て
戻
り
橋
、
或
時
は
若
衆
出
立
、
姿
を
か
え
て
墨
染
の
長
袖
、
又
は
、
た
て
髪
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(30
V

　
　
ら
、

化
物
が
通
る
と
は
、
誠
に
是
ぞ
か
し
。

と
。
こ

の
部
分
に
つ
い
て
、
暉
峻
康
隆
氏
は
早
く
に

『西
鶴
評
論
と
研
究
』
に
お

い
て
、
「桜
と
月
と
は
自
然
美

の
象

徴
と
し
て
の
も

の
、
そ

の
自
然
美
の
有
限
性
に
対
す
る
不
信
を
表
明
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、
但
馬

の
国
生
野
銀
山
の
経
済
力
を
背
景
と
す
る
人
間
的
歓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(31
)

喜
、
青
春

の
永
遠
性
を
主
張
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
…
…
」
と
把
握
さ
れ
て
い
る
。
私
は
、

い
ま
ま
で
述

べ
て
来
た
流
れ
に
即
し
、
暉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(32
)

峻
氏
の
説

と
は
異
な
る
視
点
か
ら

の
読
み
を
示
し
て
お
こ
う
と
思
う
。
暉
峻
氏
の
言
う
、
花
や
月
の
楽
し
み
の
有
限
性

に
対
す
る
色
道

の
楽
し
み

の
無
限
性
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
世
之
介

の
青
春

の
謳
歌
と
い
う
理
解
は
、
確
か
に

『
一
代
男
』
全
篇

が
醸
す
明
朗
さ

17



の
故
に
、

一
見
妥
当
な
も
の
と
し
て
肯
定
さ
れ
が
ち
で
は
あ
る
が
、
私
は
西
鶴

の
本
意
は
そ
こ
に
は
な

い
と
考
え
る
。
何
故
な
ら
、
こ

こ
は

「
入
佐
山
、
裳
に
但
馬
の
国
、
か
ね
ほ
る
里
の
辺
に
、
浮
世
の
事
を
外
に
な
」
す

「夢
介
」
と
人
か
ら
呼
ば
れ
て

い
る
男
の
放
蕩

ぶ
り
を
紹
介
し
て
い
く
、
そ
の
文
章
の
冒
頭
を
飾
る
表
現
と
し
て

「桜
も
ち
る
に
歎
き
、
月
…
…
」
と
語
り
出
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る

か
ら
、
「
月
や
桜
」
に
象
徴
さ
れ
る
自
然
を
楽
し
む
と
い
う
営
為
に
お
け
る
自
然
美

の
有
限
性

へ
の
嘆
き
が
伝
統
的
な
表

現
に
即
し
て
語

り
出
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
が
、
そ
の
自
然
美

の
有
限
性

へ
の
嘆
き
は
、
こ
の
嘆
き
の
里
入
佐
山
の
辺

の
か
ね
ほ
る
里
で
、

一
山
掘

り
当
て
て
俄
分
限
と
な

っ
て
、
今
は
都
に
や

っ
て
来
て
放
蕩

の
限
り
を
尽
し
て
い
る
男
、
夢
介

の
嘆
き
を
も
導
き
出
す
象
徴
的
な
修
辞

で
も
あ
り
、
更
に
は
夢
介

の
放
蕩

の
結
果
誕
生
し
た
浮
世
之
介
の
嘆
き

へ
も
波
及
し
て
い
く
は
ず

の
も
の
で
あ

っ
た
。

即
ち
、
西
鶴
は

『
一
代
男
』
全
篇
の
主
題
を
、
ま
ず
冒
頭
で
、
桜
花
と
月
影
と
い
う
伝
統
的
無
常
思
想
を
抱
含
す
る
修
辞
で
象
徴
さ
せ

