
一 玉川上水物ト

カツトは ・谷脇素文

こ
れ
は

一
人
の
按
摩
の
物
語
で
あ
る
。
長
い
日
本
の
戦
争
に

一
兵
と
し

て
従
軍
さ
れ
た
著
者
の
身
辺
に
は
、
失
明
の
友
、
隻
手
の
兄
弟
が
ま
だ
沢

山
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
い
ま
、
明
け
暮
れ
の
交
通
戦
争
の
犠
牲
者
と

し
て
、
身
の
不
自
由
を
回
つ
同
胞
が
日
増
し
に
ふ
え
て
い
る
。
多
摩
川
の

水
は
、
今
日
で
も
東
京
の
人
々
か
ら
断
ち
切
れ
な
い
因
縁
の
水
で
あ
る
。

こ
の
上
水
開
設
に
ま
つ
わ
る
昔
諏
は
、
江
戸
の
頃
、
高
座
で
語
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
ん
な
名
も
な
い
盲
按
摩
の
生
き
方
に
共
感
を
お

ぼ
え
て
下
さ
る
方
が
あ
れ
ば
と
願
い
、

「
東
京
名
物
誌
昭
和
四
十
五
年
の

緑
陰
号
」
上
載
の
文
を
、
こ
の
一
冊
子
に
ま
と
め
た
。
挿
絵
は
錦
上
花
を

添
え
て
、
特
別
の
ご
好
意
か
ら
、
長
崎
抜
天
先
生
の
麗
筆
を

い
た
だ

い

た
。

（東
京
名
物
誌
千
賀
記
）
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一玉
〓川
〓
上
〓水
〓物
Ｉ
一

大
菩
薩
の
水

慶
長
八
年
２

六
〇
三
）、
徳
川
家
康
が
江
戸
に
幕
府
を
開
い
て
か
ら

二
代
秀
忠
を
経
て
、
三
代
家
光
の
時
代
ま
で
に
半
世
紀
の
歳

月

が
流

れ
、
こ
の
間
に
江
戸
に
人
口
が
集
中
し
て
、
町
は
殷
盛
を
き
わ
め
て
い

た
。
古
昔
、
青
丹
よ
じ
奈
良
の
都
の
人
口
は
二
十
万
と
い
わ
れ
る
が
、

宝
光
当
時
の
大
江
戸
の
人
口
は
百
万
に
近
い
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
お

ル
、ら
く
世
界
第

一
流
の
大
都
会
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

二
代
秀
忠
の
時
に
江
戸
は
未
曽
有
の
大
人
に
見
舞
わ
れ
、
そ
の
後
も

江
戸
の
華
と
い
わ
れ
た
火
の
手
が
八
百
八
町
の
各
所
に
挙
が
り
、
家
康

が
入
城
の
際
布
設
し
た
神
田
上
水
も
、
増
大
す
る
人
口
を
賄
う
に
は
足

説
に
は
六
千
五
百
両
）
を
当
て
て
、
着
工
の
運
び
と
な
っ
た
。
半
左
衛

門
は
工
事
請
負
人
に
、
多
摩
川
在
の
富
農

・
庄
右
衛
門
、
清
右
衛
門
兄

弟
を
推
挙
し
た
。
命
ぜ
ら
れ
た
両
名
は
非
常
な
感
激
を
も
っ
て
実
行
を

誓
い
、
江
戸
幕
府
開
設
五
十
周
年
に
あ
た
る
承
応
二
年

（
一
六
五
三
）

の
春
二
月
十

一
日
の
紀
元
の
佳
節
を
卜
し
て
工
事
を
開
始
し
た
。

水
の
取
り
入
れ
日
、
西
多
摩
の
羽
村
か
ら
江
戸
ま
で
十
里
余
丁

（
四

十
二
粁
）、　
こ
の
落
差
が
僅
か
数
十
尺
と
い
う
こ
と
で
、　
こ
の
道
程
を

自
然
流
水
で
導
く
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
彼
等
兄
弟
は
ま
ず
多
摩
川
在

