
相
良
和
菜

 
『
大
経
師
昔
暦
』
は
、
近
松
門
左
衛
門
作
の
世
話
浄
瑠
璃
作
品
で
あ
る
。
正

徳
五
年
(
一
七
一
五
)
春
、
大
坂
竹
本
座
で
上
演
さ
れ
た
。
『
堀
川
波
鼓
』
(
宝

永
四
年
二
七
〇
七
)
、
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
(
享
保
二
年
・
一
七
一
七
)
と

と
も
に
、
近
松
三
姦
通
曲
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
こ
の
作
品
は
、
天
和
三
年
(
一

六
一
三
)
に
処
刑
さ
れ
た
、
京
の
大
経
師
家
の
妻
お
さ
ん
と
、
手
代
の
茂
兵
衛

に
よ
る
姦
通
・
駆
け
落
ち
と
い
う
実
際
の
事
件
に
拠
り
、
主
人
公
の
三
十
三
回

追
善
の
名
目
で
興
行
さ
れ
た
。
こ
の
事
件
は
、
す
で
に
貞
享
三
年
(
一
六
八
六
)

刊
・
井
原
西
鶴
作
『
好
色
五
人
女
』
巻
添
「
中
段
に
見
る
暦
屋
物
語
」
に
取
り

あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
両
作
品
に
は
非
常
に
似
通
っ
た
構
想
が
み
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
近
松
は
『
好
色
五
人
置
』
を
参
看
し
た
う
え
で
、
『
大
経
師
昔
暦
』

を
執
筆
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

 
『
大
経
師
昔
暦
』
の
先
行
研
究
は
、
主
に
二
つ
の
問
題
を
論
じ
て
き
た
と
言
っ

て
よ
い
。
ひ
と
つ
は
、
作
品
に
お
け
る
人
物
造
型
の
あ
り
方
、
そ
し
て
も
う
ひ

と
つ
は
、
中
之
巻
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

重
友
毅
氏
は
、
「
『
大
経
師
昔
暦
』
1
附
、
三
姦
通
曲
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

 
 
近
松
が
、
こ
の
曲
で
最
も
力
を
篭
め
て
描
こ
う
と
し
た
も
の
は
何
で
あ
っ

 
 
た
か
。
そ
れ
は
ほ
か
で
も
な
く
、
密
通
の
後
に
お
け
る
男
女
主
人
公
の
態

 
 
度
・
行
状
で
あ
り
、
そ
の
人
間
的
苦
悩
の
姿
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

 
 
過
っ
て
不
義
の
関
係
に
陥
る
ま
で
の
経
緯
を
描
い
た
上
之
巻
に
つ
づ
い

 
 
て
、
中
之
巻
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
(
中
略
)
事
件
は
む
し

 
 
ろ
従
で
あ
り
、
人
間
こ
そ
が
描
か
れ
る
べ
き
主
目
標
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

 
 
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
見
る
時
、
近
松
が
そ
こ
で
訴
え
よ
う
と
し
た
も
の
が
、

 
 
誤
り
な
く
把
捉
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
中
之
巻
は
、
い
よ
い

 
 
よ
重
要
視
す
べ
き
も
の
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
多
く
の
も
の
を
汲
み
取
る
こ

 
 
と
が
、
作
者
の
意
に
も
副
い
、
ま
た
研
究
と
し
て
も
正
し
い
も
の
と
な
る

 
 
だ
ろ
う
。

重
友
氏
は
、
男
女
主
人
公
の
「
人
間
的
苦
悩
の
姿
」
こ
そ
近
松
が
描
こ
う
と
し

た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
う
え
で
、
そ
れ
が
最
も
色
濃
く
現
れ
て
い
る
、
中

之
巻
の
重
要
性
に
言
及
し
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
 
 

 
こ
れ
に
対
し
、
諏
訪
春
雄
氏
は
、
『
近
松
浄
瑠
璃
の
研
究
』
に
お
い
て
、
次

の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

 
 
こ
こ
で
明
確
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
近
松
は
、
浄
瑠
璃
を

 
 
書
こ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
人
物
を
創
造
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
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と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(
中
略
)
こ
の
よ
う
な
浄
瑠
璃
文
の
登
場
人
物
の

 
 
性
格
は
、
必
然
的
に
単
一
性
や
一
貫
性
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
小
人

 
 
物
は
そ
の
状
況
と
の
葛
藤
、
他
の
存
在
の
相
関
の
中
に
お
の
れ
の
位
置
を

 
 
定
め
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
劇
に
お
け
る
性
格
と
は
、
特
定
の
状
況

 
 
下
に
お
け
る
行
動
そ
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

「
人
物
」
は
「
単
独
で
自
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
特
定
の
状
況
下
に
お
け
る

行
動
そ
の
も
の
」
だ
と
述
べ
る
諏
訪
氏
の
論
は
、
重
友
氏
と
対
照
的
な
意
見
と

い
え
る
。

 
「
中
之
巻
」
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
廣
末
保
氏
「
『
大
経
師
昔
々
』
意
志

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
ヨ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
る
ね

な
き
姦
通
と
従
属
的
悲
劇
に
つ
い
て
」
に
詳
し
く
説
か
れ
て
い
る
。

 
 
結
局
、
姦
通
以
後
の
葛
藤
は
、
そ
の
姦
通
の
結
果
生
じ
て
く
る
周
囲
の
悲

 
 
劇
、
道
順
夫
妻
と
玉
・
梅
竜
の
悲
劇
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
他
な
い
。
(
中

 
 
略
)
そ
れ
に
し
て
も
、
お
さ
ん
・
茂
兵
衛
の
悲
劇
と
は
ど
ん
な
悲
劇
で
あ

 
 
ろ
う
か
。
意
志
な
き
姦
通
に
陥
っ
た
二
人
の
悲
劇
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
 
だ
が
意
志
な
き
姦
通
ほ
ど
み
じ
め
な
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
悲
劇

 
 
的
感
動
と
い
う
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
く
ら
べ
れ
ば
、
玉
・

 
 
梅
毒
・
道
順
夫
妻
の
内
面
的
葛
藤
の
方
が
は
る
か
に
悲
劇
的
感
動
を
与
え

 
 
る
。
そ
し
て
、
そ
の
悲
劇
に
支
え
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
お
さ
ん
・
茂

 
 
兵
衛
も
、
中
之
島
の
方
が
遙
か
に
悲
劇
的
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
ど

 
 
こ
ま
で
も
、
従
属
的
な
悲
劇
が
こ
の
劇
全
体
の
中
心
部
を
支
え
て
い
る
と

 
 
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

 
廣
末
氏
は
、
男
女
主
人
公
を
と
り
ま
く
人
物
の
内
面
的
葛
藤
の
重
要
性
を
述

べ
、
そ
れ
が
最
も
強
く
打
ち
出
さ
れ
た
中
之
巻
こ
そ
、
『
大
経
師
昔
暦
』
の
中

心
部
で
あ
る
と
い
う
論
の
裏
付
け
と
し
て
い
る
。

 
以
上
の
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
『
大
経
師
昔
暦
』
が
人
物
中
心
に
作
劇
さ

れ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
物
語
の
展
開
に
任
せ
て
人
物
が
造
型
さ
れ
て
い
る
の

か
、
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
中
之
巻
の
位
置
づ
け
に
つ

い
て
は
、
総
じ
て
「
作
品
の
中
心
部
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
近
松
の
意
図
が
最
も

込
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

 
し
か
し
、
果
た
し
て
『
大
経
師
昔
暦
』
に
お
け
る
人
物
造
型
と
劇
の
展
開
は
、

ど
ち
ら
か
一
方
に
目
を
向
け
て
考
え
る
べ
き
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
中
之
巻
の

位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
、
「
作
品
の
中
心
部
」
だ
と
す
る
従
来
の
見
解
に
従
う

に
は
、
些
か
の
疑
問
が
残
る
。

 
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
の
疑
問
を
解
消
す
べ
く
、
先
行
作
で
あ
る
『
好

色
五
人
女
』
早
々
「
中
段
に
見
る
暦
屋
物
語
」
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
近
松
の

方
磨
翌
�
T
っ
て
ゆ
く
こ
と
と
し
た
い
。

二

を
確
か
め
る
べ
く
、
女
主
人
公
で
あ
る
お
さ
ん
の
人
物
造
型
を
見
て
い
こ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ら
 

お
さ
ん
の
人
物
造
型
が
読
み
取
れ
る
本
文
中
の
描
写
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

 
 
(
1
)
こ
こ
に
大
経
師
の
悪
婦
と
て
、
浮
名
の
立
ち
つ
づ
き
、
都
に
情
け

 
 
の
山
を
う
こ
か
し
、
祇
園
会
の
月
鉾
、
か
つ
ら
の
眉
を
あ
ら
そ
ひ
、
姿
は

 
 