て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
翻

っ
て
考
え

て
み
る
と
、
桜
や
月
が
は
か
な
く
無
常
で
あ
る
の
で
は
な

い
。
故
人
も
、
桜
に
つ
い
て
は

「
明
日
あ
り
と

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(33
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(34
)

思
う
心
の
あ
だ
桜
夜
半
に
嵐
の
吹
か
ぬ
も
の
か
は
」
と
詠
み
、
「月
影

の
い
た
ら
ぬ
里
は
な
け
れ
ど
も
眺
む
る
入
の
心
に
ぞ
す
む
」
と
歌

っ
た
よ
う

に
、
桜
や
月

の
存
在
は
と
も
か
く
、
問
題
は
眺
め
る
側
の
人
間

の
心
(認
識
)
に
あ
る
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
。
『古
文
真
宝
』

の

「七
言
古
風
長
篇
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
宋
之
問
の
有
名
な
詩

「有
所
思
」
の
中

の

「年
年
歳
歳
花
相
似
た
り
。
歳
歳
年
年
人

　
　
　
　
(35
V

同
じ
か
ら
ず
」

の
言
葉
の
如
く
、
桜
花
は
又
春
が
巡
り
来
れ
ば
同
じ
よ
う
に
咲
く
わ
け
で
あ
り
、
月
も
時
間
の
推
移
と
と
も
に
規
則
正

し
く
輝
く
も
の
で
あ

っ
て
見
れ
ば
、
人
間
の
み
が

「桜
も
散
る
に
歎
」
き
、
「月
は
か
ぎ
り
あ
る
」
も

の
と
し
て

一
時

の
感
傷
に
う
ち
嘆

く

の
み
で
あ
り
、
自
然
は
悠
久
不
変
な

の
で
あ
る
。
西
鶴
が

『
一
代
男
』
に
お
い
て
我

々
に
示
唆
す
る
も
の
は
、
人

の
世
が
無
常
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
逆
に
夢
介
の
刹
那

へ
の
狂
蕩
が
美
し
く
見
え
、
あ
る
い
は
世
之
介
の
青
春

の
謳
歌
が
愚
か
し
く
も
や
る
せ
な

い
の
で
あ

ろ
う
。
『
一
代
男
』
が
絶
賛
さ
れ
た
の
も
、
お
そ
ら
く
青
春

の
歓
楽
を
描
き

つ
つ
も
、
そ
の
底
流

に
無
常
と
因
果
の
人
間
存

在
の
普
遍
性

が
、
世
之

介
の
愚
行
と
爆
笑

の
渦
の
中
に
顕
現
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
そ
の
無
常
観
は
彼
が
亡
妻

の
追
善

の
た
め
に
編
ん

18
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(36
)

だ

『独
吟

一
日
千
句
』
の
序
の
中
で
、
「月
雪
花
は
盛
な
る
に
風
の
心
ち
と
て
其
春

(中
略
)
空
し
く
な
り
ぬ
」
と
す
で
に
述

べ
て
い
た

こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
彼
が

『
一
代
男
』
の
冒
頭
で
嘆

い
て
み
せ
た
逆
接

の
真
意
は
お
の
ず
か
ら
明
白
で
あ
る
。

　
同
時

に
、
今

一
つ

『
一
代
男
』
の
冒
頭
で
気
に
か
か
る
の
は
、
夢
介
の
故
郷
が
、
入
佐
山
の
あ
る
但
馬
国
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
西