の
百
姓
数
十
人
を
人
足
と
し
て
雇
い
入
れ
、
こ
れ
ら
に
夜
々
提
灯
を
掲

げ
さ
せ
て
地
勢
の
高
低
を
計
測
し
、
つ
い
に
、
羽
村
か
ら
高
井
戸
、
淀

橋
を
通
り
、
大
木
戸
か
ら
四
谷
を
経
て
千
代
田
城
に
至
る
水
路
を
発
見

し
た
。

士
口

・
画

ら
ず
、
水
不
足
を
訴
え
る
町
民
の
声
が

嗜
一
し
か
つ
た
。

名
君
と
い
わ
れ
た
家
光
は
江
戸
の
町
造
り
に
専
念
し
て
い
た
が
、
特

に
給
水
策
に
意
を
用

い
、
そ
の
対
策
を
町
奉
行

・
神
尾
備
前
守
元
勝
に

命
じ
、
神
尾
は
大
菩
薩
嶺
に
源
を
発
す
る
多
摩
川
か
ら
水
を
引
く
こ
と

を
企
画
し
、
世
に
い
う
∧
玉
川
上
水
∨
の
計
画
を
立
案
上
申
し
た
。
こ

の
案
が
確
定
し
た
の
が
慶
安
三
年

（
一
六
五
〇
）
で
、
家
光
は
そ
の
翌

年
に
空
し
く
他
界
し
た
。

四
代
を
嗣

い
だ
家
綱
は
、
父
の
遺
志
を
承
け
継
ぎ
、
之
に
応
ず
る
と

い
う
意
味
か
、
∧
承
応
∨
と
改
元
ｔ
、
こ
の
案
を
評
定
に
は
か
っ
た
結

果
、
承
応
二
年
正
月
二
日
実
施
が
決
定
さ
れ
た
。
工
事
総
指
揮
に
水
道

奉
行

・
伊
奈
半
左
衛
門
忠
克
が
任
命
さ
れ
、
総
工
費
七
千
五
百
両

（
一

玉川兄弟の銅像 (羽村)

長 吉

崎 田

天
之

羽
村
か
ら
大
木
戸
ま
で
は
素
掘
り

（
開
渠
）
で
、
大
木
戸
に
∧
玉
川

御
上
水
御
改
場
∨
と
い
う
貯
水
池
を
設
け
、
こ
の
池
の
堰
で
水
量
を
調

節
し
て
、
過
剰
分
は
渋
谷
川
に
落
と
し
、
必
要
量
だ
け
を
府
内
に
導
入

し
た
。
大
木
戸
以
東
の
街
路
に
木
樋
と
よ
ぶ
檜
材
の
箱
管

が
埋
設

さ

れ
、
こ
の
管
が
将
軍
家
専
用
水
道
と
し
て
半
蔵
門
か
ら
城
中
に
導
か
れ

た
。
こ
れ
に
沿

っ
て
万
年
石
樋
と
よ
ぶ
通
水
溝
が
掘
ら
れ
、
こ
の
溝
は

石
蓋
を
か
ぶ
せ
て
暗
渠
と
し
、
人
馬
の
交
通
に
支
障
な
か
ら
し
め
た
。

石
樋
の
組
み
石
に
は
、
そ
れ
ま
で
に
江
戸
城
の
補
修
拡
充
に
使
わ
れ
て

い
た
伊
豆
石
が
舶
載
さ
れ
て
用
い
ら
れ
た
。
石
樋
の
水
は
四
谷
見
附
で

外
濠
に
注
が
れ
、
分
か
れ
て

一
方
は
紀
の
国
坂
に
沿
っ
て
赤
坂
に
落
ち

一
方
は
市
ケ
谷
か
ら
お
茶
の
水

へ
と
流
れ
て
江
戸
城
の
外

濠

を
充
た

し
た
。

江
戸
時
代
に
は
こ
の
ほ
か
に
も
、
そ
の
後
、
三
田
用
水
、
桜
上
水
な

ど
数
々
の
民
間
用
水
の
建
設
を
み
た
が
、
そ
の
中
で
も
最
大
の
規
模
を

も
つ
幕
府
直
営
の
玉
川
上
水
を
含
め
る
と
、
水
路
の
延
長
は
江
戸
か
ら

近
江
の
彦
根
に
至
る
東
海
道
の
距
離
に
等
し
い
と
い
わ
れ
る
。

木
　
曽
　
檜

幕
府
は
検
討
の
結
果
、
大
木
戸
か
ら
江
戸
城

へ
引
き
込
む
自
家
用
水

道
の
本
樋
に
木
曽
檜
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
は
本
の
狂
い
が
少

な
く
、
永
年
腐
蝕
に
耐
え
て
漏
水
の
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
し
て
選
定

