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は
じ
め
に

 
一
九
九
五
年
十
二
月
刊
行
の
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
・
近
松
浄
瑠
璃
集

（
下
）
』
の
中
で
、
わ
た
く
し
は
「
関
八
州
繋
馬
」
（
享
保
九
年
正
月
、
大
坂
竹

本
座
上
演
）
の
校
注
を
担
当
し
た
が
、
脚
注
と
い
う
も
の
の
制
約
上
、
興
味
あ

る
問
題
に
気
づ
い
て
も
、
そ
れ
を
脚
注
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
の
困
難
な
場
合
が

多
い
。
そ
こ
で
こ
の
紙
面
を
借
り
て
、
二
、
三
の
問
題
に
つ
い
て
気
づ
い
た
こ

と
を
書
き
留
め
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
脚
注
の
補
注
を
ス
ペ
ー
ス
に
縛
ら
れ
ず
、

や
や
自
由
に
述
べ
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

 
 
 
一
、
公
時
の
鉢
叩
き

 
畑
作
の
重
要
な
構
想
の
一
つ
に
、
初
段
に
お
け
る
書
家
家
督
定
め
の
場
に
お

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ド
 
み
 
た
 
じ
ろ
う
 
と
も
つ
な

い
て
、
暗
闇
の
中
で
美
女
に
戯
れ
か
か
っ
た
箕
田
二
郎
 
績
が
、
危
く
面
目

を
失
う
と
こ
ろ
を
源
頼
光
の
末
弟
源
頼
平
の
気
転
の
利
い
た
寛
大
な
処
置
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぜ
っ
え
い

よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
 
 
楚
の
親
王
の
「
絶
縷
」
の
故
事
の
翻
案
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
 
 
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
大
き
な
伏
線
と
な
っ
て
、
績
が
三

段
目
切
で
頼
平
の
た
め
に
報
思
と
諌
言
の
死
を
と
げ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
に
源
家
家
督
定
め
は
三
段
目
切
の
山
場
の
た
め
に
重
要
な
場
で
あ

る
だ
け
で
な
く
、
源
家
そ
の
も
の
の
相
続
の
た
め
の
重
大
行
事
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
こ
の
場
面
に
坂
田
公
時
と
渡
辺
綱
は
登
場
し
な
い
。
公
時
は
豪
勇
無
比
だ

が
い
さ
さ
か
思
慮
に
欠
け
る
、
し
か
七
頼
光
の
四
天
王
の
う
ち
最
も
人
気
の
あ

る
武
士
、
綱
は
常
に
「
四
天
王
の
随
一
」
と
言
わ
れ
る
知
勇
兼
備
の
武
士
で
あ
っ

て
、
頼
光
家
臣
団
中
の
M
V
P
で
あ
る
。
こ
の
二
人
の
欠
場
に
つ
い
て
近
松
は
、

平
井
の
保
昌
の
口
か
ら
、
洛
中
夜
廻
り
の
た
め
で
あ
る
こ
と
を
言
明
さ
せ
て
い

る
の
で
、
こ
れ
は
平
将
門
の
遺
児
将
軍
太
郎
良
門
が
不
穏
な
動
き
を
し
て
い
る

た
め
の
警
戒
、
時
節
が
ら
重
要
任
務
に
つ
い
て
い
る
も
の
と
納
得
で
き
る
。

 
し
か
し
、
近
松
の
本
当
の
目
的
は
二
つ
あ
っ
た
。
第
一
は
勿
論
こ
の
二
人
の

夜
廻
り
を
面
白
く
盛
り
上
げ
て
、
初
段
の
切
場
を
興
趣
あ
る
も
の
に
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
家
督
定
め
と
い
う
重
大
行
事
の
た

め
に
は
、
一
晩
く
ら
い
夜
廻
り
へ
の
出
動
が
お
そ
く
な
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も

の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
第
二
の
目
的
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
家
督
定
め

の
場
を
頼
平
・
縄
・
小
端
の
三
人
の
行
為
に
集
中
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
公

時
や
綱
の
よ
う
な
「
大
物
」
は
そ
の
た
め
に
は
邪
魔
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
績

の
よ
う
な
不
行
儀
侍
が
い
る
と
わ
か
っ
た
ら
、
公
時
が
黙
っ
て
い
る
は
ず
が
な

い
。
そ
の
侍
を
糺
明
し
ろ
と
騒
ぎ
立
て
る
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
時
に
は
綱
が
冷
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静
賢
明
に
公
時
を
抑
え
て
事
を
処
理
す
る
と
い
う
の
が
、
公
平
浄
瑠
璃
の
世
界

1
そ
れ
が
本
望
構
想
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
一
の
お
定
ま
り
の
パ
タ
ー
ン

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
な
っ
た
ら
頼
平
の
役
割
は
か
す
ん
で
し
ま
っ
て
、
せ
っ

か
く
の
「
絶
縷
」
の
趣
向
が
盛
り
上
ら
な
い
。
だ
か
ら
近
松
は
こ
の
両
人
を
洛

中
夜
廻
り
に
出
動
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

 
こ
う
し
て
、
家
督
定
め
の
行
わ
れ
る
こ
ろ
に
は
、
公
時
と
綱
は
毎
夜
洛
中
夜

廻
り
に
出
て
い
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
あ
る
夜
、
公
時
は
鉢

叩
き
に
や
つ
し
て
、
コ
生
に
唱
へ
初
め
」
の
念
仏
と
と
も
に
瓢
箪
を
叩
き
な

 
 
 
え
ぶ
み

が
ら
、
江
文
の
宰
相
邸
の
築
地
の
所
へ
来
る
。
こ
の
鉢
叩
き
の
く
だ
り
は
、
現

 
 
 
 