鶴
は
天
保

二
年
に

『
一
代
男
』
を
私
家
版
と
し
て
出
版
し
、
そ
れ
か
ら
三
年
後

の
貞
享
二
年
正
月
に

『西
鶴
諸
国
は
な
し
』
(以
下

『諸

国
は
な
し
』
)
を
出
版
し
た
。
そ
の

『諸
国
は
な
し
』

の
巻
三
の
七
に

「因
果
の
ぬ
け
穴
」
と
題
す
る

一
篇
を
収
載
し
て

い
る
。
『諸
国

は
な
し
』
は
周
知

の
ご
と
く
、
西
鶴
の
文
学
の
方
法
や
特
質
を
最
も
顕
著
に
示
し
た

一
篇
で
あ
り
、
西
鶴
文
学
を
扇
に
た
と
え
れ
ば
そ

の
か
な
め
的
存
在
で
も
あ
る
。
従

っ
て

『
一
代
男
』
よ
り
後
半
の
成
立
で
は
あ
る
が
、
西
鶴

の
文
学
の
創
作
袋
の
中
に
は
、
あ
る
い
は

早
く
か
ら
納
め
ら
れ
て

い
た

一
篇
で
は
な

い
か
と
想
像
す
る
。
か
か
る
視
点
か
ら
考
え
る
時
、
『諸
国
は
な
し
』
収
載
の

一
篇

「
因
果
の

ぬ
け
穴
」
は
、
そ

の
目
録
に

「但
馬
の
国

の
片
里
に
あ
り
し
事
　
敵
打
」
と
あ
り
、
『
一
代
男
』
の
父
夢
介
の
出
身
地
、

入
佐
山
の
但
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(37
)

国
と
同

一
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
偶
然
と
は
言
え
な

い
気
脈
の
通
ず
る
も
の
を
感
じ
る
の
は
私
だ
け
で
は
あ
る
ま

い
。
「
因
果

の
ぬ
け
穴
」

は
そ
の
題

名
が
端
的
に
物
語

っ
て
い
る
よ
う
に
父
と
子
の
宿
業
劇
で
あ
る
。
そ
の
あ
ら
す
じ
を
あ
ら
あ
ら
示
せ
ば
、

　
家
中
に
又
と
い
な

い
使
者
男
と
称
さ
れ
て
い
た
大
河
判
右
衛
門
は
、

一
子
判
八
を
伴

っ
て
兄
の
敵
寺
田
弥
平
次
を
討

つ
た
め
に
出
立

す
る
。
弥

平
次
は
、
但
馬
の
国

の
片
田
舎
に
二
重
垣
を
巡
ら
し
警
戒
を
怠
ら
ず
隠
れ
て

い
る
。
あ
る
夜
、
判
右
衛
門
親

子
は
塀
を
切
り

抜
い
て
穴
を
あ
け
忍
び
込
む
。
が
、
弥
平
次
に
気
づ
か
れ
、
引
き
返
す
。
判
八
は
逃
げ
切

っ
た
が
、
父
は
敵
に
両
足
を

捕
え
ら
れ
る
。

判
八
は
敵

に
自
分
達
の
正
体
を
知
ら
れ
て
は
な
る
ま

い
と
親
の
首
を
切
り
落
と
す
。
か
く
し
て
、
入
佐
山
の
奥

の
松
の
木

の
根
元
に
そ

の
首
を
葬

る
。
が
そ
の
後
、
判
八
が
ま
ど
ろ
む
夢
の
中
に
父
の
亡
霊
が
現
わ
れ
、
か
か
る
因
果
な
目
に
会

っ
た
の
は
、
実
は
自
分
が
前

世
で
弥
平
次

の

一
門
を
理
由
も
な
く
殺
し
た
報

い
で
あ
り
、
お
ま
え
も
以
後
、
敵
討
ち
は
止
め
て
仏
門
に
入
れ
と
さ
と
す
。
し
か
し
、

判
八
は
聞

か
ず
に
敵
を
討
と
う
と
し
て
返
り
討
ち
に
会

っ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
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(38
)

　

こ
の

一
話
に
つ
い
て
は
、
既
に
宗
政
五
十
緒
氏
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
ル
ー

