
『
浅

間

嶽

面

影

草

紙

』

論

ー

京
伝
読
本
と
の
関
係
か
ら
ー

本

多

朱

里

r浅 間 嶽 面 影 草紙 』 論(本 多)

は
じ
め
に

柳
亭
種
彦
は
山
東
京
伝
の
作
品
か
ら
大
き
く
影
響
を
受
け
て
読

本

処
女
作

『
近
世
怪
談
霜
夜
星
』
(文
化
五
年
)
を
著
し
た
。
二
u

そ

の
後

の
読
本
作
品
に
も
京
伝
の
影
響
は
見
ら
れ

る
の
だ
ろ
う

か
。
ま
た
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。

『
浅
間
嶽
面
影
草
紙
』
三
巻
三
冊
は
文
化
六
年
、
後
編
の

『
浅

間
嶽
後
編

逢
州
執
着
諺
』
五
巻
五
冊
は
文
化
九
年
、
と
も
に
蘭

斎
北
嵩
画
で
江
戸
山
崎
平
八
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
本
作
は

世
評
は
得
た
ら
し
く
、
二
、
三
種
の
後
摺
本
を
見
る
。
(中

略
)
後
年
抄
訳
と
脚
色
を
加
え
た
末
期
長
編
合
巻

『
風
俗
浅

間
嶽
』
(柳
姻
亭
種
久
作
、
二
世
歌
川
国
貞
画
)
も
作
ら
れ
、

さ
ら
に
時
鳥
殺
し
と
御
所
の
五
郎
蔵
の
件
り
に
主
眼
を
お
い

て
脚
色
し
た

『
曽
我
紡
侠
御
所
染

(
そ
が
も
よ
う
た
て
し
の

こ
し
よ
ぞ
め
)
』
(河
竹
黙
阿
弥
作
、

元
治
元
年

(
「
八
六

四
)
二
月
江
戸
市
村
座
)
な
ら
び
に
同
題

の
正
本
写

(勝
言

彦
録
、
二
世
国
貞
画
、
三
編
)
も
あ
る

と

い
う
よ
う
に
、
三̂
当
時
あ
る
程
度

の
世
評
を
得

て
後
に
対
す

る
影
響
も
大
き
く
、
認
め
ら
れ
る
こ
と
の
少

な
い
種
彦
読
本
の
中

で
は
現
在
に
お
い
て
も
比
較
的
高
い
評
価
を
得
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
ま
た
、
種
彦

の
読
本
作
品
の
う
ち
中
期

に
書
か
れ
た
も
の
と

い
う
こ
と
か
ら
い
っ
て
、
処
女
作

『
霜
夜
星

』
に
比
す
れ
ば
、
は

っ
き
り
と
し
た
構
成
意
識
を
も

っ
て
書
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
本
稲
で
は
、
こ
の
作
品
を
取
り
上
げ
て
京
伝
作
品
と
の
関
係

に

つ
い
て
考
察
し
た
い
。
(以
下

『
浅
間
嶽
面
影
草
紙
』
を

『
面

影
草
紙
』
前
編
、
『
浅
間
嶽
後
編

逢
州
執
着
諜
』
を

『
面
影
草

紙
』
後
編
と
略
す
。
ま
た
本
作
に
関
し
て
は
、
巻
号
を
省
略
し
条

の
み
を
記
す
。
)
三
)

『
浅
間
嶽
面
影
草
紙
』
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『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
に

歌
舞
伎
戯
曲

『
け
い
せ
い
浅
間
嶽
』
に
淵
源
派
生
し
た
種
々

の

「
浅
間
物
」
中
、
最
も
行
わ
れ
た
富
本
節
の

「
其
悌

(
そ

の
お
も
か
げ
)
浅
間
嶽
」
を
意
識
し
て
書
名
と
し

「浅
間
物
」

通
有
の
、
傾
城
逢
州
霊
魂
出
現
や
石
橋
の
場
を
配
し
、
演
劇

色
ゆ
た
か
に
仕
上
げ
た
敵
討
物
作
品

と

い

う

如

く

、
(四
)
本

作

は

「
浅

間

物

」

演

劇

よ

り

趣

向

を

得

て

作

ら

れ

た
作

品

で
あ

る
。

こ

こ

で

ま

ず

、

エ
ピ

ソ
ー

ド
ご

と

に

ま

と

め

て
お

き

た

い

。

郎
蔵
と
、
夫
を
思
う
さ

つ
き
は
と
も
に
自
害
を
す
る
。
五
郎
蔵
と

さ

つ
き
の
苦
難
、
悲
劇
は
す

べ
て
土
右
衛
門
を
原
因
と
し
て
起
こ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

B

団

 
斎
殺
し

前
編
第

一
で
土
右
衛
門
は
団

一
斎
を
殺
害

し
て
金
を
奪
う
。
そ

れ
に
対
す
る
敵
討
が
、
後
編
最
後
の
第
十
で
寄
居
虫
と
夫

の
小
織

之
助
ら
に
よ

っ
て
行
わ
れ
る
が
、
彼
ら
に
五
郎
蔵
夫
婦

の
霊
魂
も

付
き
添

っ
て
い
る
。
本
作
は
土
右
衛
門
の
悪

事
に
は
じ
ま
り
、
そ

れ
に
対
す
る
仇
討
ち
に
よ

っ
て
閉
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

1

星
影
土
右
衛
門
の
悪
事
に
よ
る
物
語

星
影
土
右
衛
門
は
、
浅
間
家
追
放
後
に
各
地
で

「
さ
ま
ぐ

の

姦

悪
」
を
行
う

「
好
悪
邪
智
の
曲
者
」
と
さ
れ
る
が
、
作
中
で
主

に
描
か
れ
る
悪
は
五
郎
蔵
と
さ

つ
き
に
対
す
る
も
の
と
団

一
斎
殺

し

で
あ
る
。

A

五
郎
蔵
と
さ
つ
き

前
編
第

一
で
土
右
衛
門
は
さ

つ
き
に
言

い
寄
り
遠
山
尼
に
追
放

さ
れ
る
が
、
同
時
に
五
郎
蔵

(角
弥
)
と
さ
つ
き
の
密
通
も
露
見

し
二
人
は
追
放
と
な
る
。
後
編
第
五
、
⊥ハ
、
七
で
土
右
衛
門
は
さ

つ
き
に
再
会
し
、
彼
女
を
自
己
の
も
の
に
す
る
た
め
に
好
智
を
め

ぐ

ら
し
、
五
郎
蔵

へ
の
縁
切
り
の
手
紙
を
さ
つ
き
に
書
か
せ
る
。

心
変
わ
り
を
疑
い
、
怒

っ
た
五
郎
蔵
は
さ

つ
き
を
手
に
か
け
よ
う

と

し
、
誤

っ
て
逢
州
を
殺
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
罪
を
悔
い
た
五

H

団

一
斎
遺
児
の
物
語

}
斎
殺
害
に
よ
り
、
そ
の
二
人
の
娘
忘
貝
と
寄
居
虫

(実
は

「事

の
は
じ
め
」
で
と
り
ち
が
え
ら
れ
た
木
の
瀬

の
娘
)
の
苦
難
が
始

ま
る
。
前
編
第
二
で
父
を
失

っ
た
娘
た
ち
は

、
強
盗
に
あ
い
家
財

を
奪
わ
れ
、
敵
を
捜
し
て
羽
黒
山

へ
赴
き
、
貧
苦
と
病
に
苦
し
み
、

つ
い
に
は
姉
の
身
売
り
と
な
る
の
だ
が
、
こ
の
二
人
を
直
接
的
に

苦
し
め
る
の
は
父
の
敵
の
土
右
衛
門
で
は
な

く

一
斎
の
甥

の
奈
古

平
で
あ
る
。
二
人
を
苦
難
に
お
と
し
い
れ
た
奈
古
平
は
前
編
第
⊥ハ

で
悪
事
が
露
見
し
て

一
斎
の
忠
僕
切
平
に
斬
り
殺
さ
れ
る
。

つ
ま

り
、
こ
の
二
人
の
娘
の
苦
労
諦
は
、
奈
古
平

の
死
を
も

っ
て
、
前

編
第
二
～
第
四

・
第
六
の
問
で
解
決
す
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
忘

貝
は
身
を
売

っ
て
逢
州
と
な
り
、
寄
居
虫
は
土
右
衛
門

へ
の
仇
討

に
出
る
も
の
の
、
こ
の
父
の
死
に
よ
る
苦
難

の
物
語
は
こ
こ
で

一
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『浅間嶽面影草紙』論(本 多)

応

完
結

し

た

形

を

と

っ
て

お

り

、

一

入

れ

ら

れ

て

い

る
と

考

え

ら

れ

る

。

つ
の
独
立
し
た
挿
話
と
し
て

m

浅
間
巴
之
丞
を
め
ぐ
る
物
語

浅
間
巴
之
丞
に
関
係
す
る
逢
州
と
時
鳥
、

つ
ま
り
取
り
違
え
ら

れ

て
別
々
に
育

っ
た
も
の
の
、
実
の
姉
妹

で
あ
る
二
人
の
女
性
を

中

心
と
し
た
物
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
前
編
第
五
～
第
八
、
後
編

第

一
～
第
五
と
第
八
～
第
九
と
い
う
よ
う
に
本
作
の
大
半
を
占
め

て
い
る
。

A

逢
州
諄

先
掲
の
如
く
後
編
第
九
の
逢
州
霊
魂
出
現
と
石
橋
の
場
は

「
浅

間
物
」
よ
り
得
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
後
編
の
目
次
題
の
横
に

は

「
一
名

本
朝
長
恨
寄
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
本
文
中
巴
之
丞

が
逢
州
に
対
す
る
思
い
を
玄
宗
の
楊
貴
妃
寵
愛
に
な
ぞ
ら
え
て
い

る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
巴
之
丞
と
逢
州
の
恋
愛
課

は
玄
宗
、
楊
貴
妃
の
影
を
負

っ
て
い
る
。
逢
州
は
巴
之
丞
に
出
会

い

(
後
編
第

一
)
、
実

の
妹
時
鳥

の
霊
と
対
面
し

(
第
二
)
、
巴

之
丞
に
寵
愛
さ
れ

(第
五
)
、
さ

つ
き
と
入
れ
替
わ

っ
た
た
め
に

五
郎
蔵
に
誤

っ
て
殺
さ
れ
る

(第
六
)。
こ
の
殺
害
と
い
う
死
の

形
は

『
其
悌
浅
間
嶽
』
の

「
そ
な
た
は
人
手
に
か
か

つ
て
死
に
や

つ
た
と
聞
い
た
」
と
い
う
せ
り
ふ
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
た

「
人

手
に
か

、
り
て
死
し
つ
る
と
聞
し
ゆ
ゑ
」
(第
九
)
と
い
う
形
を

引
き
出
す
た
め
に
設
定
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
後
に
、
霊
と
な

っ

て
巴
之
丞
の
も
と
を
訪
れ
て
清
涼
山
の
石
橋

に
い
ざ
な
い
、
二
人

の
因
縁
を
語
り
、
後
々
の
こ
と
を
託
す

(第

九
)
が
、
こ
の
場
の

巴
之
丞
と
逢
州
の
せ
り
ふ
も

『
其
悌
浅
間
嶽
』
に
拠

っ
た
と
思
わ

れ
る
箇
所
が
見
受
け
ら
れ
る
。
五̂》
こ
の
よ
う
に
逢
州
謁
は
、
『
其

悌
浅
間
嶽
』
よ
り
逢
州
霊
魂
の
場
を
得
て
、
長
恨
歌
の
世
界
を
も

と
り
い
れ
て
描
か
れ
た
恋
愛
謂
と
い
え
よ
う
。

B

時
鳥
諌

時
鳥
課
は
巴
之
丞
の
本
妻
星
褒
と
の
争

い
が
描
か
れ
た
物
語
で

あ
る
。
巴
之
丞
に
出
会
い
寵
愛
を
受
け
、
本

妻
の
嬰
変
に
よ
り
い

た
ぶ
ら
れ
、
飲
ま
さ
れ
た
毒
薬
の
為
に
病
に
な
り
顔
が
醜
く
な

っ

て
し
ま
う
。
解
毒

の
方
法
を
得
て
平
癒
し
た

も
の
の
、
そ
れ
を
知

っ
た
盟
変
に
殺
害
さ
れ
た
時
鳥
は
、
霊
と
な

っ
て
姉
の
逢
州
と
巴

之
丞
に
対
面
し
、
お
そ
ろ
し
い
怨
霊
と
し
て
様
々
の
怪
異
を
起
こ

し
盟
変
を
狂
死
さ
せ
る
が
、
最
後
に
老
僧

の
教
化
に
よ
り
成
仏
す

る

(前
編
第
五
～
第
八
、
後
編
第
二
～
第

四
、
第
九
)。
前
編
か

ら
後
編
に
か
け
て
、
こ
の
時
鳥
謁
が
最
も
大
き
な
部
分
を
占
め
て

い
る
。
ま
た
、
こ
の
話
は

「時
鳥
殺
し
」
と
し
て

『
曽
我
紡
侠
御

所
染
』
に
取
り
入
れ
ら
れ
好
評
を
得
た
。
特

に
怨
霊
の
出
現
の
場

は
、
泉
鏡
花
が

例
の

「逢
州
執
着
謳
」
な
ぞ
を
讃
む
と
、
盟
変

の
方
が
琴
を

弾
い
て
居
る
と
、
俄
に
そ
の
音
が
弱
く
な

つ
て
、

つ
い
に
全

く
鴫
ら
な
く
な
る
の
で
、
そ
れ
を
訪
し
む
と
、
折
柄
天
井
に

聲
あ
つ
て
、
鳴
る
も
の
か
、

こ
の
身
を
墜
え
て
居
る
と
い
ふ
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な
ど
、
何
と
な
く
凄
愴
の
氣
が
あ
る
。
そ
し
て
怨
霊
が
家
の

