
要
旨
草
子
本
「
さ
ん
せ
う
太
夫
物
語
』
は
、
五
説
経
の
一
つ
、
「
さ
ん
せ
う
太
夫
」
の
正
本
を
草
子
化
し
て
刊
行
さ
れ
た
本
で
あ
る
。
草

子
屋
の
主
導
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
こ
の
本
の
本
文
は
、
諸
本
中
現
存
最
古
の
与
七
郎
本
と
極
め
て
近
い
内
容
を
持
つ
現
存
し
な
い
正
本
に
拠
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
と
し
て
の
形
式
面
に
お
い
て
も
、
内
容
面
に
お
い
て
も
、
舞
台
上
の
語
り
を
文
字
化
し
た
と
さ
れ
る
正
本
と
は

異
な
る
性
格
を
付
与
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
本
の
挿
絵
は
、
本
文
の
親
本
と
は
別
の
現
存
し
な
い
本
を
典
拠
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

草
子
本
『
さ
ん
せ
う
太
夫
物
語
」
は
、
寛
永
期
説
経
正
本
の
面
影
と
寛
文
期
の
草
子
屋
の
活
動
の
一
端
を
同
時
に
垣
間
見
る
こ
と
の
で
き
る
本

な
の
で
あ
る
。

草
子
本
「
さ
ん
せ
う
太
夫
物
語
」
に
見
る
寛
文
期
草
子
屋
の
活
動

林
真
人
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【
数
量
】
上
中
下
三
冊
。
【
装
訂
】
袋
綴
。
｛
表
紙
］
藍
色
、
唐
草
万
字
つ
な
ぎ
文
様
。
【
寸
法
］
縦
二
六
・
九
糎
、
横
一
八
・
六
糎
。
大

本
。
【
匡
郭
】
四
周
単
辺
。
縦
一
九
・
七
糎
、
横
一
五
・
三
糎
。
惠
篭
】
（
上
巻
）
風
さ
ん
せ
う
太
夫
囮
」
、
（
中
巻
）
展
さ
ん
せ
う
太
夫

中
」
、
（
下
巻
）
欠
。
【
内
題
］
「
さ
ん
せ
う
太
夫
物
語
上
（
中
・
下
）
」
。
【
丁
数
｝
（
上
巻
）
十
六
丁
、
（
中
巻
）
十
六
丁
、
（
下
巻
）
十
四
丁

半
。
【
行
数
】
十
四
行
。
【
字
数
】
一
行
あ
た
り
約
二
十
七
～
三
十
一
字
。
【
柱
刻
】
「
さ
ん
せ
う
太
夫
上
（
中
・
下
）
丁
付
（
上
巻
）
、
欠
、

所
で
あ
る
。

説
経
の
テ
キ
ス
ト
の
多
く
は
、
浄
瑠
璃
と
同
様
、
「
正
本
」
の
体
裁
を
採
る
。
「
正
本
」
と
は
、
説
経
や
浄
瑠
璃
の
太
夫
が
語
っ
た
内
容

を
一
字
一
句
誤
り
な
く
写
し
取
っ
た
こ
と
を
標
傍
す
る
本
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
多
く
が
、
「
○
○
太
夫
正
本
」
な
ど
と
太
夫
の
名
を
記

し
（
単
に
「
太
夫
正
本
」
と
す
る
場
合
も
あ
る
）
、
節
章
を
付
す
。
近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
、
正
本
は
必
ず
し
も
太
夫
の
語
り
を
そ
の
ま

（
１
）

ま
反
映
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
建
前
と
体
裁
が
整
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

一
方
、
本
論
で
取
り
上
げ
る
「
さ
ん
せ
う
太
夫
物
語
』
（
以
下
、
草
子
本
）
は
、
五
説
経
の
一
つ
「
さ
ん
せ
う
太
夫
」
の
物
語
を
語
る

本
で
は
あ
る
が
、
正
本
で
は
な
い
。
太
夫
の
名
も
記
さ
れ
な
け
れ
ば
、
節
章
も
付
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
本
文
の
ど
こ
を
見
て
も

「
説
経
」
と
い
う
一
語
す
ら
な
い
。
次
に
、
こ
の
本
の
書
誌
を
記
す
。
四
角
は
欠
字
を
、
四
角
で
囲
ん
だ
文
字
は
欠
字
を
私
に
補
っ
た
箇

実
情
だ
。

語
り
物
の
芸
能
で
あ
っ
た
説
経
は
、
中
世
期
に
は
既
に
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
室
町
後
期
以
前
の
古
い
テ
キ
ス
ト

は
現
存
し
な
い
。
本
論
で
取
り
上
げ
る
「
さ
ん
せ
う
太
夫
」
に
至
っ
て
は
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
版
本
し
か
残
っ
て
い
な
い
の
が

｜
、
草
子
本
の
書
誌
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書
誌
を
見
る
と
、
先
に
指
摘
し
た
諸
点
以
外
に
も
、
こ
の
本
が
正
本
と
は
異
な
る
特
徴
を
持
つ
こ
と
が
分
か
る
。
ま
ず
、
当
時
の
正
本

の
ほ
と
ん
ど
が
中
本
、
あ
る
い
は
半
紙
本
で
あ
る
の
に
対
し
、
草
子
本
は
大
本
で
あ
る
。
ま
た
、
寛
文
期
の
正
本
の
多
く
が
十
六
～
十
七

行
で
あ
る
の
に
対
し
、
草
子
本
は
十
四
行
で
あ
る
。
な
お
、
正
本
が
出
版
さ
れ
始
め
た
寛
永
期
に
は
十
三
行
～
十
四
行
本
が
多
い
。
古
浄

瑠
璃
や
説
経
の
正
本
は
、
当
時
の
出
版
物
と
し
て
大
衆
向
け
の
分
野
で
あ
る
「
草
子
（
あ
る
い
は
草
紙
）
」
の
中
で
も
さ
ら
に
一
段
格
下

と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
比
較
的
安
価
で
売
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
版
元
は
「
草
子
屋
」
あ
る
い
は
「
浄
瑠
璃
屋
」

（
２
）

と
呼
ば
れ
、
医
書
や
漢
籍
な
ど
、
「
物
之
本
」
と
呼
ば
れ
る
分
野
の
本
を
出
版
す
る
「
物
之
本
屋
」
と
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
て
い
た
。
鶴

屋
喜
右
衛
門
は
寛
永
八
年
に
現
存
最
古
の
説
経
正
本
で
あ
る
「
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』
を
出
版
し
た
時
点
で
「
し
や
う
る
り
や
」
を
名

乗
り
、
後
に
は
「
さ
う
し
や
」
と
も
名
乗
る
、
い
わ
ば
草
子
屋
の
老
舗
で
あ
る
。
草
子
屋
た
ち
は
正
本
を
安
価
に
す
る
た
め
中
本
や
半
紙

本
な
ど
と
い
っ
た
比
較
小
さ
な
サ
イ
ズ
で
本
を
作
り
、
さ
ら
に
、
徐
々
に
行
数
を
増
や
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
『
さ
ん
せ

う
太
夫
物
語
』
は
、
草
子
の
中
で
も
正
本
よ
り
格
上
の
仮
名
草
子
な
ど
と
共
通
す
る
版
式
を
持
っ
た
、
ま
さ
し
く
「
草
子
本
」
な
の
で
あ

五
ウ
、
八
ウ
九
オ
ロ

十
五
ウ
。
（
下
巻
）

元
】
鶴
屋
喜
右
衛
函

図
書
館
赤
木
文
庫
。

る
翻
刻
が
初
出
と
な
る
。

二
～
十
六
、
（
中
巻
）
欠
、
二
～
十
六
、
（
下
巻
）
一
～
十
五
」
。
【
挿
絵
】
墨
印
。
全
二
十
一
図
。
（
上
巻
）
六
図
。
ニ
ウ
三
オ
見
開
き
、

五
ウ
、
八
ウ
九
オ
見
開
き
、
十
一
オ
、
十
三
オ
、
十
五
ウ
。
（
中
巻
）
八
図
。
ニ
ウ
、
三
オ
、
五
オ
、
セ
オ
、
九
オ
、
十
一
オ
、
十
三
オ
、

十
五
ウ
。
（
下
巻
）
七
図
。
一
ウ
ニ
オ
見
開
き
、
四
ウ
五
オ
見
開
き
、
セ
オ
、
九
オ
、
十
ウ
、
十
二
オ
、
十
三
ウ
十
四
オ
見
開
き
。
〔
版

元
】
鶴
屋
喜
右
衛
門
（
江
戸
の
出
店
か
）
。
【
刊
年
】
不
明
、
寛
文
頃
か
。
【
所
蔵
者
】
（
上
巻
）
個
人
蔵
、
（
中
・
下
巻
）
大
阪
大
学
附
属

る
○

赤
木
文
庫
蔵
の
中
・
下
巻
は
「
説
経
正
本
集
』
に
翻
刻
が
あ
る
。
近
年
新
出
し
た
上
巻
に
つ
い
て
は
本
論
の
翻
刻
・
図
版
編
に
掲
載
す

-128-



草子本「さんせう太夫物語」に見る寛文期草子屋の活動

本
章
で
は
「
さ
ん
せ
う
太
夫
」
諸
本
中
現
存
最
古
、
寛
永
年
間
刊
と
見
ら
れ
る
天
下
一
説
経
与
七
郎
正
本
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
（
以
下
、

与
七
郎
本
）
と
の
比
較
を
中
心
に
、
草
子
本
本
文
の
特
徴
を
と
ら
え
て
い
く
。

与
七
郎
本
は
上
中
下
三
巻
一
冊
の
中
本
で
行
数
は
十
四
行
、
巻
頭
や
巻
末
な
ど
に
欠
丁
が
あ
り
、
二
十
八
丁
が
現
存
し
て
い
る
が
全
体

の
三
分
の
一
程
は
欠
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
浄
瑠
璃
・
説
経
集
』
（
信
多
純
一
・
阪
口
弘
之
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）
で
は
、
与
七
郎
本
を

底
本
と
し
て
「
さ
ん
せ
う
太
夫
」
の
本
文
が
作
成
さ
れ
、
そ
の
欠
丁
部
は
草
子
本
に
よ
っ
て
補
わ
れ
、
さ
ら
に
草
子
本
の
破
損
部
は
明
暦

二
年
刊
佐
渡
七
太
夫
正
本
『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
」
（
以
下
、
明
暦
本
）
の
本
文
に
よ
っ
て
補
わ
れ
て
い
る
。
阪
口
弘
之
氏
は
そ

の
解
題
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

草
子
本
は
寛
永
頃
の
面
影
を
よ
く
残
す
も
の
で
、
底
本
（
与
七
郎
本
、
筆
者
注
）
と
は
き
わ
め
て
近
い
本
文
を
も
つ
。
こ
れ
ま
で
上

巻
が
知
ら
れ
ず
、
当
該
作
（
さ
ん
せ
う
太
夫
、
同
）
読
解
は
、
数
種
の
正
本
本
文
を
組
み
合
せ
た
複
雑
な
校
訂
本
文
に
拠
ら
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
が
、
今
回
の
上
巻
出
現
で
、
寛
永
期
本
文
が
ほ
ぼ
復
原
で
き
た
意
義
は
大
き
い
。

第
一
節
草
子
本
本
文
の
古
態
性

二
、
草
子
本
本
文
の
古
態
性
と
特
殊
性
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草
子
本

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

も
つ
た
る
か
い
に
て
う
ち
ふ
せ
．
ふ
な
は
り
に
ゆ
い
つ
け
て
．
ゑ
ぞ
が
し
ま
へ
ぞ
う
り
た
り
け
る
．
ゑ
ぞ
が
し
ま
の
あ
き
人
は
．
の
ふ

が
な
い
し
ょ
く
が
な
い
と
て
．
あ
し
て
の
す
ぢ
を
立
き
り
て
．
日
に
一
が
う
の
し
ょ
く
を
ぶ
く
し
．
あ
は
の
烏
を
お
ふ
て
お
は
し
ま

与
七
郎
本

筆
者
は
草
子
本
に
対
す
る
認
識
を
、
概
ね
阪
口
氏
の
こ
の
指
摘
と
同
じ
く
す
る
。
以
下
、
草
子
本
本
文
と
与
七
郎
本
本
文
の
「
近
さ
」

に
つ
い
て
検
証
し
て
い
く
。
た
だ
し
、
両
本
を
直
接
比
較
す
る
の
で
は
な
く
、
明
暦
本
、
寛
文
七
年
刊
正
本
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
（
以
下
、

寛
文
本
）
を
比
較
対
象
に
加
え
る
方
法
を
用
い
る
。
そ
れ
は
、
両
本
本
文
の
「
近
さ
」
と
は
相
対
的
な
も
の
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

明
暦
本
は
山
本
九
兵
衛
か
ら
刊
行
さ
れ
た
正
本
で
、
中
本
一
冊
の
十
四
行
本
で
あ
る
。
そ
の
本
文
は
与
七
郎
本
の
本
文
を
適
宜
省
略
す

る
こ
と
で
成
っ
て
い
る
。
そ
の
省
略
の
方
法
と
は
、
き
わ
め
て
単
純
な
切
り
貼
り
で
あ
る
た
め
、
「
貼
ら
れ
た
」
箇
所
は
与
七
郎
本
に
対

（
３
）

し
て
き
わ
め
て
忠
実
で
あ
る
。
従
っ
て
、
与
七
郎
本
の
欠
丁
部
に
つ
い
て
も
、
明
暦
本
に
あ
る
本
文
は
必
ず
与
七
郎
本
に
も
あ
っ
た
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
省
略
に
よ
っ
て
物
語
上
重
要
な
要
素
が
失
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
以
下
に
、
そ
の
実
例
を
あ
げ
る
。
明

暦
本
が
本
文
を
省
略
し
て
い
る
箇
所
は
「
▼
」
に
よ
っ
て
記
す
。

も
つ
た
る
か
い
に
て
う
ち
ふ
せ
、
ふ
な
は
り
に
ゆ
い
つ
け
て
、
ゑ
そ
が
し
ま
へ
ぞ
う
つ
た
り
け
り
、
ゑ
そ
が
し
ま
の
あ
き
ひ
と
は
、
の

ふ
が
な
い
し
ょ
く
が
な
い
と
て
、
あ
し
て
の
す
ぢ
を
た
ち
き
っ
て
、
ひ
に
一
が
う
を
ふ
く
し
て
、
あ
わ
の
と
り
を
お
う
て
お
は
し
ま

す
、
こ
れ
は
み
た
い
の
御
物
か
た
り
、
さ
て
お
き
申
、
こ
と
に
あ
は
れ
を
と
ぎ
め
た
は
、
さ
て
み
や
さ
き
の
三
郎
か
、
き
や
う
た
い
の

人
々
を
、
こ
く
わ
ん
五
百
に
か
い
と
っ
て
（
上
九
ウ
、
十
オ
）
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与
七
郎
本

松
の
き
ゆ
舟
の
そ
の
し
た
て
、
と
し
を
と
ら
す
る
、
き
や
う
た
い
の
く
と
き
事
こ
そ
た
う
り
也
、
フ
シ
あ
ら
い
た
は
し
や
な
あ
れ
ご
様

は
、
つ
し
わ
う
と
の
に
す
か
り
つ
き
、
や
あ
い
か
に
つ
し
わ
う
丸
、
わ
れ
ら
か
国
の
な
ら
ひ
に
は
、
六
月
つ
も
ご
り
に
、
な
ど
し
の
は

ら
い
の
わ
に
い
る
と
は
き
ひ
て
あ
れ
、
こ
れ
は
た
ん
こ
の
な
ら
い
か
や
、
さ
ら
ば
し
ょ
く
じ
も
た
ま
は
ら
す
、
ほ
し
こ
ろ
す
か
や
か
な

こ
れ
は
、
直
江
津
で
山
岡
太
夫
に
編
さ
れ
た
つ
し
王
一
行
が
二
手
に
売
り
分
け
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。
与
七
郎
本
や
草
子
本
に
は
、
つ

し
王
の
母
が
蝦
夷
へ
売
ら
れ
た
と
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
明
暦
本
で
は
そ
の
記
述
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
続
い
て
は
、
さ
ん
せ
う
太
夫
に

よ
っ
て
つ
し
王
姉
弟
が
松
の
木
湯
船
に
監
禁
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。

明
暦
本

▼

も
つ
た
る
か
い
に
て
、
打
ふ
せ
け
る
、
こ
と
に
あ
は
れ
を
と
餌
め
た
は
、
み
や
ざ
き
の
三
郎
か
、
兄
弟
の
人
々
を
二
貫
五
百
に
か
い
取

て
（
上
セ
オ
）

け
あ
っ
て
、
き
よ
い
の
た
も
と
に
お
い
れ
あ
り
、
ち
風
は
礎
き
や
う
だ
い
の
め
を
し
の
び
、
よ
る
Ｉ
Ｉ
は
ま
ぢ
へ
お
さ
が
り
あ
っ
て
、

さ
あ
る
、
二
は
ん
め
の
二
郎
殿
と
申
は
、
じ
ひ
た
い
一
の
人
に
て
御
ざ
あ
る
か
、
ぬ
し
の
お
ま
い
り
あ
る
は
ん
を
、
す
こ
し
っ
園
お
わ

し
や
と
、
あ
れ
は
を
と
、
に
す
か
り
つ
き
、
を
と
嵐
は
あ
れ
に
た
き
つ
き
て
、
り
う
て
い
こ
か
れ
て
、
お
な
き
あ
る
、
大
夫
殿
五
人
御

す
．
こ
れ
は
み
だ
い
所
の
な
れ
の
は
て
．
こ
と
に
あ
は
れ
を
と
ぎ
め
し
は
．
み
や
ざ
き
の
三
郎
が
．
き
や
う
だ
い
の
人
々
を
こ
く
は
ん

五
百
に
か
い
と
り
て
．
（
上
十
一
ウ
、
十
二
オ
）
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草
子
本

松
の
木
ゆ
ぶ
ね
の
其
し
た
で
。
と
し
を
と
ら
す
る
、
き
や
う
だ
い
の
。
く
ど
き
事
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
。
あ
ら
い
た
は
し
や
あ
れ
ご
せ
ん

は
。
つ
し
わ
う
殿
に
、
す
が
り
つ
き
。
や
あ
い
か
に
、
つ
し
わ
う
丸
○
わ
れ
ら
か
国
の
な
ら
ひ
に
は
。
六
月
つ
ど
も
り
に
。
な
ど
し
の

は
ら
へ
の
、
わ
に
ゐ
る
と
こ
そ
聞
た
る
に
。
こ
れ
は
た
ん
ご
の
な
ら
ひ
か
や
。
さ
ら
ば
し
ょ
く
を
も
給
は
ら
ず
。
ほ
し
こ
ろ
す
か
や
か