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
木
曽
を
領
有
す
る
尾
張
藩
に
こ
れ
が
供

出
を
命
じ
た
。
材
の
規
格
は
自
肌
お
と
し
の
芯
去
り
で
、
厚
さ
三
寸
、
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巾
尺
五
、
長
十
五
尺
の
板
材
の
木
取
れ
る
も
の
と
指
定
さ
れ
、
特
に
節

に
気
を
つ
け
る
よ
う
、
と
の
達
し
で
あ
っ
た
。

古
来
、
檜
の
美
材
を
産
す
る
木
曽
の
山
林
は
、
今
で
は
国
有
林
が
多

い
が
、
昔
は
天
領

（皇
室
御
料
）
と
な
っ
て
い
た
。
徳
川
の
天
下
に
な

っ
た
時
に
い
ち
時
、
家
康
の
直
轄
地
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
が
、
家
康
死

亡
の
前
年

・
元
和
元
年

（
一
六

一
五
）

に
尾
張
藩

の
所
領
に
移
さ
れ

た
。
尾
張
藩
で
は
山
林
管
理
の
代
官
を
置
き
、
山
村
氏
が
代
々
そ
の
役

職
に
あ
っ
た
。

本
曽
檜
は
古
く
は
足
利
義
満
が
金
閣
寺
造
営
に
用
い
、
徳
川
家
康
が

江
戸
城
に
用
い
た
ほ
か
、
伊
勢
大
神
宮
の
遷
宮
や
勅
願
の
神
社
建
立
な

ど
特
殊
の
場
合
を
除
い
て
は
伐
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
尾
張

藩
の
所
領
に
移

っ
て
か
ら
は
、
時
に
、
択
伐

（造
林
の
た
め
に
木
を
択

ん
で
間
引
き
す
る
こ
と
）
の
材
を
名
古
屋
に
集
め
、
特
殊
の
関
係
筋

ヘ

分
譲
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、　
一
般
に
は
金
で
買
え
な
い
得
難

い
物
と

さ
れ
て
い
た
。

そ
ん
な
訳
で
、
木
曽
に
は
昔
か
ら
盗
伐
防
止
の
掟
が
存
し
た
が
、
承

応
時
代
に
水
道
材
を
搬
出
し
た
直
後
に
掟
を

一
層
強
化
し
、
寛
文
五
年

（
一
六
六
五
）
に
∧
留
山
∨
の
制
を
公
布
し
、
住
民
の
山
林
立
入
り
を

厳
禁
し
、
更
に
∧
停
止
木
∨
を
定
め
て
五
木

（
ひ
の
き
、
さ
わ
ら
、
ま

き
、
あ
す
ひ
、
わ
ず
こ
）
を
明
確
に
規
定
し
、
こ
の
禁
令
を
犯
し
て
木

を
伐
る
者
あ
ら
ば
、
∧
本

一
本
首

一
つ
∨
の
厳
罰
を
課
す
る
と
布
令
し

た
。
木
曽
の
住
民
は
五
木
の
枯
枝
を
拾
う
こ
と
す
ら
怖
れ
て
い
た
。

さ
て
、
水
道
材
供
出
の
幕
命
が
尾
張
藩
に
伝
達
さ
れ
、
藩
の
指
示
が

っ
か
並
べ
て
あ
っ
た
。
こ
れ
は
安
井
屋
提
供
の
無
料
浴
場
で
あ
る
。
汗

と
泥
に
ま
み
れ
た
労
務
者
が

一
風
呂
浴
び
て
か
ら
、
∧
ヤ
ス
イ

・
ス
タ

ン
ド
∨
で
安
酒
を
ひ
っ
か
け
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
時
代
は
前
年
に
起