棟
に
居
て
鋸
引
き
を
す
る
と
あ

つ
て
、
天
井
か
ら
木
屑
が
バ

ラ
λ
N
落
ち
て
来
る
や
ら
、
有
名
な

「幻
き
ぬ
た
」
の
音
が

す
る
や
ら
、
讃
ん
で
居
て
何
と
な
く
引
入
れ
ら
れ
る
。

と
述
ぺ
、
〔δ
坪
内
遣
遥
が

種
彦
が
作
に
係
る
読
本
中
の
傑
品
に
し
て
、劇
の
時
鳥
殺
し
、

御
所
の
五
郎
蔵

の
原
本
な
り
。
(中
略
)
草
隻
紙
に
も
改
作

せ
ら
れ
劇
に
も
演
ぜ
ら
れ
、
今
日
ま
で
持
鷹
さ
る
〉
名
作
な

り
。
殊
に
怨
霊
の
崇
や
亡
魂
の
會
合
な
ど
惨
憺
た
る
光
景
を
、

種
彦
得
意
の
凄
艶
な
る
筆
に
て
救
せ
る
あ
た
り
、
鬼
気
の
人

に
逼
る
を
感
ぜ
し
む
。

と

い

っ
て

い

る

よ

う

に

、

七̂
)
は

る

か

後

年

に

お

い

て
も

高

く

評

価

さ

れ

て

い

る

の

で
あ

る

。

以
上
の
よ
う
に
、
本
作
は
主
に
土
右
衛
門
に
関
係
す
る
五
郎
蔵

夫

婦
の
話
と
仇
討
話
、
巴
之
丞
に
ま

つ
わ
る
逢
州
の
話
と
時
鳥
の

話

、

一
斎
遺
児
の
挿
話
で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。

構
成
に
円
滑
さ
を
欠
く
と

い
う
批
判
も
あ
る
が
、
穴
)
や
は
り

種
彦

の
作
品
の
な
か
で
は
出
来
が
よ
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
様
々
な
趣
向
に
富
み
、
処
女
作
に
く
ら
べ
れ
ば
情
景
描

写
も
細
や
か
で
美
し
い
。
「浅
間
物
」
に
拠

っ
た
と
い
う
だ
け

で

な

く
、
割
り
ぜ
り
ふ
や
掛
け
合
い
の
せ
り
ふ
、
演
劇
的
な
趣
向
を

用

い
、
後
編
第
六
の

「
五
郎
蔵
牡
鵤
花
と
思
ひ
た
が

へ
て
逢
州
を

こ
ろ
す
」
(
二
ニ
ウ
ニ
三
オ
)
と
い
う
図
な

ど
挿
絵
に
も
演
劇
色

の
濃
さ
は
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
『
近
世
物
之

本
江
戸
作
者
部
類
』

の

「
蕾
き
義
太
夫
本
数
十
種
を
蔵
弄
し
て
戯

作
の
た
ね
と
し
」
九̂)

と
い
う
言
葉
や
、
『
柳
亭

日
記
』
中
に
非
常

に
多
く
見
ら
れ
る
義

太
夫
本
を
借
り
て
読
ん
だ
と
い
う
記
述
、
二
9
蔵
書
目
録

(≡

な

ど
か
ら
推
察
さ
れ
る
種
彦
自
身
の
演
劇

へ
の
強

い
興
味
も
少
な
か

ら
ず
関
係
し
て
い
よ
う
。
ま
た
、
妻
が
加
藤
宇
万
伎
の
孫
娘
で
あ

り
、
自
ら
石
川
雅
望
に
師
事
し
て
い
た
と
い
う
背
景
を
持

つ
種
彦

は
古
典

へ
の
造
詣
も
深
く
、
本
作
に
も

『
源

氏
物
語
』
や

『
枕
草

子
』
を
取
り
入
れ
て
お
り
、
『
万
葉
集
』
を
中
心
に
和
歌
も
多
く

入
れ
ら
れ
て
い
る
。
後
編
第
八
の
寄
居
虫
と

小
織
之
助

の
挿
絵
(
一

八
ウ

一
九
オ
)
は
、
自
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
菱
川
師
宣

の

『
姿
絵
百
人

一
首
』
に
よ
り
描
か
れ
て
お
り
、
二
三
和
歌
、
絵

画
、
江
戸
初
期
考
証
趣
味
と
い
う
種
彦
の
嗜

好
が
あ
ら
わ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
小
野
恭
靖
氏
の
論
考

( 三)
に
よ
り
種
彦
作
品
の
特

徴
の

一
つ
と
さ
れ
た
小
歌
な
ど
歌
謡
記
事
の
多
さ
も
、
本
作
に
確

認
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

『
面
影
草
紙
』
は
様
々
な
趣

向
を
凝
ら
し
て
意
欲
的
に
作
ら
れ
て
お
り
、

種
彦
の
特
徴
や
興
味

が
明
確
に
あ
ら
わ
れ
た
作
品
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

二

京
伝
読
本
か
ら
の
影
響

『
面
影
草
紙
』
に
は
京
伝
読
本
と
の
趣
向

の

一
致
が
い
く

つ
か
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『浅 間嶽 面 影 草紙 』 論(本 多)

見
ら
れ
る
。
以
下
、
本
作
の
該
当
箇
所
を

『
面
影
草
紙
』
執
筆
以

前
に
刊
行
さ
れ
た
京
伝
作
品
と
対
照
し
て
ゆ
く
。

序
文
に
田
植
歌
を
載
せ

此
田
植
歌
は
、
浄
瑠
璃
作
者
の
祖
小
野
の
於
通
が
作
と
て
、

洛
東
某
寺
に
蔵
す
る
所
な
り
。
浄
瑠
璃
に
も
と
づ
き
此
物
語

を
書
け
る
よ
り
、
思
ひ
出
で
、
録
し
て
序
と
は
な
し
ぬ
。

と
説
明
し
て
い
る
。
小
野
恭
靖
氏
は
「
こ
の
田
植
歌

の
記
事
は

『浅

間
嶽
面
影
草
紙
』
の
主
題
と
何
ら
か
か
わ
り
が
な
い
の
で
、
こ
れ

を
序
と
し
た
こ
と
に
合
理
的
説
明
を
付
け
る
必
要
が
あ

っ
た
。
し

か
し
、
種
彦
の
述

べ
た
理
由
は
あ
ま
り
に
必
然
性
に
欠
け
る
も
の

で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
」
と
さ
れ
、
種
彦
は
自
ら
の
考

証

を
披
露
し
た
い
が
為
に
こ
の
場
を
利
用
し
た
と
い
わ
れ
て
い

る
。
〔西
)種
彦
は
京
伝
同
様
に
考
証
を
趣
味
と
し
て
し
ば
し
ば
作

品

に
取
り
入
れ
て
お
り
、
戯
作
を
考
証
披
露
の
場
と
し
て
い
た
こ

と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
直
接
内
容
に
関
係

す

る
も
の
で
は
な
い
が
作
品
か
ら
連
想
さ
れ
た
歌
を
載
せ
て
序
と

し
、
考
証
癖
を
発
揮
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
説
明
し
て
み
せ
る
と
い

う
形
自
体
は
、
京
伝
が

『
昔
話
稲
妻
表
紙
』
(文
化
三
年
)
の
冒

頭
に

「
東
山
八
景
」
「
香
づ
く
し
」
と
い
う
二
つ
の
小
歌
を
載
せ

て
、

右
東
山
八
景
、
香
尽
二
曲
は
、
む
か
し
室
町
に
花
の
御
所
を

い
と
な
ま
れ
し
頃
、
京
童
の
う
た
ひ
し
小
歌
と
な
む
。
そ
の

、
ち
は
る
か
過
て
、
堺

の
僧
高
三
隆
達

と
い
ふ
者
、
ふ
し
は

か
せ
を
あ
ら
た
め
か
え
て
う
た
ひ
し
よ
り
、
な
ぺ
て
隆
達
ぶ

し
と
い
ふ
と
そ
、
此
草
紙
の
時
代
に
因
あ
る
を
も
て
こ
〉
に

し
る
し
つ
。

と
説
明
し
て
い
る
形
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。口

絵
三
丁
オ
の

「
巴
之
丞
側
女
時
鳥
」
の
絵
は
、
貴
賎

の
違
い

は
あ
る
も
の
の
、
醜
く
な

っ
た
顔
、
枕

の
位

置
、
片
膝
を
立
て
た

体
、

つ
い
た
て

(屏
風
)
の
位
置
な
ど

『
梅
花
氷
裂
』
(文
化
四

年
)
三
丁
前
ウ
三
丁
後
オ
の

「桟
藻

の
花
が
死
霊

の
為
に
奇
病
を

わ
づ
ら
ひ
、
容
見
金
魚
の
ご
と
く
に
変
じ
て
く
る
し
む
。
積
悪
の

む
く
い
、
天
罰
お
そ
る
べ
し
。」
と
い
う
挿
絵
の
桟
の
姿
に
似
通

っ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
挿
絵
に
は
作
者

の
指
示
が
大
き
く
関

与
し
て
お
り
、
特
に
種
彦
に
関
し
て
は
下
絵

の
精
密
さ
も
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
(一五)
こ
こ
も
種
彦
の
指
示
に
よ
り
描
か
れ
た
と
見
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

前
編
第

】
の
星
影
土
右
衛
門
か
ら
侍
女
さ

つ
き

へ
の
艶
書

去
る
頃
よ
り
か
ず
お
ほ
く
玉
章
を
寄
せ
ぬ
れ
ど
、
ふ

つ
に
答

な
き
お
も
む
き
に
て
、
人
知
ら
ず
袖
は
涙
に
朽
な
ん
と
、
阿

武
隈
川
の
埋
木
に
た
と

へ
、
空
し
く
門
に
待
ち
あ
か
し
ぬ
る

は
、
立
く
さ
れ
す
る
錦
木
に
比
し
、
狭

布
の
細
布
胸
あ
は
ず

と
も
、

一
夜
の
な
さ
け
か
け
て
よ
と
強

ち
に
か
き
く
ど
き
た

る
消
息
な
れ
ば
…

(傍
線
筆
者
)
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は

、
『
善
知
安
方
忠
義
伝
』
(文
化
三
年
)
の

か
く
ひ
め
お
き
て
阿
武
隈
川
の
う
も
れ
木
と
し
、
錦
木
の
た

ち
な
か
ら
く
ち
む
を
見
む
は
、
い
と
を
し
む

ぺ
し
。
(中
略
)

そ
は
と
ま
れ
か
く
ま
れ
、
狭
布
の
ほ
そ
ぬ
の
む
ね
あ
は
ぬ
人

と
、
い
は
れ
む
も
…

(傍
線
筆
者
)