清
水
の
初
桜
、
い
ま
だ
咲
き
か
か
る
風
情
、
口
び
る
の
う
る
は
し
き
は
高

 
 
尾
の
木
末
、
色
の
盛
り
と
詠
め
し
。
す
み
所
は
室
町
通
、
仕
出
し
衣
装
の

 
 
物
好
み
、
当
世
女
の
た
だ
中
、
広
い
京
に
も
ま
た
あ
る
べ
か
ら
ず
。

 
 
(
2
)
花
の
夕
、
月
の
曙
、
こ
の
男
、
他
を
詠
め
も
や
ら
ず
し
て
、
夫
婦

 
 
の
か
た
ら
ひ
ふ
か
く
、
三
と
せ
が
程
も
か
さ
ね
け
る
に
、
明
暮
、
世
を
わ

 
 
た
る
女
の
業
を
大
事
に
、
手
、
、
つ
か
ら
べ
ん
が
ら
糸
に
気
を
つ
く
し
、
す
ゑ
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み
＼
の
女
に
手
紬
を
織
ら
せ
て
、
わ
が
男
の
見
よ
げ
に
、
始
末
を
本
と
し
、

 
 
竈
も
嘆
く
べ
さ
せ
ず
、
小
遣
い
帳
を
筆
ま
め
に
あ
ら
た
め
、
町
人
の
家
に

 
 
あ
り
た
き
は
、
か
や
う
の
女
ぞ
か
し
。

 
(
1
)
(
2
)
は
と
も
に
物
語
冒
頭
部
の
描
写
で
あ
る
。
「
広
い
京
に
も
ま
た

あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
わ
れ
る
程
の
、
段
違
い
の
美
貌
を
持
つ
お
さ
ん
(
1
)
は
、

夫
婦
仲
も
良
く
、
夫
や
店
の
こ
と
に
き
ち
ん
と
気
を
配
る
良
妻
(
2
)
で
あ
り
、

ま
さ
に
理
想
の
妻
と
い
え
る
。
し
か
し
、
茂
右
衛
門
と
姦
通
後
の
物
語
後
半
部

に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

 
 
(
3
)
薬
に
す
べ
き
物
と
て
も
な
く
、
命
の
お
は
る
を
待
ち
居
る
時
、
耳

 
 
ち
か
く
寄
せ
て
、
「
い
ま
少
し
先
へ
行
け
ば
、
し
る
べ
あ
る
里
ち
か
し
。

 
 
さ
も
あ
ら
ば
、
こ
の
憂
き
を
わ
す
れ
て
、
お
も
ひ
の
ま
ま
に
枕
さ
だ
め
て

 
 
語
ら
ん
物
を
」
と
な
げ
け
ば
、
こ
の
事
お
さ
ん
耳
に
通
じ
、
「
う
れ
し
や
、

 
 
命
に
か
へ
て
の
男
ぢ
や
も
の
」
と
気
を
と
り
な
ほ
し
け
る
。
劃
1
魂

 
 
に
 
ん
一
入
り
か
は
り
、
イ
な
き
そ
の
潔
い
た
ま
し
く
、
ま
た
負
う
て
行

 
 
く
ほ
ど
に
、
わ
っ
か
な
る
里
の
垣
ね
に
着
き
け
り
。

(
3
)
に
は
、
瀕
死
の
状
態
を
茂
右
衛
門
の
一
言
に
よ
っ
て
切
り
抜
け
る
と
い
う
、

茂
右
衛
門
に
対
す
る
想
い
の
強
さ
と
、
好
色
性
の
強
さ
が
描
か
れ
て
い
る
。
美

人
の
良
妻
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
物
語
冒
頭
部
の
お
さ
ん
像
と
は
、
う
っ
て
か

わ
っ
た
奔
放
さ
で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
に
、
西
鶴
の
描
く
お
さ
ん
像
は
、
最
初
と
最
後
と
で
大
き
く
隔
た

り
が
見
ら
れ
、
変
化
を
補
足
す
る
説
明
も
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
人
物
造
型
は
、

物
語
の
展
開
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
西
鶴
は
事
実
、
(
3
)

傍
線
部
で
、
「
さ
て
は
、
魂
に
れ
ん
ぼ
入
り
か
は
り
、
他
な
き
そ
の
身
い
た
ま

し
く
」
と
述
べ
、
お
さ
ん
と
い
う
人
物
の
主
体
性
が
消
滅
し
、
運
命
に
操
ら
れ

て
い
く
さ
ま
を
的
確
に
言
い
表
し
て
も
い
る
。
つ
ま
り
、
西
鶴
は
、
お
さ
ん
の

人
物
造
型
が
最
初
と
最
後
で
大
き
く
隔
た
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
物
語
の
展

開
に
左
右
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
十
分
に
承
知
し
、
こ
れ
を
客
観
的
に
捉
え
た
上

で
、
筆
を
進
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
続
い
て
、
男
主
人
公
茂
右
衛
門
の
人
物
造
型
を
見
て
い
き
た
い
。
登
場
時
に

お
け
る
、
茂
右
衛
門
の
描
写
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

 
 
(
4
)
こ
の
男
の
正
直
、
か
う
べ
は
人
ま
か
せ
、
額
ち
ひ
さ
く
、
袖
口
五

 
 
寸
に
た
ら
ず
。
髪
置
き
し
て
こ
の
か
た
、
編
笠
を
か
ぶ
ら
ず
、
ま
し
て
や
、

 
 
脇
差
し
を
こ
し
ら
へ
ず
。
た
だ
十
露
盤
を
枕
に
、
夢
に
も
銀
ま
う
け
の
せ

 
 
ん
さ
く
ば
か
り
に
明
か
し
ぬ
。

(
4
)
に
は
、
髪
型
に
無
頓
着
で
、
野
暮
な
着
物
を
着
、
廓
通
い
を
し
た
こ
と

も
な
く
、
興
味
が
あ
る
の
は
銀
儲
け
ば
か
り
と
い
う
、
野
暮
つ
た
く
実
直
な
茂

右
衛
門
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
姦
通
後
の
茂
右
衛
門
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

 
 
(
5
)
茂
右
衛
門
、
お
も
ひ
の
外
な
る
お
も
は
く
違
ひ
、
の
り
か
か
っ
た

 
 
る
馬
は
あ
れ
ど
、
君
を
お
も
へ
ば
夜
毎
に
か
よ
ひ
、
人
の
と
が
め
も
か
へ

 
 
り
み
ず
、
外
な
る
事
に
身
を
や
つ
し
け
る
は
、
追
付
け
、
生
死
の
二
つ
物

 
 
掛
け
、
こ
れ
ぞ
あ
ぶ
な
し
。

 
 
(
6
)
あ
り
が
た
き
夢
心
に
、
「
す
ゑ
汐
＼
は
何
に
な
ら
う
と
も
、
か
ま
は

 
 
し
や
る
な
。
こ
ち
や
、
こ
れ
が
す
き
に
て
身
に
替
へ
て
の
二
心
。
文
殊
さ

 
 
ま
は
、
衆
道
ば
か
り
の
御
合
点
。
女
道
は
か
つ
て
、
し
ろ
し
め
さ
る
ま
じ
」

(
5
)
に
は
、
人
の
答
め
を
無
視
し
て
、
色
事
に
の
め
り
こ
ん
で
し
ま
う
姿
が
、

(
6
)
に
は
、
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
る
文
殊
菩
薩
に
対
し
て
、
色
事
に
生
き

る
こ
と
を
宣
言
す
る
、
大
胆
不
敵
な
姿
が
示
さ
れ
て
い
る
。
登
場
時
に
見
ら
れ

た
「
実
直
・
野
暮
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
こ
こ
に
読
み
取
る
こ
と
は
最
早
困
難

で
あ
り
、
茂
右
衛
門
像
に
も
、
お
さ
ん
同
様
に
、
一
貫
し
た
人
物
造
型
を
見
出

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
西
鶴
は
、
あ
く
ま
で
物
語
の
展
開
を
重
視
し
て
筆
を
進

一3一



め
て
い
っ
た
と
窺
え
る
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
西
鶴
が
た
だ
や
み
く
も
に
人
物
を
描
い
た
か
と
い
う
と
、
決
し
て

そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
(
6
)
で
文
殊
菩
薩
の
救
い
を
は
ね
つ
け
た
後
、
危

求
翌
ﾉ
瀕
し
、
神
頼
み
を
す
る
茂
右
衛
門
の
行
動
に
対
し
、
西
鶴
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

 
 
(
7
)
こ
れ
を
聞
く
と
、
身
に
ふ
る
ひ
出
て
俄
に
さ
む
く
、
足
ば
や
に
立

 
 
ち
の
き
、
三
条
の
旅
籠
屋
に
宿
か
り
て
、
水
風
呂
に
も
い
ら
ず
休
み
け
る

 
 
に
、
十
七
夜
代
待
ち
の
通
り
し
に
、
十
二
灯
を
包
み
て
、
「
我
が
身
の
事
、

 
 
す
ゑ
ぐ
し
れ
ぬ
や
う
に
」
と
祈
り
け
る
。
そ
の
身
の
横
し
ま
、
あ
た
ご

 
 
さ
ま
も
桓
と
し
て
た
す
け
給
ふ
.
 