明
暦
本

松
の
木
ゆ
舟
の
其
下
て
、
と
し
を
と
ら
す
る
、
兄
弟
の
く
と
き
事
こ
そ
た
う
り
な
れ
、
フ
シ
あ
ら
い
た
は
し
や
兄
弟
、
り
う
て
い
こ
か
れ

▼

て
お
な
き
有
、
こ
と
は
太
夫
は
、
き
の
ふ
は
け
ふ
と
そ
ん
ず
れ
共
、
は
や
正
月
十
六
日
に
成
（
中
十
一
ウ
、
十
二
オ
）

松
の
き
ゆ
ふ
れ
の
そ
こ
を
ほ
り
ぬ
い
て
、
し
ょ
く
じ
を
か
よ
は
し
た
ま
は
つ
た
る
、
二
郎
殿
の
御
を
ん
を
ば
、
ほ
う
し
か
た
ふ
ぞ
お
ぼ

ｌへた
り
、
コ
ト
ハ
大
夫
は
き
の
ふ
や
け
ふ
と
は
そ
ん
す
れ
と
も
、
は
や
正
月
十
六
日
に
ま
か
り
成
（
中
四
ウ
、
五
オ
）

申
は
、
じ
ひ
ふ
か
き
人
な
る
が
。
ぬ
し
の
お
ま
い
り
あ
る
、
い
ひ
を
。
少
つ
塗
、
わ
け
給
ひ
て
。
人
め
を
し
の
び
、
よ
る
Ｉ
～
は
。
は

与
七
郎
本
、
草
子
本
で
は
、
太
夫
の
二
男
・
二
郎
が
家
族
郎
党
の
目
を
盗
ん
で
運
ん
だ
食
料
に
よ
っ
て
姉
弟
が
命
を
つ
な
い
だ
様
子
が

ま
ぢ
へ
さ
が
り
給
ひ
て
。
松
の
木
ゆ
ぶ
ね
の
、
そ
こ
ほ
り
い
き
て
。
し
ょ
く
を
か
よ
は
し
給
り
た
る
。
二
郎
殿
の
御
お
ん
ど
く
。

じ
が
た
く
ぞ
、
お
ほ
え
け
る
。
さ
れ
ば
、
ひ
ま
ゆ
く
こ
ま
の
あ
し
。
は
や
く
も
き
た
る
春
立
て
。
正
月
十
六
日
に
な
り
に
け
り
。

四
オ
、
ウ
）

な
し
や
と
。
た
が
ひ
に
、
て
に
て
を
と
り
く
み
て
、
り
う
て
い
こ
が
れ
給
ひ
け
り
。
五
人
ま
し
ま
す
、
子
共
た
ち
の
中
に
。
二
郎
殿
と

ほ
う

（
中
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草
子
本

し
ゆ
く
を
く
り
、
む
ら
を
△

て
。
ゑ
い
や
つ
と
い
ふ
て
、

与
七
郎
本

描
か
れ
て
い
る
。
明
暦
本
は
こ
こ
も
省
略
し
て
い
る
。
こ
の
二
郎
の
慈
悲
は
、
後
に
出
世
し
た
つ
し
王
が
さ
ん
せ
う
太
夫
に
復
讐
を
果
た

す
場
面
で
、
二
郎
に
太
夫
の
首
を
鋸
で
挽
く
こ
と
を
免
れ
さ
せ
、
太
夫
の
所
領
の
半
分
を
賜
る
き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
と
な
る
の
だ
が
、
明

暦
本
で
は
省
略
に
よ
っ
て
そ
の
根
拠
が
薄
弱
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
明
暦
本
で
は
物
語
上
重
要
な
場
面
も
省
略
さ
れ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
草
子
本
に
は
そ
の
よ
う
な
場

面
が
残
さ
れ
て
お
り
、
明
暦
本
よ
り
も
寛
永
期
の
「
さ
ん
せ
う
太
夫
」
の
姿
を
よ
く
残
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

続
い
て
、
寛
文
本
と
の
比
較
を
行
う
。
寛
文
本
は
山
本
九
兵
衛
か
ら
刊
行
さ
れ
た
半
紙
本
で
、
六
段
一
冊
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
本

文
の
行
数
は
十
七
行
で
、
全
十
九
丁
半
で
あ
る
。
万
治
年
間
以
降
、
説
経
正
本
の
多
く
は
こ
の
よ
う
な
浄
瑠
璃
風
の
六
段
本
に
な
っ
て
い

く
。
先
行
す
る
本
と
の
違
い
は
構
成
面
に
留
ま
ら
ず
、
こ
の
寛
文
本
の
場
合
、
物
語
の
内
容
面
の
変
化
が
後
半
部
に
な
っ
て
顕
著
に
表
れ

る
○

に
と
り
つ
い
て
、
ゑ
い
や
つ
と
い
ふ
て
お
た
ち
あ
れ
は
、
御
だ
い
じ
の
御
は
か
ら
い
や
ら
、
又
つ
し
わ
う
殿
の
御
く
わ
ほ
う
や
ら
、
こ

し
が
た
嵐
せ
た
ま
ひ
け
る
（
下
五
オ
）

し
ゆ
く
を
く
り
む
ら
お
く
り
し
て
、
な
ん
ほ
く
天
わ
う
し
へ
ぞ
ひ
い
た
り
け
り
、
あ
ら
い
た
は
し
や
つ
し
わ
う
殿
は
、
い
し
の
と
り
井

む
ら
を
く
り
し
て
。
手
黛
ゼ
ゾ
じ
へ
ぞ
引
に
け
る
。
い
た
は
し
や
、

い
ふ
て
、
た
ち
給
へ
ぱ
。
御
た
い
し
の
、
は
か
ら
ひ
に
や
。
又
、

つ
し
わ
う
殿
は
。
石
の
と
り
ゐ
に
、
と
り
つ
き

つ
し
わ
う
殿
の
、
御
く
は
ほ
う
や
ら
。
こ
し
が
、
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与
七
郎
本

コ
ト
ハ
は
や
三
日
と
申
に
は
、

お
と
を
り
あ
り
て
、
百
人

こ
れ
は
国
分
寺
の
聖
に
匿
わ
れ
な
が
ら
京
に
着
い
た
も
の
の
腰
が
立
た
な
く
な
っ
て
い
た
つ
し
王
の
腰
が
立
つ
場
面
で
で
あ
る
。
与
七

郎
本
と
草
子
本
で
は
、
つ
し
王
は
四
天
王
寺
の
石
の
鳥
居
に
す
が
り
つ
い
て
腰
が
立
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
寛
文
本
で
は
朱
雀
権
現

に
起
誓
を
か
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
腰
が
立
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
次
に
あ
げ
る
の
は
、
つ
し
王
が
清
水
観
音
の
夢
告
を
受
け
た
梅

津
の
院
に
見
出
さ
れ
、
養
子
に
選
ば
れ
る
場
面
で
あ
る
。

寛
文
本

ワ
キ

あ
ら
い
た
は
し
や
若
君
は
。

い
さ
せ
給
ひ
け
る
が
。
よ
』

コ
ト
ハ
は
や
三
日
と
申
に
は
、
な
□
□
□
□
□
う
し
へ
お
ま
い
り
あ
る
か
、
あ
ら
お
も
し
ろ
の
花
の
け
し
き
や
と
、
さ
し
き
□
□
□
□
□
、

御
力

お
と
を
り
あ
り
て
、
百
人
の
ち
こ
わ
か
し
ゆ
う
を
、
か
み
か
ら
し
も
へ
、
三
へ
ん
ま
で
□
ら
ん
つ
れ
共
、
や
う
し
に
な
る
べ
き
ち
こ
は

る
力

な
し
、
む
め
す
の
ゐ
ん
は
御
ら
ん
じ
て
、
は
□
か
の
し
も
に
お
は
し
ま
す
、
つ
し
わ
う
と
の
園
ひ
た
ひ
に
は
、
よ
れ
と
い
ふ
じ
か
三
□

れ
カ

リ
す
は
り
、
り
や
う
か
ん
に
、
人
み
か
二
た
ひ
御
さ
あ
る
を
、
た
し
か
に
御
ら
ん
し
て
、
そ
□
か
し
が
や
う
し
に
、
お
ち
や
に
き
う
じ

を
、
そ
れ
か
し
に
た
ま
わ
れ
と
の
御
ぢ
や
う
也
（
下
六
オ
）

た
魁
せ
給
ひ
け
る
。
（
下
ニ
ウ
）

よ
も
す
が
ら
ご
ん
げ
ん
に
。

ご
ん
げ
ん
だ
う
に
ま
し
ま
す
か
。
か
わ
ご
の
内
の
つ
か
れ
か
や
。
又
せ
い
も
ん
の
ば
ち
に
も
や
。
こ
し
が

ん
ほ
く
て
ん
わ
力

き
せ
い
を
か
け
さ
せ
給
へ
は
。
程
な
く
げ
ん
に
つ
□
せ
給
ふ
（
第
六
段
）
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草
子
本

こ
れ
も
、
与
七
郎
本
や
草
子
本
で
は
天
王
寺
と
い
う
場
で
起
こ
る
出
来
事
が
、
寛
文
本
で
は
別
の
場
、
こ
の
場
面
で
は
夢
告
を
受
け
た

清
水
寺
で
そ
の
ま
ま
起
こ
る
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。

（
４
）

つ
し
王
再
生
の
場
と
し
て
の
天
王
寺
、
及
び
石
の
鳥
居
の
重
要
性
は
既
に
多
く
の
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

説
経
の
浄
瑠
璃
化
と
い
う
流
れ
の
中
で
生
ま
れ
た
寛
文
本
は
、
「
再
生
の
場
Ⅱ
天
王
寺
」
を
語
ら
な
い
本
で
あ
っ
て
、
寛
永
期
の
「
さ
ん

せ
う
太
夫
」
の
姿
を
残
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
刊
行
さ
れ
た
時
期
は
寛
文
本
と
ご
く
近
い
と
考
え
ら
れ
る
も

の
の
、
草
子
本
の
方
が
よ
り
寛
永
期
の
与
七
郎
本
と
近
し
い
本
文
だ
と
言
え
る
の
だ
。

寛
文
本

む
め
づ
夢
さ
め
か
つ
は
と
を
き
。
あ
ら
有
が
た
の
次
第
と
て
。
左
の
か
う
し
を
み
給
へ
は
。
何
う
た
が
ひ
の
有
べ
き
ぞ
。
つ
し
わ
う
殿

の
お
は
し
ま
す
が
。
両
か
ん
に
人
見
四
た
い
立
給
ふ
を
御
ら
ん
し
。
む
め
づ
な
の
め
に
思
召
。
つ
し
わ
う
丸
を
と
も
な
ひ
。
や
か
た
に

下
か
う
と
聞
へ
け
る
。
（
第
六
段
）

は
や
三
日
と
申
に
は
。
大
ざ
か
天
わ
う
じ
へ
、
ま
い
り
給
ふ
。
あ
ら
お
も
し
ろ
の
は
な
の
け
し
き
や
と
。
ざ
し
き
に
な
を
ら
せ
給
ひ

て
。
百
人
の
ち
ご
た
ち
を
。
か
み
か
ら
し
も
へ
御
ら
ん
ず
れ
ど
も
。
む
め
づ
殿
の
や
う
し
に
な
る
べ
き
ち
ご
は
な
し
。
は
る
か
の
し
も

を
み
給
へ
ぱ
。
つ
し
わ
う
殿
は
、
ひ
た
い
に
は
。
よ
れ
と
い
ふ
じ
が
、
三
つ
す
は
り
。
り
や
う
が
ん
に
、
ひ
と
み
が
こ
た
い
、
御
ざ

あ
る
を
。
た
し
か
に
御
ら
ん
な
さ
れ
つ
、
・
そ
れ
が
し
が
や
う
し
に
は
。
は
る
か
の
し
も
に
、
お
は
し
ま
す
。
お
ち
や
の
き
う
じ
を
給

は
れ
や
。
（
下
三
ウ
、
四
オ
）
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草
子
本

Ｉ

ｉ

さ
て
も
な
ん
ぢ
ら
は
。
そ
れ
が
し
が
、
十
三
ぐ
は
ん
で
か
い
と
り
て
。
ま
だ
十
三
文
ほ
ど
も
つ
か
は
い
に
。
お
ち
ん
と
申
よ
な
。
（
中

ニ
オ
）

与
七
郎
本

ま
ず
、
一
つ
の
結
論
を
言
え
ば
、
草
子
本
は
与
七
郎
本
の
本
文
を
直
接
の
典
拠
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
最

（
５
）

も
大
き
な
根
拠
と
な
る
の
は
、
横
山
重
氏
が
既
に
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
さ
ん
せ
う
太
夫
が
つ
し
王
姉
弟
を
買
っ
た
時
の
買
値

ノ
く
、
○

以
上
の
よ
う
に
、
草
子
本
の
本
文
は
他
の
諸
本
と
比
べ
て
与
七
郎
本
と
近
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
与
七
郎
本
本
文
と

草
子
本
本
文
と
の
間
に
は
異
同
も
多
い
。
以
降
は
両
本
の
間
に
い
か
な
る
異
同
が
あ
り
、
そ
れ
が
何
に
起
因
す
る
の
か
を
考
察
し
て
ゆ

に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。

な
ぜ
こ
の
箇
所
が
草
子
本
の
典
拠
す
る
本
が
与
七
郎
本
で
な
い
と
言
え
る
根
拠
と
な
り
得
る
の
か
は
、
そ
の
他
の
異
同
に
つ
い
て
述
べ

‐

‐

さ
て
も
な
ん
ち
ら
は
、
十
七
く
わ
ん
で
か
い
と
っ
て
、
ま
た
十
七
文
ほ
と
も
つ
か
わ
ぬ
に
、
お
て
う
と
申
よ
な
（
中
三
オ
）

第
三
節
草
子
本
と
与
七
郎
本
本
文
の
異
同
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与
七
郎
本

草
子
本

与
七
郎
本

草
子
本

た
後
、
論
証
し
て
い
く
。

草
子
本

与
七
郎
本

与
七
郎
本
に
見
ら
れ
る
「
を
ち
さ
い
」
、
「
ま
い
ら
ひ
」
な
ど
と
い
っ
た
、
「
～
さ
い
」
、
「
～
い
」
型
の
命
令
表
現
や
、
「
お
も
ち
あ
る
」
、

「
お
ま
い
り
あ
る
」
な
ど
「
お
～
あ
る
」
型
の
敬
語
表
現
は
、
初
期
説
経
の
特
徴
的
語
り
口
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
万
治
年
間
以
降

の
正
本
で
は
用
例
が
激
減
し
て
い
く
。
そ
の
原
因
は
、
そ
れ
ら
の
表
現
が
中
央
語
と
し
て
衰
退
し
た
こ
と
と
、
説
経
の
浄
瑠
璃
化
に
あ
る

（
６
）

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
与
七
郎
本
で
は
十
一
例
見
ら
れ
た
「
～
さ
い
」
、
「
～
い
」
型
の
命
令
表
現
が
草
子
本
で
は
一
例
も
見
ら
れ
な
く
な

り
、
百
例
以
上
見
ら
れ
た
「
お
～
あ
る
」
型
敬
語
表
現
も
僅
か
な
例
外
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
が
「
～
給
う
」
な
ど
と
い
っ
た
一
般
的
な
表

両
本
間
に
お
い
て
顕
著
な
異
同
の
一
つ
は
、
与
七
郎
本
に
多
く
見
ら
れ
る
説
経
特
有
の
言
い
回
し
が
草
子
本
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な

い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
命
令
表
現
と
敬
語
表
現
だ
。

ｌ

山
か
ら
す
ぐ
に
を
ち
さ
い
よ
、

山
か
ら
す
ぐ
に
、
お
ち
給
へ
。

き
や
う
だ
い
つ
れ
た
ち
て
、
大
夫
殿
に
お
ま
い
り
あ
る
（
中
ニ
ウ
）

き
や
う
だ
い
、
つ
れ
だ
ち
て
。
た
ゆ
ふ
殿
に
ま
い
ら
る
樋
（
中
ニ
オ
）

け
い
づ
の
ま
き
物
を
お
も
ち
あ
れ
ば
（
中
ニ
ウ
）

け
い
づ
の
ま
き
物
を
も
ち
給
へ
ば
（
中
一
ウ
）

お
ち
て
よ
に
で
鶴
め
て
た
く
は
、
あ
ね
が
む
か
い
に
ま
い
ら
ひ
よ
（
中
一
ウ
）

お
ち
て
世
に
出
て
め
で
た
く
は
。
あ
れ
を
む
か
ひ
に
、
き
た
る
べ
し
（
中
一
ウ
）
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金
焼
地
蔵
の
本
地
を
語
る
一
連
の
本
文
が
与
七
郎
本
と
明
暦
本
で
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
与
七
郎
本
に
も
つ
し
王
姉

弟
の
父
で
あ
る
岩
城
判
官
正
氏
こ
そ
が
金
焼
地
蔵
の
本
地
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
暦
本
の
末
尾
部
（
与
七

郎
本
末
尾
部
は
欠
丁
）
で
の
正
氏
に
つ
い
て
の
言
及
は
、
「
日
向
を
隠
居
所
と
し
た
」
と
い
う
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
冒
頭
部
と
の

不
一
致
が
生
じ
て
い
る
。
一
方
の
草
子
本
で
は
、
金
焼
地
蔵
の
本
地
は
正
氏
の
守
り
本
尊
の
地
蔵
像
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
地
蔵
像

草
子
本
そ
も
／
、
た
ん
ご
の
国
。
か
な
や
き
ぢ
ざ
う
の
御
本
ぢ
を
く
は
し
く
た
づ
ね
奉
る
に
、
国
を
申
せ
ば
む
つ
の
く
に
。
ひ
の
も
と

明
暦
本
た
国
い
ま
か
た
り
申
御
物
か
た
り
、
国
を
申
さ
は
、
た
ん
こ
の
国
、
か
な
や
き
ぢ
ざ
う
の
御
本
ぢ
を
、
あ
ら
／
Ｉ
と
と
き
た
て

ひ
ろ
め
申
に
、
こ
れ
も
一
た
ひ
は
入
げ
ん
に
て
お
は
し
ま
す
、
入
げ
ん
に
て
の
御
ほ
ん
ぢ
を
た
つ
ね
申
に
、
国
を
申
さ
は
、
あ

次
に
指
摘
す
る
両
本
間
の
異
同
は
、
物
語
の
冒
頭
部
で
あ
る
。
与
七
郎
本
は
上
巻
冒
頭
部
が
欠
け
て
い
る
が
、
柳
亭
種
彦
の
「
用
捨

箱
」
に
初
丁
表
の
模
刻
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
明
暦
本
冒
頭
部
と
完
全
に
一
致
す
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
明
暦
本
と