 
ふ
く
べ
 
 
し
ん
 
 
つ
と
め
い
り

行
能
狂
言
「
福
部
の
神
 
勤
入
」
（
大
蔵
流
）
に
見
え
る
鉢
叩
き
歌
謡
に
非
常

に
近
い
詞
章
を
も
つ
。
近
松
が
直
接
依
拠
し
た
狂
言
を
記
載
し
た
台
本
は
わ
か

ら
な
い
が
、
当
時
行
わ
れ
て
い
た
鉢
叩
き
の
狂
言
を
巧
み
に
採
り
入
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
．

 
し
か
し
、
鉢
叩
き
の
趣
向
は
す
で
に
元
禄
の
歌
舞
伎
で
は
行
わ
れ
て
い
た
。

 
○
「
け
い
せ
い
善
の
綱
」
（
元
禄
十
三
年
正
月
京
早
雲
座
二
の
替
り
）

 
大
和
屋
甚
兵
衛
所
演
の
日
用
甚
七
（
本
名
ふ
く
山
虎
之
丞
）
の
役
で
あ
る
。

 
 
鉢
叩
き
と
な
り
．
揚
屋
へ
来
り
．
（
傾
城
）
三
五
の
く
ぜ
つ
．
し
っ
こ
う
な

 
 
く
．
瓢
箪
に
物
を
言
は
せ
．
我
身
は
身
振
り
で
．
呑
込
ま
す
思
ひ
入
よ
し
．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
仮
名
に
は
適
宜
漢
字
を
当
て
た
。
以
下
同
様
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
役
者
談
合
衝
・
京
）

 
 
所
定
め
ず
．
浮
世
を
軽
い
暮
ら
し
で
．
瓢
箪
叩
い
て
．
く
う
や
食
は
ず
（
空

 
 
也
に
掛
け
て
「
食
う
や
食
は
ず
」
）
の
色
道
修
行
．
二
た
び
色
里
に
来
て
．

 
 
三
五
に
思
は
く
違
い
の
く
ぜ
っ
に
花
を
咲
か
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
役
者
万
年
暦
・
京
）

相
手
役
の
傾
城
三
五
は
芳
沢
あ
や
め
で
あ
っ
た
。

 
 
揚
屋
で
鉢
叩
の
く
ぜ
つ
．
阿
呆
ら
し
い
．
鈍
ら
し
い
．
夫
（
甚
七
）
が
胸

 
 
ぐ
ら
を
取
．
我
身
の
上
の
言
ひ
ほ
ど
き
ま
だ
る
げ
な
く
．
そ
こ
し
ん
男
を

 
 
大
切
に
思
ふ
心
中
．
 
 
 
 
 
「
 
 
 
 
 
（
役
者
談
合
衝
・
京
）

 
 
瓢
箪
叩
く
男
を
見
れ
ば
．
此
日
比
恋
慕
ふ
ぬ
し
様
．
こ
れ
は
と
い
だ
き
付

 
 
け
ば
．
鉢
叩
き
の
鉢
払
ひ
て
．
そ
ら
さ
ぬ
顔
付
．
い
と
し
い
程
憎
ふ
成
て
．

 
 
恨
の
．
枝
に
く
ぜ
つ
を
咲
か
せ
 
 
 
 
 
 
 
（
役
者
万
年
暦
・
京
）

 
鉢
叩
き
に
零
落
し
た
夫
が
、
別
れ
た
妻
に
廓
で
再
会
し
て
く
ぜ
つ
を
す
る
場

面
で
あ
る
が
、
妻
一
1
人
フ
は
傾
城
一
が
恨
み
を
言
う
の
に
対
し
て
、
夫
は
「
瓢

箪
に
物
を
言
は
せ
．
我
身
は
身
振
り
で
．
呑
込
ま
す
思
ひ
入
」
と
あ
る
か
ら
、

瓢
箪
を
小
道
具
に
使
っ
た
パ
ン
ト
マ
イ
ム
を
演
じ
た
の
で
あ
る
。
『
役
者
万
年

暦
』
大
和
屋
甚
兵
衛
評
の
送
呈
の
、
坐
っ
て
瓢
箪
を
両
手
に
持
ち
、
何
や
ら
物

を
言
い
掛
け
る
よ
う
な
風
情
は
、
そ
の
場
面
を
描
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
○
「
十
二
段
」
（
元
禄
十
五
年
正
月
江
戸
中
村
座
）

 
立
役
葉
山
岡
右
衛
門
が
佐
藤
継
信
・
忠
信
兄
弟
の
ど
ち
ら
か
の
役
で
、
「
四

 
 
 
 
マ
マ
ヒ

番
目
茶
洗
売
の
や
つ
し
」
を
演
じ
た
こ
と
が
、
評
判
記
『
江
戸
桜
』
（
同
年

三
月
頃
刊
）
に
見
え
る
が
、
「
さ
し
て
言
ふ
事
な
し
」
と
あ
る
だ
け
な
の
で
実
態

は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
江
戸
で
も
鉢
叩
き
が
早
く
か
ら
歌
舞
伎
に
採
り
入
れ

ら
れ
て
い
た
こ
と
を
察
す
る
の
み
で
あ
る
。

 
○
「
大
和
歌
五
穀
色
紙
」
（
正
徳
四
年
正
月
京
万
太
夫
座
）

こ
の
狂
言
は
浄
瑠
璃
「
大
和
歌
五
穀
色
紙
」
（
書
影
音
作
の
「
小
野
小
町
都
年
玉
」

と
ほ
ぼ
同
内
容
）
を
歌
舞
伎
に
移
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
道
化
方
南
北
さ
ぶ
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ
ね

西
念
坊
の
役
名
で
鉢
叩
き
を
演
じ
た
。
そ
の
評
に
「
柏
子
（
拍
子
事
の
意
）
お

名
人
そ
れ
で
正
月
の
鉢
叩
き
大
で
け
」
（
役
者
色
景
図
・
京
）
と
あ
る
の
で
、
拍
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子
に
か
か
っ
て
鉢
叩
き
歌
謡
を
歌
い
踊
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
え
ば
大
和