し
。

(
7
)
傍
線
部
に
お
い
て
、
西
鶴
は
「
そ
の
身
の
暑
し
ま
、
あ
た
ご
さ
ま
も
何

と
し
て
助
け
給
ふ
べ
し
」
と
、
茂
右
衛
門
の
理
不
尽
な
神
頼
み
を
批
判
す
る
。

必
ず
や
読
者
も
感
じ
た
で
あ
ろ
う
、
茂
右
衛
門
の
行
動
の
矛
盾
と
不
条
理
さ
を
、

西
鶴
自
身
が
敢
え
て
指
摘
す
る
こ
と
で
、
そ
の
造
型
が
作
為
的
で
あ
る
こ
と
を

暗
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
お
さ
ん
と
茂
右
衛
門
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
始
め
に
優
れ
た
人
物
造
型
を

与
え
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
後
は
話
の
展
開
に
巻
き
込
ま
れ
、
人
格
が
破
綻

さ
せ
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
方
磨
翌
ﾉ
よ
っ
て
、
西
鶴
は
主
人

公
が
恋
に
狂
い
、
運
命
に
踊
ら
さ
れ
る
姿
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
姦
通
と
い
う
重
い
テ
ー
マ
も
、
こ
と
の
善
悪
が
相
対
化
さ
れ
、
読
者

が
愉
し
め
る
物
語
に
昇
華
さ
れ
て
い
る
と
評
さ
れ
よ
う
。

三

本
章
で
は
、
『
好
色
五
人
女
』
巻
三
に
お
け
る
西
鶴
の
人
物
造
型
を
踏
ま
え

た
上
で
、
『
大
経
師
昔
暦
』
の
人
物
造
型
に
焦
点
を
当
て
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、

女
主
人
公
お
さ
ん
の
人
物
造
型
を
考
え
る
べ
く
、
上
・
中
・
下
之
巻
そ
れ
ぞ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
ら
、
そ
の
人
物
像
が
読
み
取
れ
る
描
写
を
次
に
挙
げ
る
。

 
 
(
8
)
一
貫
目
調
へ
て
。
親
た
ち
の
苦
を
晴
ら
し
て
た
も
。
エ
・
無
念
な
、

 
 
男
の
身
な
ら
ば
、
こ
れ
し
き
に
親
た
ち
に
苦
は
か
け
ま
い
。
娘
産
ん
だ
親

 
 
も
損
。
女
子
に
生
ま
れ
た
身
も
因
果
と
、
し
み
ぐ
口
説
き
頼
み
け
る
。

 
 
(
9
)
な
う
茂
兵
衛
殿
。
と
て
も
わ
し
ら
は
今
日
あ
っ
て
明
日
な
い
身
。

 
 
命
を
命
と
思
は
ね
ど
も
、
い
と
し
や
玉
は
ど
う
な
り
や
っ
た
と
。
案
ず
る

 
 
は
こ
れ
ば
か
り
。
た
“
ゆ
か
し
い
は
父
様
、
母
様
。
な
ん
ぼ
思
ひ
諦
め
て

 
 
も
。
会
い
た
う
ご
ざ
る
と
咽
せ
返
り
、
歩
み
か
ね
て
泣
き
け
れ
ば
。

 
 
(
1
0
)
ハ
テ
な
ん
と
せ
う
。
今
ま
で
が
不
思
議
の
命
。
さ
れ
ど
も
、
父
様
、

 
 
母
様
の
嘆
き
の
ほ
ど
が
お
い
と
し
い
。
一
日
で
も
存
へ
る
が
孝
行
。
今
夜

 
 
の
う
ち
に
退
か
う
で
は
あ
る
ま
い
か
。

 
(
8
)
は
、
上
之
巻
に
お
い
て
、
お
さ
ん
が
、
親
に
苦
労
を
か
け
さ
せ
た
く

な
い
一
心
か
ら
、
茂
兵
衛
に
銀
の
調
達
を
頼
み
、
事
件
の
発
端
を
作
る
場
面
で

あ
る
。
(
9
)
は
、
中
之
巻
で
、
茂
兵
衛
と
の
姦
通
後
の
お
さ
ん
が
、
自
分
の

命
が
危
求
翌
ﾉ
瀕
し
て
い
る
中
、
強
く
両
親
を
慕
い
、
会
い
た
い
と
嘆
く
件
で
あ

る
。
(
1
0
)
は
、
下
之
巻
で
、
追
っ
手
が
迫
っ
て
き
た
こ
と
を
知
り
、
「
自
分
の

命
は
今
ま
で
生
き
て
い
た
の
が
不
思
議
な
く
ら
い
だ
が
、
両
親
の
た
め
に
も
生

き
延
び
る
の
が
孝
行
」
だ
と
、
最
後
ま
で
逃
げ
延
び
る
こ
と
を
決
意
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
描
写
か
ら
は
、
一
貫
し
て
お
さ
ん
の
親
思
い
の
気
持
ち
が
読
み
取
れ

る
。
そ
れ
は
お
さ
ん
の
人
物
造
型
を
形
成
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
話
の
展
開
に

も
大
き
く
作
用
し
て
い
る
。

 
お
さ
ん
に
は
親
思
い
と
い
う
、
一
貫
し
た
人
物
造
型
が
あ
る
こ
と
を
押
さ
え

た
上
で
、
場
面
の
展
開
を
追
っ
て
ゆ
き
た
い
。
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(
1
1
)
お
さ
ん
親
子
は
は
っ
と
ば
か
り
、
肺
碩
q
だ
ぺ
胸
に
.
 
q
剃
乱
丁
遠

 
 
ー
ペ
ず
，
る
ば
-
か
，
α
，
な
り
。

 
 
(
1
2
)
お
さ
ん
親
子
は
幸
ひ
と
、
「
玉
で
か
し
や
っ
た
、
あ
り
ゃ
う
に
よ
う

 
 
言
や
つ
た
。
人
の
た
め
の
し
損
な
ひ
、
こ
と
に
大
事
の
祝
日
。
連
れ
添
ふ

 
 
女
房
姑
が
一
生
の
佗
び
言
。
許
し
て
や
っ
て
く
だ
さ
れ
。

 
 
(
，
自
，
分
に
，
原
，
因
，
が
-
あ
，
尉
ご
ど
-
を
，
伐
ぜ
M
，
、
，
玉
の
，
嘘
に
便
，
乗
，
U
よ
引
ど
-
ず
，
尉
)

 
(
1
1
)
は
、
上
之
巻
で
、
自
分
の
頼
み
を
引
き
受
け
た
こ
と
で
、
盗
人
の
嫌

疑
を
掛
け
ら
れ
た
茂
兵
衛
を
前
に
し
、
た
だ
顔
色
を
変
え
、
う
ろ
た
え
る
こ
と

し
か
で
き
な
い
お
さ
ん
の
様
子
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
(
1
2
)
で
は
、
そ
の
よ

う
な
茂
兵
衛
を
見
か
ね
た
玉
が
、
茂
兵
衛
を
庇
お
う
と
、
「
私
が
銀
の
工
面
を

頼
ん
だ
」
と
つ
い
た
嘘
に
便
乗
す
る
お
さ
ん
の
姿
が
窺
え
る
。
右
引
用
の
破
線

部
に
は
、
お
さ
ん
の
人
間
的
な
弱
さ
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
次
の
引
用
(
1
3
)
は
、

姦
通
後
の
中
之
巻
で
あ
る
。

 
 
(
1
3
)
ア
・
愚
か
し
い
こ
と
言
ふ
人
ぢ
や
。
我
一
人
生
き
存
へ
、
言
訳
が

 
 
立
つ
ぼ
ど
な
れ
ば
。
二
人
生
き
て
も
同
じ
こ
と
。
取
り
違
へ
や
う
が
ど
う

 
 
し
や
う
が
、
以
春
と
い
ふ
男
持
ち
な
が
ら
。
そ
な
た
と
肌
触
れ
寝
た
は
定
。

 
 
形
は
生
れ
変
っ
て
も
。
こ
の
悪
名
は
削
ら
れ
ぬ
。
そ
な
た
は
い
か
う
乞
狽

 
 