草
子
本
の
本
文
を
比
較
す
る
。
な
お
、
明
暦
本
の
太
字
で
示
し
た
箇
所
が
『
用
捨
箱
」
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
与
七
郎
本
の
本
文
で
あ

ヲ
（
勺
０

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

現
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
語
り
の
反
映
を
標
檮
し
な
い
草
子
本
に
お
い
て
は
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
別
の
事
情
も
考
え
る

う
し
う
、
ひ
の
も
と
の
し
や
う
ぐ
ん
、
い
わ
き
の
は
ん
ぐ
わ
ん
、
ま
さ
う
ぢ
殿
に
て
、
し
よ
じ
の
あ
は
れ
を
と
蔑
め
た
り
（
上

の
し
や
う
ぐ
ん
い
は
き
の
は
ん
ぐ
は
ん
ま
さ
う
ぢ
殿
の
。
ま
ぼ
り
本
ぞ
ん
と
聞
え
け
る
。
（
上
一
オ
）

一

ウ
…
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草
子
本

与
七
郎
本

た
ん
こ
の
国
を
た
ち
出
て
、
い
ば
ら
農

■
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
０

■
１
日
■
日
日
０
１
日
日
日
■
日
日

ｆ

か
や
、
く
ち
こ
ぼ
り
に
も
き
こ
へ
た
る
、

Ｉ
は
草
子
本
末
尾
部
で
、
安
寿
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
建
立
さ
れ
た
御
堂
に
安
置
さ
れ
、
「
金
焼
地
蔵
」
と
し
て
人
々
に
崇
め
ら
れ
た
と
あ

る
の
で
、
冒
頭
部
と
の
間
に
矛
盾
は
な
い
。
し
か
し
、
「
本
地
」
と
は
本
来
、
仏
が
仏
と
な
る
前
の
人
間
と
し
て
の
姿
を
指
す
語
で
あ
り
、

草
子
本
の
こ
の
構
造
は
本
地
物
と
し
て
特
殊
だ
と
言
え
る
。

次
に
、
両
本
の
道
行
文
の
異
同
に
つ
い
て
述
べ
る
。
ざ
ん
せ
う
太
夫
の
も
と
か
ら
逃
げ
出
し
、
国
分
寺
の
聖
に
匿
わ
れ
た
つ
し
王
が
、

人
目
を
忍
ぶ
た
め
に
聖
の
背
負
う
皮
籠
に
入
っ
て
、
丹
後
の
国
分
寺
か
ら
京
の
朱
雀
権
現
堂
ま
で
至
る
と
い
う
の
が
両
本
に
共
通
す
る
道

行
の
展
開
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
道
行
文
を
全
文
掲
げ
る
。
太
字
で
示
し
た
の
は
地
名
で
あ
る
。

ｌ

■

て
、
か
つ
ら
の
川
を
う
ち
わ
た
り
、
せ
ん
．

の
に
し
に
き
こ
へ
た
る
、
に
し
の
七
で
う
、

こ
く
ぶ
ん
し
を
立
出
て
。
八
こ
ゑ
の
と
り
の
こ
ゑ
Ｉ
、
に
。
か
げ
も
か
す
め
る
あ
り
明
の
。
月
の
ゆ
く
ゑ
を
、
な
が
む
れ
ば
、
か
、
れ

る
雲
を
ふ
き
は
ら
ふ
。
か
ぜ
も
わ
た
り
の
、
さ
と
を
す
ぎ
。
た
ん
ご
、
た
ん
ば
の
ざ
か
い
な
る
。
お
に
が
じ
や
う
と
、
き
く
か
ら
に
。

も
の
お
そ
ろ
し
く
、
す
さ
ま
じ
ゃ
。
み
ち
の
わ
か
草
、
わ
け
ゆ
け
ば
。
を
き
あ
ま
り
た
る
。
し
ら
つ
ゆ
は
。
か
け
し
こ
ろ
も
の
玉
か

と
よ
・
山
な
か
三
里
を
す
ぎ
ゆ
け
ば
。
こ
ぞ
の
の
こ
り
の
、
し
ろ
た
へ
は
。
は
つ
ざ
く
ら
か
と
、
み
れ
の
ゆ
き
。
せ
お
ふ
も
お
も
き
、

つ
守
ら
お
り
の
。
道
ゆ
く
人
の
お
と
づ
れ
も
。
た
え
て
ほ
ど
ふ
る
は
る
の
雨
。
こ
ろ
も
の
そ
て
や
ぬ
ら
す
ら
ん
。
さ
と
と
を
げ
な
る
か

い
ば
ら
・
ほ
う
み
は
こ
れ
と
か
や
、
か
ま
だ
に
・
み
ぢ
り
を
う
ち
す
き
て
、

こ
へ
た
る
、
花
に
う
き
蘭
か
め
山
や
、
と
し
は
よ
ら
ぬ
と
お
も
ひ
の
山
、
〃

せ
ん
し
や
う
し
、

し
ゆ
し
や
か
．
ご
ん
げ
た
う
に
も
お
つ
き

八
ち
や
う
な
わ
て
を
う
ち
す
ぎ
て
、あ

る
（
下
三
ウ
）

お
い
そ
き
あ
れ
は
ほ
と
は
な
し

く
づ
か
け
た
う
げ
を
う
ち
す
き ‐Ｉ

く
な
い
・
く
わ
た
は
こ
れ
と

、
み
や
こ
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与
七
郎
本
の
道
行
は
、
短
い
訶
章
な
が
ら
、
次
々
と
地
名
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
二
重
傍
線
部
に
示
し
た
如
く
「
こ
れ
と
か
や
」
「
う

ち
す
ぎ
て
（
う
ち
わ
た
り
）
」
と
い
っ
た
語
句
が
頻
出
し
て
い
る
。
寛
永
期
の
説
経
正
本
の
道
行
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
次
々
と
地
名

（
７
）

が
配
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
角
田
一
郎
氏
は
、
「
寛
永
期
の
浄
瑠
璃
道
行
一
般
と
基
本
形
式
を
同
じ
く
し
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
特
定
の
語
句
の
頻
出
に
つ
い
て
は
、
同
時
期
の
古
浄
瑠
璃
の
道
行
と
同
日
に
論
じ
得
な
い
説
経
の
道
行
の
特
性
で

あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
次
に
あ
げ
る
の
は
、
慶
安
元
年
刊
の
『
せ
う
き
や
う
し
ん
と
く
丸
』
の
第
一
道
行
・
第
七
道
行
で
あ
る
。

ね
の
こ
ゑ
。
か
す
か
に
、
お
と
す
る
も
の
と
て
は
。
み
れ
に
さ
は
た
る
、
さ
る
の
こ
ゑ
。
せ
う
か
、
ぼ
く
て
き
、
か
ん
こ
烏
。
み
た
に

の
水
の
、
お
と
な
ら
で
は
。
み
園
に
さ
え
ぎ
る
、
も
の
も
な
し
。
な
を
ゆ
く
さ
き
の
み
ち
す
ぢ
を
。
み
を
が
た
う
げ
に
せ
き
す
は
る
。

せ
き
も
り
は
、
こ
れ
を
み
て
。
ひ
じ
り
の
せ
な
か
に
、
お
ひ
た
る
は
。
何
ぞ
と
こ
そ
は
、
と
が
め
け
れ
。
ひ
じ
り
少
も
さ
は
か
ず
し
。

さ
ん
候
こ
れ
は
。
た
ん
ご
の
国
、
こ
く
ぶ
ん
じ
の
ほ
ん
ぞ
ん
。
あ
ま
り
に
ふ
る
ひ
給
ふ
ゆ
へ
。
み
や
こ
へ
さ
い
し
き
に
の
ぼ
る
也
・
さ

’

て
は
く
る
し
か
ら
ず
と
て
。
せ
き
の
と
あ
け
て
ぞ
と
を
し
け
る
。
せ
き
し
よ
の
ま
へ
を
、
う
ち
す
き
て
。
の
山
お
ろ
し
の
、
ふ
く
お
と

も
。
た
か
ぞ
と
は
を
、
訓
月
劉
渕
珊
瑚
。
こ
ろ
も
の
そ
で
は
、
あ
め
つ
ゆ
に
。
く
ち
こ
ほ
り
に
も
入
ぬ
れ
ば
。
さ
え
か
へ
り
た
る
、
く
も

ま
よ
り
。
ふ
ら
す
あ
ら
れ
の
た
ま
さ
か
に
。
あ
へ
る
う
き
木
の
か
め
山
や
。
わ
れ
は
か
は
ご
を
お
ひ
の
さ
か
・
く
つ
か
け
た
う
げ
を
、

う
ち
す
ぎ
て
。
か
げ
も
お
ぼ
ろ
に
う
つ
る
な
る
。
月
の
か
つ
ら
の
川
せ
ぶ
ね
。
こ
ぎ
ゆ
く
あ
と
の
し
ら
な
み
は
。
花
か
と
み
え
て
お
も

し
る
や
。
い
そ
ぐ
こ
蔑
ろ
の
ほ
ど
も
な
く
。
せ
ん
じ
や
う
じ
、
八
で
う
な
は
て
を
、
ゆ
き
す
ぎ
て
。
み
や
こ
の
に
し
に
き
こ
え
た
る
。

七
で
う
、
し
ゆ
し
や
か
．
ご
ん
げ
ん
だ
う
に
、
つ
き
た
ま
ふ
（
中
十
五
オ
十
六
オ
ウ
）
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地
名
の
配
さ
れ
方
、
特
定
語
句
の
頻
度
、
い
ず
れ
も
与
七
郎
本
と
共
通
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
特
性
を
も
つ
も
の
が
典
型
的
寛
永
期
説

経
の
道
行
の
姿
で
あ
る
と
確
認
で
き
る
。

そ
れ
に
対
し
草
子
本
の
道
行
は
、
与
七
郎
本
と
比
べ
て
三
倍
以
上
の
分
量
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
あ
げ
ら
れ
る
地
名
の
数
は
、
与
七
郎

本
の
十
八
ヶ
所
に
対
し
、
草
子
本
で
は
十
六
ヶ
所
と
、
二
ヶ
所
少
な
い
。
前
半
部
で
あ
げ
ら
れ
る
地
名
が
与
七
郎
本
と
異
な
り
、
「
お
に

が
じ
や
う
」
「
み
を
が
た
う
げ
」
と
な
っ
て
い
る
。
「
お
に
が
じ
や
う
」
を
過
ぎ
た
あ
た
り
か
ら
は
、
地
名
を
列
挙
す
る
代
わ
り
に
、
「
み

ち
の
わ
か
草
、
わ
け
ゆ
け
ば
。
を
き
あ
ま
り
た
る
。
し
ら
つ
ゆ
は
。
か
け
し
こ
ろ
も
の
玉
か
と
よ
」
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
に
、
掛
詞
や
縁

語
な
ど
を
用
い
た
七
五
調
で
旅
の
わ
び
し
さ
を
演
出
し
て
い
る
。
「
か
す
か
に
、
お
と
す
る
も
の
と
て
は
」
以
降
は
、
物
尽
く
し
の
趣
向

も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
「
み
を
が
た
う
げ
」
で
は
、
関
守
と
の
や
り
取
り
が
散
文
調
で
描
か
れ
た
後
、
再
び
地
名
尽
し
の
文
体
と
な

「
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
』
下
巻

薯
つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
』
上
巻

て|｜
、

と
お
ら
せ
た
ま
ふ
は

け
ん
ふ
し
お
か
み
、

お
と
お
り
あ
る
は

か
す
あ
く
た
川
、

か
ら
寺
、
せ
き
Ⅱ

つ
に
お
つ
き
有

や
わ
た
の
山
は
こ
れ
と
か
や
、
よ
ど
の
こ
は
し
お
、
た
ど
る
も
ど
ろ
と
ふ

せ
き
と
の
い
ん
お
ふ
し
お
か
み
、
と
は
に
こ
ひ
つ
か
・
あ
き
の
山
、

さ
き
お
い
つ
く
と
お
と
い
有
、
ま
た
夜
は
ふ
か
き
た
か
月
や
、

と
こ
ノ
ｉ
、
‐
ぞ
、

と
こ
ノ
ー
、
１
ぞ
、

お
い
そ
き
あ

う
へ
つ
け
な
わ
て
は
や
す
き
て
、

な
か
ら
の
は
し
お
う
ち
わ
た
り
、
さ
き
お
い
つ
く
と
お
と
い
有
、

は
ほ
ど
も
な
く
、

ひ
か
し
山
清
水
ぢ
に
お
つ
き
有

さ
く
ら
こ
う
り
は
。
刎
欄
引
洲
勺
、

お
い
そ
き
あ
れ
ば
ほ
と
も
な
く

み
わ
た
り
、

す

お
い
つ
く
と
お
と
い
有
、

ふ
し
み
の
さ
と
は
ｄ
利
明
判
加
や
、
三
十
三

大
由
の
し
ゆ
く
、

ほ
ら
が
た
う
け
お
は
や
す
き

し
ゆ
く
、
ち
り
か
き
な

、
す
へ
は
山
さ
き
・
た

、
ひ
か
し
山
・
き
よ
み
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角
田
氏
は
同
論
文
に
お
い
て
、
後
期
の
古
浄
瑠
璃
、
明
暦
・
万
治
・
寛
文
期
の
道
行
の
特
色
を
二
点
挙
げ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
正
格

文
体
と
準
格
文
体
を
組
み
合
わ
せ
る
文
体
構
成
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
歌
謡
の
導
入
で
あ
る
。
前
者
の
一
例
と
し
て
、
寛
文
十
二
年
刊
の
古

浄
瑠
璃
「
小
倉
百
人
一
首
』
の
道
行
を
あ
げ
る
。

体
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
カー
○

り
、
旅
の
終
着
地
「
七
で
う
、
し
ゆ
し
や
か
．
ご
ん
げ
ん
だ
う
」
に
着
い
て
結
ば
れ
る
。

（
８
）

ま
た
、
角
田
氏
は
道
行
文
の
文
体
の
分
類
を
試
み
た
り
旅
路
の
地
名
尽
く
し
を
入
れ
て
進
行
と
旅
情
を
表
現
す
る
「
正
格
道
行
文
体
」
、

地
名
尽
く
し
を
入
れ
な
い
が
正
格
道
行
文
体
に
準
ず
る
文
趣
の
あ
る
七
五
調
の
美
文
体
「
準
格
道
行
文
体
」
、
叙
景
の
漢
詩
調
の
美
文
体

「
類
格
道
行
文
体
」
、
叙
景
の
物
尽
く
し
の
七
五
調
の
美
文
体
「
擬
格
道
行
文
体
」
、
そ
れ
ら
以
外
の
文
体
「
非
道
行
文
体
」
の
五
種
で
あ

る
。
こ
の
分
類
に
当
て
は
め
る
と
、
草
子
本
の
道
行
は
「
こ
く
ぶ
ん
し
を
立
出
て
～
も
の
お
そ
ろ
し
く
、
す
さ
ま
じ
や
」
が
正
格
道
行
文

体
、
「
み
ち
の
わ
か
草
、
わ
け
ゆ
け
ば
～
さ
と
と
を
げ
な
る
か
ね
の
こ
ゑ
」
が
準
格
道
行
文
体
、
「
か
す
か
に
、
お
と
す
る
も
の
と
て
は
～

み
、
に
さ
え
ぎ
る
、
も
の
も
な
し
」
が
擬
格
道
行
文
体
、
「
な
を
ゆ
く
さ
き
の
み
ち
す
ぢ
を
。
み
を
が
た
う
げ
に
せ
き
す
は
る
」
が
正
格

道
行
文
体
、
「
せ
き
も
り
は
、
こ
れ
を
み
て
～
せ
き
の
と
あ
け
て
ぞ
と
を
し
け
る
」
が
非
道
行
文
体
、
そ
れ
以
降
が
み
た
ぴ
正
格
道
行
文

「
小
倉
百
人
一
首
』
第
二
段

か
く
と
は
し
ら
て
定
家
は
、
お
く
ら
山
を
、
し
の
び
い
て
、

山
々
、
又
こ
と
か
た
に
道
も
か
な
、
千
代
の
ふ
る
道
つ
ゆ
ふ
か
く
、
あ
ら
し
の
山
、
松
の
を
、
お
く
ら
の
さ
と
の
夕
く
ふ
り
、

こ
よ
ひ
あ
ふ
せ
の
な
み
ま
く
ら
、
よ
る
へ
も
い
さ
や
、
し
ら
く
も
の
、
山

〆
Ｍ
ｖ
１
‐
「
タ
周
‐
‐
ノ
ハ
ヨ
伽
凹
唖

、
し
の
ふ

、
あ
た
こ
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こ
こ
ま
で
草
子
本
と
与
七
郎
本
の
本
文
の
異
同
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
を
ど
う
捉
え
、
両
本
の
関
係
を
ど
う
考
え
る
べ
き

か
。
そ
れ
を
考
察
す
る
た
め
に
、
草
子
本
が
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
た
の
か
、
推
論
を
進
め
て
い
く
。

浜
田
啓
介
氏
は
「
草
子
屋
仮
説
」
弓
近
世
小
説
・
営
為
と
様
式
に
関
す
る
私
見
』
、
一
九
九
三
年
）
に
お
い
て
、
近
世
前
期
の
草
子
屋

に
既
成
の
絵
草
子
の
集
積
と
と
も
に
草
子
作
り
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
仮
名
草
子
『
恨
の
介
』
の
作
者
と
し
て
そ

の
版
元
た
る
草
子
屋
自
身
を
想
定
し
た
。
一
方
、
秋
本
鈴
史
氏
は
浜
田
氏
の
論
を
踏
ま
え
、
寛
永
期
の
浄
瑠
璃
本
も
ま
た
、
絵
本
や
写
本

（
９
）

類
の
集
積
す
る
場
で
生
み
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
浜
田
氏
は
、
万
治
か
ら
寛
文
初
期
に
か
け
て
の
時
期
に
、
害

騨
が
謡
曲
を
読
み
物
化
し
て
刊
行
す
る
行
為
に
注
目
し
、
諸
作
品
の
な
か
に
複
数
の
謡
曲
を
取
り
合
わ
せ
て
増
量
し
、
一
つ
の
作
品
に
仕

こ
の
道
行
文
に
お
い
て
は
、

『
小
倉
百
人
一
首
』
よ
り
も
い

う
基
本
構
成
は
変
わ
ら
な
い
。

る
○

草
子
本
の
道
行
は
寛
永
期
説
経
道
行
と
は
か
け
離
れ
て
お
り
、
寛
文
期
の
古
浄
瑠
璃
道
行
と
似
通
っ
た
特
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ

お
ろ
し
に
、
ふ
き
み
た
れ
、
月
さ
へ
う
つ
る
、
か
つ
ら
川
、
は
れ
て
も
雨
か
、
か
さ
に
木
の
は
か
は
ら
／
、
ノ
ー
、
ほ
ろ
／
～
と
、
き

ぬ
か
さ
山
も
、
程
ち
か
く
、
し
の
ひ
き
た
の
輿
千
本
ま
つ
、
ま
つ
や
お
そ
し
と
、
た
と
Ｉ
、
と
、
う
ほ
う
た
う
に
そ
付
給
ふ

寵
て
は
、
二
重
傍
線
部
が
準
格
道
行
文
体
、
そ
れ
以
外
の
部
分
が
正
格
道
行
文
体
と
い
え
よ
う
。
草
子
本
の
道
行
は

よ
り
も
い
く
ら
か
複
雑
な
構
成
を
取
っ
て
は
い
る
が
、
正
格
文
体
と
正
格
文
体
の
間
に
他
の
文
体
を
挟
み
込
む
と
い

三
、
「
草
子
化
」
と
い
う
方
法
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（
叩
）

立
て
て
い
る
も
の
の
あ
る
こ
と
、
独
自
に
虚
構
を
造
り
、
近
世
的
趣
向
を
加
え
て
い
る
も
の
の
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
同

時
に
、
そ
れ
が
刊
行
害
林
の
営
業
の
た
め
の
所
産
で
あ
る
も
の
と
し
た
。

こ
の
よ
う
な
当
時
の
出
版
界
の
状
況
を
勘
案
す
る
と
、
草
子
本
の
作
ら
れ
た
状
況
も
い
く
ら
か
見
え
て
く
る
。
正
本
で
な
い
草
子
本
を

作
る
場
に
誰
か
し
ら
説
経
の
太
夫
が
関
わ
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
当
然
そ
の
本
文
は
、
太
夫
の
語
り
を
聞
い
て

で
は
な
く
、
先
行
の
正
本
を
読
み
な
が
ら
作
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
鶴
屋
喜
右
衛
門
は
古
浄
瑠
璃
・
説
経
正
本
出
版
の

老
舗
で
あ
り
、
当
然
先
行
の
説
経
正
本
の
集
積
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
鶴
屋
喜
右
衛
門
に
と
っ
て
、
元
々
謡
曲
な
ど
に
比
べ
て
長
編

で
、
複
数
の
作
品
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
増
量
せ
ず
と
も
三
冊
仕
立
て
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
説
経
正
本
を
草
子
に
仕
立
て
直
す
こ
と
は
、

そ
れ
ほ
ど
難
し
い
作
業
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
説
経
や
古
浄
瑠
璃
の
作
品
は
先
行
正
本
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
だ

け
で
も
三
巻
三
冊
の
草
子
を
成
り
立
た
せ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
草
子
本
は
鶴
屋
喜
右
衛
門
の
も
と
で
、
先
行
正
本
に
大
部
分
依

拠
し
な
が
ら
草
子
化
さ
れ
た
本
文
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

鶴
屋
喜
右
衛
門
に
よ
る
草
子
化
と
い
う
作
業
を
前
提
と
す
る
と
、
草
子
本
が
寛
永
期
の
面
影
を
残
し
な
が
ら
も
、
与
七
郎
本
と
の
間
に

様
々
な
異
同
を
持
っ
て
い
た
理
由
の
説
明
も
可
能
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
命
令
表
現
や
敬
語
表
現
に
つ
い
て
い
え
ば
、
太
夫
の
語
り
を
再

現
す
る
必
要
の
な
い
草
子
本
に
お
い
て
、
説
経
特
有
の
表
現
を
排
し
、
平
易
な
語
彙
に
改
め
る
の
は
ご
く
自
然
な
処
理
と
い
え
る
。
一

方
、
草
子
本
の
元
に
な
っ
た
の
が
万
治
・
寛
文
期
以
降
の
正
本
で
、
そ
の
本
が
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
な
太
夫
の
語
り
の
変
化
に
応
じ
て
そ

れ
ら
の
表
現
を
改
め
、
そ
れ
を
草
子
本
が
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
の
だ
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
場
合
、

草
子
本
が
そ
の
他
の
部
分
で
与
七
郎
本
に
近
い
本
文
を
持
っ
て
い
る
こ
と
の
説
明
が
で
き
な
い
。
説
経
正
本
の
本
文
の
変
化
は
、
語
彙
の

変
化
や
構
成
の
変
化
、
本
地
物
な
ど
の
形
式
の
変
化
が
ほ
ぼ
同
時
に
発
生
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
寛
文
本
に
お
い
て
は
、
前

述
し
た
よ
う
に
段
構
成
や
後
半
の
物
語
展
開
が
変
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
冒
頭
部
で
は
本
地
物
の
形
式
そ
の
も
の
が
失
わ
れ
、
説
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経
特
有
の
表
現
も
激
減
し
て
い
る
の
だ
。
従
っ
て
、
草
子
本
の
語
彙
の
変
化
は
、
正
本
の
そ
れ
と
は
別
の
事
情
、
す
な
わ
ち
草
子
化
に
よ

る
も
の
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

道
行
に
関
し
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
こ
れ
も
先
行
す
る
正
本
の
太
夫
に
よ
っ
て
寛
永
期
の
説
経
道
行
の
特
色
を
排
し
た
道
行
が
語

ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
草
子
本
に
お
い
て
草
子
屋
が
独
自
の
道
行
を
創
作
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
草
子
化
」
と
い
う
作
業
に
よ
っ
て
両
本
間
の
い
く
つ
か
の
異
同
は
説
明
が
可
能
で
あ
る
た
め
、
草
子
本
は
与
七
郎
本

を
直
接
の
典
拠
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
否
定
す
る
論
拠
と
な
る
の
が
先
に
あ
げ
た
姉
弟
の
買
値
に
つ
い

て
の
記
述
で
あ
る
。
こ
の
異
同
は
草
子
化
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
草
子
本
『
さ
ん
せ
う
太
夫
物
語
』
に
お
け
る
草
子
化
と

は
、
筋
立
て
に
お
い
て
は
先
行
本
文
に
忠
実
で
あ
り
な
が
ら
、
実
際
の
説
経
の
語
り
口
は
排
除
し
、
平
易
で
当
世
風
な
本
文
を
作
る
作
業

で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
主
人
公
の
買
値
を
安
く
記
述
す
る
こ
と
に
そ
う
言
っ
た
必
然
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
与
七

郎
本
を
見
て
読
み
間
違
え
た
と
い
う
こ
と
も
、
「
七
」
と
「
三
」
の
間
で
は
起
こ
り
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
箇
所

に
つ
い
て
は
草
子
本
に
先
行
す
る
与
七
郎
本
以
外
の
正
本
の
本
文
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
既
に
横
山
重

氏
は
こ
の
点
を
根
拠
と
し
て
、
草
子
本
は
与
七
郎
本
と
極
め
て
近
い
本
文
を
持
つ
別
の
正
本
に
拠
っ
て
い
る
と
し
た
が
、
そ
の
説
は
草
子

化
と
い
う
作
業
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
補
強
で
き
る
の
だ
。

た
だ
し
、
草
子
化
の
作
業
を
想
定
し
て
も
な
お
、
物
語
冒
頭
の
本
地
語
り
の
異
同
を
ど
う
扱
う
べ
き
か
は
微
妙
な
問
題
で
あ
る
。
草
子

本
の
本
文
を
草
子
化
の
結
果
と
見
る
な
ら
ば
、
草
子
屋
が
先
行
正
本
の
矛
盾
点
を
自
ら
の
理
解
に
収
ま
る
か
た
ち
に
作
り
替
え
た
の
だ
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
で
、
先
行
正
本
の
時
点
で
す
で
に
膚
の
守
り
の
地
蔵
像
を
金
焼
地
蔵
の
本
地
と
語
る
本
文
が
存
在
し
て
い

た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
他
の
要
素
と
異
な
り
、
初
期
説
経
正
本
間
に
お
い
て
、
本
地
物
の
構
造
は
し
ば
し
ば
異
同
が

起
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
五
説
経
の
一
つ
「
お
ぐ
り
判
官
」
で
は
ご
く
初
期
の
諸
本
間
で
本
地
語
り
の
構
造
の
違
い
が
見
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奈
良
絵
本
『
お
く
り
』
（
江
戸
時
代
初
期
写
）

御
物
絵
巻
本
『
を
く
り
』
（
寛
永
頃
写
）

御
物
絵
巻
本
『
を
く
り
』
と
奈
良
絵
本
「
お
く
り
』
は
、
い
ず
れ
も
正
本
で
は
な
い
も
の
の
、
説
経
特
有
の
語
り
口
を
よ
く
残
し
た
本

（
Ⅱ
）

で
あ
り
、
本
地
證
の
構
造
に
関
わ
る
部
分
に
つ
い
て
も
実
際
の
語
り
の
反
映
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
徳
田
和
夫
氏
は
、
こ
の
二
種
に

（
⑫
）

七
太
夫
豊
孝
正
本
『
を
く
り
の
判
官
』
を
加
え
た
三
種
の
諸
本
間
で
の
本
地
謹
の
流
動
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

ら
れ
る
。

こ
の
三
種
の
本
地
の
差
異
は
、
「
聴
く
人
の
興
味
に
適
応
」
し
た
結
果
か
ら
ば
か
り
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
説
経
説
き
の
意
識
的
な
語

り
の
技
術
か
ら
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
即
ち
、
語
る
際
の
時
空
間
の
状
況
と
関
係
し
、
社
寺
の
場
所
や
縁
日
等
で
、
説
経
説
き
が
巧

み
に
少
し
ず
つ
改
編
し
、
聴
聞
の
人
々
に
一
層
の
現
実
感
を
持
た
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
中
略
）
一
体
に
、
語
り
の
技
術
に
秀

い
で
、
物
語
の
具
体
性
を
強
調
し
て
聴
聞
の
人
々
を
感
動
せ
し
め
、
身
入
り
の
大
な
る
こ
と
を
切
に
欲
し
た
説
経
説
き
に
と
っ
て
は
、

を
く
り
殿
を
、
あ
い
せ
ん
み
や
う
わ
う
と
お
い
は
ひ
あ
る
、
て
る
て
の
ひ
め
を
は
、
む
す
ひ
の
か
み
と
お
い
は
ひ
あ
っ
て
、
み
や
こ
の

き
た
の
に
み
た
う
を
た
て
給
ふ
て
、

お
く
り
の
と
の
を
は
、
み
の
秘
く
に
、
あ
ん
は
ち
の
こ
ほ
り
、
す
の
ま
た
、
た
る
ひ
お
な
こ
と
の
、
し
ん
た
い
は
、
し
や
う
は
ち
ま

ん
、
あ
ら
人
か
み
と
お
い
わ
ひ
あ
る
、
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本
章
で
は
草
子
本
の
挿
絵
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

第
一
に
指
摘
し
て
お
く
こ
と
は
、
草
子
本
の
挿
絵
と
与
七
郎
本
の
挿
絵
と
の
間
に
直
接
的
関
連
は
見
出
せ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

挿
絵
の
題
材
と
な
る
場
面
は
い
く
ら
か
一
致
す
る
が
、
構
図
も
画
風
も
明
ら
か
に
異
な
る
（
図
ｌ
ａ
ｂ
）
。

第
二
に
、
草
子
本
の
挿
絵
は
、
本
文
の
典
拠
と
し
た
正
本
に
拠
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
本
文
と
挿
絵
と
の

要
す
る
に
、
説
経
説
き
が
語
る
場
に
合
わ
せ
て
本
地
を
語
る
部
分
を
自
在
に
変
え
て
い
た
の
が
、
諸
本
の
本
文
に
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ

て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
草
子
本
と
与
七
郎
本
の
本
地
構
造
の
違
い
は
、
こ
の
徳
田
説
に
当
て
は
ま
る
ケ
ー
ス
で
は
な
い
も
の
の
、
い

ず
れ
に
せ
よ
語
り
の
場
に
お
い
て
そ
れ
は
流
動
性
を
持
つ
要
素
だ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
地
構
造
の
違
い
を
草
子
化
の

み
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
に
は
困
難
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

以
上
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
草
子
本
の
本
文
は
寛
永
期
の
正
本
を
草
子
化
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
正
本
の
本
文
と
極
め
て
近

い
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
説
経
の
語
り
の
特
色
が
排
除
さ
れ
た
独
自
の
性
格
も
有
し
て
い
た
。
従
っ
て
草
子
本
は
、
与
七
郎
本
の
欠
丁

部
な
ど
、
寛
永
期
に
語
ら
れ
た
「
さ
ん
せ
う
太
夫
」
の
内
容
を
知
る
上
で
有
効
な
本
で
は
あ
る
が
、
そ
の
際
、
草
子
化
が
施
さ
れ
た
部
分

を
よ
く
見
分
け
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。

北
野
の
杜
に
あ
っ
て
、
他
の
寺
社
に
関
わ
る
由
来
縁
起
證
を
語
り
、
北
野
参
詣
の
人
々
の
気
を
そ
ら
す
必
要
な
ど
毛
頭
も
な
か
っ
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

四
、
草
子
本
の
挿
絵
と
万
治
寛
文
本
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蓮f簿

き
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

て
い
ブ
ｏ
Ｌ
」
い
』
つ
こ
し
」
で
子
の
う
。
。

一一吟

す
な
わ
ち

間
に
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
箇
所
が
二
箇
所
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

》
稚
口

》

鋤
銅
恥
盤
時
子
本
の
本
文
で
そ
れ
は
「
十
三
貫
」
さ
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
現
存
諸

一
恥
州
諦
堤
》
媚
桐
智
涯
斗
争
舛
却
》
》
邦
圭
掛
悟
叫
奉
Ｆ
誹
掛
私
岸
卦
諦

迄
呪
口ｉ

麹
丑
》

…
』
一

草
子
本
の
挿
絵
は
姉
弟
の
買
値
を
「
十
七
貫
」
と
す
る
本
文
を
持
つ
先
行
の
本
を
典
拠
に
し
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草子本『さんせう太夫物語」に見る寛文期草子屋の活動

図2（左図は短冊内の拡大）

（
昭
）

で
は
、
草
子
本
が
挿
絵
の
典
拠
と
し
た
先
行
の
本
と
は
何
か
。
従
来
か
ら
草
子
本
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
が
、
東
京
大
学
図

書
館
、
大
阪
府
立
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
大
型
の
正
本
で
万
治
寛
文
年
間
頃
の
刊
と
思
わ
れ
る
『
山
桝
太
夫
」
で
あ
る
。
以
下
、
こ

れ
ら
を
総
称
し
て
「
万
治
寛
文
本
」
と
す
る
。

草
子
本
の
挿
絵
と
万
治
寛
文
本
の
挿
絵
に
は
そ
の
構
図
を
一
に
す
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
（
図
４
ａ
ｂ
）
が
、
両
本
挿
絵
の
比
較
を

行
う
前
に
、
万
治
寛
文
本
の
本
文
と
挿
絵
と
の
関
係
を
確
認
し
て
お
く
。
万
治
寛
文
本
の
本
文
は
、
寛
文
本
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。
版
型

が
異
な
る
の
で
当
然
か
ぶ
せ
彫
り
で
は
な
い
が
、
節
章
を
付
す
位
置
ま
で
一
致
し
て
お
り
、
直
接
的
関
係
を
想
定
で
き
る
。
た
だ
し
、
挿

陽｛
＃

詮

：

｜

I

庁‘

I

幸

●
貼
起
“
弓
４
Ｎ
吋
哩
、
￥
ｊ
貼
誹
Ｊ
戯
撹
貼
や
、
言
晶
串
ｊ
蝿
遍
当

図3（左図は短冊内の拡大）
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！
》
繩
、
‘
鴬
・
・
：
瀞
“
：
駕
麗
‐
，
Ⅸ
《
・
‐
も
鰯
＃
鍍
職
・
・
１
，
、
葡
蕊
，
。
‐
、
。
該
蔦
鵠
驚
灘
蕊
灘
澱
認
懲
哩
魂
、
曹
静
》
。
。
《
》
ｒ
〃
蕊
熱
：

図4a(草子本第一図）

絵
に
お
い
て
は
、
構
図
の
類
似
は
見
ら
れ
る
も
の
の
両
本
に
直
接
的
関

係
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
万
治
寛
文
本
の
第

九
図
で
あ
る
（
図
５
）
。
こ
こ
に
は
腰
が
立
た
な
く
な
っ
た
つ
し
王
が

士
車
に
乗
せ
ら
れ
、
天
王
寺
ま
で
引
か
れ
て
い
く
様
子
が
描
か
れ
て
い

る
。
し
か
し
同
本
の
本
文
に
は
、
先
ほ
ど
見
た
寛
文
本
の
本
文
と
同
様

に
、
物
語
の
舞
台
と
し
て
の
天
王
寺
は
登
場
せ
ず
、
つ
し
王
が
土
車
で

引
か
れ
る
場
面
も
な
い
。
こ
の
齪
嬬
が
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
草
子
本

の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
万
治
寛
文
本
の
挿
絵
は
、
本
文
の
典
拠
と
し

た
本
と
は
別
の
本
を
典
拠
と
し
て
い
る
の
だ
。

草
子
本
と
万
治
寛
文
本
、
い
ず
れ
に
も
挿
絵
と
本
文
の
不
一
致
が
見

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
両
本
と
挿
絵
の
共
通
す
る
先
行
の
本
が
あ

り
、
し
か
も
そ
の
本
文
は
現
存
す
る
両
本
い
ず
れ
と
も
異
な
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

で
は
、
草
子
本
が
直
接
の
典
拠
と
し
た
の
は
、
想
定
さ
れ
る
先
行
本

な
の
か
、
そ
れ
と
も
万
治
寛
文
本
な
の
か
。
結
論
を
先
に
言
え
ば
、
筆

者
は
前
者
と
考
え
る
。
そ
の
論
証
を
中
心
と
し
て
、
以
降
、
草
子
本
と

万
治
寛
文
本
の
挿
絵
の
比
較
を
行
う
。

先
ほ
ど
述
べ
た
と
お
り
、
両
本
の
挿
絵
は
同
一
の
構
図
を
持
つ
も
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草子本「さんせう太夫物語」に見る寛文期草子屋の活動

図4b(万治寛文本第二図）

ゞ

を
描
い
て
い
る
。
し
か
し
、
見
て
の
通
り
草
子
本
は
見
開
き
で
、
万

治
寛
文
本
は
片
面
で
あ
る
。
た
だ
、
草
子
本
で
は
画
面
右
上
端
に
描

(万治寛文本第九図）

例
が
、
草
子
本

第
二
十
一
図
と

万
治
寛
文
本
第

十
四
図
で
あ
る

の
が
ほ
と
ん
ど

だ
が
、
い
く
つ

か
例
外
も
見
ら

れ
る
。
そ
の
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霞
雛
雛

を
万
治
寛
文
本
が
片
面
に
仕
立
て
直
し
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
元
は
片
面