屋
甚
兵
衛
も
「
生
れ
嘗
て
拍
子
事
よ
く
」
（
役
者
談
合
衝
・
京
）
、
「
第
一
惣
身

皆
拍
子
に
て
」
（
役
者
万
年
暦
・
京
）
と
言
わ
れ
て
い
た
。
鉢
叩
き
を
演
ず
る
適

性
の
一
つ
が
が
拍
子
事
の
上
手
と
い
う
点
に
あ
っ
た
の
は
理
解
で
き
る
。
鉢
叩

き
は
空
也
念
仏
の
流
れ
を
汲
む
踊
り
念
仏
を
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

 
鉢
叩
き
歌
謡
を
載
せ
る
も
の
と
し
て
比
較
的
古
い
能
狂
言
台
本
の
、
鷺
流
『
宝

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
く
べ
の
し
ん

暦
名
女
川
本
』
（
宝
暦
十
一
年
頃
書
写
）
の
「
鉢
拍
塑
神
」
か
ら
一
節
を
引

い
て
み
よ
う
。

 
 
瓢
箪
塾
に
緒
を
付
て
、
折
々
風
の
聖
母
は
、
ぎ
ょ
ひ
よ
ら
ひ
よ
ん
く
、

 
 
四
天
王
寺
の
風
の
寒
き
さ
に
あ
り
、
て
ん
と
う
ど
踏
み
ん
鳴
ら
し
、
三
界

 
 
を
家
と
走
り
く
廻
る
鉢
叩
が
、
せ
い
一
か
く
に
、
か
け
て
後
生
を
願

 
 
わ
ば
、
な
ど
か
仏
に
な
ら
ざ
ら
ん
 
き
ょ
ひ
よ
ん
（
北
川
忠
彦
・
関
屋
俊

 
 
彦
「
翻
刻
鷺
流
狂
言
『
宝
暦
名
女
川
本
』
㈹
」
女
子
大
国
文
百
十
号
、

 
 
平
成
三
年
十
二
月
）

意
味
の
と
り
に
く
い
所
・
が
あ
る
が
、
同
じ
箇
所
が
『
続
日
本
歌
謡
集
成
・
二
』

に
「
空
也
僧
鉢
た
・
き
の
歌
」
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
、

 
 
瓢
箪
ふ
く
べ
に
緒
を
つ
け
て
、
折
く
風
の
吹
く
時
は
、
ヒ
ヨ
ラ
ヨ
ン

 
 
ヒ
ヨ
ン
、
塩
瀬
の
風
の
寒
き
山
野
に
、
て
い
と
う
打
ち
鳴
ら
し
、
三
界
を

 
 
家
と
走
り
め
ぐ
る
鉢
叩
め
が
、
せ
い
み
＼
こ
・
に
か
け
て
後
生
を
願
は
“
、

 
 
な
ど
か
仏
に
な
ら
ざ
ら
む
 
キ
ヨ
ヒ
ヨ
ン

と
あ
り
、
読
み
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
種
の
歌
謡
を
歌
舞
伎
の
舞
台
に
乗
せ
れ
ば
、

お
の
ず
か
ら
拍
子
事
に
な
る
こ
と
を
察
し
う
る
と
思
う
。

 
さ
て
、
前
記
「
大
和
歌
五
穀
色
紙
」
の
狂
言
で
は
、
南
北
さ
ぶ
が
「
半
道
が
・

「
関
八
州
繋
馬
」
脚
注
余
滴
 
 
松
崎
回

り
の
立
役
」
（
役
者
色
景
図
・
京
）
と
言
わ
れ
た
藤
田
九
八
郎
と
二
人
で
鉢
叩
き

を
演
じ
、
そ
れ
が
一
つ
の
見
せ
場
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
狂
言
本
（
東
京
芸

術
大
学
図
書
館
蔵
）
題
釜
の
外
題
左
脇
に
「
付
り
ひ
や
う
ば
ん
は
ち
た
・
き
」

と
記
し
、
そ
の
上
部
に
二
人
の
鉢
叩
き
姿
を
描
き
、
「
南
北
さ
ぶ
／
大
あ
た
り
／

藤
田
九
八
郎
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
想
像
が
つ
く
ゆ

こ
の
狂
言
は
浄
瑠
璃
の
歌
舞
伎
化
で
あ
る
か
ら
、
浄
瑠
璃
正
本
と
狂
言
本
に

よ
っ
て
問
題
箇
所
の
概
略
を
記
す
と
、
小
町
少
将
の
道
行
が
あ
っ
て
二
人
が
あ

だ
し
野
に
着
い
た
と
こ
ろ
へ
、
七
墓
廻
り
を
す
る
鉢
叩
き
が
二
人
来
る
の
で
、

少
将
が
物
狂
い
に
な
っ
て
お
ど
し
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
問
答
し
た
り
し
て
鉢
叩
き

の
着
て
い
る
十
徳
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
着
て
小
町
少
将
は
落
ち
の
び
て
行
く

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
鉢
叩
き
登
場
の
場
面
に
は
狂
言
本
に
も
文
字
譜
が
付
い

て
い
蓼
キ
中
ウ
 
ウ
 
 
ハ
ル
 
中
 
 
 
 
日

 
 
よ
な
く
わ
く
る
つ
ゆ
の
間
も
 
な
き
人
を
く
ら
ぬ
時
も
な
し
 
な
む
あ
 
 
田

 
 
 
 
 
 
ウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
フ
シ

 
 
み
だ
柔
な
む
あ
み
だ
と
 
ゑ
か
う
を
な
し
て
廻
り
け
り

と
あ
り
、
-
ま
た
鉢
叩
き
両
人
の
滑
稽
な
や
り
と
り
の
あ
と
に
は
、

 
 