が
来
た
さ
う
な
。

 
自
分
一
人
が
犠
牲
に
な
り
、
お
さ
ん
の
命
を
助
け
た
い
と
申
し
出
た
茂
兵
衛

を
、
「
愚
か
し
い
こ
と
言
ふ
人
ぢ
や
」
と
一
蹴
し
て
い
る
。
こ
の
お
さ
ん
の
言

葉
は
、
表
面
的
に
は
、
茂
兵
衛
の
非
現
実
的
な
意
見
へ
の
苛
立
ち
の
よ
う
に
受

け
取
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
奥
に
は
、
一
人
罪
悪
感
に
苛
ま
れ
る
茂
畑
ハ
衛
へ
の

気
遣
い
、
罪
を
背
負
っ
て
生
き
る
こ
と
へ
の
覚
悟
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
中
之
巻
の
お
さ
ん
に
は
、
現
実
か
ら
目
を
逸
ら
さ
ず
に
、
茂

兵
衛
と
と
も
に
罪
な
き
罪
を
背
負
っ
て
い
こ
う
と
す
る
逞
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
右
引
用
の
傍
線
部
は
、
お
さ
ん
の
逞
し
さ
が
特
に
反
映
さ
れ
た
箇

所
だ
と
い
え
よ
う
。
下
之
巻
の
描
写
を
続
け
て
見
て
み
た
い
。

 
 
(
1
4
)
ま
た
同
じ
こ
と
ば
か
り
、
そ
れ
は
互
い
の
因
果
つ
く
。
た
f
忘
れ

 
 
ぬ
は
二
人
の
親
。
さ
て
い
と
し
い
は
幼
馴
染
の
以
詩
学
。
こ
な
た
も
わ
し

 
 
も
微
塵
濁
ら
ぬ
こ
の
心
。
言
訳
し
て
死
に
た
い
と
、
濁
だ
ざ
め
.
 
ざ
め
ど
ぞ

 
 
泣
き
み
た
る
。

 
 
(
1
5
)
「
お
さ
ん
様
、
も
う
逃
れ
ぬ
。
未
練
な
働
き
遊
ば
す
な
。
」
「
オ
・
覚

 
 
悟
し
た
。
 
己
点
ぢ
や
。
」

 
 
(
1
6
)
お
さ
ん
涼
し
き
目
の
中
に
て
、
助
作
を
は
っ
た
と
目
み
。
 
エ
・
さ

 
 
も
し
い
土
百
女
。
お
の
 
少
し
の
ハ
に
め
で
・
 
よ
う
訴
人
を
し
を
つ
た

 
 
倒
」

 
お
さ
ん
は
(
1
4
)
で
、
「
二
人
の
親
が
忘
れ
ら
れ
な
い
、
以
春
様
に
自
分
と

茂
兵
衛
の
潔
白
を
言
い
訳
し
て
死
に
た
い
」
と
泣
き
、
迫
り
来
る
死
の
恐
怖
に

お
び
え
て
い
る
が
、
追
っ
手
に
捉
え
ら
れ
る
直
前
に
は
、
「
オ
・
覚
悟
し
た
、

合
点
ぢ
や
」
と
、
茂
兵
衛
の
言
葉
に
間
髪
入
れ
ず
に
応
じ
(
1
5
)
、
そ
の
後
、

銀
欲
し
さ
に
自
分
た
ち
を
訴
人
し
た
、
家
主
の
助
作
に
食
っ
て
掛
か
る
場
面

で
は
、
助
作
を
澄
ん
だ
目
で
睨
み
つ
け
て
い
る
(
1
6
)
。
こ
れ
は
弱
者
が
見
せ

る
最
後
の
あ
が
き
な
ど
で
は
な
い
。
状
況
を
受
け
入
れ
、
覚
悟
を
決
め
て
い
る

か
ら
こ
そ
、
卑
劣
な
助
作
を
前
に
し
て
も
、
「
涼
し
き
目
」
で
い
ら
れ
る
の
だ
。

お
さ
ん
の
姿
は
ど
こ
ま
で
も
逞
し
く
、
堂
々
と
し
て
見
え
る
。
上
之
巻
で
見
せ

て
い
た
気
弱
さ
を
、
こ
こ
で
は
も
は
や
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

 
以
上
か
ら
、
『
大
経
師
最
盛
』
に
お
け
る
お
さ
ん
の
人
物
造
型
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
考
え
る
。
お
さ
ん
に
は
、
ま
ず
「
親
思
い
」
と
い
う
基
盤
と
な
る

人
物
造
型
が
上
・
中
・
下
之
巻
と
一
貫
し
て
存
在
し
、
そ
の
上
に
、
「
気
弱
さ
」

と
い
う
マ
イ
ナ
ス
面
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
マ
イ
ナ
ス
面
の
付
加
に
よ
り
、
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お
さ
ん
像
は
、
完
壁
な
類
型
に
収
ま
ら
ず
、
人
間
味
を
獲
得
し
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

 
そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
マ
イ
ナ
ス
面
で
あ
る
弱
さ
が
、
場
面
の
展
開
に
つ

れ
て
、
次
第
に
逞
し
さ
と
い
う
プ
ラ
ス
面
へ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

近
松
は
、
こ
の
よ
う
に
物
語
の
展
開
と
巧
み
に
関
連
さ
せ
な
が
ら
、
人
物
像
に

変
化
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
さ
ん
の
人
間
的
な
成
長
を
あ
と
づ
け
て
い

る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
一
人
の
気
弱
な
女
性
を
こ
こ
ま
で
変
化
さ
せ
て
し
ま
う

姦
通
と
い
う
事
件
が
持
つ
重
み
を
、
見
事
描
き
出
す
こ
と
に
も
成
功
し
て
い
る

と
評
せ
よ
う
。

四

 
お
さ
ん
に
続
い
て
、
男
主
人
公
茂
兵
衛
の
人
物
造
型
を
考
え
て
い
き
た
い
。

 
 
(
1
7
)
よ
し
盗
み
す
れ
ば
と
て
、
身
の
欲
に
つ
か
ぬ
は
天
道
が
明
ら
か
な
り
。

 
 
お
前
と
て
も
お
主
、
親
の
恥
は
娘
の
恥
。
舅
の
恥
は
婿
の
恥
。
二
人
の
お

 
 
主
の
恥
を
す
・
ぐ
は
、
畢
寛
お
主
の
奉
公
。

 
茂
兵
衛
は
、
主
人
に
対
し
忠
節
を
尽
す
人
物
で
あ
る
。
大
経
師
以
春
の
妻
で

あ
る
お
さ
ん
に
対
し
て
も
、
主
従
関
係
を
よ
く
わ
き
ま
え
て
お
り
、
(
1
7
)
の

上
之
巻
の
場
面
で
は
、
銀
の
調
達
を
し
て
ほ
し
い
、
と
い
う
お
さ
ん
の
頼
み
を

快
く
引
き
受
け
、
印
判
を
盗
み
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
、
後
の

姦
通
事
件
の
発
端
と
な
っ
た
。
続
く
中
之
巻
に
は
、
茂
兵
衛
の
次
の
よ
う
な
言

葉
が
あ
る
。

 
 
(
1
8
)
「
我
ら
男
の
面
を
さ
げ
、
か
や
う
の
業
を
し
出
だ
し
。
の
め
く
と

 
 
存
へ
あ
る
こ
と
も
。
お
さ
ん
さ
ま
の
お
命
を
何
と
ぞ
と
存
す
る
故
。
お
宿

 
 
元
へ
お
さ
ん
様
を
御
同
道
な
さ
れ
。
お
命
助
け
く
だ
さ
れ
ば
、
答
を
私
一

 
 
人
に
受
け
。
物
の
見
事
に
死
に
ま
し
た
い
。
御
了
簡
頼
み
あ
げ
ま
す
」

 
(
1
8
)
は
、
お
さ
ん
と
駆
け
落
ち
後
、
道
順
夫
妻
と
再
会
す
る
場
面
で
あ
る
。

茂
兵
衛
は
「
自
分
が
生
き
存
え
て
い
る
の
は
主
人
を
助
け
た
い
一
心
で
あ
る
」

と
訴
え
、
自
分
自
身
は
死
ぬ
覚
悟
で
い
る
こ
と
を
明
か
す
。
こ
の
描
写
か
ら
も
、

お
さ
ん
に
対
す
る
深
い
忠
誠
心
が
読
み
取
れ
る
。
下
之
巻
に
お
い
て
も
な
お
、

お
さ
ん
と
の
関
係
は
潔
白
で
、
主
従
関
係
は
維
持
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

 
 
(
1
9
)
丹
後
の
宮
津
に
兄
弟
同
前
の
者
が
あ
る
。
そ
こ
ま
で
ど
う
か
退
き

 
 
ま
せ
う
。
そ
れ
ま
で
に
運
尽
き
て
、
死
ぬ
る
期
に
極
ま
っ
た
な
ら
ば
。
日

 
 
頃
申
す
と
ほ
り
、
悪
縁
と
思
う
て
く
だ
さ
れ
ま
せ
。
私
故
に
、
大
事
の
お

 
 