で
あ
っ
た
挿
絵
を
見
開
き
に
仕
立
て
直
す
合
理
的
理
由
は
な
い
が
、
見
開
き
の
挿
絵
を
片
面
に
仕
立
て
直
す
こ
と
は
、
丁
数
を
減
ら
し
コ

ス
ト
を
下
げ
る
目
的
で
当
時
よ
く
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
慶
安
三
年
刊
の
古
浄
瑠
璃
正
本

「
と
う
だ
い
き
』
の
挿
絵
第
三
図
で
あ
る
。
こ
の
本
は
、
本
文
・
挿
絵
と
も
に
寛
永
十
年
刊
の
『
と
う
だ
い
き
』
に
拠
っ
て
い
る
。
寛
永

十
年
本
で
は
、
主
人
公
の
道
行
が
二
丁
に
わ
た
る
下
半
見
開
き
の
挿
絵
で
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
慶
安
三
年
本
で
は
、
そ
れ
を
方
形

で
九
分
割
し
、
片
面
の
挿
絵
に
仕
立
て
直
し
て
い
る
。 (草子本第二十一図）図'6a

図6b(万治寛文本第十四図）
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草子本『さんせう太夫物語」に見る寛文期草子屋の活動

万
治
寛
文
本
に
は
短
冊
型
の
枠
に
収
め
ら
れ
て
い
な
い
文
字
が
散
見

さ
れ
る
（
図
７
）
。
枠
内
に
収
め
ら
れ
た
文
字
の
内
容
が
人
名
や
「
～

す
る
所
」
と
い
っ
た
状
況
説
明
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
、
こ
れ

ら
は
人
物
の
台
詞
や
訶
章
の
一
節
で
あ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
そ
し
て
、

こ
れ
は
例
の
土
車
の
挿
絵
に
も
見
ら
れ
る
。
本
文
に
描
か
れ
て
い
な
い

場
面
の
挿
絵
に
独
自
の
加
工
を
施
す
と
は
考
え
に
く
い
た
め
、
こ
の
文

字
は
万
治
寛
文
本
が
典
拠
と
し
た
本
に
あ
っ
た
も
の
と
想
像
で
き
る
。

一
方
の
草
子
本
に
は
こ
の
よ
う
な
文
字
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

従
っ
て
、
万
治
寛
文
本
に
見
ら
れ
る
文
字
は
草
子
本
の
典
拠
と
な
っ
た

本
に
元
々
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
万
治
寛
文
本
も
そ
の
本
に
拠
っ
て
挿

絵
を
作
っ
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
草
子
本
の
下

巻
終
丁
に
は
刊
記
を
削
っ
た
よ
う
な
痕
跡
が
認
め
ら
れ
（
図
８
）
、
現

存
し
て
い
る
の
は
再
印
本
と
も
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
再
印
す
る
際

存
し
て
い
る
の
は
再
印
本
と
も
考
え
ら
れ
る
。
よ

に
件
の
文
字
を
削
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な

い
。
つ
ま
り
、
万
治
寛
文
本
の
挿
絵
の
直
接
の
典

拠
が
草
子
本
で
あ
る
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
現
時
点
で
結
論
を
下
す
こ
と
は

差
し
控
え
る
。

！
ｄ
安
い
蜘
乱
輔
甥
川
恥
狩
』
．
ｉ
§
吟
糺
瑠
ノ
、
膨
以
ン
〃
抑
私
肉
ｒ
凸
面
〃
ｖ
匙
ｎ
ｑ
Ｊ
曲
町
〆

図
８
（
草
子
本
下
巻
終
丁
オ
）
「
雷
や
喜
右
衛
問
開
板
」
と
あ
る
右
部
の
空
白
に
刊
年
な
ど
が
あ
っ
た
か

右
図
拡
大
「
お
の
れ
あ
つ
く
は
お
と
シ
が
／
ゆ
く
ゑ
を
申
せ
」
と
あ
る 図7（万治寛文本第七図）ー

一1頁Q－
－LJJ



注
（
１
）
古
浄
瑠
璃
正
本
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
阪
口
弘
之
「
操
浄
瑠
璃
の
語
り
ｌ
口
承
と
書
承
」
（
「
伝
承
文
学
研
究
』
四
十
二
号
、

一
九
九
四
年
）
、
秋
本
鈴
史
「
寛
永
期
の
浄
瑠
璃
」
（
「
岩
波
講
座
歌
舞
伎
・
文
楽
」
第
七
巻
、
一
九
九
八
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。

（
２
）
橋
口
侯
之
介
『
和
本
へ
の
招
待
Ｉ
日
本
人
と
書
物
の
歴
史
』
（
角
川
学
芸
出
版
、
二
○
二
年
）

（
３
）
林
真
人
「
明
暦
二
年
刊
『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』
の
特
徴
ｌ
訶
章
省
略
の
方
法
ｌ
」
（
『
伝
承
文
学
研
究
』
第
六
十
号
、

こ
こ
ま
で
、
草
子
本
「
さ
ん
せ
う
太
夫
物
語
」
に
つ
い
て
、
書
誌
、
本
文
、
挿
絵
の
三
方
か
ら
そ
の
特
徴
を
探
っ
て
き
た
。
そ
こ
か
ら

見
え
て
き
た
も
の
は
、
先
行
の
説
経
正
本
を
巧
み
に
用
い
な
が
ら
異
な
る
性
格
の
本
を
売
り
だ
そ
う
と
す
る
草
子
屋
の
姿
で
あ
る
。
寛
永

期
の
正
本
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
用
い
て
本
文
を
作
る
。
た
だ
し
、
そ
の
際
説
経
特
有
の
語
り
口
は
排
除
し
、
道
行
等
も
当
世
風
に
作
り
替
え

る
。
仮
名
草
子
風
の
大
本
に
仕
立
て
、
本
文
の
行
数
も
当
時
の
正
本
よ
り
少
な
く
す
る
。
挿
絵
は
本
文
と
同
じ
寛
永
期
の
も
の
で
は
な

く
、
時
代
の
下
っ
た
当
世
風
の
も
の
を
用
い
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
説
経
の
語
り
の
場
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
論
理
の
働
く
場
Ⅱ
草
子
屋

で
行
わ
れ
て
い
た
営
為
で
あ
る
。
草
子
本
「
さ
ん
せ
う
太
夫
物
語
」
は
、
寛
永
期
説
経
正
本
の
面
影
と
寛
文
期
の
草
子
屋
の
活
動
の
一
端

を
同
時
に
垣
間
見
る
こ
と
の
で
き
る
本
な
の
で
あ
る
。

（
４
）
岩
崎
武
夫
『
さ
ん
せ
う
太
夫
考
』
（
平
凡
社
へ
一
九
七
三
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。

二
○
一
一
年
）

四
、
結
び

-154-



草子本「さんせう太夫物語」に見る寛文期草子屋の活動

【
付
記
】

新
出
し
た
草
子
本
上
巻
の
所
蔵
者
で
あ
る
阪
口
弘
之
先
生
に
は
、
上
巻
の
閲
覧
、
翻
刻
の
御
許
可
を
い
た
だ
い
た
の
み
な
ら
ず
、
本
論

を
執
筆
す
る
た
め
の
御
指
導
も
賜
り
ま
し
た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
、
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ヘヘヘヘ

10987
………ｰ

（
５
）
横
山
重
『
説
経
正
本
集
第
二
附
録
解
題
（
角
川
書
店
、
一
九
六
八
年
）

（
６
）
蜂
谷
清
人
「
命
令
表
現
「
（
拝
ま
）
い
」
「
（
落
ち
）
さ
い
」
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
佐
藤
喜
代
治
教
授
退
官
記
念
国
語
学
論
集
」
、

一
九
七
六
年
）
、
同
氏
「
説
経
正
本
に
お
け
る
敬
語
の
変
遷
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
「
さ
ん
せ
う
太
夫
」
の
場
合
ｌ
」
（
『
共
同
研
究
日
本
文

学
に
お
け
る
中
世
と
近
世
」
、
一
九
九
四
年
）

（
７
）
「
道
行
文
展
開
史
論
（
五
）
ｌ
古
浄
瑠
璃
の
部
（
三
）
Ｉ
」
（
『
帝
京
大
学
文
学
部
紀
要
』
十
六
号
、
一
九
八
四
年
）

（
田
）
（
５
）
に
同
じ
。

（
皿
）

（
Ⅱ
）

一
九
九
三
年
）

横
山
重
『
説
経
正
本
集
第
二
』
解
題
。

「
説
経
説
き
と
初
期
説
経
節
の
構
造
」
（
『
国
文
学
資
料
館
紀
要
』
第
二
号
、
一
九
七
六
年
）
。

秋
本
氏
前
掲
論
文

「
刊
行
の
た
め
の
虚
構
の
発
生
ｌ
謡
曲
を
題
材
に
し
た
仮
名
草
子
に
つ
い
て
」
（
「
近
世
小
説
・
営
為
と
様
式
に
関
す
る
私
見
』
、

同
右
。
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そ
も
Ｉ
～
た
ん
ご
の
国
か
な
や
き
ち
ざ
う
の
御
本
ぢ
を
く
は
し
く
た
づ
ね

奉
る
に
国
を
申
せ
ば
む
つ
の
く
に
．
ひ
の
も
と
の
し
や
う
ぐ
ん
い
は
き
の
は
ん

ぐ
は
ん
ま
さ
う
ぢ
殿
の
．
ま
ほ
り
本
ぞ
ん
と
聞
こ
へ
け
る
．
此
ま
さ
う
ぢ
殿
と

申
は
．
御
子
二
人
も
ち
給
ふ
．
あ
れ
御
ぜ
ん
を
ば
あ
ん
し
ゆ
の
ひ
め
．
つ
ぎ
わ
か
君

を
ば
つ
し
わ
う
丸
と
て
．
五
つ
と
三
つ
に
な
ら
せ
給
ふ
．
い
と
し
ほ
ら
し
く

ま
し
ま
せ
ば
．
ふ
も
の
御
て
う
あ
ひ
な
の
め
な
ら
ず
．
か
笛
る
め
で
た
き
折

ふ
し
に
．
い
か
な
る
も
の
、
ざ
ん
そ
う
に
や
．
い
た
は
し
や
ま
さ
う
ぢ
殿
．
み
か
ど

（
力
）

の
ち
よ
く
か
ん
か
ふ
ふ
ら
せ
給
ひ
．
つ
く
し
あ
ん
ら
く
し
へ
な
が
さ
れ
き
せ
給
ひ

凡
例

翻
刻
に
際
し
て
は
、
原
本
の
表
記
に
従
っ
た
。
原
本
に
は
句
点
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
句
点
」
で
あ
る
白
抜

の
円
形
の
も
の
と
、
「
ド
ッ
ト
」
で
あ
る
塗
り
つ
ぶ
し
の
円
形
の
も
の
と
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
「
。
」
、
「
・
」
と
表
記
し
た
。

丁
移
り
は
、
」
（
一
丁
表
）
の
よ
う
に
記
し
た
。

草
子
本
「
さ
ん
せ
う
太
夫
物
語
」
上
巻
翻
刻
、
付
「
さ
ん
せ
う
太
夫
物
語
」
全
巻
挿
絵

さ
ん
せ
う
太
夫
物
語
上
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御
な
げ
き
は
か
ぎ
り
な
し
．
こ
と
に
あ
（
以
下
欠
損
）
」
（
一
丁
表
）

（
欠
損
）
し
秋
は
月
の
ま
へ
Ｊ

（
「
を
あ
か
」
力
）

に
て
夜
□
□
□
し
し
い
か
く
わ
ん
け
ん
の
み
ち
に
ち
や
う
し
．
御
ゅ
う
ら
ん
有

し
御
身
な
れ
ど
も
．
御
ら
う
に
ん
と
な
り
給
へ
は
．
と
ひ
奉
る
人
も
な
し

，
さ
れ
ど
も
き
や
う
だ
い
の
御
子
た
ち
に
．
心
を
な
ぐ
さ
ま
せ
給
ひ
て
．

年
月
を
を
く
ら
せ
給
ふ
．
く
は
う
ゐ
ん
は
や
の
ご
と
し
．
は
や
十
一
か
年
に
成
に
け
る

．
あ
る
日
の
う
ち
の
こ
と
な
る
に
．
い
つ
く
と
も
し
ら
ず
．
つ
ば
め
ふ
う
ふ
ま
ひ

さ
が
り
．
お
に
は
の
ち
り
を
ふ
く
み
と
り
．
か
ら
の
な
げ
し
に
す
を
う
け
て
．
十

二
の
か
い
こ
を
ま
う
け
つ
閏
・
ち
、
烏
ゑ
は
み
に
立
お
り
は
．
は
図
烏
か
い
ご
を
あ
た
ゞ
む
る

・
は
園
ど
り
ゑ
ぱ
み
に
た
つ
お
り
は
．
ち
、
烏
か
い
ご
を
あ
た
秘
め
て
．
た
が
ひ
に

や
う
い
く
仕
り
．
つ
れ
て
た
ち
は
な
の
こ
え
だ
に
な
ら
び
ゐ
る
を
．
つ
し
わ
う

丸
は
御
ら
ん
じ
て
．
な
ふ
い
か
に
は
薗
ご
さ
ま
．
あ
の
烏
の
な
を
ば
何
と
申
と

と
ひ
給
ふ
．
は
ゞ
ご
此
よ
し
聞
召
．
あ
れ
は
と
き
は
の
く
に
よ
り
も
と
び

き
た
る
烏
な
れ
ば
．
つ
ば
め
と
も
申
也
．
又
は
ぎ
ば
と
も
申
也
．
さ
て
お
ん

烏
は
し
、
ふ
し
せ
つ
と
さ
え
づ
れ
ば
．
あ
れ
は
ほ
け
き
や
う
の
五
の
ま
き
を
さ
」
（
一
丁
裏
）

え
つ
り
て
．
な
ほ
う
心
の
や
さ
し
き
烏
ぞ
か
し
．
あ
な
た
な
る
が
ち
国
烏

ょ
．
こ
な
た
な
る
が
は
、
烏
よ
・
中
に
な
ら
ぴ
ゐ
た
る
は
．
あ
の
烏
の
子
共
と

こ
そ
は
を
し
へ
給
ふ
．
つ
し
わ
う
丸
は
聞
召
．
あ
ら
ふ
し
ぎ
や
あ
の
こ
と
く
．
天
を
か

’
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の
ぬ
し
と
な
ら
ん
と
の
給
へ
ば
は
園
は
此
よ
し
聞
召
．
な
ん
ぢ
き
や
う
だ
い

を
み
や
こ
へ
の
ぼ
し
．
み
づ
か
ら
あ
と
に
て
思
ひ
を
ぱ
せ
ん
よ
り
も
．
大
ぜ
い
は

た
び
の
わ
づ
ら
ひ
小
ぜ
い
は
み
ち
も
心
や
す
し
と
．
め
の
と
の
う
は
た
き
の
に

ょ
う
ば
う
一
人
御
と
も
と
な
さ
れ
．
く
に
を
三
月
十
七
日
に
事
か
り
そ
め
に

立
出
て
．
の
ち
こ
う
ぐ
は
い
と
こ
そ
聞
え
け
れ
．
冊
日
ば
か
り
の
ろ
し
す
が
ら

・
ゑ
ち
ど
の
く
に
な
を
ゐ
の
う
ら
に
付
給
ふ
．
日
も
や
う
こ
く
を
立
出
．
ふ
さ
う

ま
さ
ぬ
か
と
思
ひ
た
る
に
．

め
や
そ
れ
が
し
に
は
．
ひ
ま

な
き
よ
し
を
申
ひ
ら
き
．
ち

第
一
図
（
二
丁
裏
三
丁
表
と

く
る
つ
ば
さ
．
ち
を
は
し
る
け
だ
物
ま
で
も
ち
嵐
は
魁
と
て
お
や
を
ぱ
ふ
た
り

も
つ
も
の
を
．
何
と
て
あ
ん
じ
ゆ
の
ひ
め
や
そ
れ
が
し
に
は
．
ち
風
き
み
は
な

き
や
ら
ん
．
も
し
な
に
が
し
の
な
ら
ひ
に
て
．
ろ
し
の
こ
う
ろ
ん
か
さ
と
が
め

に
か
け
ま
け
て
．
む
な
し
く
な
ら
せ
給
ふ
た
か
．
い
つ
が
き
に
ち
ぞ
め
い
に
ち

ぞ
．
ち
画
に
あ
ふ
た
る
こ
、
ち
し
て
．
み
は
か
ま
い
り
を
申
く
し
．
は
蚤
は
此
よ
し
聞
召

．
さ
れ
ば
こ
そ
と
よ
つ
し
わ
う
丸
．
な
ん
ぢ
が
ち
国
の
い
は
き
殿
は
．
さ
る
も
の
嵐
ざ

ん
そ
う
に
よ
り
．
つ
く
し
あ
ん
ら
く
じ
へ
な
が
さ
れ
て
．
う
き
し
ひ
を
め
さ
れ
て
お

は
し
ま
す
．
つ
し
わ
う
殿
は
聞
召
さ
て
今
ま
で
は
ち
鷺
は
う
き
よ
に
ま
し

ま
さ
ぬ
か
と
思
ひ
た
る
に
．
此
よ
に
だ
に
も
ま
し
ま
さ
ぱ
あ
ん
じ
ゆ
の
ひ

（
マ
マ
）

め
や
そ
れ
が
し
に
は
．
ひ
ま
を
給
り
候
へ
や
．
み
や
こ
へ
上
り
み
か
ど
に
て
ど
か
ど
か

な
き
よ
し
を
申
ひ
ら
き
．
ち
、
の
思
ひ
を
は
ら
し
つ
、
・
お
う
し
う
五
十
四
ぐ
ん
」
（
二
丁
表
）
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を
て
ら
し
給
ひ
け
る
．
は
や
く
れ
か
た
に
な
り
け
れ
ば
．
や
ど
蘭
り
給
へ
う
は
た
き