っ
た
由
井
正
雪
の
飯
乱
に
続
い
て
、
浪
人
の

飯
く
者
が
跡
を
絶
た
ず
、
幕
府
は
関
所
の
制
を
定
め
て
浪
人
を
あ
ら
た

め
た
り
、
海
船
法
度
令
を
出
し
た
り
、
切
支
丹
を
探
索
し
た
り
し
て
、

乱
れ
が
ち
の
治
安
の
維
持
に
努
め
て
い
た
。

そ
ん
な
世
の
中
で
士
農
工
商
の
下
積
み
に
な
っ
て
い
た
人
足
や
渡
り

職
人
に
と
っ
て
は
、
玉
川
御
上
水
御
用
と
い
う
将
軍
家
直
属
の
肩
書
き

は
、
天
下
御
免
の
金
看
板
を
背
負

っ
た
よ
う
な
も
の
で
、
彼
等
の
得
意

や
思
う
べ
し
で
あ
る
。
こ
う
い
う

一
般
社
会
の
秩
序
か
ら
逸
脱
し
た
特

殊
集
団
の
無
法
ぶ
り
は
、
全
く
目
に
あ
ま
る
も
の
が
あ
り
、
四
谷
界
隈

の
住
民
に
と
っ
て
は
悩
み
の
種
で
あ
っ
た
。

大
工
派
と
土
工
派
が
対
立
し
、
全
勝
寺
の
庭
で
根
棒
を
ふ
る
っ
て
乱

闘
し
た
と
か
、
石
工
た
ち
が
石
を
投
げ
て
与
力
に
頻
死
の
重
傷
を
負
わ

せ
た
な
ど
の
事
件
が
、
ひ
き
も
さ
ら
ず
起

っ
て
い
た
。
あ
げ
く
の
果
て

は
物
欲
に
か
ら
れ
た
彼
等
は
、
開
店
休
業
状
態
の
商
店
を
占
拠
し
て
、

店
主
に
イ
ン
ネ
ン
を
つ
け
、
身
を
ち
ぢ
め
て
い
る
そ
の
家
族
に
お
ど
し

文
句
で
す
ご
み
、
莫
大
な
家
賃
敷
金
を
要
求
し
、
応
じ
な
け
れ
ば
退
去

せ
よ
と
、
松
火
を
振
り
廻
し
て
威
嚇
し
た
り
し
た
。

町
民
が
水
道
工
事
の
進
捗
に
協
力
す
る
仕
草
は
、
彼
等
の
狼
藉
を
和

ら
げ
な
が
ら
、
工
事
を

一
日
も
早
く
捗
ど
ら
せ
よ
う
と
す
る
下
心
も
あ

っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
。

山
元
に
下
達
さ
れ
る
と
、
山
村
代
官
は
山
廻
り
役
を
動
員
し
て
立
木
を

吟
味
し
、
春
を
待
た
ず
に
こ
れ
を
伐
採
し
て
、
雪
融
け
の
木
曽
川
を
下

し
て
伊
勢
湾
よ
り
海
路
江
戸

へ
輸
送
し
た
。

江
戸
に
揚
げ
ら
れ
た
丸
太
は
、
四
谷
に
運
ば
れ
て
か
ら
木
挽
に
よ
っ

て
所
定
の
寸
法
に
割
ら
れ
、
大
工
の
手
で
四
角
な
箱
管

（
外
法
尺
五
、

長
十
五
尺
）
に
組
立
て
ら
れ
た
。
組
立
て
に
用
い
た
釘
は
指
の
大
さ
の

角
釘
で
長
さ
六
寸
、
原
料
に
は
山
陰
に
産
し
た
砂
鉄
を
用
い
、
鍛
冶
職

が

一
本
づ
つ
鍛

っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
純
度
の
高
い
ね
ば
り
の
あ

る
鉄
で
、
当
時
は
刀
の
材
料
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
。

四

谷

界

隈

当
時
四
谷
の
大
通
り
を
扶
ん
で
、
南
に
天
王
横
丁
、
石
切
横
丁
、
法

蔵
寺
横
丁
、
北
に
お
か
り
や
横
丁
、
荒
木
横
丁
、
湯
屋
横
丁
な
ど
が
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
の
横
丁
に
諸
方
の
仕
事
場
が
分
か
れ
て
い
て
、
た
と
え