身
を
捨
て
さ
せ
ま
し
た
」
と
涙
ぐ
み
、
う
ち
し
を
れ
て
見
え
け
れ
ば

(
1
9
)
に
は
、
自
分
の
せ
い
で
主
人
を
死
な
せ
て
し
ま
う
こ
と
を
嘆
い
た
茂
兵

衛
が
、
お
さ
ん
に
詫
び
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
事
件
の
発
端
は
お
さ
ん
の
頼

み
を
聞
き
入
れ
た
こ
と
に
あ
り
、
本
来
な
ら
ば
茂
兵
衛
は
む
し
ろ
被
害
者
で
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
考
え
を
微
塵
も
見
せ
ず
、
お
さ
ん
を
庇

い
、
本
心
か
ら
詫
び
よ
う
と
す
る
茂
兵
衛
の
姿
は
、
そ
の
忠
義
心
に
偽
り
の
な

い
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

 
つ
ま
り
、
茂
兵
衛
の
場
合
は
、
忠
節
が
そ
の
基
盤
と
な
る
人
物
造
型
で
あ
っ

た
。
さ
ら
に
、
そ
の
上
に
場
面
に
つ
れ
て
変
化
を
見
せ
る
人
物
造
型
が
存
在
す

る
。 

 
(
2
0
)
オ
・
ま
だ
打
て
ぐ
、
踏
ん
で
く
れ
。
主
の
印
判
盗
む
と
は
、
だ

 
 
い
そ
れ
た
こ
の
茂
兵
衛
。
さ
り
な
が
ら
、
今
日
ま
で
茶
屋
の
見
世
へ
腰
か

 
 
け
ず
、
骨
脾
の
打
ち
や
う
存
せ
ず
。
人
並
に
着
替
へ
は
持
つ
、
足
手
ま
と

 
 
ひ
の
妻
子
は
な
し
。
何
を
不
足
に
私
欲
を
せ
う
。
体
は
粉
に
は
た
か
れ
て

 
 
も
。
茂
兵
衛
が
口
か
ら
言
訳
せ
ぬ
。

 
並
置
酒
息
に
は
、
忠
義
心
の
深
さ
ゆ
え
、
や
や
生
真
面
目
に
す
ぎ
る
一
面
が
見
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受
け
ら
れ
る
。
(
2
0
)
は
上
之
巻
で
、
印
判
盗
み
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
た
茂
兵

衛
が
、
一
切
言
訳
を
し
ょ
う
と
せ
ず
、
打
た
れ
る
が
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
そ

の
姿
は
美
し
く
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
言
訳
を
し
な
か
っ
た
こ
と
で
、
茂
兵
衛
は

盗
人
と
し
て
捕
え
ら
れ
、
お
さ
ん
と
の
過
ち
を
引
き
起
こ
す
状
況
を
誘
発
し
、

も
は
や
言
訳
が
許
さ
れ
な
い
立
場
へ
と
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
頑
な
に
す
ぎ
る
と
も
受
け
取
ら
れ
る
。

 
茂
兵
衛
の
生
真
面
目
さ
に
は
、
下
之
巻
で
変
化
が
見
ら
れ
る
。
捕
ら
え
ら
れ

る
直
前
か
ら
直
後
に
か
け
て
の
様
子
に
注
目
し
た
い
。

 
 
(
2
1
)
「
ハ
ア
南
無
三
宝
、
口
惜
し
い
。
助
作
め
に
出
し
抜
か
れ
た
。
お
さ

 
 
ん
様
、
も
う
逃
れ
ぬ
。
未
練
な
働
き
遊
ば
す
な
。
」

 
 
(
2
2
)
「
見
苦
し
い
お
侍
。
合
口
一
本
差
さ
ぬ
町
人
、
手
向
ひ
は
い
た
さ
ぬ
。

 
 
俸
の
時
よ
り
柔
、
当
て
身
を
稽
古
し
て
。
す
は
と
い
は
、
腕
は
細
く
と
も
。

 
 
お
侍
の
五
人
や
七
人
は
慮
外
な
が
ら
。
ぎ
や
っ
と
い
は
せ
て
の
め
ら
せ
や

 
 
う
も
知
っ
た
れ
ど
も
。
も
と
の
起
り
は
主
人
の
勘
気
。
主
人
に
手
向
か
ふ

 
 
同
前
と
思
ひ
、
手
向
ひ
は
っ
か
ま
つ
ら
ぬ
。
こ
の
女
中
に
つ
き
申
す
訳
あ

 
 
れ
ど
も
、
そ
れ
も
い
ら
ぬ
も
の
。
不
義
な
ら
ば
不
義
に
し
て
、
サ
ア
尋
常

 
 
に
括
れ
。
」

 
 
(
2
3
)
茂
兵
衛
縄
取
り
引
っ
立
て
。
助
作
が
横
腹
は
つ
た
と
蹴
倒
し
。
「
こ

 
 
れ
し
き
の
目
腐
り
銀
。
お
の
れ
風
情
に
偽
り
を
言
は
う
か
。
よ
い
く
お

 
 
の
れ
に
く
れ
た
。
八
百
目
の
銀
、
う
ぬ
が
根
性
相
応
に
。
現
世
は
長
者
と

 
 
悦
ん
で
、
閻
魔
の
前
で
算
用
せ
い
」
と
。
頬
骨
三
つ
四
つ
踏
み
つ
け
く
、

 
 
さ
ら
ぬ
。
顔
に
て
み
た
り
け
り
。

 
追
手
の
足
音
を
聞
き
、
観
念
し
た
時
に
お
さ
ん
に
向
け
て
発
す
る
(
2
1
)
の

「
未
練
な
働
き
遊
ば
す
な
」
と
い
う
言
葉
は
、
お
さ
ん
に
対
し
常
に
下
手
に
出

を
迎
え
て
発
せ
ら
れ
た
こ
の
一
言
は
、
茂
兵
衛
の
芯
の
強
さ
を
物
語
っ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
捕
ら
え
ら
れ
る
そ
の
瞬
間
に
も
、
侍
に
対
し
「
見
苦
し
い
お
侍
」

と
呼
び
か
け
、
少
し
も
怯
む
こ
と
な
く
、
堂
々
と
し
た
態
度
で
応
じ
る
(
2
2
)
。

一
切
言
い
訳
を
し
な
い
、
と
い
う
姿
勢
は
(
2
0
)
で
見
せ
た
も
の
と
同
じ
で
あ

る
が
、
い
わ
ば
や
ら
れ
っ
ぱ
な
し
で
泣
き
寝
入
り
を
す
る
他
な
か
っ
た
上
之
巻

と
比
べ
、
潔
く
も
逞
し
い
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
更
に
、
(
2
3
)
で
は
卑
怯
な

助
作
を
蹴
倒
し
、
顔
を
踏
み
つ
け
る
暴
挙
に
出
て
い
る
。
(
2
0
)
で
、
「
オ
、
ま

だ
打
て
み
＼
、
踏
ん
で
く
れ
。
」
と
、
い
く
ら
打
た
れ
よ
う
と
決
し
て
手
を
出

さ
な
か
っ
た
茂
兵
衛
像
と
は
対
照
的
な
行
動
で
あ
る
。

 
以
上
、
茂
兵
衛
像
に
は
、
揺
る
ぎ
な
い
忠
節
と
い
う
性
格
の
上
に
、
生
真
面

目
に
過
ぎ
る
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
が
付
加
さ
れ
て
い
た
。
話
の
展
開
と

と
も
に
、
主
人
に
対
す
る
真
面
目
さ
は
保
ち
な
が
ら
も
、
潔
く
逞
し
い
部
分
を

前
面
に
打
ち
出
さ
れ
、
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
か
ら
の
転
換
が
図
ら
れ
て
い
る
。

主
人
に
対
す
る
深
い
忠
誠
心
と
生
真
面
目
に
過
ぎ
る
性
格
ゆ
え
に
、
事
件
に
巻

き
込
ま
れ
、
追
わ
れ
る
身
と
な
っ
た
茂
兵
衛
に
対
し
、
観
客
は
大
い
に
同
情
を

寄
せ
、
ま
た
大
い
に
歯
が
ゆ
い
思
い
を
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
茂
兵
衛

は
実
は
、
武
道
の
心
得
と
強
い
心
を
秘
め
た
人
物
で
あ
っ
た
の
だ
。

 
『
大
経
師
昔
暦
』
に
お
い
て
、
茂
兵
衛
を
多
く
の
観
客
の
共
感
を
得
る
、
魅

力
的
な
主
人
公
と
せ
し
め
た
の
は
、
人
物
と
展
開
の
相
互
の
関
連
を
う
ま
く

図
っ
て
ゆ
く
、
近
松
の
人
物
造
型
の
方
磨
翌
ﾌ
賜
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