、
め
の
と
う
け
給
り
．
な
を
ゐ
千
げ
の
と
こ
ろ
を
．
た
び
人
に
一
夜
／
、
と
か
る
程

に
．
九
百
九
十
九
け
ん
ほ
ど
や
ど
や
ど
か
れ
ど
．
か
す
も
の
は
さ
ら
に
な
か
り
け
り
．
あ
ら
い

た
は
し
や
四
人
の
人
々
は
．
と
あ
る
所
に
こ
し
を
か
け
．
さ
て
も
じ
や
け
ん
は
う
い
つ

（
「
か
」
力
）

や
．
む
ぶ
つ
せ
か
い
の
此
さ
と
や
．
た
び
人
に
一
や
の
や
ど
を
か
さ
Ｆ
る
事
の
□
な
し

（
「
る
に
」
力
）

さ
よ
と
．
な
げ
か
せ
給
ふ
所
に
．
は
ま
ぢ
よ
り
う
し
ほ
、
く
ん
で
も
ど
□
□
よ

う
ば
う
．
此
よ
し
も
き
図
・
た
び
の
上
ら
う
様
の
ぎ
よ
い
も
つ
と
も
な
り
．
こ
れ
は
な

を
い
の
う
ら
と
申
て
．
じ
ひ
第
一
の
所
に
て
候
が
わ
る
ひ
も
の
が
一
人
二
人
あ
る
に
」
（
三
丁
裏
）

よ
り
．
ゑ
ち
ど
の
く
に
な
を
い
の
う
ら
に
こ
そ
．
入
う
り
が
あ
る
人
か
ど
は
か
し
が
あ

る
と
．
く
に
ｌ
、
へ
の
ふ
う
ぶ
ん
也
此
事
ぢ
と
う
は
聞
召
．
さ
て
は
わ
が
な
を
り
と

思
召
し
ょ
せ
ん
た
ダ
や
ど
か
す
も
の
が
人
う
り
よ
．
や
ど
か
す
も
の
が
あ
る
な
ら

ば
．
と
な
り
三
げ
ん
ざ
い
く
は
に
お
こ
な
ふ
べ
き
と
．
あ
れ
ノ
、
御
ら
ん
候
へ
や
．
せ
い
さ
つ

が
た
っ
て
あ
る
に
よ
り
．
思
ひ
な
が
ら
も
お
や
ど
を
ま
い
ら
す
る
も
の
は
御
ざ
あ

る
ま
ひ
．
あ
れ
／
、
御
ら
ん
候
へ
や
．
こ
れ
に
み
え
た
る
く
る
も
り
の
し
た
に
．
あ
ふ
ぎ

の
は
し
と
申
て
．
ひ
ろ
き
は
し
の
候
・
あ
れ
へ
御
ざ
あ
り
て
．
一
や
を
あ
か
し
て
お
と
を

り
あ
れ
．
た
び
の
上
ら
う
様
と
ぞ
申
け
る
．
み
だ
い
此
よ
し
聞
召
．
こ
れ
は
わ
れ
ら

が
う
ぢ
が
み
を
し
へ
さ
せ
給
ふ
と
思
召
．
四
人
つ
れ
に
て
あ
ふ
ぎ
の
は
し
へ
と
い
そ

が
る
閲
・
あ
ふ
ぎ
の
は
し
に
も
つ
き
し
か
ば
。
む
か
し
が
今
に
い
た
る
ま
で
．
お
や
と

Ｉ
ｌ
Ｐ
ｌ
Ｉ
ｕ
Ｕ
０
日
日
Ⅱ
Ⅱ
Ｊ
Ｂ
Ｉ
ｉ
Ｉ
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子
の
御
中
ほ
ど
．
よ
に
あ
は
れ
な
る
事
は
な
し
．
北
か
ぜ
の
ふ
く
か
た
は
．
い
つ
も
つ
ら
し

と
お
ぼ
し
召
う
は
た
き
の
に
よ
う
ば
う
の
．
か
ぜ
を
ふ
せ
が
せ
給
ふ
也
み
な
み
よ
り

し
も
ふ
く
か
ぜ
を
．
み
だ
い
所
の
よ
き
に
ふ
せ
ぎ
給
ひ
つ
嵐
・
ち
き
り
む
ら
こ
う

の
御
こ
そ
で
を
一
か
さ
ね
と
り
い
だ
し
．
御
ざ
の
む
し
ろ
に
ま
い
ら
せ
て
．
中
に
（
四
丁
表
）
」

は
き
や
う
だ
い
ふ
し
給
ふ
．
こ
れ
は
な
を
い
の
う
ら
の
も
の
が
た
り
．
さ
て
も
髪

に
．
山
を
か
の
た
ゆ
ふ
と
申
は
．
人
を
う
り
て
の
め
い
じ
ん
也
人
か
ど
は
か
し
て
の
上
ず
也

・
さ
て
も
ひ
る
の
上
ら
う
た
ち
に
．
お
や
と
を
申
そ
こ
な
ふ
て
は
ら
立
や
．
た
ば

カ
リ
う
り
て
は
る
す
ぎ
を
せ
ん
と
思
ひ
．
女
人
の
あ
し
の
事
な
れ
ば
．
よ
も

ミと
を
く
へ
は
御
ざ
あ
る
ま
じ
と
．
わ
が
や
を
出
て
は
ま
ぢ
を
さ
し
て
ゆ
く
べ
き
か
．
又
あ

ふ
ぎ
の
は
し
へ
ゆ
く
べ
き
か
．
ま
づ
あ
ふ
ぎ
の
は
し
へ
ぞ
い
そ
ぎ
け
る
．
あ
ふ
ぎ
の

は
し
に
も
つ
き
し
か
ば
．
あ
ん
の
ご
と
く
四
人
の
人
々
は
た
ひ
く
た
び
れ
に
く
た
び

れ
て
．
ぜ
ん
こ
も
し
ら
す
ふ
し
給
ふ
．
ま
づ
ひ
と
お
ど
し
お
ど
さ
は
や
と
思
ひ
．
つ
き

た
る
か
せ
づ
え
に
て
．
は
し
の
お
も
て
を
と
う
／
、
と
つ
き
な
ら
し
．
こ
れ
に
ふ
し

た
る
た
び
人
は
．
御
ぞ
ん
じ
あ
っ
て
の
お
や
す
み
か
．
又
御
ぞ
ん
じ
御
ざ
な
い
か
．
此

は
し
と
申
は
．
む
か
し
か
け
て
の
其
儘
に
．
く
や
う
の
な
き
は
し
な
れ
ば
．
山
か
ら
は

う
は
ば
み
が
ま
ひ
さ
が
り
．
う
み
よ
り
大
し
や
が
あ
が
り
て
．
よ
る
Ｉ
、
あ
ふ
て

ち
ぎ
り
を
こ
め
．
さ
て
あ
か
つ
き
が
た
に
も
な
り
ぬ
れ
ば
．
あ
ふ
て
わ
か
る
、
に
よ
り
（
四
丁
裏
）
」

て
さ
て
こ
そ
は
し
の
そ
う
み
や
う
を
あ
ふ
ぎ
の
．
は
し
と
申
也
．
七
つ
さ
が
れ
ば
人I
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を
と
り
．
行
が
た
な
し
と
ふ
う
ぶ
ん
す
る
あ
ら
い
た
は
し
や
四
人
の
人
々
は
．
あ
や
う

き
い
の
ち
と
い
ひ
す
て
猶
・
さ
ら
い
て
い
に
て
か
へ
り
け
る
．
み
だ
い
所
は
聞
召
．
か
つ

は
と
お
き
さ
せ
給
ひ
て
．
月
よ
か
げ
に
太
夫
の
す
が
た
を
み
給
ひ
て
あ
れ

ば
．
五
十
あ
ま
り
の
た
ゆ
ふ
殿
さ
て
か
ほ
ど
ま
で
じ
ひ
有
さ
う
な
る
た
ゆ
ふ

殿
に
．
や
と
か
り
そ
ん
じ
て
か
な
は
じ
と
．
た
ゆ
ふ
の
た
も
と
に
す
か
り
つ
き
．
な
ふ
い

か
に
た
ゆ
ふ
殿
．
わ
れ
ら
斗
の
事
な
ら
ぱ
の
に
ふ
し
山
を
い
ゑ
と
し
て
．
こ
ら
う
へ

ん
げ
の
も
の
共
に
．
と
ら
る
、
と
て
も
ち
か
ら
な
し
．
あ
れ
ｊ
、
御
ら
ん
候
へ
や
．
こ
れ

に
ふ
し
た
る
わ
つ
は
こ
そ
．
お
う
し
う
五
十
四
ぐ
ん
の
ぬ
し
と
な
ら
ふ
ず
も
の

な
る
が
．
さ
て
ふ
し
ぎ
な
る
さ
う
ろ
ん
に
．
み
や
こ
へ
上
り
み
か
ど
に
て
．
あ
ん
ど

の
御
は
ん
を
申
う
け
．
ほ
ん
ぢ
に
か
へ
る
物
な
ら
ば
や
は
か
た
ゆ
ふ
殿
に
．
せ
ち
に

せ
り
や
う
が
お
し
か
る
べ
き
か
．
一
や
の
や
ど
嵐
か
り
給
ふ
．
た
ゆ
ふ
此
よ
し
聞
よ
り

も
．
や
と
か
る
ま
い
と
い
ふ
と
も
．
お
さ
へ
て
や
ど
の
か
し
た
い
に
．
や
ど
か
ら
ふ
と
申

う
れ
し
や
な
．
さ
り
な
が
ら
ひ
と
い
つ
は
り
い
つ
は
ら
は
や
思
ひ
．
な
ふ
い
か
に
（
五
丁
表
）
」

た
び
の
上
ら
う
様
お
や
と
を
ま
い
ら
せ
た
く
は
候
へ
共
．
御
ぞ
ん
じ
の
ご
と
く
．
う
へ
の

せ
い
た
う
が
つ
よ
け
れ
ば
．
思
ひ
な
が
ら
も
お
や
ど
を
え
ま
い
ら
せ
ま
い
と
ぞ

申
け
る
．
み
た
い
此
よ
し
聞
召
．
な
ひ
い
か
に
た
ゆ
ふ
殿
こ
れ
は
た
と
へ
で
な
け
れ

ど
も
．
ひ
ち
や
う
ば
う
て
い
れ
い
は
．
つ
る
の
は
が
ひ
に
や
ど
を
め
す
．
ち
や
う
は
く

う
れ
し
や
な
．
さ
り

第
二
図
（
五
丁
裏
）
」
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ば
う
が
い
に
し
へ
は
．
う
き
園
に
や
ど
を
め
す
と
か
や
．
だ
る
ま
そ
ん
じ
や
は
あ
し

の
は
に
め
す
．
た
び
は
心
よ
は
な
さ
け
．
さ
て
大
せ
ん
は
う
ら
が
量
り
．
す
て

子
は
．
む
ら
の
は
ご
く
み
よ
．
木
が
あ
れ
ば
烏
が
す
む
．
み
な
と
が
あ
れ
ば
ふ
れ

も
よ
る
．
ひ
と
国
を
り
一
し
ぐ
れ
．
一
む
ら
さ
め
の
あ
ま
や
ど
り
．
こ
れ
も
た
し
や
う

の
え
ん
と
き
く
．
そ
れ
に
よ
に
ん
と
申
は
．
七
日
七
や
し
の
べ
共
．
し
の
べ
ば
し
の
ぶ
な

ら
ひ
あ
り
．
こ
ん
や
一
や
し
の
ぱ
ふ
は
．
や
す
ひ
事
．
ひ
ら
さ
ら
一
や
と
か
り
給
ふ

・
た
ゆ
ふ
此
よ
し
う
け
給
り
．
お
や
ど
を
ま
い
ら
す
ま
い
と
思
へ
共
．
あ
ま
り
に
ぎ
よ
い

の
ち
か
け
れ
ば
．
さ
ら
ば
お
や
ど
を
ま
い
ら
す
る
．
ろ
し
に
て
人
に
あ
ふ
た
り
共
．

た
ゆ
ふ
に
斗
も
の
を
い
は
せ
て
．
し
つ
か
に
お
し
の
び
あ
っ
て
給
れ
と
．
た
ゆ
ふ
の

や
ど
へ
御
と
も
あ
る
．
こ
れ
は
た
ゆ
ふ
の
ふ
の
よ
か
り
た
る
物
が
た
り
．
上
ら
う
様
の
（
六
丁
表
こ

う
ん
め
い
つ
、
れ
ば
．
ろ
し
に
て
人
に
あ
ひ
も
せ
ず
．
た
ゆ
ふ
の
い
ゑ
ぢ
に
お
つ
き
あ
る

・
た
ゆ
ふ
は
女
ば
う
を
ち
か
づ
け
て
．
い
か
に
う
ば
ひ
る
の
上
ら
う
様
に
お
や
ど
を
申
て

あ
る
ほ
ど
に
．
せ
ん
そ
く
と
り
て
ま
い
ら
せ
て
．
な
か
の
で
ゐ
へ
し
や
う
じ
申
．
は
ん

を
け
つ
か
う
に
も
て
な
せ
と
斗
也
．
に
よ
う
ば
う
此
由
き
く
よ
り
も
．
さ
て
も

た
ゆ
ふ
殿
は
．
わ
か
い
お
り
の
く
せ
が
う
せ
た
る
と
思
へ
ば
．
ま
だ
う
せ
ず
し
て
あ
の
上

ら
う
様
に
お
や
ど
を
申
さ
う
と
お
申
あ
る
か
．
あ
の
上
ら
う
様
に
お
や
ど
を

ま
い
ら
す
る
物
な
ら
ば
．
み
つ
か
ら
に
は
あ
か
ぬ
い
と
ま
と
こ
ひ
け
れ
ば
．
た
ゆ
ふ
此

由
き
く
よ
り
も
．
大
の
ま
な
こ
に
か
ど
を
た
て
．
う
ば
を
は
っ
た
と
に
ら
ん
で
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さ
て
も
わ
と
の
は
．
こ
ん
や
は
じ
め
て
な
ま
だ
う
し
ん
ぶ
り
た
る
事
を
申
も
の

か
な
．
こ
と
し
は
お
や
の
十
三
年
に
あ
た
っ
て
．
じ
ひ
の
お
や
ど
を
ま
い
ら
す
る
が

、
そ
れ
も
お
し
い
か
女
ば
う
．
う
は
此
由
き
く
よ
り
も
．
さ
て
今
ま
で
は
う
ら
ふ

た
め
か
か
は
ふ
た
め
か
と
思
ひ
申
て
候
へ
ぱ
．
し
ひ
の
お
や
ど
園
あ
る
な
ら
ば
．
こ
な

た
へ
御
入
候
へ
と
．
せ
ん
そ
く
と
っ
て
ま
い
ら
せ
て
．
な
か
の
て
ゐ
へ
し
や
う
じ
申
て

・
は
ん
を
け
つ
か
う
に
も
て
な
し
て
．
女
ば
う
は
や
は
ん
斗
の
こ
と
な
る
に
．
う
す
ぎ
ぬ
（
六
丁
裏
）
」

と
っ
て
か
み
に
か
け
．
な
か
の
で
ゐ
に
ま
い
り
．
な
ふ
い
か
に
た
び
の
上
ら
う
様
や

ど
の
女
ば
う
て
さ
ふ
ら
ふ
が
．
御
も
の
が
た
り
に
ま
い
り
た
よ
・
ざ
て
も
ひ
る
お
や
ど

を
ま
い
ら
す
ま
い
と
申
た
る
を
．
さ
ぞ
に
く
し
と
や
お
ぼ
す
ら
ん
．
わ
れ
も
女
人

人
も
女
人
で
有
な
が
ら
．
お
や
ど
を
ま
い
ら
す
ま
い
で
は
な
け
れ
ど
も
．
あ
の

た
ゆ
ふ
と
申
は
．
七
つ
の
年
よ
り
．
入
か
い
ぶ
れ
の
あ
ひ
る
を
お
し
．
人
を
う
り
て

の
め
い
ぢ
ん
也
人
か
ど
は
か
し
の
上
ず
也
さ
れ
ば
上
ら
う
様
を
も
．
い
づ
く
の
山
な
か

へ
も
う
り
申
．
な
さ
け
な
の
た
ゆ
ふ
や
．
う
ら
め
し
の
う
ば
や
と
．
お
申
あ
ら
ふ

か
な
し
さ
に
．
さ
て
お
や
ど
を
申
ま
い
と
申
て
御
ざ
あ
る
ぞ
．
じ
ひ
の
お
や
ど
、

あ
る
な
ら
ば
．
五
日
も
十
日
も
あ
し
を
や
す
め
て
お
と
を
り
あ
れ
．
そ
れ
と
て
も

御
ゆ
だ
ん
は
な
さ
れ
そ
．
た
ゆ
ふ
が
う
る
と
し
る
な
ら
ば
．
み
づ
か
ら
し
ら
せ
申

く
し
．
そ
の
と
き
に
北
へ
ぱ
し
御
ざ
あ
る
な
．
み
な
み
を
さ
し
て
御
ざ
あ
れ
．
み
な
み

は
京
か
い
だ
う
に
て
御
ざ
あ
る
ぞ
．
う
れ
と
て
も
ご
う
ぎ
の
太
夫
が
．
あ
と
を
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し
た
ふ
て
行
な
ら
ば
．
入
う
り
が
あ
る
人
か
ど
は
か
し
が
あ
る
と
．
こ
ゑ
を
は
な
っ

て
お
申
あ
れ
と
申
所
を
．
た
ゆ
ふ
は
立
ぎ
園
を
つ
か
ま
つ
り
．
さ
て
も
に
く
い
事
（
七
丁
表
）
」

を
申
物
か
な
．
な
ん
ぢ
が
さ
や
う
に
申
共
．
た
ぱ
か
り
う
り
て
は
る
す
ぎ
を
せ

ん
と
思
へ
ば
．
よ
も
す
が
ら
ね
ら
れ
は
せ
ず
．
ぜ
ん
は
よ
は
く
．
あ
く
は
つ
よ
ひ
も
の
、

事
な
れ
ば
．
女
ば
う
す
こ
し
ま
ど
ろ
み
た
る
ま
に
．
な
ふ
Ｉ
、
い
か
に
上
ら
う
様

に
申
く
し
．
や
ど
の
た
ゆ
ふ
で
御
ざ
あ
る
が
．
御
も
の
が
た
り
に
ま
い
り
た
よ
・
京
へ
御

の
ぼ
り
候
は
．
今
が
は
じ
め
か
と
、
ひ
け
れ
ば
．
う
ん
め
い
つ
き
た
る
上
ら
う
様
の

い
ま
を
は
じ
め
と
お
か
た
り
あ
る
．
た
ゆ
ふ
は
此
由
き
く
よ
り
も
．
今
が
は
じ
め

の
事
な
ら
ば
．
ふ
な
ぢ
を
う
る
共
く
が
を
う
る
と
も
．
し
す
ま
し
た
り
と
思

ひ
．
な
ふ
い
か
に
た
び
の
上
ら
う
様
に
申
く
し
．
ふ
な
ぢ
を
め
さ
れ
う
か
く
が
を

め
さ
れ
う
か
と
魁
ひ
け
れ
ば
．
み
だ
い
は
此
由
聞
召
．
ふ
な
ぢ
な
り
と
も
く
が
な

な
り
と
も
．
み
ち
に
な
ん
じ
よ
の
な
き
か
た
を
．
を
し
へ
給
れ
と
の
御
ぢ
や
う
な
り

．
た
ゆ
ふ
此
由
き
く
よ
り
も
．
く
が
に
な
ん
じ
よ
は
な
け
れ
ど
も
．
ひ
と
お
ど
し
お
ど
さ

ば
や
と
思
ひ
．
そ
れ
く
が
み
ち
と
申
は
．
び
く
に
ん
こ
ろ
び
ご
う
し
な
げ
．
お
や
が

し
ぬ
れ
ど
子
が
し
ら
ず
．
子
が
し
ぬ
れ
ど
お
や
が
し
ら
ぬ
と
申
．
く
ろ
く
が
四
十
八
か
し
よ

あ
り
．
た
Ｆ
１
、
ふ
な
ぢ
を
め
さ
れ
候
へ
や
．
ふ
な
ぢ
を
め
さ
る
ゞ
物
な
ら
ば
．
た
ゆ
ふ
（
七
丁
裏
）
」

（
「
せ
ん
」
力
）

が
よ
き
せ
う
せ
ん
一
そ
う
も
っ
て
候
あ
ひ
だ
．
お
き
ま
で
こ
ぎ
お
し
．
ひ
ん
□
□

（
「
よ
が
あ
」
力
）

こ
ふ
て
ま
い
ら
す
べ
し
．
と
か
う
申
ま
に
よ
が
あ
け
さ
う
に
御
ざ
あ
る
．
□
□
□
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ら
し
の
た
ゆ
ふ
殿
や
．
な
に
と
さ
い
ぜ
ん
申
た
る
．
あ
き
な
ひ
も
の
は
あ
る
か
と
衝
ひ