ツ
は
、
仏
典

『生
経
』
巻
二
の
十
二
に
求
め
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ノ

る
。
そ
れ
が

『法
苑
珠
林
』
巻
三
十

一
、
潜
遁
篇
第
二
十
三
、
引
証
部
第
二
に
31
用
さ
れ
、
後

『今
昔
物
語
』
巻
十
の
三
十
二

「震
旦

　
　
　
　
リ

ノ

　ミ

ヲ

セ
ル

ヲ

盗
人
、
入
二国
王

倉

一盗
レ財

殺
レ
父

語
」
に
継
承
。
更
に

『源
平
盛
衰
記
』
巻
二
十

「楚
効
荊
保
の
事
」
と
し
て
収
載
さ
れ
、
近
世

期
、
浅
井

了
意

の

『堪
忍
記
』
巻
三
に
ま
で
及
ぶ
。
宗
政
氏
は
了
意

の
そ
れ
よ
り
も

『源
平
盛
衰
記
』
の
荊
保
の
話
し

か
ら
、
西
鶴
の

そ
れ

へ
の
展
開
と
把
握
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
、
こ
の

一
篇
の
中
核
部
分
が
子
供
が
父
の
首
を
切
り
落
さ
ね
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
因

果
の
業
報

の
悲
劇
を
さ
と
す
と
こ
ろ
に
あ
る
と
す
る
な
ら
、
西
鶴
の
認
識
も
ま
た
そ
こ
に
感
ず
る
も
の
が
あ

っ
た
が
故

に

『諸
国
は
な

し
』
の

一
篇
に
収
載
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
論
理
は
、
や
が
て

『武
道
伝
来
記
』
や

『武
家
義
理
物
語
』

へ
と
展
開
し
て
行
く
の
で

あ
る
。

　
し
か
し
、
『
一
代
男
』
に
限
定
し
て
、
こ
の

「
因
果
」
の
論
理
の
行
方
を
求
め
る
と
、
意
外
な
場
面

へ
と
転
換
し
、
俳
譜
化
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(39
)

る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
即
ち
、
『
一
代
男
』
巻
四

「
因
果

の
関
守
」
「形
見
の
水
櫛
」

の
世
界
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
事

の
発
端
は
世
之
介

の
悪
行
が
因
と
な
り
、
そ
れ
が
め
ぐ
り
め
ぐ

っ
て
全
く
縁
も
ゆ
か
り
も
な

い
は
ず
の
人
妻
を
、
し
か

も
彼
女
の
兄
弟
た
ち
に
よ

っ
て
打
ち
殺
さ
せ
て
し
ま
う
と

い
う
果
を
招
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
篇
の
巻
三
の
末
尾

「
口
舌
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ら

ふ
れ
」
に
お
い
て
、
人
妻
に
狼
籍
を
尽
く
し
、
そ
の
夫
に

「
片
小
曇
刺
れ
」
た
こ
と
が
原
因
と
な

っ
て
以
下
の
展
開
と
な
る
。
世
之
介

は
、
旅
宿

で

一
夜
を
明
か
し
、
道
を
急

い
で
い
る
と
、
宿
は
ず
れ
の
山
陰
に
新
関
が
設
け
ら
れ
、
厳
し
い
吟
味
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ

れ
は
、
か
や
原
と
い
う
里
で
、
強
盗
殺
人
事
件
が
あ
り
、
夜

の
こ
と
と
て
犯
人
の
顔
が
分
別
出
来
な
か

っ
た
の
で
、
こ
の
よ
う

に
見
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

り
を
設
け
人
改
め
を
し
て
い
る
と

の
こ
と
で
あ

っ
た
。
当
然
、
片
小
髪

の
世
之
介
に
嫌
疑
が
か
か
り

「
ひ
と
や
に
入
れ
ら
れ
、
思
ひ
の

外
な
る
難
儀
に
あ
ふ
事
、
天
罰
た
ち
ま
ち
身
に
あ
た
り
ぬ
」
と
い
う
次
第
と
な

っ
た
。
が
、
「牢
屋
ぐ
ら
し
も
少
し
く
馴
れ
た
頃
、
明
か

り
取
り
の
窓
か
ら
隣
の
牢
を
の
ぞ
く
」
と
、
美
し
い
女
が
居
る
の
に
気
づ
き
、
「あ
れ
は
」
と
聞
く
と
、
牢
屋
の
仲
間
は
、
「あ