と

い
う
東
北
の
縁
語
を
尽
く
し
た
序
と
同
様

の
趣
向

と
思
わ
れ

る
。前

編
第
七
で
、
巴
之
丞
の
本
妻
盟
妻
は
時
鳥
に
嫉
妬
し
自
ら
の

屋

敷
に
呼
び
寄
せ
る
。
時
鳥
が

「
憧

々
左
右
の
光
景
を
見
る
」

と

、
贅
を
尽
く
し
た
美
し
い
部
屋
に
盟
婁
が
お
り

「
自
ら
時
鳥
が

手
を
と
り
」
琴
を
弾
く
よ
う
強
要
し
恥
辱
を
与
え
る
。
こ
の
場
面

は
、O

時
鳥
の
被
虐
の
状
は
浄
瑠
璃

『
妹
背
山
婦
女
庭
訓
』
の
お
三

輪
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
…

二
六
)

○
侍
女
時
鳥
の
殿
中
に
て
責
め
さ
い
な
ま
れ
、
嘲
弄
さ
れ
る
く

だ
り
が
、
妹
背
山
の
お
三
輪
か
ら
来
た
の
は
云
ふ
ま
で
も
な

、

〇

二

七
}

し

と

い
う
よ
う
に
、
従
来

『
妹
背
山
婦
女
庭
訓
』
よ
り
得
た
と
さ
れ

て
き
た
。
藤
原
淡
海
と
橘
姫
の
祝
言
を
聞
き
嫉
妬
し
た
お
三
輪
が

か
け

つ
け
た
と
こ
ろ
、
橘
姫
の
局
た
ち
が
大
勢
で
取
り
か
こ
み
、

無
理
に
酌
を
と
ら
せ
歌
を
強
要
す
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
確
か

に
多
く
の
侍
女
た
ち
が
愚
弄
し
、
歌
を
歌
わ
せ
る
と
い
う
形
は
類

似

し
て
い
る
が
、
そ
の
嘲
弄
に
橘
姫
は
直
接
関
係
し
て
お
ら
ず
、

お
三
輪
の
死
に
も
姫
は
関
わ
っ
て
い
な

い
。

入
鹿
を
ほ
ろ
ぼ
す
方

法
、
「
爪
黒

の
鹿
の
血
汐
と
、
疑
着

の
相
あ

る
生
血
是
を
混
じ
て

此
笛
に
濯
ぎ
か
け
て
調
」
べ

「
心
を
と
ら
か
す
」
と
い
う
目
的
の

た
め
に
忠
臣
金
輪
五
郎
今
國
が
殺
害
し
、
お

三
輪
も
淡
海
の
た
め

と
納
得
し
て
死
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
二
八
》
こ
の
場
合
女

の
争

い

が
中
心
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
『
桜
姫
全
伝
曙
草
紙
』

(文
化
二
年
)
巻
之

一
に
、
鷲
尾
十
郎
左
衛
門
義
治
の
本
妻
野
分

の
方
が
妾
玉
琴
の
寵
愛
厚
き
を
ね
た
み
、
自

ら
の
屋
敷
に

つ
れ
て

来
さ
せ
、
玉
琴
が

「
お
そ
る
く

見
る
」
と
、
美
し
い
調
度
品
で

飾
ら
れ
た
部
屋
に
野
分
の
方
が
お
り
、
「
玉
琴
が
手
を
と
ら

へ
」

琴
を
弾
く
よ
う
に
責
め
立
て
る
と
い
う
場
面
が
あ
る
。
本
妻
の
嫉

妬
、
美
殿
の
様
子
、
琴
を
強
要
す
る
あ
た
り
は
酷
似
し
て
お
り
、

『妹
背
山
婦
女
庭
訓
』
以
上
の

一
致
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
場
は

『
曙

草
紙
』
の
玉
琴
被
虐
の
場
面
を
も
と
に
し

て
、
『
妹
背
山
婦
女
庭

訓
』
の
お
三
輪
の
影
を
取
り
入
れ
て
作
ら
れ

た
と
見
る
ぺ
き
で
あ

ろ
う
。

後
編
第
二
で
、
時
鳥
に
飲
ま
せ
る
毒
薬
を
調
合
し
た
鈍
玄
に
盟

変
が
賞
金
を
与
え

「此
方

の
小
逞
よ
り
疾
々
と
往
ね
」
と

一
旦
帰

ら
せ
る
と
見
せ
て
、
悪
事
の
露
見
を
防
ぐ
た

め
自
ら
斬
り

つ
け
て

殺
害
す
る
と
い
う
場
面
は
、
『
曙
草
紙
』
巻

之

一
で
野
分
の
方
が

玉
琴
を
さ
ら

っ
て
来
た
兵
藤
太
に
賞
金

の
金
子
を
与
え
、
「
と
く

く

か

へ
り
て
休
息
せ
よ
」
と
帰
す
ふ
り
を
し
、
彼
が
油
断
し
た

所
を
斬
り
殺
す
と
い
う
場
と
同
様
の
趣
向
で
あ
る
。
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『浅間嶽面影草紙』論(本 多)

後
編
第
四
で
、
嬰
婆
が
侍
女
た
ち
と
琴
の
演
奏
を
楽
し
も
う
と

し
た
時
、
時
鳥
の
怨
霊
に
よ
り
様
々
な
怪
異
が
お
こ
り
笙
変
ら
が

苦

し
む
場
面
は
、
『
曙
草
紙
』
巻
之
五
で
桜
姫
の
琴
の
音
に
ひ
か

れ
た
玉
琴
の
霊
が
現
れ
、
桜
姫
を
苦
し
め
て
野
分
の
方
に
復
讐
す

る
場
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
、
怪
異
の
細
か
い
内
容
、

描
写
も
次
表
の
如
く
似
通
っ
て
い
る
。

『
面
影
草
紙
』

○
み
よ
く

今
に
お
も
ひ
し

ら
さ
ん

○
盟
黎
懐
劔
抜
き
は
な
し
、

は

つ
し

と

切

し

が

、

是

も

両

團

の

鬼

火

と

な

り

、

蔀

を

く

ゴ
り

て

飛

出

で

け

り

。

○
障
子
を
さ
ら
く

と

ひ
ら

く
を

(
中
略

)
い
つ
の
ま

に
や
ら
ん
侍
女
に
う
ち
交
、

二
人
の
女
童
あ
り
。

○
か
や
く

と
打
笑
ふ
声
き

こ

へ
、

家

鳴

す

る

こ

と

お

び

た

ゴ
し

『
曙
草
紙
』

○
見
よ

く

近
き
に
汝
を
と

り

殺

し

、

と

も

に

捺

落

に

率

て

ゆ

か

ん

、

思

ひ

し

る

べ

し

○
枕
刀
を
抜
て
は
た
と
斬
に
、

忽

一
団
の
青
火
と
な
り
て

消
失
…

○
障
子
さ
と
あ
く
る
音
す
。

(
中
略

)
館
の
う
ち
に
見

な
れ
ぬ
美
し
き
き
り
禿
二

人
…

○
毎
夜
震
動
家
鳴
し

(中
略
)

家

の
棟
に
高
笑
す

る
な
ど

さ
ま
ぐ

の
怪
あ
り

同
条
で
、
盟
変
に
時
鳥
の
霊
が
と
り

つ
い
て
星
変

の
悪
事
を
語

る
と
い
う
場
面
も
、
『
曙
草
紙
』
の
同
巻
で

玉
琴
の
霊
が
桜
姫
に

と
り

つ
き
、
野
分
の
方
の
悪
事
を
す
べ
て
暴

露
す
る
と
い
う
場
と

同
様
で
あ
る
。

後
編
第
五
で
巴
之
丞
が
逢
州

へ
の
愛
に
お
ぼ
れ
る
場
で
、
巴
之

丞
自
ら

「
彼
唐
の
玄
宗
皇
帝
、
華
清
宮
に
あ
り
て
、
楊
貴
妃
を
寵

愛
せ
し
も
、
我
宴
楽
に
は
お
よ
ぷ
ま
じ
」
と
言

っ
て
い
る
。
先
述

の
よ
う
に
後
編
が

「
「
名

本
朝
長
恨
寄
」
と
称
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
本
作
に
玄
宗
、
楊
貴
妃
の
影
を
負
わ
せ
て
い
る
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
巴
之
丞
は

「
只
管
酒
宴
遊

楽
に
の
み
あ
か
し
く

ら
」
し
、
忠
臣
彌
総
太
が
諌
言
す
る
の
を
怒

り
、
逢
州
ら
が

「御

短
慮
に
候
」
と
止
め
る
の
を
聞
か
ず
斬
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
、
時

鳥
の
鴫
く
声
を
聞
い
て

「
酒
気
忽
地
に
さ
め
て
、
あ
り
し
事
は
悉

夢

の
ご
と
く
」
改
心
す
る
。
『
善
知
安
方
忠

義
伝
』
巻
之
三
上
冊

で
頼
信
が

「
侠
遊
宴
楽
に
の
み
あ
か
し
く
ら
し
」
て
お
り
、
忠
臣

藤
六
左
近
輔
相
が

「伝
聞
唐
の
玄
宗
皇
帝
、
楊
貴
妃
を
愛
し
、
駿

山
の
花
清
宮
に
あ
り
て
、
婬
酒
に
耽
り
…
」

の
よ
う
に
玄
宗
な
ど

を
頼
信
に
重
ね
合
わ
せ
て
諌
言
す
る
が
、
頼
信
は
か
え

っ
て
怒
り
、

左
右
に
な
み
居
た
る
美
女
ら
が

「
こ
は
御
短

慮
」
と
止
め
る
の
を

振
り
切
り
、
藤
⊥ハ
を
斬
る
。
そ
の
と
き
黄
蝶

が
あ
ま
た
集
ま
り
群

が
り
飛
ぷ
の
を
見
て
、
頼
信
は

「
忽
迷
雲
は

れ
て
胸
月
か
ゴ
や
き
、

本
心
に
立
か

へ
り
て
夢
の
醒
た
る
ご
と
く
」

に
な
り
改
心
す
る
。

さ
ら
に
、
『
面
影
草
紙
』

で
彌
総
太
が
巴
之
丞
の
放
将
を
止
め
な
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か

っ
た

一
子
小
織
之
助
に

「
か
ば
か
り
の
事
思
ひ
あ
き
ら
め
ざ
る

汝

に
て
は
な
か
り
し
に
、

一
定
天
魔
の
み
い
れ
し
に
や
あ
ら
ん
」

と
怒
る
が
、
こ
れ
は

『
善
知
安
方
忠
義
伝
』
の
、
藤
六
が
頼
信
に

「
是
等
の
ご
と
き
理
を
、
御
辮
な
き
君
に
て
は
な
か
り
し
が
、
か

な
ら
ず
天
魔
の
見
入
た
る
な
ら
ん
」
と
諌
め
る
言
葉
に
近
似
し
て

い
る
。
こ
の
巴
之
丞
放
将
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
後
の
展
開
に
何
ら
影

響

が
な
く
、
「
浅
間
物
」
で
巴
之
丞
が
逢
州
に
入
れ
あ
げ
る
と

い

う
設
定
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
用
い
た
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、
具
体
的

に
は

『
善
知
安
方
忠
義
伝
』
の
頼
信
放
増
の
場
よ
り
得
て
描
か
れ

て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

後
編
第
九
で
、
逢
州
の
桂
に
時
鳥
の
霊
が
宿
り
、
盟
変

へ
の
恨

み
を
語
り
、
迷
い
成
仏
で
き
ず
に
い
る
こ
と
を
な
げ
く
と
こ
ろ
、

老
僧
が
教
化
し
、
句
を
と
な
え
な
が
ら

「
手
に
持
念
珠
ふ
り
あ
げ

て
、
桂
を
丁
度
う
ち
給
」
う
と
時
鳥
が
成
仏
す
る
と
い
う
場
面
は
、

『
曙
草
紙
』
巻
之
五
で
玉
琴
の
霊
が
桜
姫
に
と
り
つ
き
、

一
体
二

形
と
な
り
野
分
の
方

へ
の
恨
み
を
語
る
と
こ
ろ
、
常
照
阿
閣
梨
が

教
化
し
、
句
を
と
な
え
、
数
珠
を
も

っ
て
打

つ
こ
と
に
よ
り
成
仏

す

る
と
い
う

『
雨
月
物
語
』
の

「青
頭
巾
」
を
ふ
ま
え
た
場
面
に

一
致
す
る
。

同
条
で
、
時
鳥
が
成
仏
し
逢
州

の
桂
の
挟
か
ら
桜
花

一
輪
こ
ぼ

れ
た
の
を
老
僧
が
持

っ
て
去
り
、
後
に
寄
居
虫
の
持

つ
観
音
が
そ

の
桜
花
を
手
に
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
老
僧
が
観
音
の
化
身
で
あ