け
れ
ば
．
そ
れ
こ
そ
あ
れ
と
か
た
て
を
さ
し
あ
げ
大
ゆ
ぴ
を
一
つ
お
っ
た
る
は
．
四
人
あ
る

と
の
が
っ
て
ん
也
・
四
人
あ
る
も
の
な
ら
ば
．
五
く
は
ん
に
か
は
う
と
は
や
ね
さ
す
．
み
や

ざ
き
の
三
郎
が
こ
れ
を
み
て
．
お
こ
と
が
五
く
は
ん
に
か
う
な
ら
ば
．
そ
れ
が
し
は
せ
ん

や
く
そ
く
に
て
あ
る
程
に
．
一
く
は
ん
ま
し
て
六
く
は
ん
に
か
は
う
．
わ
れ
か
は
う
人
か
は
う

第
三
図
（
八
丁
裏
九
丁
表
匡

け
は
な
れ
ば
や
ど
の
大
事
に
な
る
ほ
ど
に
．
は
や
’
、
お
し
の
ひ
あ
っ
て
給
れ

や
．
上
ら
う
様
と
ぞ
た
ば
か
り
け
る
．
あ
ら
い
た
は
し
や
な
四
人
の
人
々
は
．
う
る
共

か
う
共
し
ら
ず
し
て
．
た
ゆ
ふ
の
う
ち
を
う
つ
ら
’
、
と
し
の
び
出
、
人
の
の
き
ば

を
つ
た
ひ
つ
藍
・
は
ま
ぢ
を
さ
し
て
お
下
り
あ
る
．
さ
て
は
ま
ぢ
に
も
つ
き
し

か
ば
．
た
ゆ
ふ
が
ふ
れ
に
と
っ
て
の
せ
．
と
も
づ
な
と
く
ま
が
を
そ
ひ
と
て
．
こ
し
の

か
た
な
を
す
る
り
と
ぬ
き
．
と
も
づ
な
を
む
ず
と
き
っ
て
は
な
ひ
て
．
あ
つ

は
れ
き
れ
め
の
あ
き
な
ひ
か
な
と
心
の
う
ち
に
う
ち
い
は
ひ
．
ゑ
い
や
つ
と
い
ふ

て
ろ
び
や
う
し
を
ふ
ん
で
お
す
ほ
ど
に
．
ふ
れ
は
う
き
園
の
も
の
な
れ
ば
．
よ
の
ま
に

三
里
お
し
出
す
．
お
き
を
き
っ
と
み
て
あ
れ
ば
．
か
す
み
の
う
ち
に
ふ
れ
が
二
そ

う
み
ゆ
る
．
あ
れ
な
る
ふ
れ
は
あ
き
な
ひ
ぶ
れ
か
れ
う
ふ
ね
か
と
と
ひ
か
く
る

、
一
そ
う
は
え
ど
の
二
郎
が
ふ
れ
．
一
そ
う
は
み
や
ざ
き
の
二
郎
が
ふ
れ
ぞ
う
と

申
．
お
こ
と
が
ふ
れ
は
た
が
ふ
れ
ぞ
．
こ
れ
は
山
を
か
の
た
ゆ
ふ
が
ふ
ね
．
あ
ら
め
づ
（
八
丁
表
）
」
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と
こ
う
ろ
ん
す
る
．
か
た
な
つ
き
に
も
な
り
ぬ
れ
ば
．
た
ゆ
ふ
は
あ
は
て
笛
ふ
れ
に

と
ん
で
の
り
て
な
う
つ
そ
烏
の
た
つ
に
．
こ
と
に
此
烏
わ
か
と
り
な
れ
ば
．
す
ゑ

の
は
ん
じ
や
う
す
る
や
う
に
．
り
や
う
は
う
へ
う
り
わ
け
て
と
ら
す
べ
し
．
ま
づ
ゑ
ど

の
二
郎
が
は
う
へ
は
．
年
ま
し
が
ね
が
す
る
ほ
ど
に
．
上
ら
う
二
人
か
う
て
ゆ
け
．
又
み

や
さ
き
の
三
郎
が
は
う
へ
は
．
わ
か
き
も
の
が
ね
が
す
る
ほ
ど
に
．
き
や
う
だ
い
二
人

か
う
て
ゆ
け
．
ま
け
て
五
く
は
ん
に
と
ら
す
る
ぞ
と
．
又
わ
が
ふ
れ
に
と
ん
で
の
り

、
な
ふ
い
か
に
上
ら
う
様
い
ま
の
こ
う
ろ
ん
は
た
れ
ゆ
へ
と
思
召
．
上
ら
う
様
ゆ
へ
に
て

御
ざ
あ
る
ぞ
．
二
そ
う
の
ふ
れ
の
せ
ん
ど
う
共
は
．
た
ゆ
ふ
が
た
め
に
は
お
い
ど
も
也
お
ぢ

の
ふ
れ
に
の
り
た
る
た
び
人
を
．
わ
れ
を
く
ら
ふ
人
を
く
ら
ふ
と
こ
う
ろ
ん
す
る
人
（
九
丁
裏
）
」

の
き
に
あ
ふ
は
や
す
き
事
．
さ
と
も
ひ
と
つ
．
み
な
と
も
ひ
と
つ
の
事
な
れ
ば

．
ふ
れ
の
あ
し
を
か
る
ふ
め
さ
れ
．
る
い
せ
ん
め
さ
れ
候
へ
や
．
ま
づ
上
ら
う
二
人
は
．
あ
の

ふ
れ
に
め
さ
れ
候
へ
・
お
こ
と
き
や
う
だ
い
は
．
此
ふ
れ
に
め
さ
れ
候
へ
と
．
た
ゆ
ふ
は
れ
う

そ
く
五
く
は
ん
に
う
ち
う
り
て
．
な
を
い
の
う
ら
に
ぞ
か
へ
り
け
る
．
こ
と
に
あ
は
れ

を
と
ず
め
し
は
．
二
そ
う
の
ふ
れ
の
う
ち
と
か
や
．
五
町
ば
か
り
は
る
い
せ
ん
す
る
．
十
町

ば
か
り
も
行
過
て
．
北
と
み
な
み
へ
ふ
れ
が
ゆ
く
．
み
だ
い
此
由
御
ら
ん
じ
て
．
さ
て

あ
の
ふ
れ
と
此
ふ
れ
の
．
あ
ひ
の
と
を
き
は
ふ
し
ぎ
や
な
．
お
な
じ
み
な
と
へ
つ
く
な

ら
ば
．
ふ
れ
こ
ぎ
も
ど
し
て
し
づ
か
に
お
さ
い
よ
せ
ん
ど
う
殿
．
何
と
申
ぞ
け
さ
あ

さ
ゑ
ぴ
す
を
い
は
ひ
そ
こ
な
ひ
．
か
い
ま
け
た
る
だ
に
も
は
ら
の
た
つ
と
思
ふ
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に
．
上
ら
う
二
人
は
か
う
て
あ
る
ぞ
．
ふ
な
ぞ
こ
に
の
れ
と
斗
也
．
み
た
い
は
此
由
聞
召

・
や
あ
Ｉ
～
い
か
に
う
は
た
き
よ
．
さ
て
う
ら
れ
た
と
よ
か
は
れ
た
と
よ
・
な
さ
け
な
の

た
ゆ
ふ
や
な
．
う
ら
め
し
の
せ
ん
ど
う
殿
や
．
た
と
ひ
う
る
と
も
か
う
た
る
共

・
ひ
と
つ
に
う
り
て
は
く
れ
ず
し
て
．
お
や
と
子
の
そ
の
な
か
を
．
り
や
う
は
う
へ

う
り
わ
け
た
る
か
な
し
や
な
．
み
や
ざ
き
の
は
う
を
う
ち
な
が
め
．
や
あ
Ｉ
、
い
か
に
（
十
丁
表
）
」

き
や
う
た
い
よ
・
さ
て
う
ら
れ
た
ぞ
か
は
れ
た
ぞ
．
い
の
ち
を
た
ぱ
へ
き
や
う
だ
い

よ
．
い
の
ち
が
あ
れ
ば
く
ら
げ
も
ほ
れ
に
あ
ふ
と
や
れ
．
又
も
御
よ
に
は
い
つ
ま
い
か

、
あ
ね
が
は
だ
に
か
け
た
る
は
．
ぢ
ざ
う
ぼ
さ
っ
て
あ
り
け
る
ぞ
．
し
ぜ
ん
き
や
う

だ
い
が
身
の
う
へ
に
．
大
じ
の
あ
ら
ん
そ
の
と
き
は
．
み
が
は
り
に
も
お
た
ち
あ
る
．
ぢ
ざ

う
ぼ
さ
っ
て
お
は
し
ま
す
．
よ
き
に
し
ん
じ
て
か
け
給
へ
・
又
お
と
嵐
が
は
だ
に
か
け

た
る
は
．
し
だ
た
ま
つ
く
り
の
け
い
づ
の
物
．
し
ゞ
て
め
い
ど
へ
ゆ
く
お
り
も
．
ゑ
ん
ま
の
ま

へ
の
み
や
げ
に
せ
よ
．
そ
れ
お
と
す
な
つ
し
わ
う
丸
と
．
こ
ゑ
の
と
静
く
と
こ
ろ
で

は
．
と
か
く
の
御
物
が
た
り
を
お
申
あ
る
．
し
だ
い
に
ほ
か
げ
は
と
を
く
な
る
．
こ
ゑ
の
と

ど
か
ぬ
所
で
は
．
こ
し
の
あ
ふ
ぎ
を
と
り
出
し
．
ひ
ら
り
／
、
と
ま
ね
か
る
、
・
ま
ね
く
に

ふ
ね
も
よ
ら
ば
こ
そ
．
け
さ
ゑ
ち
ど
の
く
に
な
を
い
の
う
ら
に
た
つ
な
み
が
．
わ
う

し
や
う
の
く
も
と
へ
だ
て
ら
れ
，
わ
が
子
み
ぬ
こ
そ
か
な
し
け
れ
．
か
の
う
と
ふ
や
す
か
た

の
烏
だ
に
も
．
子
を
ば
か
な
し
む
な
ら
ひ
あ
り
．
な
ふ
い
か
に
せ
ん
ど
う
殿
．
ふ
れ
こ
ぎ

も
と
し
て
こ
ん
じ
や
う
に
て
の
た
い
め
ん
を
．
今
一
ど
さ
せ
て
給
れ
の
・
せ
ん
ど
う
殿
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へ
は
も
ど
さ
ぬ
は
う
ぞ
か
し
．
ふ
れ
ぞ
こ
に
の
れ
と
斗
也
．
う
は
た
き
の
に
よ
う
ば
う
此

由
を
う
け
給
り
．
け
ん
し
ん
二
く
ん
に
つ
か
へ
ず
．
て
い
ぢ
よ
り
よ
う
ぶ
に
ま
み
へ
す
．
こ

ち
や
う
の
弓
は
ひ
ぐ
ま
じ
と
．
ふ
な
ば
り
に
立
あ
が
り
．
た
も
と
よ
り
し
ゆ
へ
ん
の
し

ゆ
じ
ゆ
を
と
り
い
だ
し
．
に
し
に
む
か
っ
て
手
を
合
．
か
う
じ
や
う
に
ね
ん
仏
十
へ
ん

は
か
り
と
な
へ
つ
園
・
な
を
い
の
う
ら
へ
身
を
な
げ
て
．
そ
こ
の
も
く
ず
と
な
り

（
「
み
に
」
力
）

給
ふ
．
み
だ
い
此
由
御
ら
ん
じ
て
．
さ
て
お
や
と
も
子
共
き
や
う
だ
い
と
も
．
た
の
□
口
思

（
「
き
と
」
力
）

ひ
し
う
は
た
き
は
．
か
く
成
は
て
為
か
げ
も
な
し
．
わ
が
身
は
な
に
と
な
る
べ
□
口
天

に
あ
こ
が
れ
ち
に
ふ
し
て
．
り
う
て
い
こ
が
れ
給
ひ
け
る
．
こ
ほ
る
嵐
な
み
だ
を
お
し
と

ど
め
．
ち
ぎ
り
む
ら
ご
の
御
こ
そ
で
を
ひ
と
か
さ
ね
と
り
出
し
．
な
ふ
い
か
に
せ
ん

ど
う
殿
こ
れ
は
ふ
そ
く
に
候
へ
ど
も
．
こ
れ
は
け
さ
の
し
る
も
つ
也
．
さ
て
み
づ
か
ら

に
も
ひ
ま
を
給
り
候
へ
や
．
身
を
な
け
ん
と
の
給
へ
ば
．
せ
ん
ど
う
此
由
聞
く
よ
り

も
．
な
に
と
申
ぞ
一
人
こ
そ
は
そ
ん
す
る
共
．
二
人
ま
て
そ
ん
に
は
す
ま
い
と
て
も

つ
た
る
か
い
に
て
う
ち
ふ
せ
．
ふ
な
は
り
に
ゆ
い
つ
け
て
．
ゑ
ぞ
が
し
ま
へ
ぞ
う
り
た

り
け
る
．
ゑ
ぞ
が
し
ま
の
あ
き
人
は
．
の
ふ
が
な
い
し
ょ
く
が
な
い
と
て
．
あ
し
て
の
す
（
十
一
丁
裏
）
」

ぢ
を
立
き
り
て
．
日
に
一
が
う
の
し
ょ
く
を
ぶ
く
し
．
あ
は
の
烏
を
お
ふ
て
お
は
し

ま
す
．
こ
れ
は
み
だ
い
所
の
な
れ
の
は
て
．
こ
と
に
あ
は
れ
を
と
ず
め
し
は
．
み
や
ざ
き
の

と
の
給
へ
は
．
せ
ん
ど

第
四
図
（
十
一
丁
表
）
」

せ
ん
ど
う
此
由
聞
よ
り
も
．
な
に
と
申
ぞ
一
と
出
し
た
る
ふ
れ
を
．
あ
と
（
十
丁
裏
と

-168-



草子本「さんせう太夫物語」上巻翻刻、付「さんせう太夫物語」全巻挿絵

三
郎
が
．
き
や
う
だ
い
の
人
々
を
こ
く
は
ん
五
百
に
か
い
と
り
て
．
こ
麓
か
し
こ
と
う
る

ほ
ど
に
．
た
ん
ご
の
国
ゆ
ら
の
み
な
と
の
さ
ん
せ
う
だ
ゆ
ふ
が
．
し
ろ
を
つ
も
っ
て
十

三
ぐ
は
ん
に
か
う
た
る
は
．
た
Ｆ
し
よ
し
の
あ
は
れ
と
聞
え
け
る
．
た
ゆ
ふ
は
此
由
御
ら
ん
じ

て
．
ざ
て
も
よ
き
ふ
だ
い
下
人
を
か
い
と
る
事
の
う
れ
し
や
な
．
ま
ど
ひ
こ
の
す

ゑ
ま
で
も
．
ふ
だ
い
の
も
の
と
よ
び
っ
か
は
ん
事
の
う
れ
し
や
と
．
よ
ろ
こ
ぶ
事

は
か
ぎ
り
な
し
．
あ
る
日
の
う
ち
の
こ
と
成
に
．
き
や
う
だ
い
を
お
ま
へ
に
め
さ
れ
．
や
あ

い
か
に
な
ん
ぢ
ら
．
此
内
に
は
な
も
な
き
も
の
は
つ
か
は
い
が
．
き
や
う
だ
い
が
な
を

ば
な
に
と
申
と
と
ひ
給
ふ
．
あ
れ
ご
此
由
聞
召
．
さ
ん
候
そ
れ
が
し
き
や
う
だ
い

は
．
こ
れ
よ
り
も
お
く
が
た
．
山
中
の
も
の
に
て
候
へ
ぱ
．
あ
れ
は
あ
れ
．
お
と
、
は
／
、
と

申
て
つ
ゐ
に
さ
だ
ま
る
な
も
候
は
ず
．
只
よ
き
な
を
つ
け
て
お
つ
か
ひ
あ
れ

・
た
ゆ
ふ
殿
た
ゆ
ふ
此
由
聞
召
．
さ
て
も
な
ん
ぢ
は
．
げ
に
も
な
る
事
を
申
物
か
な
．

其
ぎ
に
て
あ
る
な
ら
ば
．
な
ん
ぢ
が
国
さ
と
は
い
つ
く
ぞ
．
く
に
な
を
つ
け
て
よ
（
十
二
丁
表
と

ば
う
と
の
御
ぢ
や
う
也
・
あ
れ
ご
此
由
聞
召
．
さ
ん
候
そ
れ
が
し
き
や
う
だ
い
は
．
だ
て

の
こ
ほ
り
し
の
ぶ
の
し
や
う
の
も
の
に
て
候
が
．
国
を
三
月
十
七
日
．
こ
と
か
り
そ
め

に
立
出
て
．
ゑ
ち
ど
の
く
に
な
を
い
の
う
ら
か
ら
う
り
そ
め
ら
れ
、
こ
、
か
し
こ
と

う
ら
る
国
ほ
ど
に
．
そ
れ
が
し
あ
ま
り
の
も
の
う
さ
に
．
し
づ
か
に
か
ぞ
へ
て
み
て
あ
れ

ば
．
此
た
ゆ
ふ
殿
ま
で
は
．
七
十
五
手
に
う
ら
れ
た
が
．
あ
な
た
に
て
は
し
る
物
よ
＠
こ

な
た
に
て
は
あ
き
な
ひ
も
の
よ
と
こ
そ
申
さ
れ
、
つ
ゐ
に
さ
だ
ま
る
な
も
候
は
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ま
と
の
み
ち
す
が
ら
．
く
ど
き
ご
と
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
．
山
へ
ま
い
る
か
お
と
嵐
よ
・
は
ま