の
女
は
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夫

を

嫌

っ
て
家

出

は

し

た

が

、

離

縁

状

が
も

ら

え

な

か

っ
た

の

で
捕

っ
て

牢

屋

に

入

れ

ら

れ

て

い
る

の
だ

」

と

教

え

て
く

れ

た

。

世

之

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

す
す
　
　
よ
う
じ

介

は

、

そ

の
女

の
毅

然

と

し

た

生

き

方

に
共

鳴

し

、

「
こ

れ

は

お
も

し

ろ

き

事

か

な

と

天
井

の
煤

を

歯

枝

に

そ

め

て

」
か
き

く

ど

き

、

命

な

が

ら

え

て
出

牢

し

た

時

に

は

相

会

お

う

と

相

互

に

意

志

は

通

じ

合

っ
た

が

、

そ

れ

以

上

は

ま

ま

な

ら

ぬ

こ

と

を

口
惜

し

が

っ
て

い
た

。

と

こ

ろ

が
、

二

人

の
思

い
が

通

じ

た

の
か

「
御

法

事

(徳

川

将

軍

家

の
法

事

)

に
付

き

諸

国

の
牢

ば

ら

ひ
」

と

な

り

、

二
人

は

釈

放

さ

れ

自

由

の
身

と

な

っ
た

。

世

之

介

は

彼

女

を

背

負

っ
て
筑

摩

川

を

渡

っ
た

。

が
、

折

り

か

ら

霰

が
降

り

、

女

は

ひ

も

じ

さ

を

訴

え

た

。

そ

こ

で

、
彼

女

を

待

た

せ

て
村

里

の
農

家

に

食

べ
も

の
を

も

ら

い
に

行

き

帰

る

途

中

、
女

の
さ

け

び

声

に
驚

き

走

り

寄

る

と

、
「
あ

ら

け

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
や
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　お
う
こ

な

き

男

、

四

五

人

、

竹

の

と

が

り

鑓

、

鹿

お

ど

し

の
弓

、

山

拐

ふ

り
あ

げ

て

『
だ

い
た

ん

な

る

女

め

、

命

た

す

か

り

な

ば

、

宿

に

か

へ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
い
つ
く

る

べ
き

を

親

の
方

へ
の
道

を

替

て
、

何

国

へ

い
か

な

る

や

つ
が

連

れ

ゆ
く

そ

、

兄

弟

に

も

か

か

る

難
儀

お

も

へ
ば

憎

し

、

唯

う

ち

こ

ろ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

う
は
ら
く
ち
な
し

せ
』

と

い

ふ
。

世

之

介

取

付

、

わ

び

て

も

き

か
ず

『
さ

て

は

此

男

め

』

と
立

か

さ

な

り

て

、

う

つ
ほ

ど

に
、

荊

、

楯

、

の
ぐ

ろ

の
も

と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ば
か
り
　
　
　
　
(40
)