っ
た
と
知
る
。
成
仏
し
た
女
が
桜
の
花
を
残
す
と
い
う
形
は

『
曙

草
紙
』
巻
之
五
の
末
尾
で
成
仏
し
た
桜
姫
が
伴
宗
雄
に
桜
の

一
枝

を
残
す
と
い
う
場
に
通
ず
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
作
に
も
多
く
京
伝
作

品
と
の
趣
向
の

一
致

が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ

ら

に

こ

こ

で

も

う

一
点

、

挿

絵

に
対

す

る
意

識

に

つ

い

て
確

認

し

て

お

く

。

前
編
第
八
に
、
「
後
編
発
端
」
と
し
て

此
末
盟
凄
時
鳥
を
殺
し
、
時
鳥
の
怨
鬼
盟
妻
を
苦
し
む
る
こ

と
わ
け
は
、
既
に
書
は
て
つ
れ
ど
、
削

腕
師
の
工
未
だ
な
ら

ず
、
書
房
し
き
り
に
発
免
の
と
き
を
い
そ
げ
ば
、
後
編
に
ゆ

づ
り
ぬ
。
圖
あ
り
て
言
葉
な
き
を
う
た

が
ひ
給
ふ

こ
と
な
か

れ
。
後

へ
ん
発
販
の
と
き
を
待
て
、
首

尾
ま

つ
た
き
を
見
給

ふ
べ
し

と
書
か
れ
、
後
編
で
語
ら
れ
る
時
鳥
殺
害
の
場
と
怨
霊
が
嬰
変
を

苦
し
め
る
場
の
挿
絵
四
図
が
前
編
に
入
れ
ら

れ
て
い
る
。
不
備

の

ま
ま
前
編
が
刊
行
さ
れ
て
し
ま

っ
た
と
い
え

る
が
、
奇
し
く
も
同

年
に
出
さ
れ
た
京
伝
の

『
浮
牡
丹
全
伝
』
に
も
同
じ
こ
と
が
お
こ

っ
て
い
る
。
巻
之
四
・末
に

此
稗
史
全
部
九
冊
な
れ
ど
も
、
著
述
遅

滞
し
て
、
発
免
の
時

に
お
く
る
、
に
よ
り
、
書
騨
且
つ
四
冊

を
刻
し
、
前
帳
と
な

し
て
発
免
せ
ん
こ
と
を
乞
ふ
。
こ
れ
に
よ
り
て
俄
に
連
印
鉦

號
第
四
回
の
條
を
作
り
か

へ
て
、彫
刻

の
時
に
迫
り
ぬ
れ
ば
、
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縮
を
施
に
暇
あ
ら
ず
、
第
五
巻
目
に
記
せ
る
事

の
絡
を
此
に

出
せ
り
。
侠
者
釣
船
三
撫
夜
中
孤
兜
を
救
ふ
圖
、
水
草
が
魂

塊
魚
肇
に
還
着
す
る
圖
、
飛
騨
の
國
藍
渡

の
圖
、
村
婦
閻
羅

殿
に
て
現
前
呵
責
に
あ
ふ
圖
、
都
て
其
事
は
第
五
巻
目
第
八

巻
目
に
あ
り
。
後
怯
発
行
の
時
を
侯
得
て
見
る
ぺ
し
。

と

か
か
れ
、
そ
の
後
編
は
つ
い
に
刊
行
さ
れ
な
か

っ
た
。
『
近
世

物

之
本
江
戸
作
者
部
類
』
(一九)
に
京
伝
と
馬
琴

の
読
本
に

つ
い
て

唐
来
三
和
の
説
と
し
て
次
の
よ
う
な
言
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

文
化
年
間
唐
来
三
和
そ
の
友
の
為
に
京
伝
馬
琴
の
戯
作
を
批

し
て
云
京
伝
は
冊
子
の
画
組
と
よ
く
機
を
取
る
こ
と
に
妙
を

得
た
り
。
さ
れ
は
臭
草
紙
は
さ
ら
也
よ
み
本
と
い

へ
と
も
先

ツ
さ
し
画
よ
り
腹
稿
し
て
後
に
文
を
綴
る
と
い
へ
り
。
こ
、

を
も
て
う
ち
見
は
殊
に
お
も
し
ろ
か
ら
ん
と
思
は
さ
る
も
の

な
け
れ
と
も
よ
く
よ
み
見
れ
は
見
お
と
り
の
せ
ら
る
Σ
多
か

り
。
(中
略
)
又
馬
琴
は
臭
草
紙
よ
み
本
共
に
趣
向
と
文
を

旨
と
し
て
画
組
と
思
ひ
つ
き
に
骨
を
折
ら
す
。
こ
〉
を
も
て

稿
本
成
ら
さ
れ
は
画
稿
に
及
は
す
と
い

へ
り
。
こ
の
故
に
う

ち
見
は
さ
ま
て
お
も
し
ろ
か
ら
し
と
思
ふ
も
の
多
か
れ
と
も

よ
く
よ
み
見
れ
は
感
賞
せ
さ
る
こ
と
な
し
。

京
伝
は
馬
琴
と
異
な
り
、
挿
絵
を
本
文
に
先
行
さ
せ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
大
高
洋
司
氏
は

『本
朝
酔
菩
提
全
伝
』

(
文
化
⊥ハ
年
)
で
も
口
絵
や
挿
絵
と
作
品
本
文
と
の
間
に
不

一
致

が

お
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上

で
、
「
複
雑
に
絡
み
合

っ

た
内
容
を
も

つ
読
本
に
お
い
て
は
、
挿
絵
に
合
わ
せ
て
本
文
を
綴

っ
て
行
く
、
な
ど
と
い
う
の
は
、
や
は
り
無
謀
以
外
の
何
者
で
も

な
い
」
と
さ
れ
、
三
和
の
言
の
よ
う
に
常
に
挿
絵
を
本
文
に
先
行

さ
せ
る
読
本
作
り
を
し
て
い
た
訳
で
は
な
く

「
元
来
の

「
遅
吟
遅

筆
」」
の
た
め
、
結
果
的
に
こ
の
よ
う
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
だ

ろ
う
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
三
9

で
は
、
種
彦
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
前
編
第

七
に
入
れ
ら
れ
た

「
盟

変

の
方
深
夜
に
時
鳥
を
な
ぶ
り
殺
し
に
な

す
」
(
一
二
丁
ウ

=
二

丁
オ
)
と
い
う
挿
絵
で
、
時
鳥
は
悪
瘡
の
た

め
の
醜
い
顔

で
描
か

れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
出
版
さ
れ
た
後
編
で
は
、
時
鳥
が
鈍
玄
の

知
ら
せ
た
解
毒
の
方
法
で
平
癒
し
、
も
と
の
顔
色
に
な

っ
た
こ
と

を
知

っ
て
、
盟
変
が
殺
し
た
と
い
う
形
を
と

っ
て
い
る
。
つ
ま
り

殺
さ
れ
た
と
き
、
時
鳥
は
も
と
の
美
し
い
姿

に
な

っ
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
挿
絵
と
本
文
と
の
姐
話
が
お
こ

っ
て
い
る

こ
と
か
ら
し
て
、
前
編
発
免

の
時
点
で
本
当

に
こ
の
段
を

「
既
に

書
は
て
」
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

本
作
の
執
筆
状
況
に

つ
い
て
、
内
村
和
至

氏
の
詳
細
な
論
考
が

備
わ
る
。
(三
)

刊
本
の
付
言
に

文
化
五
年
戊
辰
夏
六
月
、

=

一
ノ
巻

書
果
シ
、
同
冬
十
月

草
稿
完
ク
ヲ
ハ
ル

と
あ
る
が
、
日
記
で
も
こ
れ
が
確
認
さ

れ
る
。
文
化
五
年
六

月
五
日
に
第

一
巻
、
六
月
十
五
日
に
第

二
巻
、
を
各
々
改
め
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て
出
し
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
(中
略
)
八
月
十
八
日
か

ら

『
面
影
草
紙
』
第
三
巻
に
着
手
、
八
月
二
十
九
日
以
降
記

事
が
途
切
れ
、
突
然
十
月
十
三
日
に
至

っ
て

「浅
間
書
き
果

る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

『
面
影
草
紙
』
の
起
筆
は
明
ら
か
で
な
い
か
ら
第

一
巻
に
つ

い
て
は
何
と
も

い
え
な
い
が
、
第
二
巻
は
十
日
前
後
で
二
十

丁
ぼ
ど
書
い
た
計
算
に
な
り
、
第
三
巻
は
同
じ
程
度
の
分
量

に
ニ
カ
月
弱
か
か

っ
た
こ
と
に
な
る
。
(中
略
)
八
月
二
十

三
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
は
日
付
の
み
を
続
け
書
き
に
し
て

「
ね
て
く
ら
す
」
と
あ

っ
て
、
当
時
二
十
六
歳
の
種
彦
が
か

な
り
病
弱
で
あ

っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
て
い
る
。
そ
の
た
め
第

三
巻
は
病
気
に
よ
る
中
断
の
た
め
に
長
引
い
た
も
の
か
と
想

像
さ
れ
る
。

元
来
病
弱
で
あ

っ
た
種
彦
は
、
こ
の
三
巻
を
執
筆
す
る
こ
ろ
特

に
体
調
が
お
も
わ
し
く
な
く
、
そ
の
た
め
に
原
稿
が
遅
れ
、
本
来
、

巴

之
丞
都

へ
出
立
の
後
、
す
ぐ
に
嬰
褒
の
時
鳥
殺
害
、
怨
霊
課
を

い
れ
る
つ
も
り
で
あ

っ
た
が
間
に
合
わ
ず
、
急
遽
後
編
の
発
端
で

あ

る
巴
之
丞
と
逢
州
の
出
会
い
を
入
れ
て
三
巻
と
し
て
発
免
し
た

と

い
う
想
像
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
た
め
、
後
編

の
始
め
に
巴
之
丞
と
逢
州
の
話
が
語
ら
れ
、
時
鳥
の
霊
が
あ
ら
わ

れ

て
そ
の
死
を
知
ら
さ
れ
た
後
、
時
間
軸
を
さ
か
の
ぼ

っ
て
時
鳥

殺
害
と
怨
霊
の
復
讐

の
場
が
描
か
れ
、
「
作
者
種
彦
伏
告
」
と
し

て

此

一
條
は
巴
之
丞
、
皇
都
に
お
も
む
き

し
あ
と
に
、
却
て
陸

奥
な
る
館
の
事
を
説
き
い
つ
れ
ば
、

一
の
巻
に
い
へ
る
花
街

の
説
話
よ
り
は
前
な
り
。前
後
二
編
を
合
て
み
給
ふ
と
き
は
、

前
編
第
八
回
、
巴
之
丞
再
度
皇
都
に
旅
だ

つ
と
い
ふ
と
こ
ろ

に
、
此
條
を
次
い
で
、
同
じ
く
下
冊
後
編
発
端
を
除
き
、
後

株

一
の
巻
を
読
給
ふ

べ
し
。
蟹
ふ
る
も
烏
濤
の
わ
ざ
な
れ
ど
、

源
語
に
堅
行
横
行
あ
る
が
如
し
。
此
巻

半
ま
で
は
、
時
鳥
存

命
の
う
ち
な
り
。
夫
心
得
て
看
給
ひ
ね
。

の
よ
う
に
苦
し
い
と
も
と
れ
る
説
明
を

つ
け

な
け
れ
ば
な
ら
な

い

よ
う
な
、極
め
て
不
自
然
な
形
を
と

っ
て
し
ま

っ
た
と
い
え
よ
う
。

偶
然
の

 
致
で
は
あ
る
が
、
理
由
に
違

い
が

あ
る
に
せ
よ
京
伝
同

様

「
遅
吟
遅
筆
」
で
あ

っ
た
が
ゆ
え
に
結
果
的
に
絵
が
先
行
し
て

し
ま

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

挿
絵
を
本
文
に
先
行
さ
せ
、
そ
れ
に
あ
わ

せ
て
本
文
を
綴

っ
た

と
い
う
こ
と
は
な
い
に
し
て
も
、
京
伝
が
挿
絵
を
重
視
し
て
い
た

こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
同
様

の
こ
と
が
種
彦
に
も
い
え

る
。星

影
土
右
衛
門
は
浅
間
家
を
追
放
さ
れ
た
後
、
団

一
斎
を
殺
害

し
金
を
奪
う
。
と
こ
ろ
が
こ
の
時
点
で
、
一
斎
を
襲

っ
た

の
は

「曲

者
」
と
書
か
れ
る
の
み
で
土
右
衛
門
が
犯
人

と
は
本
文
上
全
く
記

さ
れ
て
い
な
い
。
次
に
彼
が
登
場
す
る
前
編
第
五
で
も

「
星
影
土

右
衛
門
は
、
奥
州
を
追
放
た
れ
て
よ
り
、
下
総
常
陸
を
横
行
な
し
、

さ
ま
ざ
ま
の
姦
悪
を
行
ひ
…
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、

一
斎
殺
し
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に

つ
い
て
は
明
か
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
読

者
が
早
々
に

 
斎
殺
害
の
犯
人
が
土
右
衛
門
だ
と
知
る
の
は
、
こ

の
場

(前
編
第

一
)
に
対
応
す
る
挿
絵

(
一=

丁
ウ
ニ
ニ
丁
オ
)