五

 
『
大
経
師
昔
暦
』
の
中
之
巻
は
、
そ
の
構
想
が
『
好
色
五
人
女
』
巻
三
に
は

見
ら
れ
な
い
近
松
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
主
人
公
を
と
り
ま
く
人
物
の
葛
藤
が
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よ
く
描
か
れ
て
い
る
と
し
て
、
従
来
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
。
廣
末
氏
が
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
中
之
巻
の
核
を
成
す
の
は
、
玉
・
梅
竜
・
道
順
夫
妻
の
内
面

的
葛
藤
に
よ
る
悲
劇
的
感
動
と
い
え
よ
う
。
以
下
、
中
之
巻
の
本
文
を
順
に
確

認
し
て
ゆ
き
た
い
。

 
 
(
2
4
)
首
を
斬
ら
れ
、
手
足
を
も
が
れ
、
試
し
物
に
な
る
と
て
も
。
主
と

 
 
頼
ん
だ
人
髪
、
命
惜
し
む
な
。
梅
竜
が
姪
ぢ
や
ぞ
。
最
後
を
清
う
死
ん
で

 
 
く
れ
と
聞
ゆ
れ
ば
、
玉
が
声
。
そ
れ
は
気
遣
い
さ
し
や
ん
す
な
、
と
う
か

 
 
ら
覚
悟
極
め
て
み
る
。
伯
父
一
人
姪
一
人
、
わ
し
が
死
ん
だ
ら
伯
父
様
の
。

 
 
さ
ぞ
頼
り
な
う
思
し
召
そ
。
茂
兵
衛
殿
は
ど
う
し
て
ぞ
。
い
と
し
い
は
お

 
 
さ
ん
様
、
ど
こ
に
ど
う
し
て
ご
ざ
る
や
ら
。
常
が
は
か
な
い
正
直
な
心
を

 
 
知
っ
た
わ
し
な
れ
ば
、
何
か
に
思
ひ
や
り
ま
す
と
。
泣
き
い
れ
ば

 
(
2
4
)
は
、
請
け
人
預
け
に
出
さ
れ
た
玉
を
、
梅
竜
が
浴
翌
ｷ
場
面
で
あ
る
。

事
情
を
聞
い
た
梅
竜
は
、
玉
に
罪
が
な
い
こ
と
は
承
知
の
上
で
、
「
主
人
と
頼

ん
だ
人
の
た
め
に
命
を
惜
し
む
な
」
と
浴
翌
ｷ
。
梅
里
は
、
決
し
て
玉
に
無
理
強

い
を
し
た
の
で
は
な
く
、
伯
父
と
姪
と
い
う
血
縁
で
固
く
結
ば
れ
た
信
頼
関
係

に
基
づ
い
て
、
最
も
過
酷
に
見
え
る
そ
の
選
択
こ
そ
が
玉
に
と
っ
て
最
善
で
あ

る
と
判
断
し
た
。
伯
父
の
思
い
を
汲
み
取
っ
た
玉
は
そ
の
言
葉
に
応
え
、
伯
父

や
お
さ
ん
、
茂
兵
衛
を
思
い
、
涙
に
暮
れ
る
の
で
あ
る
。

 
次
の
引
用
(
2
5
)
は
、
お
さ
ん
と
の
再
会
場
面
に
お
け
る
、
父
道
順
の
言
葉

で
あ
る
。

 
 
(
2
5
)
た
っ
た
一
つ
の
頼
み
に
は
、
以
春
の
方
へ
手
を
入
れ
て
。
心
を
宥

 
 
め
み
る
ば
か
り
。
も
し
そ
の
う
ち
召
し
捕
ら
れ
、
す
は
最
後
と
い
ふ
時
は
。

 
 
白
髪
頭
を
大
地
の
底
へ
す
り
つ
け
て
。
命
乞
ひ
も
身
も
代
り
も
願
う
と
い

 
 
ふ
は
そ
の
時
よ
。
な
ま
じ
ひ
親
が
か
く
ま
ふ
と
聞
こ
え
て
は
、
先
に
我
が

 
 
立
っ
て
。
許
し
た
う
て
も
許
さ
れ
ぬ
。
親
、
下
人
に
も
見
放
さ
れ
、
憂
き

 
 
目
を
す
る
と
聞
こ
え
て
は
、
げ
に
は
先
に
憐
れ
み
あ
り
。
ヤ
イ
お
さ
ん
、

 
 
畜
生
よ
、
犬
猫
よ
と
叱
る
と
て
恨
む
な
。

 
最
初
こ
そ
「
畜
生
に
対
し
て
言
葉
は
交
わ
さ
ぬ
」
と
お
さ
ん
を
突
き
放
す
道

順
で
あ
っ
た
が
、
つ
い
に
堪
え
ら
れ
ず
に
真
情
を
吐
露
す
る
。
冷
た
い
態
度
は

大
経
師
以
春
の
同
情
心
に
訴
え
、
お
さ
ん
の
命
に
望
み
を
見
出
す
た
め
の
演
技

で
あ
っ
た
。
最
後
に
は
自
分
が
身
代
わ
り
に
な
る
覚
悟
で
、
全
力
で
娘
を
守
ろ

う
と
す
る
道
順
の
姿
に
は
、
子
を
持
つ
親
な
ら
誰
も
が
共
感
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

 
(
2
4
)
(
2
5
)
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
登
場
人
物
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
自
分
の

命
を
掛
け
て
で
も
、
お
さ
ん
と
茂
兵
衛
を
助
け
た
い
と
切
望
し
て
い
る
点
で
あ

る
。
近
松
の
見
事
な
人
物
描
写
が
、
そ
の
様
子
を
い
よ
い
よ
真
に
迫
っ
た
も
の

と
し
て
お
り
、
中
之
巻
が
高
く
評
価
さ
れ
る
の
も
頷
け
る
。

 
し
か
し
、
そ
の
後
の
展
開
に
は
些
か
脇
に
落
ち
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
中
之

巻
で
盛
り
上
が
り
を
見
せ
た
、
登
場
人
物
た
ち
の
覚
悟
は
、
下
之
巻
で
は
次
の

よ
う
に
結
ば
れ
て
い
る
。
(
2
6
)
は
赤
松
梅
竜
の
言
葉
で
あ
る
。

 
 
(
2
6
)
こ
の
た
び
、
お
さ
ん
、
茂
兵
衛
駆
け
落
ち
の
こ
と
、
ゆ
め
く
両

 
 
人
の
不
義
は
な
く
。
こ
の
玉
が
よ
し
な
き
言
葉
を
聞
き
違
へ
、
嫉
妬
の
心

 
 
余
っ
て
。
間
違
ひ
の
あ
や
ま
り
に
て
、
思
は
ず
不
義
の
虚
名
を
取
る
こ
と
。

 
 
栓
ず
る
と
こ
ろ
、
玉
め
が
口
か
ら
な
す
業
。
答
人
は
一
人
。
す
な
は
ち
玉

 
 
が
首
討
ち
取
っ
て
参
る
か
ら
は
。
両
人
の
命
、
御
助
け
く
だ
さ
る
べ
し
と
、

 
 
蓋
を
取
れ
ば
玉
が
首
。
お
さ
ん
、
茂
兵
衛
は
一
目
見
て
。
は
や
先
立
つ
た

 
 
か
、
は
か
な
や
と
、
消
え
ぐ
と
こ
そ
な
り
に
け
れ
。
代
官
の
役
人
手
を

 
 
打
っ
て
。
ハ
ア
・
早
ま
ら
れ
た
梅
竜
。
こ
の
両
人
の
囚
人
は
答
の
実
否
定

 
 
ま
ら
ず
。
京
都
に
お
い
て
、
中
立
の
女
。
そ
の
玉
を
証
拠
に
詮
議
あ
ら
ば
、

 
 
事
の
次
第
明
ら
か
に
顕
れ
。
両
三
人
と
も
に
助
か
る
こ
と
も
あ
る
べ
き
も

 
 
の
を
。
肝
心
要
、
証
拠
人
の
首
を
討
っ
て
、
何
を
証
拠
に
詮
議
あ
る
べ
き
、

一8一



 
 
し
る
べ
も
な
し
。
残
念
く
、
二
人
の
罪
科
極
ま
っ
た
り
。

 
お
さ
ん
と
茂
兵
衛
が
捕
ら
え
ら
れ
た
と
知
っ
た
梅
竜
は
、
即
座
に
玉
の
首
を

持
っ
て
駆
け
つ
け
る
。
玉
は
そ
の
覚
悟
の
通
り
に
犠
牲
と
な
っ
た
の
だ
。
し
か

し
、
そ
の
犠
牲
が
却
っ
て
悪
果
を
招
き
、
証
人
を
失
っ
た
二
人
は
罪
人
と
し
て

確
定
し
て
し
ま
う
。
観
客
に
期
待
を
持
た
せ
る
隙
を
一
瞬
た
り
と
も
与
え
ず
、

非
情
に
響
く
代
官
の
声
は
、
玉
の
死
の
む
な
し
さ
を
強
調
し
て
い
る
か
の
よ
う

だ
。 

道
順
夫
妻
も
ま
た
、
玉
と
同
様
、
覚
悟
通
り
の
行
動
に
出
る
。
(
2
7
)
は
、

お
さ
ん
が
礫
と
な
る
直
前
の
場
面
で
あ
る
。

 
 