に
ふ
し

て
、
び
り
く

と
、
身
ぶ
る
ひ
し
て
出
る
息
と
ま

つ
て
、
入
息
、
次
第
に
と
う
と
い
所

へ
ま

い
る
計
に
な
り
ぬ
」
と
い
う
有
様

で
あ

っ
た
。
私
が
こ
こ
で
、
先
の

『諸
国
は
な
し
』
の
中
の

一
篇

「因
果

の
ぬ
け
穴
」
と
の
通
底
を

い
う
の
は
、
こ
の
女
の
場
合
も
、

世
之
介

の
善
意
が
仇
と
な
り
、
揚
句
は
肉
身
す
な
わ
ち
兄
弟
達

の
手
に
よ

っ
て
殺
さ
れ
る
と
い
う
そ
の
理
不
尽
さ
の

一
点
で
あ
る
。
即

ち
、
こ
こ
に
お
け
る
因
果
の
ぬ
け
穴
と
は
、
世
之
介
と
こ
の
女

の
愛
と

い
う

「ぬ
け
穴
」
が
逆
に
あ
だ
と
な

っ
て
こ
の
女
を
死
に
到
ら

し
め
る
と
い
う
、
そ
の
世
之
介
自
身
が
抱
え
込
ん
で
い
る
因
果
が
、
さ
ら
に
不
幸
な
女

の
行
く
手
に
も
又
、
め
ぐ
り
め
ぐ

っ
て
及
ん
で

い
く
因
果
と

い
う
不
条
理
の
連
環
を
、
こ
こ
で
は

一
見

ユ
ー
モ
ラ
ス
な
世
之
介

の
行
動

の
中
に
描
出
し
つ
つ
も
、
深
い
悲
哀
を
浮
か
び

あ
が
ら

せ
る
と

い
う
、
そ
の
手
法
に
お

い
て
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
こ
に
は
思
想
と
文
学
の
融
合
し
た
人
間
的
な
心
情

の
高
揚
が
現
前
化

さ
れ
て

い
る
の
で
あ
り
、
因
果
と
無
常
と
が
そ
の
大
上
段
な
枠
組
を
持
た
な

い
ま
ま
見
事
に
描
出
さ
れ
て
い
る
、
ま
さ
に
西
鶴
流

の
俳

譜
化
の
な
せ
る
業
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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注

(
1
)　

本

書

の

「第

十
章

　
江

戸
時

代

　
第

八
節

　
仏
教

の
形
式

化
」

と
し

て
、

一
、

本
末

制
度

、

二
、
寺

院
僧
侶

の
階
級

格
式
、

三
、

　

　

　
檀
家

制
度

と
宗

門

改
、

四
、
新

義

異
義

の
禁

止

の
四
項

目
を

揚
げ

て
詳

述
し

て

い
る
。

　

(
2
)
　

上

・
中

・
下

の
三
巻

か
ら
或

る
。

寛
永

十

五
年

か
ら

正
保

二
年

の
間

の
成

立
。

神

・
儒

一
致

の
立
場

か
ら
、

仏
教

を
批

判
。

　

(
3
)
　

宮

・
商

・
角

・
徴

・
羽

の
五

巻

か
ら
成

る
。

寛

政
元

年
、
執

政

白
川
楽

翁

の
諮

詞

に
答

え

て
中

井
竹

山

が
自
己

の
見
解

を

述

べ
た

　

　

　
も

の

で
あ

る
。

仏
法

、
寺

院
、

出
家

な

ど

に

つ
い
て
は

、
徴

の
巻

、

即
ち
第

四
巻

に
詳

述
。

　

(
4
)　

片

岡
良

一
著

作
集

第

一
巻

『
西
鶴

研
究

』

(中

央

公
論

社
)

八
五

～

八
六
頁

。

　

(
5
)
　

『
西
鶴

研
究

論
孜

』

(新

典
社

研
究

叢
書

5
)

一
四
五

頁
。

　

(
6
)
　

同

上
、

一
五

〇
頁

。

　

(
7
)
　

同

上
、

一
五

三
頁

。

　

(
8
)
　

同

上
、

一
五

二
頁

。

　

(
9
)　

『
繍
西
鶴

年

譜
考

証
』

(中
央

公
論

)
九

六

頁
。

　

(
10
)　

『定

本

西
鶴

全
集

』
第

十
巻

(中
央

公

論
)

一
〇
九
頁

。

　

(
11
V
　

同

上
、

一
一
〇

～

一
六
六
頁

。

　

(
12
)
　

『
岩
波

講
座

日
本

文
学

と
仏
教

』
第

四
巻

「
無
常

」

一
三

五
頁
。

　

(
13
)　