へ
ま
い
る
ぞ
さ
ら
ば
と
て
．
い
と
ま
ど
ひ
を
し
給
ひ
け
る
．
あ
ら
い
た
は
し
や
あ
れ
ど
は

、
と
あ
る
と
こ
ろ
に
立
や
す
ら
ひ
．
お
け
と
ひ
し
や
く
を
か
ら
り
と
す
て
．
山
の
方

を
う
ち
な
が
め
て
．
み
つ
か
ら
は
此
め
の
ま
へ
に
み
え
た
る
み
ち
く
る
し
ほ
さ
へ
え
く
ま

ぬ
に
．
か
ま
を
と
り
た
る
事
は
な
し
．
は
え
た
る
し
ば
も
え
か
ら
ず
し
て
．
み
れ
の
あ

ら
し
や
た
に
か
ぜ
に
．
袖
も
も
す
そ
も
ふ
き
か
へ
し
．
さ
ぞ
さ
む
か
ら
ん
か
な
し
や

と
．
あ
れ
は
な
げ
か
せ
給
ひ
け
り
．
又
お
と
、
の
つ
し
わ
う
殿
は
．
あ
る
い
は
か
ど
に

こ
し
を
か
け
．
は
ま
の
か
た
を
う
ち
な
が
め
．
あ
の
し
ら
な
み
の
た
ち
ゐ
に
も
．
め

な
み
お
な
み
が
う
つ
と
き
く
．
よ
す
る
お
な
み
を
う
た
せ
て
は
．
め
な
み
の
し
ほ
魁

さ
る
魁
‐
あ
ら
い
た
は

第
五
図
（
十
三
丁
表
）
」

ず
．
ょ
き
な
を
つ
け
て
つ
か
ひ
給
へ
た
ゆ
ふ
殿
．
た
ゆ
ふ
此
由
き
く
よ
り
も
．
其
ぎ

に
て
あ
る
な
ら
ば
．
だ
て
の
こ
ほ
り
し
の
ぶ
の
し
や
う
を
か
た
ど
り
て
．
あ
れ
が
な
を
ば

し
の
ぶ
と
つ
く
る
．
し
の
ぶ
に
つ
く
は
わ
す
れ
ぐ
さ
．
よ
る
づ
の
こ
と
を
思
ひ
わ
す
れ
て
．
よ

き
に
ほ
う
こ
う
つ
か
ま
つ
る
や
う
に
．
お
と
慾
が
な
を
ば
わ
す
れ
草
と
つ
く
る
な
り

．
ま
づ
あ
ね
の
し
の
ぶ
．
み
や
う
に
ち
に
も
な
る
な
ら
ば
．
は
ま
ち
に
さ
が
り
し
ほ
く

み
て
ま
い
る
べ
し
．
又
お
と
災
の
わ
す
れ
ぐ
さ
は
．
日
に
三
が
の
し
ば
を
か
り
て
ま
い
れ
と
て

、
五
か
う
天
も
ひ
ら
く
れ
ば
．
か
ま
と
お
う
こ
と
．
お
け
ひ
し
や
く
を
．
き
や
う
だ
い
に
出

さ
る
魯
・
あ
ら
い
た
は
し
や
き
や
う
だ
い
は
．
わ
ざ
の
だ
う
ぐ
を
う
け
と
り
て
．
山
と
は
（
十
二
丁
裏
）
」
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く
む
と
か
や
。
め
な
み
も
お
な
み
も
し
ら
ず
し
て
．
お
け
ひ
さ
く
を
な
み
に
な

が
し
．
ふ
ぐ
は
ま
風
や
さ
む
か
ら
ん
と
．
そ
の
日
は
き
や
う
だ
い
の
人
々
・
山
と
は
ま
と

に
な
き
く
ら
す
．
か
翻
り
け
る
所
に
．
山
人
た
ち
は
し
ば
を
か
り
て
か
へ
る
と
て
．
つ
し

わ
う
殿
を
み
ま
い
ら
せ
．
こ
れ
な
る
わ
ら
ん
べ
は
．
さ
ん
せ
う
太
夫
の
み
う
ち
な
る
．
今

来
り
の
し
ば
か
り
か
．
山
へ
ゆ
き
し
ば
か
ら
ず
し
て
か
へ
る
な
ら
ば
．
じ
や
け
ん
な
る
（
十
三
丁
裏
）
」

た
ゆ
ふ
三
郎
が
せ
め
こ
ろ
さ
ん
は
一
ぢ
や
う
也
・
そ
れ
人
を
た
す
く
る
は
．
ぼ
さ
つ
の
行

に
て
あ
る
ぞ
か
し
．
い
ざ
や
し
ば
を
く
は
ん
じ
ん
し
て
と
ら
せ
ん
と
い
ふ
ま
に
．
し
ば
を

少
つ
、
か
り
あ
つ
め
．
や
う
Ｉ
～
三
が
に
つ
が
ね
つ
、
・
つ
し
わ
う
殿
に
ま
い
ら
す
る
．
つ

し
わ
う
は
よ
る
こ
び
て
．
に
な
は
ん
と
は
し
給
へ
共
．
い
ま
を
は
じ
め
の
事
な
れ
ば
．
も

ち
か
ね
た
る
て
い
を
見
て
．
人
々
あ
は
れ
と
思
召
．
お
も
に
の
う
へ
に
と
り
そ
へ
て

、
あ
す
み
が
は
ま
嵐
で
出
し
給
ふ
．
さ
れ
ば
お
も
に
、
こ
づ
け
と
は
．
其
時
よ
り
も

申
と
か
や
．
あ
ら
い
た
は
し
や
つ
し
わ
う
殿
は
．
三
が
の
し
ば
を
は
こ
ぱ
る
、
・
じ
や
け
ん
成

三
郎
が
こ
れ
を
み
て
．
わ
つ
は
を
か
た
て
し
ば
を
か
た
て
に
ひ
さ
げ
つ
、
・
な
ふ
い
か
に

太
夫
殿
に
申
へ
し
．
い
ま
図
い
り
の
わ
つ
は
が
．
か
り
た
る
し
ば
を
御
ら
ん
候
へ
・
た
ゆ
ふ
此
由
み

る
よ
り
も
．
さ
て
も
な
ん
ぢ
は
し
ば
を
え
か
ら
ぬ
と
申
が
．
し
ば
を
え
か
ら
ぬ
物

な
ら
ば
．
も
と
口
が
そ
る
は
い
で
．
も
ん
ど
り
う
た
せ
て
た
ば
ね
う
が
．
さ
て
も
う
つ
く

し
く
か
つ
た
よ
な
．
こ
れ
ほ
ど
し
ば
の
上
ず
な
ら
ば
．
三
が
は
む
や
く
．
三
が
の
し
ば
に
七
か

ま
し
．
十
か
か
れ
．
そ
れ
ほ
ど
か
ら
い
も
の
な
ら
ば
．
な
ん
ぢ
が
い
の
ち
は
あ
る
ま
い
と
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（
マ
マ
）

ぞ
せ
め
に
け
る
．
あ
ら
い
た
ば
ば
し
や
つ
し
わ
う
殿
は
．
も
ん
ぐ
は
い
に
立
出
て
．
あ
れ
ご
を
（
十
四
丁
表
）
」

ま
ち
て
お
は
し
ま
す
．
あ
ら
い
た
は
し
や
あ
れ
ご
ぜ
ん
は
．
も
す
そ
は
し
ほ
．
袖
は
な
み
だ

に
し
よ
ぼ
ぬ
れ
て
．
お
け
い
た
Ｆ
き
て
か
へ
ら
る
嵐
・
こ
ろ
も
の
袖
に
す
が
り
つ
き
．
な

ふ
／
、
い
か
に
あ
れ
ご
様
．
そ
れ
が
し
は
け
ふ
の
し
ば
を
え
か
ら
ず
し
て
．
山
人
た
ち
の
な
さ

け
に
か
つ
て
給
り
し
を
．
さ
て
も
上
手
に
か
り
た
る
と
て
．
三
か
の
し
ば
に
七
か
ま
し

、
十
か
か
れ
と
よ
か
な
し
や
な
．
三
が
に
わ
ひ
て
給
れ
や
．
あ
れ
ご
此
由
き
こ
し
召
．
さ
の

み
な
げ
く
な
つ
し
わ
う
丸
．
さ
て
み
づ
か
ら
も
け
ふ
の
し
ほ
風
ば
え
ぐ
ま
い
で
．
あ
ま

人
の
な
さ
け
に
く
ん
で
給
り
．
け
ふ
の
や
く
は
つ
と
め
た
が
．
あ
す
を
ば
し
ら
ぬ
ぞ
つ
し

わ
う
丸
う
け
給
れ
ば
此
み
う
ち
に
．
五
人
御
さ
あ
る
子
共
た
ち
の
中
に
．
二
は
ん
め

の
二
郎
殿
と
申
は
．
じ
ひ
第
一
の
人
と
き
く
．
此
御
か
た
に
申
つ
、
・
し
ば
を
三
が
に
わ
び
て
と

ら
す
べ
し
と
．
き
や
う
だ
い
つ
れ
て
た
ゆ
ふ
殿
に
か
へ
り
つ
麓
・
し
ば
を
三
が
に
わ
び
た

ま
ふ
。
じ
や
け
ん
な
る
三
郎
が
こ
れ
を
き
、
・
な
ふ
い
か
に
た
ゆ
ふ
殿
。
さ
て
も
き
の
ふ

の
し
ば
を
。
わ
つ
は
が
か
り
た
と
思
ひ
た
れ
ば
。
山
人
共
か
す
ゑ
も
と
げ
ぬ
し
ば
と

き
い
て
あ
り
。
ゆ
ら
千
げ
ん
を
ふ
れ
申
さ
ん
と
て
。
三
郎
が
ふ
る
衝
や
う
こ
そ
お

そ
る
し
け
れ
。
さ
ん
せ
う
太
夫
の
み
う
ち
成
。
い
ま
鼠
い
り
の
ひ
め
と
わ
つ
は
に
し
ば
（
十
四
丁
裏
と

を
か
り
し
ほ
く
ん
で
と
ら
せ
た
ら
ん
も
の
は
。
と
な
り
七
け
ん
り
や
う
む
か
ひ
ざ
い
く
は

に
お
こ
な
ふ
く
し
と
ふ
れ
た
る
三
郎
を
。
お
に
か
と
い
は
ぬ
も
の
は
な
し
。
い
た
は
し
や
つ
し
わ
う

殿
は
。
三
郎
が
ふ
れ
を
も
し
り
給
は
す
。
又
き
の
ふ
の
所
へ
お
は
し
ま
し
。
山
人
た
ち
の
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し
ば
く
は
ん
じ
ん
し
て
給
れ
か
し
と
思
召
。
立
や
す
ら
ふ
て
ゐ
給
ふ
が
。
山
人
共
は
こ
れ

を
み
て
。
な
ん
ぢ
に
し
ば
を
少
づ
麓
・
お
し
む
も
の
は
な
け
れ
ど
も
。
あ
の
し
や
け
ん

な
る
た
ゆ
ふ
殿
か
ら
。
ふ
れ
が
ま
は
り
て
あ
る
に
よ
り
。
思
ひ
な
が
ら
も
し
ば
を
か
り

て
ま
い
ら
す
る
も
の
は
あ
る
ま
じ
。
か
う
も
つ
て
か
う
か
る
物
よ
と
て
。
か
ま
で
を
し

へ
て
み
な
と
を
る
。
い
た
は
し
や
つ
し
わ
う
殿
は
。
心
よ
は
く
て
か
な
は
じ
と
。
も
ち
た
る
か

ま
を
と
り
な
を
し
。
何
木
と
は
し
ら
れ
共
。
木
を
ば
一
ほ
ん
き
り
た
る
が
。
こ
な
す
ほ

う
を
し
ら
ず
し
て
。
よ
は
り
は
て
、
ぞ
お
は
し
け
る
。
そ
れ
人
の
ち
や
う
み
や
う
は

（
力
）

永
く
て
百
さ
い
申
せ
共
。
そ
れ
が
し
は
十
三
を
一
ご
と
せ
ん
と
思
召
。
ま
ほ
り
刀
の

ひ
ほ
を
と
き
じ
か
い
を
せ
ば
や
と
思
召
が
。
ま
て
し
ば
し
わ
が
心
。
あ
れ
ご
に
此
事

し
ら
せ
ず
は
む
な
し
く
成
し
其
あ
と
に
て
。
さ
こ
そ
や
う
ら
み
給
ふ
ら
ん
。
い
と
ま
を

と
は
餅
や
と
思
召
。
は
ま
ぢ
を
さ
し
て
下
ら
る
樋
・
い
た
は
し
や
あ
れ
ご
ぜ
ん
。
お
つ
る
（
十
五
丁
表
）
」

と
は
ザ
や
と
思
召
。
は

第
六
図
（
十
五
丁
裏
）
」

な
み
た
に
袖
ぬ
れ
て
し
ほ
笛
く
ん
で
お
は
し
ま
す
こ
ろ
も
の
た
も
と
に
す
か
り
付

な
ふ
い
か
に
あ
れ
ご
様
そ
れ
が
し
は
山
に
て
し
か
い
せ
ん
と
思
ひ
た
る
が
御
身
に
な
こ
り

お
し
く
し
て
こ
れ
ま
て
来
り
候
そ
や
今
を
わ
か
れ
と
の
給
へ
ば
あ
ね
こ
せ
ん
は
聞

召
さ
て
も
な
ん
ぢ
は
お
の
こ
と
て
し
が
い
を
せ
ん
と
思
ふ
か
や
み
つ
か
ら
も
思
ひ
き

り
身
を
な
げ
ん
と
思
ひ
し
が
御
身
に
な
こ
り
お
し
ま
れ
て
今
ま
て
ま
ち
え

て
う
れ
し
や
な
其
き
に
て
あ
る
な
ら
ば
い
さ
も
ろ
共
に
み
を
な
け
ん
と
た
も
と
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に
小
石
を
ひ
ろ
い
入
い
は
の
は
な
に
あ
か
り
つ
蚤
や
あ
い
か
に
つ
し
わ
う
丸
な
ん
ち
は

み
つ
か
ら
を
な
を
い
の
う
ら
に
て
わ
か
れ
た
る
は
魁
ご
を
お
か
む
と
思
ふ
へ
し
又
み
つ
か

ら
は
御
身
を
ば
つ
く
し
あ
ん
ら
く
じ
に
お
は
し
ま
す
ち
、
ご
を
お
か
む
と
思
ふ
へ
し
と

た
か
ひ
に
め
と
め
を
み
合
て
す
で
に
な
け
ん
と
し
給
ふ
と
こ
ろ
に
お
な
じ

う
ち
に
つ
か
は
る
図
い
せ
の
こ
は
ぎ
が
こ
れ
を
み
て
や
あ
Ｉ
、
い
か
に
き
や
う
だ

い
よ
い
の
ち
を
す
つ
る
と
み
え
て
あ
り
そ
こ
つ
な
る
事
し
給
ふ
な
い
の
ち
を

ま
た
ふ
も
つ
か
め
は
ほ
う
ら
い
さ
ん
に
あ
ふ
と
き
く
又
も
御
世
に
や
出
給
は
ん

い
の
ち
を
た
は
ふ
物
な
ら
ば
み
つ
か
ら
が
せ
ん
ぞ
を
か
た
り
て
き
か
す
べ
し
み
つ
か
ら
（
十
六
丁
表
）
」

と
申
は
あ
の
た
ゆ
ふ
殿
に
つ
た
は
り
た
る
ふ
だ
い
下
人
に
て
も
候
は
ず
。
国
を
申

せ
ば
や
ま
と
の
国
う
だ
の
も
の
に
て
候
が
。
け
い
ほ
の
中
の
ざ
ん
に
よ
り
。
い
せ
の
国

二
見
の
う
ら
か
ら
う
ら
れ
き
て
。
あ
な
た
こ
な
た
と
う
ら
る
、
程
に
あ
ま
り
の
事

の
も
の
う
さ
に
。
つ
き
た
る
つ
え
に
き
さ
を
し
て
か
ず
を
と
り
て
見
て
あ
れ
ば

。
此
た
ゆ
ふ
殿
ま
で
。
四
十
二
て
ん
に
う
ら
れ
た
が
。
こ
と
し
三
と
せ
の
ほ
う
こ
う
を
つ

か
ま
つ
る
は
じ
め
か
ら
は
な
ら
は
ぬ
ぞ
。
な
ら
へ
ば
な
る
蚤
な
ら
ひ
あ
り
。
し
ば
を
え
か

ら
い
も
の
な
ら
ば
し
の
び
Ｉ
～
に
み
づ
か
ら
が
。
し
ば
を
も
か
り
て
参
ら
す
べ
し
し
ほ

を
も
く
み
て
ま
い
ら
す
べ
し
。
い
の
ち
を
た
ば
へ
と
の
給
ひ
け
る
。
あ
れ
ご
此
由
聞

召
。
さ
れ
ば
其
し
ょ
く
が
な
ら
ぬ
ゆ
へ
・
命
を
す
て
ん
と
の
事
な
れ
共
其
し
ょ
く
だ

に
も
な
る
な
ら
ば
何
と
て
命
す
つ
く
き
ぞ
。
其
ぎ
に
て
あ
る
な
ら
ば
。
け
ふ
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と
て
。
は
ま
ぢ

お
か
へ
り
あ
る

よ
り
も
た
ゆ
ふ
の
う
ち
に
。
あ
れ
を
も
っ
た
と
思
ふ
く
し
。
お
と
災
を
も
っ
た
と
お
ぼ
し
め
せ

と
て
。
は
ま
ぢ
に
て
お
と
蟹
ひ
の
け
い
や
く
を
め
さ
れ
・
兄
弟
つ
れ
立
て
。
太
夫
殿
に

上
終
（
十
六
丁
裏
）
」
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第一図（上第二丁裏第三丁表）

第二図（上巻第五丁裏）
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年
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鳥

第三図（上巻第九丁裏第十丁表）

第五図（上巻第十三丁表） 第四図（上巻第十一丁表）
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第十二図（中巻第十一丁表） 第十図（中巻第七丁表）

一

’
第十三図（中巻第十三丁表） 第十一図（中巻第九丁表）
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臘
第十六図（下巻第四丁裏第五丁表）
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