ば
石
切
横
丁
に
は
石
工
の
職
場
が
置
か
れ
て
い
た
。

水
道
工
事
の
進
行
中
は
道
路
が
掘
り
起
さ
れ
て
、
工
事
用
の
車
が
店

頭
に
放
置
さ
れ
た
り
、
石
や
木
材
が
裏
木
戸
の
出
口
を
開
い
だ
り
し
て

住
民
は
甚
だ
迷
惑
を
こ
う
む
っ
た
が
、
水
を
待
望
す
る
住
民
は
こ
れ
ら

の
こ
と
に
は
不
服
を
唱
え
ず
、
全
面
的
に
こ
の
事
業
の
遂
行
に
協
力
し

た
。
或
る
者
は
住
居
を
飯
場
に
提
供
し
、
ま
た
或
る
者
は
店
先
に
湯
茶

奉
仕
の
掛
け
茶
屋
を
つ
く
っ
た
り
し
た
。

湯
屋
横
丁
に
は
酒
商

・
安
井
屋
三
左
衛
門
の
店
が
あ
っ
て
、
店
頭
の

さ
し
か
け
に
菰
を
つ
る
し
て
目
隠
と
し
、
そ
の
か
げ
に
据
風
呂
桶
が
幾

無
法
地
帯
の
四
谷
附
近
で
最
も
は
げ
し
か
っ
た
の
は
湯
屋
横
丁
で
、

女
人
禁
制
は
勿
論
の
こ
と
、
帯
刀
の
武
士
で
さ
え
私
用
で
は
立
ち
入
ら

ず
、
町
奉
行
も

一
種
の
治
外
法
権
地
域
と
み
な
し
て
、
こ
の
横
丁
の
取

締
り
は
手
控
え
て
い
る
始
末
だ
っ
た
。

接

摩

独

語

承
応
二
年
の
師
走
も
お
し
つ
ま
っ
た
或
る
夜
、
玉
川
上
水
請
負
人
の

庄
右
衛
門
は
四
谷
大
木
戸
の
旅
籠

・
大
黒
屋
の
二
階
に
居
た
。
心
身
と

も
に
疲
れ
果
て
て
い
た
彼
は
、
据
え
ら
れ
た
膳
に
も
箸
を
つ
け
よ
う
と

せ
ず
、
た
だ
何
こ
と
か
に
思
い
ふ
け
っ
て
い
る
様
だ
っ
た
。
膳
に
立
て

ら
れ
た
二
合
徳
利
が
冷
え
て
時
が
過
ぎ
て
い
た
。
庄
右
衛
門
は
膳
を
さ

げ
に
来
た
女
中
に
ハ
ッ
と
し
た
様
子
で
雪
の
模
様
を
た
ず
ね
た
。
女
中

は
赤
い
手
を
火
鉢
に
か
ざ
し
て
、

「
今
夜
は
大
雪
に
な
る
か
も
知
れ
ま

せ
ん
ね
」
と
云
っ
た
。

音
も
な
く
降
る
雪
の
街
を
流
し
て
来
る
按
摩
の
笛
の
音
が
聞
こ
え
て

く
る
。
彼
は
女
中
に
按
摩
を
呼
ぶ
よ
う
に
命
じ
て
、
そ
ば
に
敷
い
て
あ

っ
た
布
団
に
横
に
な
っ
た
。
や
が
て
襖
が
開
い
て
授
摩
が
招
じ
入
れ
ら

れ
る
と
、
燈
芯
が
風
を
く
ら
っ
て
、
按
摩
の
影
が
大
き
く
壁

に
揺

れ

た
。
按
摩
は
白
い
呼
吸
で
、

「
も
，

一
寸
も
積
り
ま
し

た
ろ
う

か
」

と
、
揉
み
手
を
し
て
雪
の
話
で
挨
拶
を
し
た
。

下
か
ら
揉
み
に
か
か
っ
て
肩
か
ら
首
筋
に
か
か
る
と
、

「
旦
那
、
首

の
凝
り
が
ひ
ど
う
御
座
い
ま
す
」
と
云
っ
て
、
そ
の
辺
を
さ
か
ん
に
揉

み
ほ
ぐ
し
た
。
そ
ん
な
間
に
、

「
お
武
家
様
で
も
な
し
、
お
商
人
さ
ん
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で
も
な
し
…
…
」
な
ど
と
独
り
言
を
云
い
、