『定

本

西
鶴

全
集

』
第

三
巻

、

二
五
五

頁
。

　

(
14
)　

『
西
鶴

論
孜

』

(勉

誠
社

)

「作

家

西
鶴

・
実
像

へ
の
ア
プ

ロ
ー

チ
」

四
頁
。

　

(
15
)
　

『定

本

西
鶴

全
集

』
第

一
巻

、
六

九
頁

。

「
出
家

に
な

ら
ね

ば
な

ら
ず

」
と

題
し

て

「
或
長

老
を

た

の
み
、

十
九

才

の
四
月

七

日
に

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　

な
ふお
も
て
　
み
ゃ
う
し
ん
　
ほ
と
り

　

　

　
出
家

に
な

し

て
、

谷
中

の
束
、

七

面

の
明

神

の
邊

、

心
も

澄
む

べ
き

武
蔵

野

の
月
よ

り
外

に
友
も

な

き
云

々
」

と
記
す

。

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　
ど
も
　
　
　
　
　
　
　
く
は　
　
　
　
　
　
ひ
だ
る

　

(
16
)　

『定

本

西
鶴

全
集

』
第

三
巻

、

一
五

四
頁

「
南
無

阿
弥

陀

仏
く

、
何

も

い
ら

ぬ
浮

世
と

は
思

へ
共
、

一
日
も
喰

ね
ば

、
為

飢
し

。

　

　

　
　

　

　
　

　

　

じ
や
う
も
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
る
ほ
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　か
た
ぎ

　

　

　
人

は
盗

人
、
火

は

焼

亡

と
、
舞

ま

い
の
又

大
夫

が
言

葉

の
す

ゑ
、

去

程

に
、
今

時

の
出

家

形
気

程

お
か

し

き

は
な
し

云

云
」

と
あ

　

　

　
る
。

　

(
17
V　

『
改
訂

増
補

浅
井

了
意

』

(笠

間
書

院

)

二
六
頁
。

三

部
経

鼓
吹

　

七
十
八

巻
、

寛
文

八
年

『
阿
弥
陀

経
鼓

吹
』

十
八
巻

が

開
板

さ
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れ

て

か
ら
、

最
後

の

『観
無

量
寿

経

鼓
吹

』
三

十
巻

が
延

宝

二
年

に
上
梓

さ
れ

る
ま

で
、
満

六

ケ
年

も
か

か

っ
て

い
る
と

い
う
。

(
18
)　

『
仮
名

草

子
集

』

(岩

波

日
本
古

典

文
学

大
系

)

二
四

四
頁

。

(
19
)　

同
上

、

二
四

四
頁
。

(
20
)　

『西
鶴

研

究
序

説
』

(新
典

社

研
究
叢

書

4
)

二
〇

二
頁
。

(
21
)　

注

17

に
同

じ
。

他

に

『
日
本
古

典

文
学

大
辞

典
』

(岩
波

)

の
浅
井

了
意

の
項
目
参

看
。

(
22
)　

『
仮
名

草

子
集

』

(岩

波

日
本
古

典

文
学

大
系

)　

二
九

五
頁

。

(23
)　

同

上
、

三
四

五
頁
。

(
24
)　

同
上

、

二
四

四
頁
。

(
25
)　

同
上

、
三

三
五

頁
。

(
26
)　

同
上

、

二
四

四
頁
。

(
27
)　

同

上
、

一
八
頁

。

「
浮
世

物

語

の
解

説
」
。

(
28
)
　

同

上
、

三
四

九
頁
。

(29
V　

『
日
本

近

世
文

学

の
成
立

』

(法
政

大
学

出
版

局
)

一
六

四
頁

。

(30
)　

『定
本

西

鶴
全

集
』

第

一
巻
、

一
一
頁
。

(
31
)　

一
二

一
頁

。

(32
)　