(
2
7
)
道
順
夫
妻
。
群
衆
の
中
を
押
し
分
け
く
。
犯
せ
る
罪
が
重
け
れ
ば
、

 
 
ま
た
慈
悲
と
い
ふ
名
が
重
し
。
礫
に
も
獄
門
に
も
、
こ
の
爺
婆
を
代
り
に

 
 
立
て
。
二
人
を
助
け
く
だ
さ
れ
。
や
れ
、
お
さ
ん
か
は
い
や
と
縄
り
つ
け

 
 
ば
。
警
固
の
者
、
寄
っ
た
ら
打
つ
と
追
い
払
ふ
。

 
こ
の
よ
う
に
、
道
順
夫
妻
の
覚
悟
も
身
を
結
ぶ
こ
と
は
な
く
、
「
寄
っ
た
ら

打
つ
と
追
い
払
ふ
」
の
わ
ず
か
一
言
で
片
付
け
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の

あ
ま
り
の
あ
っ
け
な
さ
に
、
観
客
は
感
傷
に
浸
る
間
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

 
下
之
巻
に
は
、
中
之
巻
で
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
が
見
せ
た
覚
悟
が
、
一
瞬
に
し

て
打
ち
砕
か
れ
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
登
場
人
物
が
織
り
な
す
悲
劇
的
感

動
は
あ
く
ま
で
も
中
之
巻
だ
け
に
留
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
下
之
巻
の

あ
っ
け
な
さ
を
余
計
に
強
調
さ
せ
て
い
る
。
中
之
巻
が
重
用
視
さ
れ
る
ゆ
え
ん

で
あ
ろ
う
。

 
し
か
し
な
が
ら
、
あ
え
て
少
し
視
点
を
変
え
て
考
え
て
み
る
と
き
、
近
松
は
、

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
結
末
を
描
い
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
来
る
。
下
之
巻

に
効
果
的
に
活
か
す
構
成
方
磨
翌
ﾍ
い
く
ら
で
も
考
え
ら
れ
た
は
ず
だ
し
、
そ
の

方
が
、
中
之
巻
で
生
み
出
さ
れ
る
感
動
や
、
登
場
人
物
の
葛
藤
と
い
う
近
松
独

自
の
構
想
を
、
『
大
経
師
昔
暦
』
と
い
う
作
品
全
体
に
お
し
ひ
ろ
げ
る
こ
と
が

で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
下
之
巻
に
描
か
れ
た
人
物
に
焦
点
を
当
て
る

こ
と
で
、
下
之
巻
の
意
味
に
つ
い
て
考
氏
翌
�
i
め
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

六

 
下
之
巻
に
お
い
て
、
玉
や
梅
竜
、
道
順
夫
妻
と
対
照
的
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
の
が
東
岸
和
尚
で
あ
る
。
玉
の
死
も
、
道
順
夫
妻
の
哀
願
も
叶
わ
ず
、
粟

田
口
を
前
に
し
た
絶
望
的
な
状
況
の
中
、
突
煤
翌
ﾆ
し
て
現
れ
た
東
岸
和
尚
は
、

二
人
に
衣
を
打
ち
掛
け
、
こ
の
よ
う
に
叫
ぶ
。

 
 
(
2
8
)
出
家
、
侍
悟
り
は
同
前
。
助
く
る
と
い
ふ
義
理
は
三
世
に
渡
る
衣

 
 
の
徳
。
愚
僧
が
念
願
相
叶
ひ
、
二
人
が
命
下
さ
る
れ
ば
。
こ
れ
現
世
を
助

 
 
か
る
衣
の
徳
。
も
し
ま
た
罪
に
沈
ん
で
も
。
愚
僧
が
弟
子
に
な
す
か
ら
は
、

 
 
未
来
を
助
か
る
衣
の
徳
。
未
来
で
も
現
世
で
も
、
助
か
る
と
い
ふ
文
字
二

 
 
つ
は
な
し
。
サ
ア
助
け
た

東
岸
和
尚
は
お
さ
ん
と
茂
兵
衛
の
無
実
に
は
一
切
触
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、

た
だ
仏
の
功
徳
の
名
の
も
と
に
、
二
人
を
助
け
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

 
こ
こ
で
、
再
び
『
好
色
五
人
女
』
巻
雲
を
取
り
上
げ
た
い
。
(
2
9
)
は
、
お

さ
ん
と
茂
右
衛
門
が
、
切
戸
の
文
殊
堂
で
霊
夢
を
見
る
場
面
で
あ
る
。

 
 
(
2
9
V
夜
半
と
お
も
ふ
時
、
あ
ら
た
に
霊
夢
あ
り
。
汝
等
、
世
に
な
き
い

 
 
た
づ
ら
し
て
、
何
国
ま
で
か
、
そ
の
難
の
が
れ
が
た
し
。
さ
れ
ど
も
、
か

 
 
へ
ら
ぬ
む
か
し
な
り
。
向
後
浮
世
の
姿
を
や
め
て
、
惜
し
き
と
お
も
ふ
黒

 
 
髪
を
切
り
、
出
家
と
な
り
、
二
人
別
れ
く
に
住
み
て
、
悪
心
さ
つ
て
菩

 
 
提
の
道
に
入
ら
ば
、
人
も
命
を
幽
く
べ
し
。
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文
殊
菩
薩
の
言
葉
と
、
東
岸
和
尚
の
言
葉
は
、
仏
道
に
入
れ
ば
命
は
助
か
る
と

主
張
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
近
松
の
描
い
た
東
岸
和
尚
は
、
西
鶴
の
構
想

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ゑ

を
踏
ま
え
て
い
る
と
み
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
そ
れ
で
い
て
、
明
ら
か
に
異
な

る
の
は
、
文
殊
菩
薩
と
東
岸
和
尚
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
を
受
け
て
の
、
主
人
公

二
人
の
反
応
で
あ
る
。
『
好
色
五
人
女
』
巻
三
で
は
、
先
に
挙
げ
た
文
殊
菩
薩

の
言
葉
に
対
し
、
お
さ
ん
は
(
3
0
)
の
よ
う
に
言
い
放
つ
。

 
 
(
3
0
)
す
ゑ
ぐ
は
何
に
な
ら
う
と
も
、
か
ま
は
し
ゃ
る
な
。
こ
ち
は
、

 
 
こ
れ
が
す
き
に
て
身
に
替
へ
て
の
寒
心
。
文
殊
さ
ま
は
、
衆
道
ば
か
り
の

 
 
御
合
点
、
女
道
は
か
つ
て
、
し
ろ
し
め
さ
る
ま
じ

菩
薩
の
諌
言
さ
え
無
視
し
て
、
好
色
に
生
き
る
こ
と
を
選
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
、
『
大
経
師
昔
暦
』
で
は
、
東
岸
和
尚
の
言
葉
の
後
、
(
3
1
)
の
よ
う
に

あ
る
。

 
 
(
3
1
)
諸
人
わ
っ
と
感
ず
る
声
。
道
順
夫
妻
の
悦
び
の
声
は
。
尽
き
せ
ず

 
 
万
年
暦
、
昔
暦
、
新
暦
。
当
年
末
の
初
暦
、
め
で
た
く
、
開
き
初
め
け
る
。

 
こ
こ
に
主
人
公
二
人
の
描
写
は
な
い
が
、
粟
田
口
刑
場
に
居
合
わ
せ
た
人
々

と
、
道
順
夫
妻
の
歓
声
が
描
か
れ
る
こ
と
で
、
和
尚
の
言
葉
が
二
人
に
最
善
の

結
末
を
も
た
ら
し
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
の
で
あ
る
。

 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
西
鶴
と
近
松
の
、
仏
の
功
徳
と
い
う
構
想
へ
の
向
き
合

い
方
の
違
い
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
西
鶴
が
提
示
し
、
自
ら
の
主
人

公
に
拒
否
さ
れ
た
構
想
を
、
近
松
は
主
人
公
を
救
う
切
り
札
と
し
て
掲
げ
た
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
、
『
好
色
五
人
女
』
と
『
大
経
師
昔
暦
』
の
最
も
大
き
な
違

い
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
仏
の
功
徳
と
は
、
無
条
件
に
、
そ
し
て
一
方
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
を
受
け
る
者
の
正
し
い
心
や
行
い
が
あ
っ
て
こ
そ
、
初
め
て
も
た
ら