 
ウ
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
ル
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ

 
 
な
あ
み
だ
窪
み
だ
如
来
．
さ
っ
て
も
さ
む
い
み
だ
如
来
 
へ
う
た
ん
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
ル
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ

 
 
れ
ど
も
酒
は
な
し
．
酒
屋
は
あ
っ
て
も
ぜ
に
が
な
く
 
何
を
く
う
や
の
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ

 
 
ほ
の
し
は
（
織
）
．
は
ら
も
し
は
く
し
の
竹
の
 
つ
え
が
入
そ
な
よ
あ
け

 
 
 
 
 
ハ
ル
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
が
た
．
よ
ひ
（
宵
）
の
夜
食
は
あ
だ
し
の
・
あ
は
（
泡
）
と
へ
り
云
ふ
く
ち
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヒ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（
腹
中
）
を
．
た
す
け
給
へ
や
な
む
あ
み
だ
．
な
ま
ふ
だ
く
な
む
あ
み
だ

 
 
と
 
ひ
さ
こ
（
瓢
）
を
な
ら
し
て
．
来
り
け
り

と
い
う
詞
章
が
あ
る
。
こ
の
詞
章
と
文
字
譜
は
ほ
と
ん
ど
浄
瑠
璃
「
大
和
歌
五

穀
色
紙
」
「
小
野
小
町
都
年
玉
」
に
ひ
と
し
い
。

 
こ
の
二
つ
の
部
分
の
間
に
は
鉢
叩
き
同
士
の
問
答
が
あ
る
が
、
南
北
さ
ぶ
・



藤
田
九
八
郎
の
道
化
ぶ
り
は
浄
瑠
璃
の
鉢
叩
き
よ
り
は
る
か
に
増
幅
さ
れ
た
、

自
由
な
も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
し
、
そ
こ
で
は
拍
子
に
か
か
っ
た
鉢
叩
き
の

芸
能
を
展
開
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
あ
と
は
似
せ
物
狂
い
の
少

将
（
浄
瑠
璃
「
小
野
小
町
都
年
玉
」
で
は
似
せ
物
狂
・
い
は
小
町
）
と
鉢
叩
き
両
人

と
の
や
り
と
り
に
移
っ
て
行
き
、
そ
こ
が
次
の
見
せ
場
と
な
る
の
で
あ
る
。

 
そ
れ
は
と
も
か
く
、
正
徳
年
間
と
見
ら
れ
る
加
賀
橡
の
八
・
十
行
本
（
大
倉

集
古
館
蔵
）
の
苦
果
に
は
、
「
大
和
歌
五
穀
色
紙
」
の
外
題
の
左
脇
に
「
ひ
ら
か

な
鉢
た
・
き
」
と
あ
り
、
冨
松
薩
摩
の
七
・
八
行
本
（
東
京
大
学
霞
亭
文
庫
蔵
）

の
題
籏
に
も
、
「
大
和
歌
五
穀
色
紙
四
五
か
臆
入
」
と
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る

と
、
浄
瑠
璃
で
も
歌
舞
伎
で
も
鉢
叩
き
の
趣
向
が
大
い
に
好
ま
れ
て
い
た
こ
と

が
廻
せ
ら
れ
る
。

 
○
「
量
感
絶
楓
町
八
百
五
十
年
忌
」
（
享
保
八
年
春
京
万
太
夫
重
三
の
替
り
）

 
こ
れ
は
「
大
和
歌
五
穀
色
紙
」
の
歌
舞
伎
で
の
再
演
で
あ
る
。
狂
言
本
本
文

と
壁
絵
は
正
徳
四
年
の
「
大
和
歌
五
穀
色
紙
」
狂
言
本
の
板
木
流
用
版
な
の
で

こ
の
再
演
時
の
内
容
を
知
る
資
料
と
な
ら
な
い
が
、
表
紙
見
返
し
の
記
事
に

よ
っ
て
、
か
な
り
内
容
が
変
っ
て
い
た
こ
と
だ
け
は
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、

こ
の
時
も
鉢
叩
き
の
趣
向
は
再
演
さ
れ
て
い
て
、
題
籏
の
上
部
に
は
や
は
り
二

人
の
鉢
叩
き
を
描
き
、
「
ひ
や
う
た
ん
あ
れ
／
と
も
さ
け
は
な
し
／
よ
い
や
さ

く
」
と
記
す
。
今
回
は
立
役
岩
井
半
四
郎
と
藤
田
九
八
郎
が
「
は
ち
た
・
き

の
所
作
」
を
し
た
が
、
「
是
以
前
南
北
さ
ぶ
，
せ
ら
れ
お
か
し
う
ご
ざ
っ
た
」
（
役

者
鮪
振
舞
・
京
）
と
あ
り
、
前
回
の
南
北
さ
ぶ
の
鉢
叩
き
と
同
じ
格
（
演
技
類
型
）

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

 
浄
瑠
璃
で
は
近
松
の
「
賀
古
教
信
七
墓
廻
」
（
上
演
年
月
未
詳
。
正
徳
四
年

九
月
以
前
の
筑
後
橡
・
在
世
時
）
の
四
段
目
に
教
信
が
鉢
叩
き
で
墓
地
を
廻
る
場

面
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
お
か
し
み
の
あ
る
趣
向
で
は
な
い
。

 
○
「
傾
城
無
間
鐘
」
（
相
嫁
音
度
。
外
題
年
鑑
に
よ
れ
ば
享
保
八
年
七
月
大

坂
豊
竹
座
）

 
四
段
目
の
切
、
街
道
筋
の
場
で
、
鉢
叩
き
に
や
つ
し
た
今
川
俊
秀
と
伊
勢
新

三
郎
長
氏
が
、

 
 
よ
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
よ

 
 