「
玉
川
御
上
水
の
お
方
さ

ま
か
、
な
」
と
云
う
。
ピ
タ
リ
役
柄
を
あ
て
ら
れ
た
庄
右
衛
門
は
ド
キ
ン

と
し
た
。
上
下
を
揉
み
終

っ
た
按
摩
が
首
筋
か
ら
頭
に
も
う
い
ち
度
、

念
を
入
れ
た
揉
み
を
入
れ
て
、

「
何
か
御
心
配
ご
と
で
も

…
…
」
と
間

い
か
け
た
。
問
わ
れ
た
庄
右
衛
門
は
、
積
も
る
年
期
か
重
な
る
年
輪
か

知
ら
ず
、
さ
す
が
に
偉
い
と
按
摩
の
勘
ど
こ
ろ
を
賞
め
た
。

か
ん
ざ

西
風
が
た
っ
て
時
に
板
戸
が
鳴
る
。
女
中
が
さ
い
ぜ
ん
の
爛
冷
ま
し

を
つ
け
な
お
し
て
持

っ
て
来
る
。
庄
右
衛
門
は
も
う

一
、
二
本
つ
け
て

来
い
と
、
女
中
に
命
じ
、
起
き
上
っ
て
居
ず
ま
い
を
正
し
、
火
鉢
に
炭

を
注
ぎ
、
按
摩
に
座
布
団
を
す
す
め
た
。

按
摩
は

一
腱
さ
が
っ
て
ヽ
土還
慮
が
ち
に
辞
退
す
る
ふ
う
だ
っ
た
が
、庄

右
衛
門
が

「
爛
冷
で
申
し
訳
な
い
が
…
」
と
差
し
出
す
猪
口
を
押
し
戴

く
よ
う
に
受
け
、
注
が
れ
た

一
合
を
ゴ
グ
リ
と
飲
み
干
し
、
堪
能
の
風

情
を
示
し
て
い
た
。
庄
右
衛
間
が
残
り
を
独
酌
で
や
っ
て
い
る
間
に
、

ま
た
女
中
が
上
っ
て
来
、
ひ
ね
沢
庵
を
添
え
た
四
合
徳
利
の
盆
を
二
人

の
間
に
置
い
た
。

按
摩
は
座
布
団
か
ら
お
り
て
、
指
を
折
り
曲
げ
な
が
ら
、

「
い
よ
い

よ
吹
雪
き
始
め
ま
し
た
よ
う
で
」
と
、
帰
り
の
道
に
心
を
馳
せ
な
が
ら

揉
み
賃
を
待

っ
て
い
る
様
子
だ
っ
た
が
、
庄
右
衛
門
は
、
「
も
う

一
杯
」

と
新
ら
し
い
徳
利
を
手
に
し
た
。
そ
し
て

「
盲
の
貴
公
に
ど
う
し
て
膿

の
分
限
が
わ
か
る
の
か
？
」
と
訊
き
た
だ
す
の
で
あ
っ
た
。
舌
な
め
ず

り
し
て
返
事
を
た
め
ら
っ
て
い
た
按
摩
は
、
外
の
吹
雪
に
気
を
と
ら
れ

る
様
子
で
、暫
く
黙
し
て
い
た
が
、
二
杯
目
を
飲
み
終
わ
る
と
、
こ
れ
以
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上
は
い
け
ま
せ
ん
と
い
う
手
振
り
で
酒
を
辞
退
し
、
手
に
し
た
猪
口
を

横
脇
に
押
し
や
り
、
む
き
出
し
の
自
眼
を
自
分
の
指
で
さ
し
て
、
「
旦
那

に
賞
め
ら
れ
た
手
前
の
勘
は
、
こ
れ
じ
ゃ
ご
ざ
ん
せ
ん
で
、
こ
っ
ち
の

方
で
ご
ざ
ん
す
」
と
云
っ
て
、
そ
の
指
を
自
分
の
鼻
の
穴
に
押
し
入
れ

て
、
ひ
ね
っ
て
見
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
い
気
嫌
で
、
「
御
馳
走

分
だ
け
揉
ま
に
ゃ
」
と
、
気
安
い
口
調
に
変
わ
り
、
庄
右
衛
門
に
横
に

な
れ
と
す
す
め
て
、

「
雪
は

一
関
を
鎖
し
て
歩
前
ま
ず
、
酒
は
半
生
を

廻
り
て
家
路
を
忘
れ
し
む
、
知
ん
ぬ
汝
の

規
ら

に
侍
る
応
に
縁
あ
る
べ

し
、
…
…
」
と
、
低
吟
し
な
が
ら
再
び
揉
み
に
入
っ
た

按
摩
は
酔
眼
朦
朧
の
庄
右
衛
門
に
対
し
独
り
言
の
よ
う
に
自
分
の
半

生
の
思
い
出
を
な
が
な
が
と
語
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
話
は
―
―