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
お
さ
ん
と
無
灯
ハ
衛
の
人
物
像
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、

に
瀕
し
て
も
、
常
に
他
人
に
対
す
る
思
い
や
り
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
人
間
的

な
成
長
を
見
せ
て
い
た
。
近
松
が
結
末
に
示
し
た
、
仏
の
功
徳
に
よ
り
主
人
公

が
救
わ
れ
る
と
い
う
構
想
は
、
『
大
経
師
斜
面
』
と
い
う
作
品
世
界
全
体
を
包

括
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。
そ
し
て
、
主
人
公
を
下
之
巻
で
肯
定
す

る
こ
と
で
、
一
度
は
玉
や
衿
裏
、
道
順
夫
妻
へ
と
向
け
ら
れ
た
観
客
の
意
識
を

再
び
主
人
公
二
人
に
戻
し
、
作
品
全
体
を
通
じ
て
描
か
れ
た
二
人
の
人
間
性
を

見
つ
め
さ
せ
る
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
ま
た
、
玉
の
葛
藤
と
死
と
い
う
一
連
の
場
面
は
、
仏
の
功
徳
が
示
さ
れ
る
結

末
に
、
い
っ
そ
う
重
み
を
持
た
せ
る
と
い
う
意
味
合
い
を
担
っ
て
い
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
観
衆
や
道
順
夫
妻
に
と
っ
て
は
、
仏
の
功
徳
は
文
字
通
り
救
い
で

あ
り
、
喜
ば
し
い
こ
と
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
し
か
し
、
お
さ
ん
や
茂
兵
衛

に
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
片
付
け
ら
れ
な
い
、
複
雑
な
思
い
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

お
さ
ん
は
「
父
様
、
母
様
の
嘆
き
の
程
が
お
い
と
し
い
」
こ
と
を
理
由
に
逃
げ

続
け
た
し
、
茂
兵
衛
は
「
お
さ
ん
さ
ま
の
お
命
を
何
と
ぞ
と
存
ず
る
故
」
に
生

き
延
び
て
き
た
。
仏
の
功
徳
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
目
的
は
叶
え
ら
れ
は
し
た

が
、
玉
の
苦
悩
を
共
に
苦
し
み
、
犠
牲
を
目
の
当
た
り
に
し
た
後
に
も
た
ら
さ

れ
た
救
済
は
、
二
人
が
、
罪
の
意
識
を
も
持
ち
続
け
る
宿
命
を
負
っ
た
こ
と
を

も
意
味
す
る
。
東
岸
和
尚
の
言
葉
の
後
に
二
人
の
思
い
や
行
動
が
描
か
れ
て
い

な
い
の
は
、
そ
こ
に
言
葉
で
は
単
純
に
表
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
複
雑
な
心
境

が
隠
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。
中
之
巻
で
描
き
出
さ
れ
た
悲
劇
的

感
動
は
、
下
之
巻
と
結
び
つ
い
た
と
き
、
厳
粛
な
現
実
と
い
う
、
新
た
な
意
味

を
付
与
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
『
大
経
師
昔
暦
』
全
体
を
通
し
て
、
近
松
は
お
さ
ん
と
茂
兵
衛
の
成
長
を
描

き
出
し
た
。
近
松
の
そ
の
構
想
は
、
中
之
巻
の
み
な
ら
ず
、
作
品
全
体
を
包
括
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す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
下
之
巻
に
お
け
る
仏
の
功
徳
は
、
上
之
巻
、
中
之
巻
と

変
化
し
て
き
た
主
人
公
二
人
に
与
え
ら
れ
た
一
つ
の
結
着
で
あ
る
と
同
時
に
、

二
人
に
課
せ
ら
れ
た
新
た
な
試
練
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
近
松

が
作
品
の
最
後
に
込
め
た
問
い
か
け
と
も
い
え
よ
う
。
お
さ
ん
、
茂
兵
衛
の
生

き
様
に
つ
い
て
考
え
、
内
省
す
る
余
地
を
観
客
に
与
え
る
こ
と
で
、
『
大
経
師

昔
暦
』
は
単
な
る
娯
楽
と
し
て
の
役
割
を
超
え
、
わ
た
し
た
ち
の
心
に
深
い
余

韻
を
残
す
の
で
あ
る
。

(
注
1
)
重
友
毅
「
『
大
経
師
昔
暦
』
1
附
、
三
姦
通
曲
に
つ
い
て
」
(
『
近
松

 
 
 
の
研
究
』
昭
和
4
7
年
文
理
書
堰
?

(
注
2
)
諏
訪
春
雄
『
近
松
浄
瑠
璃
の
研
究
』
第
十
四
章
「
人
物
と
主
題
性
」

 
 
 
(
昭
和
4
9
年
笠
間
書
堰
?

(
注
3
)
廣
末
保
「
『
大
経
師
建
暦
』
意
志
な
き
姦
通
と
従
属
的
悲
劇
に
つ
い
て
」

 
 
 
(
『
近
松
序
説
』
昭
和
3
2
年
陰
書
房
)

(
注
4
)
重
友
敗
将
は
、
中
之
巻
で
重
視
す
べ
き
は
「
密
通
の
後
に
お
け
る
男

 
 
 
女
主
人
公
の
態
度
・
行
状
で
あ
り
、
そ
の
人
間
的
苦
悩
の
姿
」
だ
と

 
 
 
す
る
点
で
、
廣
末
保
氏
の
「
玉
・
墨
譜
・
道
順
夫
妻
の
内
面
的
葛
藤
」

 
 
 
が
中
之
巻
の
中
心
部
を
支
え
る
と
い
う
考
え
と
は
異
な
る
が
、
重
友

 
 
 
氏
は
「
『
大
経
師
昔
暦
』
i
附
、
三
姦
通
曲
に
つ
い
て
」
(
『
近
松
の

 
 
 
研
究
』
昭
和
4
7
年
 
文
理
書
堰
?
に
お
い
て
、
「
中
之
巻
に
お
い
て
は
、

 
 
 
前
後
の
場
面
を
通
じ
て
、
そ
こ
に
登
場
す
る
主
要
人
物
の
こ
と
ご
と

 
 
 
く
が
、
自
己
の
行
動
に
関
し
て
は
、
い
か
に
や
む
を
得
ぬ
事
情
が
そ

 
 
 
こ
に
介
在
し
よ
う
と
も
、
進
ん
で
そ
の
責
任
を
取
る
ば
か
り
か
、
そ

 
 
 
の
影
響
の
及
ぶ
者
に
対
し
て
は
、
深
い
思
い
や
り
を
惜
し
ま
な
い
人

 
 
 
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
」
と
、
主
人
公
以
外

(
注
5
)

(
注
6
)

(
注
7
)

(
注
8
)

の
人
物
の
重
要
性
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
た
め
、
両
者
の
意
見

は
ほ
ぼ
同
一
の
方
向
を
指
向
し
て
い
る
と
考
え
る
。

以
下
、
『
好
色
五
人
女
』
の
引
用
は
、
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

井
原
西
鶴
集
1
』
(
平
成
8
年
小
学
館
)
に
拠
る
。

以
下
、
『
大
経
師
昔
暦
』
の
引
用
は
、
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

近
松
門
左
衛
門
集
2
』
(
平
成
1
0
年
小
学
館
)
に
拠
る
。

白
方
勝
「
『
大
経
師
昔
暦
』
(
『
近
松
浄
瑠
璃
の
研
究
』
平
成
5
年
9

月
 
風
間
書
房
)
等
参
照
。

『
大
経
師
昔
暦
』
に
お
け
る
東
岸
和
尚
が
、
『
好
色
五
人
女
』
巻
三
に

お
け
る
文
殊
菩
薩
の
構
想
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
重
友
毅
「
『
大
経
師
豊
艶
』
-
附
、
三
姦
通
曲
に
つ
い
て
(
『
近

松
の
研
究
』
昭
和
4
7
年
 
文
理
書
堰
?
に
指
摘
が
あ
る
。
し
か
し
、

重
友
氏
は
「
下
之
巻
で
も
、
西
鶴
か
ら
来
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
多

い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
を
上
之
巻
の
場
合
と
く
ら
べ
る
と
、

同
じ
影
響
で
も
碩
急
な
点
に
限
ら
れ
、
ど
う
転
ん
で
も
差
し
支
え
な

い
よ
う
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
」
と
の
立
場
に
立
ち
、
構
想
の
転
換

を
重
視
す
る
稿
者
の
考
え
と
は
異
な
る
。

〔
付
記
〕

 
本
稿
は
、
平
成
二
十
一
年
度
山
口
大
学
人
文
学
部
国
語
国
文
学
会
で
の
口
頭

発
表
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
及
び
、
発
表
後
に
諸
先
生
方
か
ら

ご
指
導
、
ご
意
見
を
賜
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
深
く
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
さ
が
ら
・
か
ず
な
)
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