能
光
ぞ
と
影
た
の
む
。
世
の
光
ぞ
と
。
頼
む
茶
の
経
は
仏
の
キ
ヨ
ヒ
ヨ
ン
。

 
 
み
て
ら
た
つ
ふ
ね

 
 
御
寺
立
舟
キ
ョ
ヒ
ヨ
ン
。
あ
ひ
つ
の
轟
き
よ
に
む
つ
の
国
有
キ
ヨ
ヒ
ヨ
ン
。

 
 
瓢
箪
ふ
く
べ
に
緒
を
付
て
。
折
々
風
の
吹
管
は
ヒ
ヨ
ヒ
ヨ
フ
ヒ
ヨ
ン
。
し

 
 
ほ
う
じ
の
鐘
の
寒
き
さ
に
有
 
せ
い
く
が
く
に
か
け
て
。
後
生
を
願

 
 
は
、
・
な
ど
か
仏
に
。
な
ら
ざ
ら
ん
。

と
瓢
箪
を
叩
い
て
来
る
と
こ
ろ
に
、
無
間
の
鐘
を
つ
い
て
地
獄
に
落
ち
た
傾
城

が
現
わ
れ
て
嘆
き
く
ど
く
。
そ
れ
を
今
川
の
幽
霊
と
気
づ
か
な
い
俊
秀
．
新
三
 
 
幻

郎
は
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
田

 
 
ナ
ウ
ー
そ
れ
成
幽
も
じ
に
物
問
は
ふ
。
冥
途
の
旅
に
も
新
生
は
四
層
倍

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ど
り

 
 
に
使
は
る
・
か
。
五
文
餅
も
大
き
い
か
 
ナ
ウ
五
郎
三
郎
 
田
舎
へ
お
下

 
 
り
有
ふ
ず
る
に
は
。
ふ
く
べ
成
共
置
い
て
行
け
。
小
ふ
く
べ
を
成
共
置
い

 
 
て
行
け
。
そ
れ
は
や
女
郎
。
や
す
き
間
の
こ
と
也
。
生
国
は
や
女
郎
で
つ

 
 
く
で
ん
。
づ
で
ん
と
叩
か
ふ
ず
る
に
は
。
ふ
く
べ
な
ふ
て
は
お
笑
止
や
。

と
た
わ
む
れ
る
。
「
ナ
ウ
五
郎
三
郎
」
以
下
が
鉢
叩
き
歌
謡
で
あ
る
。

 
こ
の
あ
と
今
川
の
幽
霊
は
地
獄
の
苦
患
を
訴
え
、
「
我
身
の
敵
我
子
の
仇
。

露
国
討
て
給
は
れ
」
と
言
っ
て
消
え
、
新
三
郎
は
さ
て
は
わ
が
妻
で
あ
っ
た
か

と
嘆
く
場
面
が
あ
り
、
俊
秀
が
こ
れ
を
慰
め
、
二
人
で
鉢
叩
き
ら
し
く
「
茶
笙

召
せ
く
云
々
」
と
歌
い
、
念
仏
を
唱
え
て
菩
提
を
弔
う
。

 
こ
れ
は
「
関
八
州
繋
馬
」
上
演
の
前
年
頃
の
作
で
あ
る
が
、
以
上
述
べ
て
き



た
よ
う
な
鉢
叩
き
の
趣
向
の
繰
り
返
し
を
経
て
、
「
関
八
州
繋
馬
」
の
公
時
鉢

叩
き
の
登
場
を
見
る
の
で
あ
る
。

 
こ
こ
で
は
何
と
言
っ
て
も
、
鉢
叩
き
に
や
つ
す
の
が
坂
田
公
時
だ
と
い
う
こ

と
が
面
白
い
趣
向
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
公
時
は
豪
勇
無
比
だ
が

短
気
で
向
う
見
ず
で
無
骨
な
荒
武
者
で
あ
る
。
そ
の
公
時
が
十
徳
を
着
て
念
仏

を
唱
え
る
と
い
う
の
は
、
大
津
絵
に
あ
る
鬼
の
念
仏
の
お
も
む
き
も
あ
り
、
お

の
ず
か
ら
お
か
し
み
が
湧
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
状
況
や
近
松
の
自
在
な
行
文

の
面
白
さ
は
、
浄
瑠
璃
本
文
に
よ
っ
て
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
（
『
新
古
典
文

学
大
系
』
で
は
巻
末
に
能
狂
言
「
福
部
の
神
 
墨
入
」
の
関
係
箇
所
を
掲
出
し
て

お
い
た
）
。

 
適
作
の
こ
の
場
面
は
歌
舞
伎
に
採
り
入
れ
ら
れ
た
。

 
○
「
前
太
平
記
世
継
鏡
」
（
享
保
九
年
十
一
月
江
戸
森
田
座
顔
見
世
）

 
こ
の
狂
言
で
は
立
役
富
沢
半
三
郎
扮
す
る
鎌
倉
権
五
郎
一
こ
れ
も
豪
勇
を

以
て
鳴
る
武
士
-
が
鉢
叩
き
と
な
っ
て
登
場
す
る
。

 
 
当
顔
見
せ
前
太
平
記
に
、
鎌
倉
三
五
郎
の
お
役
目
．
筑
後
上
る
り
の
関
八

 
 
 
 
 
 
 
は
ら
み
ど
き
わ

 
 
州
繋
馬
と
．
孕
常
盤
の
．
あ
ん
ば
い
よ
し
の
段
を
以
て
．
立
た
る
狂
言
で
．

 
 
此
人
鉢
叩
き
に
て
出
．
瓢
箪
叩
き
．
夜
道
を
行
く
て
い
の
出
．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
役
者
正
月
詞
・
江
戸
）