木
　
曽
　
谷

俺
は
木
曽
の
藪
原
の
水
呑
み
百
姓
の
家
に
生
ま
れ
、
物
心
つ
い
た
頃

に
は
お
ふ
く
ろ
の
手
ひ
と
つ
で
育
て
ら
れ
て
い
た
。
九
つ
の
時
に
ひ
ど

い
飢
饉
が
あ
っ
て
、
蕨
や
葛
の
根
を
掘

っ
て
露
命
を
つ
な
い
だ
。
お
ふ

く
ろ
は
口
減
の
た
め
に
俺
を
福
島
の
木
挽
の
と
こ
ろ
に
預
け
た
。

夫
婦
二
人
き
り
で
子
の
な
い
木
挽
の
親
方
は
、
俺
を
実
子
の
よ
う
に

可
愛
が
っ
て
く
れ
た
。
俺
は
そ
こ
で
懸
命
に
木
を
挽
き
つ
づ
け
た
。
年

期
が
積
む
に
従

っ
て
背
中
が
丸
ま
っ
て
、
猫
の
五
郎
七
と
称
ば
れ
た
親

方
に
そ
っ
く
り
と
な
り
、
世
間
で
は
親
方
を
猫
七
と
称
び
、
俺
の
こ
と

を
猫
八
と
称
ん
だ
。
こ
の
親
方
は
信
心
が
厚
く
、
ま
た
学
問
の
素
養
が

あ
っ
て
、
俺
に
四
書
の
素
読
を
授
け
、
唐
詩
な
ど
を
も
教
え
た
。

い
つ
し
か
十
年
の
年
期
が
明
け
て
、
俺
が
十
九
に
な
っ
た
時
、
福
島

で
大
鋸
屑
の
嗅
ぎ
わ
け
競
技
が
あ
っ
て
、
五
木
を

一
発
の
狂
い
も
な
く

言
い
当
て
て
、
俺
は
代
官
か
ら
感
状
を
貰

っ
た
。
そ
の
年
、
親
方
は
還

暦
を
迎
え
、
寄
る
年
波
に
身
体
も
め
っ
き
り
衰
え
た
の
で
、
代
官
屋
敷

の
新
築
材
を
挽
き
終
え
た
の
を
最
後
に
、
仕
事
を
や
め
て
引
退
し
て
し

ま
っ
た
。
俺
は
御
礼
奉
公
の
つ
も
り
で
、
相
変
ら
ず
丸
太
の
手
間
挽
き

を
続
け
て
、
親
方
夫
婦
の
食
い
扶
持
ま
で
稼
い
で
い
た
。

そ
の
頃
、
木
曽
で
は
盗
伐
が
流
行
っ
て
、
民
有
林
だ
け
で
な
く
お
上

の
山
に
ま
で
盗
み
が
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
尾
張
藩
で
は
ヽ
代
官
が
屋

敷
を
新
築
す
る
こ
と
に
も
疑
い
の
目
を
向
け
た
が
、
だ
い
た
い
そ
の
取

り
締
り
が
手
ぬ
る
と
い
っ
て
、
兵
頭
嘉
門
と
い
う
武
士
を
代
官
の
目
附

役
と
し
て
差
し
廻
し
て
来
た
。

郎
餌
鯖
籐

兵
頭
に
は
十
数
人
の
若
い
手
下
が
つ
い
て
来
た
が
、
そ
の
大
方
の
者

は
前
髪
は
剃

っ
て
は
い
る
が
、
揉
み
上
げ
を
剃
ら
ず
に
、
米
噛
み
か
ら

首
筋
ま
で
ザ
ン
バ
ラ
髪
を
垂
ら
し
て
風
顛
の
よ
う
な
格
好

の
者

が
多

く
、
無
頼
の
年
長
ら
し
い
男
は
無
精
髯
を
生
や
し
た
貧
乏
鐘
道
の
よ
う

な
風
体
で
あ
っ
た
。
こ
の
者
共
は
武
家
の
子
弟
ら
し
い
教
養
も
な
く
、

さ
り
と
て
、
山
の
こ
と
に
つ
い
て
は
皆
目
暗
く
、
材
木
の
∧
ざ
∨
の
字

も
知
ら
な
い
者
達
で
、
村
の
者
は
彼
等
を
生
半
可
と
か
生
兵
法
の
生
を

と
っ
て
∧
生
衆
∨
と
称
ん
で
い
た
。

或
る
日
、
代
官
屋
敷
の
新
築
披
露
が
あ
っ
て
、
親
方
に
つ
い
て
俺
も