と

そ
の
絵
に
添
え
ら
れ
た

「
土
右
衛
門
隠
形
の
術
を
も

つ
て

一
斎

を
殺
し
金
を
う
ば
ふ
」
と
い
う
詞
書
き
の
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
を

単

な
る
種
彦
の
失
敗
と
片
付
け
る
の
で
は
な
く
、
挿
絵
に
も
物
語

の

一
部
と
し
て
重
要
な
情
報
を
語
ら
せ
て
い
る
も
の
と
考
え
た

い
。
ま
た
前
編
第
三
で
、

一
斎
の
遺
児
で
あ
る
二
人
の
娘
の
孝
を

た
た
え
、
「
近
郷
の
農
夫
其
子
の
不
孝
な
る
を
誠
む
る
に
は
、
ま

つ
彼
等
が
身
上
を
か
た
り
い
で
、
姉
妹
の
孝
順
を
設
り
た
る
曲
子

に

つ
ゴ
り
苗
植
る
の
お
り
は
か
な
ら
ず
こ
れ
を
唄
ひ
け
る
が
、
其

歌
は
今
も
な
を
村
翁
の
唇
上
に
あ
り
と
な
ん
、事
は
画
上
に
あ
り
」

と

し
、
二
人
の
孝
女
の
様
子
を
描
い
た
挿
絵

(
一
丁
ウ

ニ
丁
オ
)

の
横
に
姉
妹

の
至
孝
を
う
た

っ
た
と
い
う
田
植
歌
を
の
せ
て
い

る
。
先
述
の
よ
う
に
種
彦
は
下
絵
に
も
こ
だ
わ
り
を
も

っ
て
お
り
、

少
な
く
と
も
馬
琴
の
よ
う
に
挿
絵
は
本
文
の
添
え
物
と
い
う
考
え

で
は
な
く
、
本
文
の

一
部
と
し
て
重
要
視
し
、
多
く
を
語
ら
せ
て

い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
京
伝
と
種
彦
は
挿
絵
に
対
す
る
姿
勢
も
似
通
っ

て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

三

『
曙
草
紙
』
と
の
関
係

『
面
影
草
紙
』
に
は
京
伝
作
品
か
ら
得
た
と
思
わ
れ
る
部
分
が

多
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
特
に
大
き
く
影
響
を
受
け
て
い
る
の

は
、
時
鳥
謂
で
あ
る
。
嬰
屡
が
時
鳥
に
琴
を
弾
く
よ
う
に
強
要
し

恥
辱
を
与
え
る
場
面
に
は
じ
ま
り
、
盟
婁
の
鈍
玄
殺
害
、
時
鳥
怨

霊
に
よ
る
家
内
の
変
異
、
老
僧
の
教
化
と
時
鳥
成
仏
、
残
さ
れ
た

桜
の
花
と
い
う
よ
う
に
、
時
鳥
諄

の
大
筋
は

『
曙
草
紙
』

の
野
分

の
方
と
玉
琴

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に

一
致
す
る
。
第

一
章
で
述

べ
た
よ

う
に
、
巴
之
丞
に
関
す
る
物
語
は
逢
州
と
時

鳥
と
い
う
姉
妹
を
中

心
と
す
る
二
つ
の
話
に
分
け
ら
れ
る
が
、
逢

州
謬
は

「
浅
間
物
」

演
劇
よ
り
、
時
鳥
課
は

『
曙
草
紙
』
よ
り
材

を
得
て
作
ら
れ
た
と

見
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

種
彦

の
文
政
十
二
年
十
月
二
十
八
日
付
笠
亭
仙
果
宛
書
簡
に

よ
み
本
ハ
京
伝
の
桜
姫
が
か
き
ふ
り
よ
き
や
う
に
お
ほ
え
申

候
同
人
の
作
に
て
も
稲
妻
表
紙
ハ
お
と
り
候
や
う
に
見
え
申

候
し
か
し
今
ハ
曲
亭
の
か
き
ぶ
り
を
ま
な
ひ
候
か
た
か
徳
な

る

へ
し
小
子
か
今
か
き
候

ヘ
ハ
桜
姫
の
お
も
な
き

へ
今
す

こ

し
漢
学
者
文
章
を
く
は

へ
申
候

と
あ
る
。
三̂
}
佐
藤
悟
氏
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
三
三
)京

伝
の
読
本
、
特
に

『
曙
草
紙
』
を
良
い
と
し
て
い
る
。
時
代
の
嗜

好
は
馬
琴

の
読
本
に
傾

い
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
門
弟

の
仙
果
に

は
そ
れ
を
真
似
た
ほ
う
が

「
徳
」
と
し
な
が

ら
も
、
種
彦
自
身
は

京
伝
の
読
本

の
方
を
高
く
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
政
十

二

年
は
種
彦
が
合
巻

『修
紫
田
舎
源
氏
』
初
編

を
刊
行
し
た
年
で
あ
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り

、
最
後
の
読
本
を
刊
行
し
て
か
ら
十
六
年
も
経

っ
て
い
る
。
読

本

の
筆
を
断
ち
、
合
巻
作
者
と
し
て
確
固
た
る
地
位
を
得
た
こ
の

時

点
に
お
い
て
さ
え
も
、
〈京
伝
流
〉
読
本

へ
の
思
い
は
捨

て
切

っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
京
伝
作
品
の
存
在
が
種
彦
と

い

う
作
家
に
と
っ
て
大
き
く
、
し
か
も
長
く
意
識
さ
れ
続
け
て
い
た

と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。
『
曙
草
紙
』
を
高
く
評
価
し
た
種
彦
は
、

実
際
に

『
面
影
草
紙
』
著
述
に
お

い
て
も
、
こ
の
作
品
を
参
考
に

し
、
直
接
的
に
内
容
を
摂
取
し
て
著
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

る

の
で
あ
る
。

『
面
影
草
紙
』
に
先
駆
け
て
出
版
さ
れ
た

『奴
の
小
ま
ん
』
(文

化
四
年
)
が

『
曙
草
紙
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
後
藤
丹
治
氏
、
三
四
)
木
越
俊
介
氏

三
五)
に
よ
り
詳
細
な
論
考

が
備
わ
る
が
、
こ
の
作
品
の
悪
女
唐
衣
も
野
分
の
方
よ
り
得
て
造

形
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
種
彦
は

『
曙
草
紙
』
の
野
分
の

方
を
元
に
し
て
二
度
も
自
作
の
人
物
を
造
形
し
て
お
り
、
良

い
と

し

て
い
る

『
曙
草
紙
』
の
中
で
も
、
特
に
好
ん
で
い
た
の
は
野
分

の
方
と
い
う
悪
女
の
造
形
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『奴
の
小
ま
ん
』
の
唐
衣
は

「
す
ぐ
れ
て
美
麗
」
で
あ
る
上
に
、

も
と
は

「
や
さ
し
き
し
人
物
で
あ

っ
た
の
が
、
老
狐
の
恨
み
に
よ

っ
て

「
男
と
み
れ
は
し
た
ひ
よ
り
た
は
れ
こ
と
を
い
ひ
か
け
」
る

と

い
う
浮
気
な
性
と
な

っ
て
し
ま
う

の
だ
が
、
徐
々
に
そ
の
狐
の

呪

い
を
越
え
た
悪
事
を
犯
し
て
い
く
。
ま
ず
妾

の
横
雲
殺
害
に
用

い
る
毒
薬
を
得
る
た
め
医
師
を
殺
害
し
、
侍
女
た
ち
に
は
彼
に
襲

わ
れ
そ
う
に
な

っ
た

の
だ
と
偽
る
。
「
お
ろ

く

ご
ゑ
に

て
も
の

か
た
り
、
か
た

へ
を
む
き
て
舌
を
は
き
、
こ
と
な
り
た
り
と
よ
ろ

こ
び
け
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
悪
人
と
し
て

の
大
胆
さ
ま
で
見
ら

れ
る
。
後
に
横
雲
殺
害
の
陰
謀
が
露
見
し
そ
う
に
な
る
場
面
な
ど

で
は
幾
度
も

「
肝
ふ
と
き
女
な
れ
ば
」
と
表
現
さ
れ
、
ま
た

「
唐

衣
は
あ
は
れ
み
の
心
な
き
、
む
ま
れ
ゆ
え
」
と
も
書
か
れ
、
老
狐

の
呪
い
の

「
浮
気
な
性
」
の
範
囲
を
越
え
、

ま
る
で
生
来

の
性
質

が

〈
悪
〉
で
あ

っ
た
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
つ
い
に
旅
人
を
殺
し
金
を
奪
う
賊
首
と
な
り
、
そ
の
悪
業

を
見
か
ね
た
娘
の
小
ま
ん
が
諌
言
し
た
と

こ
ろ
、

類
い
ま
れ
な
る
あ
く
と
う
な
れ
ば
、
小
ま
ん
が
い

へ
る
こ
と

を
用
い
ざ
る
の
み
か
、
心
に
お
も
ふ
は
、
し
よ
せ
ん
、
こ
の

小
ま
ん
を
活
お
か
ば
、
わ
が
あ
し
て
ま

と
ひ
と
な
り
て
、
心

の
ま

Σ
に
盗
ぞ
く
も
な
し
が
た
し

と
考
え
、

い
つ
そ
だ
ま
し
う
ち
に
か
れ
を
こ
ろ
し
、

の
ち
の
さ
は
り
を

ま
ぬ
か
れ
ん

と
、
自
分
の
娘
ま
で
も
殺
そ
う
と
す
る
大
悪

人
に
な

っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
『
曙
草
紙
』
の
野
分
の
方
は

「
絶

世

の
美
人
に
て
、
翠

黛
紅
顔
の
粧
、
花
よ
り
も
な
ほ
葭
、
玉
管
照
月
の
姿
、
あ
た
り
も

輝
ば
か
り
」
の
美
女
で
あ
る
。
彼
女
は
妾
玉
琴
を
な
ぶ
り
殺
し
に

し
、
賊
蝦
墓
丸
の
妻
と
な
っ
て
先
妻
小
萩
を
殺
害
さ
せ
、
先
妻
の
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『浅間嶽面影草紙』論(本 多)

子
松
虫
鈴
虫
姉
妹
を
い
じ
め
抜
く
残
忍
の
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、

自

分
の
娘
に
対
し
て
は

「
子
を
憐
む
こ
と
世
の
人
に
越
て
厚
く
、

強

悪
の
志
に
は
露
ば
か
り
も
似
ざ
」
る
性
質
を
も
っ
て
い
た
。
だ

か
ら
こ
そ
、
玉
琴
の
怨
霊
は
桜
姫
を
苦
し
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

彼
女
を
深
く
愛
す
る
母
親
の
野
分
の
方
に
復
讐
す
る
の
で
あ
る
。

何
度
も

「
子
を

い
つ
く
し
む
」
性
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
佐

藤
深
雪
氏
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
三̂
c
こ
の
性
質

は
野
分
の
方
に
意
識
的
に
与
え
ら
れ
、
ま
た
物
語
上
重
要
な
意
味

を
も

っ
て
い
る
。
『
奴
の
小
ま
ん
』
の
唐
衣
は
野
分
の
方

の
影
響

を
強
く
受
け
て
造
形
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
先
掲
の
よ
う
に
実
の