 
こ
の
記
事
に
よ
っ
て
、
早
速
そ
の
年
十
一
月
の
江
戸
の
歌
舞
伎
に
、
公
時
と
同

じ
よ
う
な
無
骨
な
荒
武
者
の
や
つ
し
と
し
て
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

 
鉢
叩
き
は
や
が
て
女
方
の
演
ず
る
と
こ
ろ
に
も
な
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
よ
つ
の
か
ね

 
○
け
い
せ
い
亥
刻
鐘
（
享
保
十
三
年
京
蛭
子
砕
石
二
の
替
り
）

 
こ
こ
で
は
若
女
方
佐
野
川
万
菊
が
傾
城
道
し
ば
の
役
で
演
じ
た
。
評
判
記
下

絵
に
は
こ
の
人
物
が
茶
篁
を
売
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
評
判
と
し
て
は
「
切

「
関
八
州
繋
馬
」
脚
注
余
滴
 
 
松
崎
仁

の
鉢
叩
き
迄
．
よ
う
な
さ
る
・
」
（
役
者
色
紙
子
・
京
）
と
あ
る
だ
け
で
、
格
別

評
判
に
な
っ
た
演
技
で
も
な
か
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
人
気
の
あ
る
上
上
吉
の

 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

若
女
方
ま
で
が
、
女
鉢
叩
き
を
演
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
、
鉢
叩
き
の

趣
向
が
好
ま
れ
て
い
た
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
二
、
鉢
叩
き
と
あ
ん
ば
い
よ
し

 
享
保
九
年
上
演
「
前
太
平
記
世
継
鏡
」
に
つ
い
て
の
前
掲
の
記
事
で
、
こ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

狂
言
に
は
「
関
八
州
繋
馬
」
の
鉢
叩
き
と
「
孕
常
盤
」
の
あ
ん
ば
い
よ
し
の
段

を
取
り
合
わ
せ
て
作
与
れ
た
場
面
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
孕
常
盤
」
は
宝
永

七
年
閏
八
月
竹
本
座
上
演
の
近
松
作
の
浄
瑠
璃
で
あ
る
が
、
「
あ
ん
ば
い
よ
し

の
段
」
と
は
そ
の
二
段
目
冒
頭
の
ひ
と
こ
ま
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
義
経
記
も

の
で
あ
る
が
、
問
題
の
場
面
は
、
清
盛
の
妾
と
な
っ
た
常
盤
の
住
む
邸
の
塀
外

で
、
源
氏
の
侍
亀
井
六
郎
が
あ
ん
ば
い
よ
し
売
り
、
即
ち
豆
腐
請
蕩
な
ど
の

田
楽
を
売
る
商
人
に
や
つ
し
て
登
場
す
る
。
そ
し
て
、
も
う
夜
中
の
八
つ
近
い

の
に
田
楽
が
売
れ
ぬ
こ
と
を
嘆
い
て
、
「
ア
・
ど
こ
ぞ
に
阿
弥
陀
の
光
り
（
ア
ミ

ダ
籔
）
は
せ
ぬ
か
い
つ
売
っ
て
の
け
た
い
な
。
ム
・
な
む
あ
み
豆
腐
な
ま
い
だ
。

 
 
 
 
 
マ
マ
 

み
・
な
む
あ
い
だ
」
と
「
あ
だ
口
念
仏
」
を
唱
え
て
い
る
と
、
「
高
塀
よ
り
若

き
女
」
が
顔
を
出
し
、

 
 
「
是
お
じ
ゃ
っ
た
か
。
宵
か
ら
た
ん
と
待
こ
が
れ
た
」
と
。
忍
び
や
か
に

 
 
呼
ば
・
る
声
「
あ
い
く
。
ず
ん
ど
焼
き
た
て
味
噌
べ
っ
た
り
の
ぬ
く

 
 
一
。
お
と
が
い
が
落
ま
す
る
十
串
計
上
ま
し
よ
か
」
と
。
言
え
ば
女
は

 
 
「
ア
・
う
る
さ
。
違
ふ
た
げ
な
」
と
て
入
に
け
り
。

と
な
る
。
そ
こ
で
亀
井
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
く
レ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
き
く
レ

 
 
こ
・
は
清
盛
が
手
か
け
共
を
置
対
の
屋
の
裏
と
聞
。
清
盛
の
古
入
道
が
。

（63］



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ま
い
を

 
 
塩
蛸
頭
に
喰
飽
い
て
生
魚
好
む
い
た
づ
ら
女
。
念
仏
合
図
の
男
引
入
．

と
心
得
て
面
白
が
り
、
さ
ら
に
前
張
上
げ
て
念
仏
を
唱
え
る
。
す
る
と
、
ま
た

以
前
の
女
が
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニ
 
 
も

 
 
是
々
来
て
か
何
と
し
て
遅
か
り
し
そ
。
待
ぼ
う
け
に
気
が
尽
き
た
此
所
へ

 
 
く

と
招
く
の
で
調
子
に
乗
り
、

 
 
ア
・
待
身
よ
り
待
た
る
・
身
の
。
千
々
の
思
ひ
を
御
す
も
じ
（
推
察
ア
レ
∀

 
 
 
 
 
し
づ

 
 
宵
か
ら
賎
が
魂
は
。
抜
け
て
そ
さ
ま
の
お
袖
に

と
た
わ
む
れ
る
。
と
こ
ろ
が
女
は
意
外
に
ま
じ
め
で
、

 
 
エ
イ
い
や
ら
し
い
何
ぞ
い
の
。
て
ん
が
う
も
折
に
よ
る
。
コ
レ
是
に
大
事

 
 
の
お
形
見
有

と
袋
を
一
つ
投
げ
出
し
、

 
 
見
予
め
ら
れ
て
は
む
つ
か
し
・
。
早
ふ
く

と
言
い
捨
て
て
は
い
っ
て
し
ま
う
。
亀
井
が
不
審
な
が
ら
に
袋
を
明
け
る
と
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
ゆ
い