こ
の
問
題

に

つ
い
て
は
、

吉

江
久

弥
氏

は

『
西
鶴

文
学

研
究

』

(笠

間
書

院

)
五

「
『好

色

一
代

男

』
と

こ
ろ

ど

こ
ろ
」

一

「桜

も

　
　
ち

る

に
歎

き
」

の
中

で
、

該
当
部

分

を
引

い
て

「
言

う
ま

で
も

な
く

、
雪

月
花

の
楽

し

み

の
有

限
な

る

こ
と
を

述

べ
て
、
次

に
展

開

　
　
さ
れ

る
色
道

の
楽

し

み

の
無

限

な
る

こ
と

を
言

わ

ん
と
す

る
部

分

で
あ

る
。
し

か
し

、
世

之
介

の
女

護
島

渡
り

を
人

生

の
無

常
を

観

　
　
じ
た

上

で
」
「
男

性
的

な
死

の
決

意
を

象
徴

し

た
も

の
と

見
る

限
り
」
「
冒

頭
文

は

こ

の
最
後

に
も

響

い
て

い
る

と
見

ざ
る
を

得
な

い
」

　
　
と

い
う

見

地

に
立

つ
。
又

、
前

田
金

五
郎

氏

は

『
好
色

一
代

男
全

釈
』
上
巻

(角

川
)

二
二
頁
。

「
入
佐
山

」
の
と

こ
ろ

で
、
木
村

秀

　
　
仙

氏

の
説

を
引

い
て
「
諸
行

無
常

の
観

念

か
ら

、
花

月
と
同

じ

よ
う

に
人

間

の
色
道
も

有

限

の
意

と
す

る

の
が
正
当

か
も

し
れ
な

い
」

　
　
と
す

る
。

野
田

寿
雄

氏
は

『
日
本

近

世
小

説
史

』

(勉

誠
社

)

六

一
頁
。

『
好
色

袖
鑑

』

の
叙
述

を
踏

ま
え

て
無

常
観

の
想
出

を
看

る
、

　
　
と
す

る
。
各

々
視
点

は
異

な

る
が
、

暉
唆

説

へ
の
修

正
を

示
し

て

い
る
。

(33
)　

親
鶯

が
九
歳

で
出
家

す

る
時

詠
ん

だ
と

い
う

。
が
土
井

順

一
氏

に
よ
る

と
江

戸
時
代

末

期

か
ら

の
伝
承

と
言
う

。
「古

伝
親

鶯

の
和
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歌
L

(
『佐
賀

龍

谷
短

期
大

学
紀

要
』

29
号
)
。

(34
)　

『法

然
上

人
集

』

(大

日
本
文

庫
)

「
諸

人
説

付
御

歌
」

に
よ

る
。

(35
)　

『漢

籍
国

学
解

全
書

』

十

一
巻

所

収
。

(36
)
　

注

10

に
同
じ

。

(37
)　

吉

江
久

弥
氏

『西

鶴
文

学
研

究
』

(笠

間
)

五

〇
八
頁

。
四

「
趣

向
転

用

の

一
様

相
」

「
1

『
武
道

伝
来

記

』

の

一
章

に

つ

い
て
」

　
　

の
中

で

『
諸
国

は
な

し
巻

三

の
七

「
因
果

の
ぬ
け

穴
」
、

「
一
代

男
」

の
冒
頭
な

ど

に
設
定

す

る
入
佐

山
を

舞
台

に
す

る

こ
と

の
来
由

　
　
を
検

討
し

て

い
る
。

(38
)　

『西

鶴

の
研
究

』

(未
来

社
)

六
五

頁
。

「西

鶴
と

仏
教

説
話

」
参

看
。

(39
)　

『定

本
西

鶴

全
集
』

(中
央

公

論
)

第

四
巻
、

一
〇
六

～

一
一
二
頁

。

(40
)　

同

上

一

一
〇

頁
。

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

(平
成

九
年

九

月

脱

稿
、

こ

の
稿
未
完

。
)
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