娘

の
小
ま
ん
を

「
あ
し
て
ま
と
ひ
」
と
考
え
、
「
だ
ま
し
う
ち
に

か
れ
を
こ
ろ
」
そ
う
と
し
て
い
る
。
剛
胆
な
悪
党
と
し
て
描
か
れ

る
二
人
の
女
性
は
こ
の
点
が
異

っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
違

い
は
決
し
て
小
さ
い
も
の
で
は
な
い
。
種
彦
は
野
分
の
方
か
ら
唐

衣

の
形
象
を
得
な
が
ら
、
〈善
〉
の
部
分
で
あ
る

「
子
を

い
つ
く

し
む
」
性
を
そ
ぎ
お
と
し
、
〈
悪
〉
の
部
分
を
特
に
強
調
し
て
造

形

し
た
と
い
え
よ
う
。
『
面
影
草
紙
』
の
崔
褒
も

「
花
も
妬
み
月

も
恨
む
美
人
」
で
あ
る
が
、
唐
衣
と
同
様
に

〈善
〉

の
部
分
は
描

か
れ
ず
、
徹
底
的
な

〈
悪
〉
の
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な

こ
と
か
ら
、
種
彦
が
特
に
注
目
し
て
い
た
の
は
野
分
の

方

の
よ
う
な
高
貴
で
美
し
い
女
性
の
犯
す
残
虐
な

〈
悪
〉
で
あ

っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
面
影
草
紙
』
の
盟
変
は
、
『
曙
草
紙
』

の
野
分
の
方
か
ら
形

象
を
得
、
善
性
を
消
し
て
徹
底
的
な

〈
悪
〉

と
し
て
描
き
、
よ
り

残
虐
性
を
加
え
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
に
対
す
る

怨
霊
の
復
讐
も

『
曙
草
紙
』
よ
り
得
て
、
残
虐
性
、
怪
異
性
を
さ

ら
に
強
調
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
残
虐
な
場
面
は
、
先
掲

の
適

遥
の

「
惨
憶
た
る
光
景
を
、
種
彦
得
意

の
凄
絶
な
る
筆
に
て
叙
せ

る
あ
た
り
、
鬼
気
の
人
に
逼
る
を
感
ぜ
し
む

」
と
い
う
言
葉
に
も

あ
る
よ
う
に
、
後
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
点

で
も
あ
る
。
種
彦

は
京
伝
か
ら
様
々
な
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
中

で
も
、
『
曙
草
紙
』

に
あ
る
高
貴
な
美
女

の
残
忍
な
悪
事
と
そ
れ

に
対
す
る
怨
霊
の
復

筈
と
い
う
対
立
を
好
み
、
そ
の
残
虐
性
を
さ
ら
に
強
調
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
自
己
の
も
の
と
し
、

一
つ
の
見
所

を
作
り
上
げ
た
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。

四

種
彦
読
本
に
お
け
る
女
性

『
曙
草
紙
』
巻
之
三
で
信
太
平
太
夫
勝
岡
と
蝦
墓
丸
に
よ

っ
て

鷲
尾
義
治
が
殺
害
さ
れ
、
屋
敷
を
焼
か
れ
、

鷲
尾
家
が
滅
ほ
さ
れ

る
が
、
こ
の
部
分
は
ご
く
簡
単
に
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、
ま
た

こ
れ
に
対
す
る
仇
討
も
、

弥
陀
二
郎
篠
村
と
心
を
合
せ
、
田
鳥
造

酒
丞
を
始
と
し
て
、

こ
玉
か
し
こ
に
か
く
れ
住
て
仇
家
を
う

か
ゴ
ふ
同
志

の
義
士

等
を
か
た
ら
ひ
、
平
太
夫
を
打
て
亡
君

に
手
向
ば
や
と
相
議

し
け
る
所
に
、
三
木
之
助
伴
宗
雄
も
舅

の
仇
を
む
く

い
、
家
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を
再
興
す

ぺ
き
く
は
だ
て
あ
り
と
聞
、
宗
雄
を
仇
打

の
主
と

し
、
篠
村
公
光

・
弥
陀
二
郎

・
造
酒
丞
を
始
と
し
て
、
(中

略
)
そ
の
余
宗
雄
が
家
士
三
人

・
篠
村
が
妻
山
吹

・
同
家
僕

藤
六
等

・
都
合
十
八
人
、
信
田
が
家
に
乱
入
し
て
、

つ
ひ
に

平
太
夫
を
打
取
、
首
を
義
春
の
霊
前
に
手
向
て
追
善
を
修
し
、

と

い
う
だ
け
で
、
鷲
尾
家
の
御
家
と
し
て
の
問
題
ば
解
決
し
て
し

ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
高
洋
司
氏
は

『
曙
草
紙
』
評
と
し
て

野
分
の
方
、
玉
琴
、
桜
姫
に
そ
れ
ぞ
れ
振
り
分
け
ら
れ
た
嫉

妬
、
怨
念
、
恋
情
と
い
っ
た
感
情
は
、
理
屈
を
越
え
た
、
女

性

一
般
に
通
有
の
も
の
と
し
て
、
読
者
を
共
感
に
導
く
の
で

あ
る
。
こ
の
作
品
が
文
学
的
に
優
れ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し

た
女
性
特
有
の
感
情
を
生

の
ま
ま
、
他
の
尤
も
ら
し
い
意
味

づ
け
を
全
く
付
与
せ
ず
に
中
心
に
据
え
、
物
語
の
展
開
の
原

動
力
と
し
た
か
ら
で
あ
る
、
と
思
う
。

と
述
べ
、
鷲
尾
家
の
物
語
が
淡
泊
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
も
こ
の
た
め
と
し
、

な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
強
く
全
面
に
押
し
出
そ

う
と
す
る
と
、
女
性
の
感
情
を
軸
と
し
た
展
開
か
ら
話
が
遠

く
な

っ
て
、
京
伝
の
意
図
と
は
離
れ
て
し
ま
う
か
ら

と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

清
玄
を
は
じ
め
と
し
て

『
曙
草
紙
』

の
男
主
人
公
た
り
得

て

い
る
登
場
人
物
が
ひ
と
り
も
見
当
ら
な
い
の
も
、
同
じ
理
由

に
拠
る
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と

も

い
わ

れ

て
お

り

、
(二
七
)
こ
れ

ら

の
見

解

に

つ

い

て

は

全

面

的

に

賛

意

を

表

し
た

い
。

『
曙

草

紙

』

の
見

所

は

、

こ

う

い

っ
た

女

性

達

の
描

か

れ

方

に

あ

る

の

で
あ

る

。

一
方
、
同
じ
京
伝
の
作
で
も

『
稲
妻
表
紙
』
で
は
異
な

っ
て
い

る
。
不
破
道
犬
は

「
浜
名
入
道
に
内
通
し
て
媚
謁
、
管
領
の
権
威

を
か
り
て
、
妊
計
を
施
し
、
佐
々
木
の
家
を
奪
ひ
、
浜
名
の
味
方

に
つ
か
ん
」
と
い
う
目
的
を
も
ち
、
「
い
か
に
も
し
て
桂
之
助
を

失
ひ
、
実
子
花
形
丸
を
、
家
督
に
せ
ま
ほ
し
」
と
思
う
蜘
手
の
方

と
共
謀
し
て
佐
々
木
家
の
後
継
桂
之
助
ら
を
陥
れ
る
。
父
と
同
じ

く
反
逆
を
企
む
不
破
伴
左
衛
門
は
恨
み
を
抱

く
佐
々
木
家

の
忠
臣

名
古
屋
山
三
郎
と
対
立
す
る
。
そ
の
遺
恨
も

、
山
三
郎
が
主
君
桂

之
助

の
命
令
で
や
む
を
え
ず
伴
左
衛
門
を
草

履
打
ち
を
し
た
こ
と

が
始
ま
り
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
桂
之
助
は
放

蕩
が

つ
の
り
佐
々
木

家
を
勘
当
と
な

っ
て
流
浪
し
、
武
道

つ
れ
く

草
と
い
う
秘
書
を

得
た
功
と
梅
津
嘉
門
ら
の
と
り
な
し
に
よ
り
帰
参
す
る
。
佐
々
良

三
八
郎
は
御
家

へ
の
忠
義
の
た
め
に
、
白
拍

子
の
藤
波
を
殺
害
し
、

罪
の
報

い
で
様
々
な
顛
難
辛
苦
が
あ
る
。
そ

の
三
八
郎
の
子
供
楓

は
御
家

の
重
宝
百
蟹
の
巻
物
を
買
い
戻
す
金

の
た
め
に
身
を
売

り
、
文
弥
は

「忠
義
の
為
」
に
月
若
の
身
代

わ
り
と
な

っ
て
死
す
。

こ
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
の
事
件
が
佐
々
木
家
と
い
う
御
家
の
悶

題
で
統
括
さ
れ
て
お
り
、
佐
々
木
家
に
関
係
す
る
男
た
ち
を
中
心

に
物
語
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
三
八
)本
作
に
も

『
曙
草
紙
』
同
様
、

悪

の
高
貴
な
女
性
蜘
手
の
方
が
登
場
す
る
も

の
の
、
彼
女
の
残
虐
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行
為
は
実
子
の
花
形
丸
に
家
督
を
継
が
せ
た
い
と
い
う
思
い
か
ら

の
も
の
で
あ
り
、
悪
の
動
機
と
し
て
御
家
の
跡
目
争
い
を
用
い
て

い
る
。
本
作
は
、
女
性
達
の
感
情
は
あ
ま
り
強
調
さ
れ
る
こ
と
な

く

、
物
語
中

で
中
心
と
な
る
こ
と
も
な
い
。
『
稲
妻
表
紙
』
は
こ

の
点

で

『
曙
草
紙
』
と
は
大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
種
彦
の

『
面
影
草
紙
』
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
巴
之
丞
は

浅
間
家
の
当
主
と
い
う
立
場
を
負

っ
て
い
な
が
ら
、
御
家
物
の
要

素
は
本
作
の
中
に
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
ず
、
巴
之
丞
が
逢
州
に
入

れ
あ
げ
る
場
で
も
、
『
稲
妻
表
紙
』
の
桂
之
助

の
よ
う
に
そ
の
放

増
が

〈御
家
〉
と
し
て
問
題
に
な
る
こ
と
も
な
い
。
三
九
)
唯

一
、

〈
忠
〉
が
感
じ
ら
れ
る
五
郎
蔵
と
さ
つ
き
が
主
君
の
為
に
逢
州
を

請

け
出
そ
う
と
す
る
場
も
、
結
局
さ
つ
き
が
土
右
衛
門
に
寝
返

っ

た
と
誤
解
し
た
五
郎
蔵
が
、
さ
つ
き
と
誤

っ
て
逢
州
を
殺
害
し
て

し
ま
い
、
五
郎
蔵
は
罪
を
侮
い
て
自
害
し
、
さ

つ
き
も
夫
の
た
め

共
に
死
ぬ
。
忠
義
は
全
う
さ
れ
ず
、
事
件
は
五
郎
蔵
の
私
的
な
感

清

に
と
り
こ
ま
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
本
作
に
お
い
て
御
家
や
忠

義
は
あ
ま
り
意
味
を
も

っ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
『
面

影
草
紙
』
は

「敵
討
物
作
品
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
三
9
確
か

に
土
右
衛
門

へ
の
仇
討
課
の
発
端
と
結
末
が
最
初
と
最
後
に
配
置

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
に
か
か
わ
る
の
は
限
ら
れ
た
人
々
で

あ
り
、
「
敵
討
物
」
と
い
え
る
よ
う
な

「
話
を
統
括
す
る
よ
う
な

カ
は
も

っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
御
家
、
敵
討

の
よ
う
な

}
話
の

流

れ
を
規
定
す
る
よ
う
な
枠
組
は
強
調
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
う

い
っ
た
本
作
の
中
で
主
軸
を
な
し
て
い
る
の
は
、
嬰
姿
、
時
鳥
、

逢
州
、
さ

つ
き
と
い

っ
た
女
性
達
の

「
嫉
妬
、
怨
念
、
恋
情
」
と

い
っ
た

「
女
性

一
般
に
通
有
」
の
感
情
で
は
な
か
ろ
う
か
。
嫉
妬

か
ら
の
盟
黎
の
時
鳥
虐
待
や
そ
れ
に
対
す
る
時
鳥
の
怨
念
、
逢
州

の
巴
之
丞
と
の
恋
、
さ

つ
き
の
五
郎
蔵

へ
の
恋
慕

の
情
な
ど

の
よ

う
に
、
女
性
の
感
情

こ
そ
が
主
に
物
語
の
直
接
的
な
原
動
力
と
な

っ
て
い
る
。

一
方
、
巴
之
丞
な
ど
男
性
に

つ
い
て
は
あ
ま
り
詳
し

く
描
か
れ
る
こ
と
な
く
、
重
要
な
位
置
を
占

め
て
は
い
な

い
。
ま

た
、
物
語
の
展
開
に
関
係
す
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
女
性
の
感
情