「
螺
釦
の
手
箱
」
に
横
笛
一
巻
、
小
結
の
鳥
帽
子
に
直
垂
と
大
口
が
入
っ
て
い
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
つ
ニ

の
で
、
こ
れ
を
持
ち
帰
ろ
う
と
す
る
と
、
そ
こ
に
一
人
の
奴
が
念
仏
を
唱
え

な
が
ら
来
て
、
し
き
り
に
塀
に
向
っ
て
念
仏
を
繰
り
返
す
。
そ
れ
か
ら
亀
井
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
さ
ん
だ

奴
の
問
答
が
あ
っ
て
、
結
局
こ
の
奴
は
牛
若
に
仕
え
る
鬼
三
太
で
、
そ
の
品
物

は
常
盤
か
ら
牛
若
に
届
け
る
べ
き
も
の
と
わ
か
る
こ
と
に
な
る
。

 
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
邸
の
塀
外
で
男
が
念
仏
を
唱
え
る
と
、
そ
れ
を
合

図
と
心
得
て
若
い
女
が
邸
内
に
招
き
入
れ
よ
う
と
し
、
そ
れ
が
邸
内
の
女
の
密

夫
を
引
入
れ
る
仕
掛
け
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
、
観
客
に
も
思
わ
れ
る
と
い
う

芝
居
の
は
こ
び
で
あ
る
。

 
「
関
八
州
繋
馬
」
に
も
こ
れ
と
似
た
場
面
が
あ
る
。
公
時
の
鉢
叩
き
が
江
文

の
宰
相
の
築
地
の
下
に
来
る
と
、
築
地
の
屋
根
か
ら
細
紐
に
結
ん
だ
水
仙
が
ぶ

ら
下
っ
て
い
て
、
公
時
が
こ
れ
を
引
く
と
、
切
戸
を
明
け
て
奥
女
中
が
現
わ
れ
、

 
 
 
 
 
 
ハ
こ
そ
 

 
 
恋
な
れ
ば
社
や
つ
せ
し
お
姿
。
お
屋
形
の
思
は
く
様
た
ん
と
待
兼
て
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
り
 

 
 
ざ
ん
す
る
。
い
ざ
お
入

ど
招
き
入
れ
よ
う
と
す
る
。
公
時
が
こ
れ
は
鉢
叩
き
だ
と
言
っ
て
も
、

 
 
ア
・
殿
達
は
じ
ゃ
れ
深
い
。
隙
取
れ
ば
人
も
見
る
。
頼
み
た
る
姫
君
の
お

 
 
疑
ひ
も
気
の
毒
。
揮
り
な
が
ら
お
案
内

と
手
を
取
る
。
水
仙
は
邸
の
姫
が
今
宵
忍
ん
で
来
る
は
ず
の
男
を
引
き
入
れ
る

合
図
の
仕
掛
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
亀
井
と
違
い
色
事
は
苦
手
の
公
時
は
逃

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
か
つ
ら

げ
出
そ
う
と
し
、
女
は
そ
れ
を
引
寄
せ
る
が
、
公
時
の
恐
ろ
し
げ
な
赤
面
を
見

て
、
「
鬼
か
天
狗
か
な
ふ
悲
し
や
」
と
逃
げ
こ
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

 
こ
う
し
て
み
る
と
、
「
前
太
平
記
世
継
鏡
」
が
鉢
叩
き
と
あ
ん
ば
い
よ
し
の

段
と
を
取
り
合
わ
せ
た
の
は
、
至
極
も
っ
と
も
な
発
想
で
あ
っ
た
。
ま
ず
鎌
倉

権
五
郎
の
鉢
叩
き
は
念
仏
を
唱
え
る
。
そ
れ
が
合
図
と
取
り
違
え
ら
れ
て
権
五

郎
は
邸
に
引
入
れ
ら
れ
そ
う
に
な
る
。
邸
内
の
女
の
言
動
は
、
邸
の
あ
る
じ
が

男
を
引
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
て

も
し
か
た
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
次
の
事

件
へ
と
展
開
し
て
行
く
一
。
こ
の
狂
言
の
問
題
の
場
面
は
、
ま
ず
こ
の
よ
う

な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
「
関
八
州
繋
馬
」
の
公
時
鉢
叩
き
の
趣
向
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
そ
の
年
の

内
に
歌
舞
伎
に
掻
取
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
三
、
「
雪
タ
・
キ
」
の
こ
と

「
孕
常
盤
」
の
あ
ん
ば
い
よ
し
の
段
で
す
ぐ
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、

同
じ
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近
松
作
の
「
平
家
女
護
島
」
（
享
保
四
年
八
月
竹
本
座
上
演
）
の
三
段
目
で
あ
る
。

周
知
の
ご
と
く
、
こ
れ
は
清
盛
の
妾
と
な
っ
た
常
盤
が
、
腰
元
に
命
じ
て
門
前

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ゅ
し
や
か

を
通
る
男
を
呼
び
入
れ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
朱
雀
の
御
所
の
場
で
、
腰
元
は

「
是
御
門
の
内
へ
お
ち
ゃ
。
結
構
な
目
に
あ
は
せ
う
」
な
ど
と
さ
さ
や
い
て
、
男

を
引
入
れ
る
が
、
実
は
こ
れ
が
常
盤
が
牛
若
の
頼
り
に
な
る
者
を
求
め
る
た
め

の
偽
り
の
色
仕
掛
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
後
に
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
も
の
で
、

「
例
の
吉
田
御
殿
の
巷
説
を
活
用
」
し
た
趣
向
（
朝
日
新
聞
社
版
『
近
松
全
集
』
解

説
）
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
「
孕
常
盤
」
も
同
様
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。