の
描
写
は
小
さ
な
場
面
に
お
い
て
も
非
常
に
有
効
に
使
わ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
後
編
第
二
の
逢
州
と
時
鳥
の
霊

の
出
会
い
の
場
で
、

お
互
い
に
実
の
姉
妹
と
聞
か
さ
れ
て
も
信
じ

る
こ
と
が
で
き
ず
、

そ
の
う
え
、
互
い
の
美
し
い
姿
に
嫉
妬

の
心
を
お
こ
し
、
の
の
し

り
合
う
。
巴
之
丞
に
二
人
の
顔
の
相
似
を
指
摘
さ
れ
、
鏡
を
の
ぞ

い
た
と
こ
ろ
、
時
鳥
が
指
櫛
を
落
と
し
、
二
人
の
幼
い
こ
ろ
の
思

い
出
が
よ
み
が
え

っ
て
、
本
当
の
姉
妹
と
気
づ
き
喜
び
合
う
と
い

う
と
こ
ろ
は
、
実
に
見
事
に
女
性
の
感
情
が
描
か
れ
て
い
る
と
い

え
、
離
れ
離
れ
に
過
ご
し
た
姉
妹
の
再
会
と

い
う
場
を
盛
り
上
げ

て
い
る
。
『
面
影
草
紙
』
は

『
曙
草
紙
』

同
様
、
「
尤

も
ら
し
い

意
味
づ
け
」
を
用
い
ず
、
生
の

「女
性
特
有

の
感
情
」
を
中
心
と

し
て
描
き
、
「物
語
の
展
開
の
原
動
力
」
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
種
彦
の
読
本
作
品
を

見
て
み
る
と
、
敵
討
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や
御
家
騒
動
の
よ
う
な
枠
組
を
強
調
し
そ
れ
に
よ

っ
て
物
語
を
展

開

さ
せ
て
い
る

の
は
、
『
総
角
物
語
』
(
文
化
五
年
)
と
、
試
作

的

に
作
り
自
ら

「
読
本
浄
る
り
」
と
名
付
け
た

『
勢
田
橋
竜
女
本

地
』
(文
化
八
年
)
の
二
作
の
み
で
あ
り
、
さ
ら
に

『
面
影
草
紙
』

同
様
、
女
性
を
中
心
に
描
い
た
も
の
が
多

い
こ
と
に
気
が
つ
く
。

『
霜
夜
星
』
は
、
実
録
物

『
四
谷
雑
談
』
を
も
と
と
し
た
怪
談

物

で
あ
る
が
、
悪
霊
の
恐
ろ
し
さ
だ
け
で
な
く
、
醜
女
で
あ
り
な

が
ら
心
美
し
い
女
性
で
あ
る
お
沢
が
、
裏
切
ら
れ
、
殺
さ
れ
、
そ

の
恨
み
か
ら
つ
い
に
は
怨
霊
に
身
を
落
と
し
た
悲
し
さ
が
描
か
れ

て
い
る
。
お
沢
は
最
後
に
か

つ
て
は
恨
ん
だ
お
花
に
弔
い
を
頼
ん

で
成
仏
す
る
。
他
に
お
花
と
津
島
と
い
う
二
人
の
女
性
が
登
場
し

て
い
る
が
、
お
花
は
夫
や
子
供

の
死
、
津
島
は

「良
人
に
ひ
と
し

き
求
君
」
の
死
と
い
う
悲
劇
に
あ
い
、
と
も
に
尼
と
な
る
。
二
人

は
光
明
寺
で
念
仏
に
専
念
し
、
同
年
同
日
同
時
に
大
往
生
し
、
中

凹
に
な

っ
た
鉦
鼓
は
後
に
鉦
鼓
観
音
と
し
て
拝
ま
れ
た
。
最
後
に

付

け
ら
れ
た
付
け
足
し
の
よ
う
な
部
分
で
あ
る
が
、

こ
れ
も

一
つ

の
重
要
な
意
味
を
も

っ
て
お
り
、
悲
し
み
を
経
て
最
終
的
に
二
人

が
救
済
さ
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
本
作
は
怪
異
を
語
る
だ
け
で

な

く
、
三
人
の
女
性

の
悲
し
み
と
救
済
が

一
つ
の
モ
チ
ー

フ
と
し

て
使
わ
れ
た
作
品
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
お
沢
の
怨
念
、

お
花
と
津
島
の
恋
情
が
物
語
展
開
の
要
点
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。『

奴
の
小
ま
ん
』
の
前
編
は
、
唐
衣
を
中
心
と
し
て
話
が
進
む
。

老
狐
の
呪
い
に
よ

っ
て
悪
心
が
お
こ
り
、
嫉

妬
か
ら
妾
の
横
雲
を

殺
そ
う
と
し
、
様
々
な
悪
事
を
犯
し
て
賊
首
と
な
り
、
あ
げ
く
に

自
ら
が
殺
し
た
男
の
息
子
に
仇
討
さ
れ
る
と

い
う
よ
う
に
、
唐
衣

と
い
う
悪
女
が
前
半
の
物
語
を
動
か
し
て
い
る
。
後
編
で
は
唐
衣

の
娘
の
小
ま
ん
が
中
心
と
な
る
。
小
ま
ん
は
母
と
は
反
対
に

へ善
〉

の
女
性
と
し
て
描
か
れ
、
し
の
ぶ
と
の
恋
愛

、
敵
討
、
道
行
、
出

家
な
ど
、
彼
女
の
人
生
を
通
し
て
物
語
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。

こ

れ
は
、
善
悪
双
方
に
描
き
分
け
ら
れ
た
母
娘

を
主
軸
と
し
て
作
り

上
げ
ら
れ
た
物
語
で
あ
る
。

『
阿
波
之
鳴
門
』
(
文
化
四
年
)
の
十

郎
兵
衛
は
、
『
傾
城
阿

波

の
鳴
門
』
三̂
)
な
ど
、
演
劇

で
知
ら
れ
た

人
物

で
あ
る
が
、
種

彦
が
冒
頭
で
、

彼
の
阿
波
の
鳴
門
と
題
號
せ
し
浄
瑠
璃

本
に
十
郎
兵
衛
と

い

へ
る
者
あ
り
。
主
君
の
為
に
千
辛

万
苦

し
て
遂
に
そ
の
志
を

と
げ
し
ご
と
く
書
き
な
せ
し
は
實
に
に
く
む
べ
き
の
盗
賊
な

り
。

と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
阿
波
十
郎
兵
衛
は
実
説
で
は
盗
賊
で
あ

る
と
主
張
し
、
本
作
で
は

一
般
的
に
忠
臣
と

し
て
知
ら
れ
た
十
郎

兵
衛
を
実
説
に
も
と
つ
い
た
悪
役
と
し
て
脚
色
し
て
い
る
。ま
た
、

畠
山
多
門
は
弓
子
を
助
け
る
英
雄
的
な
存
在

で
あ
る
も
の
の
、
物

語
途
中
で
殺
害
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う

に
、
中
心
的
役
割
を

果
た
す
男
性
は
存
在
し
な
い
。
結
局
こ
の
物
語

の
大
半
を
占
め
て

い
る
の
は
女
性
で
あ
る
弓
子
の
行
動
で
あ

る
。
『
傾
城
阿
波

の
鳴
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門
』
が
典
拠
で
あ
る
こ
と
は
題
名
か
ら
も
明
ら
か
な
の
だ
が
、
主

に
基
づ
い
て
い
る
の
は
巡
礼
唄
の
段
で
あ
る
。
お
つ
る
の
口
を
ふ

さ

い
だ
為
に
誤

っ
て
殺
し
て
し
ま
う
と
い
う
形
も
、
せ
り
ふ
も
そ

の
ま
ま
取
り
入
れ
て
い
る
が
、
彼
女
を
殺
害
し
た
人
物
を
十
郎
兵

衛

か
ら
母
親
の
弓
子
に
変
え
て
い
る
。
多
門
と
の
出
会
い
と
幸
福

な
生
活
と
い
う

〈陽
〉
の
場
、
か
ど
わ
か
さ
れ
花
街
に
売
ら
れ
た

後

の
監
木
に
よ
る
虐
待
、
夫
の
死
、
再
会
し
た
娘
を
そ
の
手
で
殺

し
て
し
ま
う
悲
劇
、
お

つ
る
は
霊
薬
に
よ
り
蘇
生
し
た
も
の
の
、

敵

で
あ
る
十
郎
兵
衛
に
身
を
ま
か
せ
た
こ
と

へ
の
後
悔
か
ら
の
自

害
、
霊
と
な

っ
て
お

つ
る
に
付
き
添
い
復
讐
と
い
う

〈陰
〉
の
場

と

い
う
よ
う
に
、
弓
子
の
人
生
を
通
し
て
対
立
的
な
二
つ
の
場
面

が
描
か
れ
、主
に
弓
子
の
行
動
を
通
し
て
物
語
が
展
開
し
て
ゆ
く
。

『
傾
城
阿
波
の
鳴
門
』

で
十
郎
兵
衛
の
妻
と
い
う
存
在
に
す
き
な

か

っ
た
弓
子
を
物
語
の
中
心
に
据
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
線
手
摺
昔
木
偶
』
(
文
化
十
年
)
で
は
、
菖
蒲
や
薫
と
い
っ

た
女
性
の
他
に
、
吉
三
の
存
在
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

た
だ
、
巻
之

一
の
発
端
で
、
主
君
頼
政
公
の
た
め
華
々
し
く
討
ち

死
に
す
る
渡
辺
競
と
六
浦
な
ど
の
極
め
て
男
性
的
な
物
語
が
語
ら

れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
が
後
に
お
い
て
直
接
的
に
関

係

す
る
の
は
、
そ
の
戦
で
競
の
臣
佐
吾
七

(黒
丸
)
に
討
た
れ
た

千
寿
太
郎
の

}
子
水
泡
信
夫
之
助

(水
雄
丸
)
の
霊
魂
が
、
薫
と

の
間
に
で
き
た
息
子
信
夫
に
の
り
う

つ
っ
て
佐
吾
七
に
仇
を
か
え

す

と
い
う
話
の
み
で
あ
り
、
全
体
を
統
括
し
て
は
い
な
い
。
本
話

で
も
吉
三
と
菖
蒲
、
信
夫
之
助
と
薫
、
吉
三

と
薫
の
恋
愛
諌
な
ど

を
中
心
と
し
て
世
話
物
的
な
物
語
が
描
か
れ

て
お
り
、
物
語
全
体

の
方
向
を
決
め
、
登
場
人
物
の
行
動
を
理
由
付
け
す
る
よ
う
な
大

き
な
枠
組
で
つ
つ
ん
で
し
ま
う
こ
と
な
く
、

人
間
的
な
感
情
を
自

由
に
表
現
し
て
い
る
と
い
え
る
。

『
面
影
草
紙
』
を
含
め
以
上
の
よ
う
に
見

て
み
る
と
、
種
彦
の

読
本
で
は
御
家
や
敵
討
な
ど
武
家
的
な
内
容

や
男
性
を
主
人
公
と

し
た
話
よ
り
も
、
女
性
を
中
心
と
し
て
、
特

に
女
性
に
通
有
す
る

感
情
、
心
の
変
化
を
主
軸
と
し
て
作
り
上
げ

た
物
語
が
多

い
こ
と

が
わ
か
る
。
種
彦
が
高
く
評
価
し
自
作
に
趣

向
を
多
く
取
り
入
れ

た

『曙
草
紙
』
は
、
先
述
し
た
よ
う
に

「
尤
も
ら
し
い
意
味
づ
け
」

な
し
に
女
性
を
そ
の
ま
ま
描
き
、
そ
れ
を
物

語
展
開
の
原
動
力
と

し
て
い
る
。
彼
が
そ
の

『
曙
草
紙
』
の
中

で
も
野
分
の
方
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
好
ん
で
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ

り
、
『
曙
草
紙
』
の
生

き
生
き
と
感
情
が
描
か
れ
た
女
性
た
ち
の
魅

力
に
い
ち
早
く
気
づ

き
、
自
作

で
も
こ
れ
と
同
じ
方
法
を
と
り

、
〈
御
家
〉
な
ど
の
よ

う
な
男
性
的
な
物
語
に
取
り
込
ん
で
し
ま
う

こ
と
な
く
女
性
を
中

心
と
し
た
物
語
を
著
作
し
た
と
い
う
こ
と
も
推
察
さ
れ
得
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
女
性
の
嫉
妬
、
怨
念
、

恋
情
と

い
う
感
情
を

そ
の
ま
ま
に
事
件

の
動
機
と
し
て
物
語
を

構
成

し
て
ゆ
く
方
法

は
、種
彦
読
本
の
多
く
に
共
通
す
る

】
つ
の
特
徴
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
も
、
種
彦
の
読
本

は
京
伝
流

の
読
本
、

特
に

『
曙
草
紙
』
の
形
と
非
常
に
近
い
位
置

に
あ
る
と
考
え
ら
れ
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る

の

で

あ

る

。
お
わ
り
に

『
面
影
草
紙
』
も
処
女
作
同
様
、
京
伝
作
品
よ
り
大
き
く
影
響

を
受
け
て
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
無
作
為
に
趣
向
を
取
り
入
れ

る

の
で
は
な
ぐ
、
『
曙
草
紙
』
の
中

で
も
野
分
の
方
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
好
み
、
そ
の
余
分
な
物
を
そ
ぎ
お
と
し
、
さ
ら
に
得
意
の
残

虐
性
に
富
ん
だ
筆
致
を
も

っ
て
人
物
を
造
形
し
た
。
ま
た
、
『
曙

草
紙
』
と
同
じ
く
、
物
語
を
大
き
な
枠
組
に
取
り
込
む
こ
と
な
く
、

女
性
の
感
情
を
そ
の
ま
ま
に
描
き
、
そ
れ
に
よ

っ
て
物
語
を
動
か

し

て
い
っ
た
。
女
性
を
中
心
と
し
て
物
語
を
作
り
上
げ
る
の
は
、

本
作
の
み
な
ら
ず
多
く
の
種
彦
読
本
に
共
通
す
る
特
徴
と
位
置
付

け
ら
れ
よ
う
。

種
彦
が
京
伝
作
品
の
ど
こ
に
特
に
魅
力
を
感
じ
自
ら
の
作
品
に

と
り
い
れ
た
の
か
、
そ
の

一
端
を
こ
の

『
面
影
草
紙
』
に
よ
り
窺

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

〈
注
〉

(
一
)
拙

稿

「
種
彦
読

本
と

京
伝

」

(
「
国

語
国
文

」
第

六
十
九

巻
第

五

号
、

2
0
0

0
)

(
二
)
『
日
本

古
典
文
学

大
辞
典

』
(
岩
波

書
店

)
『
浅
間
嶽
面

影
草
紙

』

の
項

(
鈴
木
重

三
氏
)

(
三

)
前
編

は
第

一
～
第

八

の
八
条

、

後
編

は
第

一
～
第

十

の
十
条

を

収
め

る
。

(
四

)
前
掲

(
二
)

(五

)

一
例
を
あ

げ
れ
ば

、
「
唯
忘

れ
が

た
き

は
互

の
恋
路

、
恋

し
ゆ

か

し
に
も
ゆ

る
な

る
、
胸

の
煙
を

く
ら

べ
な
ば
浅

間

の
山
も
数

な
ら
ず

」

と

い
う
逢

州

の
せ
り

ふ
は
、

『
其
悌

浅
間

嶽
』

の

「
云

は

で
こ
が

る

〉

胸

の
火

の
煙
く
ら

ぺ
ん
浅
間

山
」
「
只
忘

ら
れ

ぬ
は
互

の
恋

路
」

か
ら

得
た
と
思
わ
れ

る
。

(
六
)
泉
鏡
花

「
蕾
文

学
と
怪
談

」
明

治
四
十

二
年

十

二
月

(
『
鏡
花

全

集

』
巻

二
十

八
、
岩
波
書

店
、

1
9
4

2
)

(
七
)
坪
内

迫
遥

『
浅
間
嶽
面

影
草
紙

』
解

題

(
『
絵

入
文
庫

』
第

十
七

巻
、
絵
入
文
庫

刊
行
会

、
1
9

1
7

)

0.9
7

(
八
)
前
掲

(
二
)

(
九
)
曲
亭

馬
琴

『
近
世
物
之

本
江

戸
作
者

部
類

』

(木

村

三
四
吾

編
、

八
木
書
店

、
1
9

8
8
)

(
一
〇
)
「
柳

亭
日

記

」
(
古

典
叢

書
第

十

三
巻

『
柳

亭
種

彦
集

』

H
、

本
邦
書
籍
株
式

会
社
、

1
9
9

0
)

文
化
五
、

六
年
中

の
僅
か

に
残

さ
れ

て
い

る
日
記
中

、
「
浦
島
太

郎
倭

物
語
作

者
為

永
太

郎
兵

衛
、

車
還

合
戦

櫻

作
者

文
耕

堂

、
義

太

夫
本

二
冊
か
り

る
」

の
よ
う

に
、

義
太

夫
本

を

読

ん
だ

と

い
う

記
述

が
多

く
み
ら
れ

る
。

(
一
一
)
「
柳
亭
浄

瑠
璃
本

目
録

」
(
『
未

刊
随
筆

百
種

』

一
八
、
臨

川
書

店
、
1
9
6
9
)
、
「
種
彦

古
浄
瑠
璃

本
目

録
」
「
初
代

柳
亭
蔵

書
目

録
」



『浅間嶽面影草紙』 論(本 多)

(
『
近
世
書

目
集
』
、
日
本
古

典
文
学
会
、

1
9
8

9
)
な
ど
。

(
一
二
)
菱

川
師
宣

画

『
姿

絵
百

人

一
首

』

(
『
日
本
風

俗
図
絵

』
第

二

輯
、

日
本
風
俗
図
絵

刊
行
会
、

1
9
1
4
)

寄

居
虫

の
姿

は

「
伊
勢

」

よ
り
得

て

い
る
。
小

織

の
介

の
姿

は
全

く

同
じ
も

の
は
確

認

で
き

な

い
が
、
衣

装
や

刀
、
座

っ
た
姿
勢

が

「
参

議
等

」
に
描
か
れ

た
絵
に
近

い
と
思
わ
れ

る
。

(
=

二
)
小
野

恭
靖

「
柳
亭
種

彦

の
歌
謡

研
究
-

考
証

随
筆

及

び
戯
作

の
中

に
見
え

る
歌
謡

記
事

に
注

目

し
て
ー

」

(
「
大

阪
教
育

大
学
紀

要

(
人
文
科

学

)」

四
十

五
巻

二
号
、
1
9
9

7
)

(
一
四
)
前
掲

(
=
二
)

(
一
五

)
伊
狩
章

『
柳

亭
種
彦
』

(
吉
川
弘
文
館

、
1

9
6
5

)

(
一
六

)
笹

川
種
郎

『
柳

亭
種
彦

集

』
解

題

(
近
代

日
本
文

学
大

系

「

九
、

1
9
2
6
)

(
一
七

)
前
掲

(
二
)

(
「
八

)
『
浄
瑠
璃
名
作
集

下
』

(
日
本
名

著
全
集

、
1
9
2

9
)

(
一
九

)
前
掲

(
九

)

(
二
〇
)
大
高

洋
司

「
『
本
朝
酔

菩
提
』

の
再
検
討

」

(
「読

本
研
究

」
第

四
輯
上
套
、

1
9
9

0
)

(
二

一
)
内
村

和
至

「
種

彦
合

巻

の
創
作
基

盤

と
そ

の
基
本

的
構
成

に

つ
い

て
」
(
『
近
世
文

学
論
叢

』
、
明
治
書
院

、
1

9
9
2

)

(
二

二
)
佐
藤

悟

「
種

彦
書
簡
集

」
(
『
近
世
文
学
傭

鰍
』
、
汲
古
書

院
、

1
9
9

7
)

(
二
三
)
佐
藤

悟

「
柳
亭
種
彦

の

『
南
総
里
見

八
犬
伝
』
評

に

つ
い
て
」

(
「
読
本
研

究
」
第

七
輯
上
套
、

1
9
9

3
)

(
二

四
)
後

藤
丹
治

「
読

本

三
種
考
謹

」

(
「
国
語

国
文
」

八
巻

四
号
、

1
9
3

8
)

(
二
五

)
木
越
俊

介

「
『
情
花
奇
語

奴

の
小
ま
ん

』
と
京

伝

・
馬
琴

」

(
「
国

文
学
研

究
ノ
ー
ト
」

三

二
号
、

1
9
9

7
)

(
二
六

)
佐
藤
深

雪

「
『
桜
姫
全
伝

曙
草
紙

』
論
ー

江
戸

小
説
と

子
安

の

民
俗
信

仰
ー

」
(
「
文
学

」
五

一
巻

八
号
、

1
9
8

3
)

(
二
七

)
大
高
洋

司

「
『
優
曇
華
物

語
』

と

『
曙
草

紙
』

の
間
-

京
伝

と

馬
琴
―

」
(
「読

本
研
究

」
第

二
輯
上
套

、

1
9
8
8

)

(
二
八

)
『
曙

草
紙
』

と
異

な
り

、
『
稲

妻
表

紙
』

が

〈
御
家

物

〉

の
枠

組

み
に
包

括

さ
れ

て

い
る
と

い
う

こ
と

に
関

し
て
は

、
大
高

洋

司

氏

も

「
京
伝

と

馬
琴
―

文
化

三

、
四
年

刊

の
読
本

に
お

け

る
構

成

の
差

違

に

つ
い

て
」

(
「
読
本

研
究

」
第

三
輯
上

套

、

1
9

8
9

)
で
ふ

れ

ら

れ

て
い

る
。
ま

た
、
京

伝

と
人
気

を

二
分

し
た

馬
琴

の
同

時
期

の

作

品
は

枠
組

み
が

強
調

さ
れ

て
い

る
こ
と

を
あ

げ

、
京

伝

の
読

本
と

の
差
異

を
明

ら
か
に
さ

れ
て

い
る
。

(
二
九

)
本

作

の
も

と
に
な

っ
て
い

る

「
浅

間
物

」

で
は
、

巴

之
丞

は

「
傾
城

に
戯

れ
し

ゆ

へ
、
親

の
勘

当
を

受
け

」
て

い
る
。

(
新

日
本
古

典
文
学

大
系

『
上

方
歌
舞
伎
集

』
、

1
9

9
8
)

(
三
〇
)
前
掲

(
二
)

(
=
=

)
『
傾

城
阿
波
之
鴫

門
』

(
続
帝
国

文
庫

『
近
松

半

二
全
集
』
、

1

8
9

9
)
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◎

『
浅
間

嶽
面

影
草

紙
』

は
学

習
院
大

学
蔵

本

(
国
文

学
研
究

資
料

館

マ
イ
ク

ロ

フ
ィ
ル

ム
)
、

天
理
大

学
蔵
本

、
『
絵
入

文
庫

』
第

一
七
巻

よ

り
、
『
逢

州
執
着

謬
』
は
京
都
大
学

文
学
部
閲
覧

室
蔵
本

よ
り
引

用
し
た
。

そ

の
他

の
種

彦
作

品
は

、
『
近
世
怪

談
霜

夜
星

』

(
国
立
国

会
図

書
館

蔵

)
、
『
情

花
奇
語

奴

の
小
ま

ん
』

(
宗
都
大
学

附
属
図
書
館
蔵

)、
『
総
角

物

語
』

(
国

立
国
会

図
書

館
蔵

)
、
『
緩
手
摺

昔
木

偶
』

(
京
都

大
学

附
属

図
書
館
蔵

)
、
『
勢
田
橋
竜

女
本
地

』
(
京

都
大
学

附
属

図
書
館

蔵

)
、
『
柳

亭
種

彦
集

』
(
近

代
日
本
文
学

大
系

一
九
)
を

用

い
た
。

京
伝

作
品

に

つ
い
て
は

『
山
東

京
伝

全
集
』

(
ぺ
り
か

ん
社

)
を

用

い

た
。

(
ほ

ん
だ

あ
か
り

・
博
士

後
期

課
程

)
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