 
と
こ
ろ
で
こ
の
吉
田
御
殿
の
巷
説
と
い
う
の
が
、
具
体
的
な
こ
と
は
わ
か
っ

て
い
な
い
。
小
二
田
誠
二
氏
は
「
実
録
体
小
説
の
原
像
1
『
皿
屋
敷
辮
著
録
』

を
め
ぐ
っ
て
 
 
」
（
「
日
本
文
学
」
一
九
八
七
年
十
二
月
）
で
、
馬
場
文
耕
の
実

録
「
皿
屋
敷
辮
疑
録
」
の
申
で
、
天
開
院
（
千
姫
）
の
身
近
に
い
わ
ゆ
る
吉
田
御

殿
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
指

摘
さ
れ
た
が
、
ま
た
こ
の
実
録
は
、
天
樹
院
が
意
に
背
い
た
男
を
切
り
入
れ
た

井
戸
が
の
ち
に
「
皿
屋
敷
」
の
井
戸
に
な
っ
た
と
述
べ
、
四
十
年
以
前
に
山
中

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

平
九
郎
が
牛
の
御
前
と
い
う
名
の
吉
田
の
後
室
を
演
じ
た
歌
舞
伎
が
あ
っ
た
ら

し
い
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
吉
田
御
殿
の
巷
説
と
皿
屋
敷
と
が
結
び
つ
い
た

歌
舞
伎
狂
言
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
し
て
お
ら
れ
る
。
即
ち
、
小
二
田
氏
は
次

0
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
歌
舞
伎
上
演
の
事
実
は
確
認
で
き
な
い
が
、
馬
場
文
耕

の
残
年
宝
暦
八
年
か
ら
四
十
年
前
は
享
保
初
年
で
、
「
享
保
初
年
は
、
，
上
方
で

皿
屋
敷
の
芝
居
が
行
わ
れ
て
お
り
、
吉
田
御
殿
の
脚
色
と
言
わ
れ
る
近
松
の
『
平

家
女
護
島
』
も
こ
の
時
期
の
上
演
で
あ
っ
た
」
か
ら
、
「
吉
田
御
殿
の
伝
承
は
、

享
保
初
年
頃
流
布
し
た
ら
し
い
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
成
立

「
関
八
州
繋
馬
」
脚
注
余
滴
 
 
松
崎
仁

事
情
は
不
明
の
ま
ま
残
る
」
と
。

 
 
付
言
す
れ
ば
、
た
し
か
に
享
保
四
年
に
は
大
坂
で
杉
山
勘
左
衛
門
・
市
村

 
 
玉
柏
ら
に
よ
っ
て
「
皿
屋
敷
」
の
狂
言
が
演
ぜ
ら
れ
、
玉
柏
の
お
き
く
が

 
 
 
「
近
年
の
あ
た
り
」
と
言
わ
れ
た
が
、
山
中
平
九
郎
は
江
戸
の
役
者
で
あ

 
 
る
か
ら
、
か
た
が
た
吉
田
御
殿
の
巷
説
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

 
さ
て
こ
こ
で
、
前
項
の
ご
と
く
「
孕
常
盤
」
に
も
「
吉
田
御
殿
の
巷
説
」
の

「
活
用
」
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
宝
永
七
年
に
は
す
で
に
こ
の
巷
説
の
流
布
が

考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
皿
屋
敷
辮
疑
録
」
の
言
う
四
十
年
以
前
の
下
限

-
は
享
保
初
年
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
文
耕
の
残
年
か
ら
起
算
し
て
四
十
年
だ
か
ら
、

実
際
は
宝
永
末
年
で
あ
っ
て
も
小
二
田
説
に
抵
触
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
千
姫

は
寛
文
六
年
目
一
六
六
六
）
七
十
歳
で
残
し
た
か
ら
、
宝
永
七
年
は
そ
れ
か
ら
半

世
紀
の
後
で
あ
る
。
・
将
軍
綱
吉
は
そ
の
前
年
に
世
を
去
っ
て
い
た
。
近
松
は
そ

う
い
う
頃
合
い
を
見
て
、
こ
の
危
険
な
話
題
を
採
り
上
げ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
吉
田
御
殿
の
趣
向
の
舞
台
化
の
の
ち
に
、
「
関
八
州
繋
馬
」

の
公
時
鉢
叩
き
の
場
面
が
生
ま
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
「
雪
タ
・
キ
ノ
事
」
と
題
す
る
一
つ
の
話
が
あ
る
。
『
改

定
史
籍
集
覧
』
第
十
三
冊
所
収
「
足
利
季
世
記
」
巻
一
の
「
畠
山
記
」
第
五
話

で
あ
る
。
短
い
話
で
あ
る
が
要
約
し
て
お
く
。

 
畠
山
尾
張
守
（
政
長
）
の
家
臣
に
木
沢
某
な
る
者
が
あ
っ
た
。
主
入
尾
張
守
の

 
 
 
 
 
 
ひ
さ
よ
し
 
 
 
 
ひ
さ
の
ぶ

死
後
、
そ
の
子
尚
慶
（
後
に
尚
順
）
を
旧
領
河
内
に
復
帰
さ
せ
よ
う
と
苦
心
し
て

い
た
が
A
あ
る
夜
．
泉
州
堺
で
雪
道
を
歩
い
て
い
る
と
、
下
駄
の
歯
に
雪
が
つ

ま
っ
た
の
で
、
あ
る
家
の
小
門
の
板
に
下
駄
を
叩
き
つ
け
て
落
し
た
。
す
る
と

内
側
か
ら
扉
が
開
い
て
女
が
木
沢
を
引
入
れ
る
。
怪
し
み
な
が
ら
奥
に
通
る
と

屏
風
の
中
に
導
き
入
れ
ら
れ
た
が
、
や
が
て
灯
火
を
持
っ
て
来
た
女
は
木
沢
の
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顔
を
見
て
人
違
い
に
驚
く
。
こ
の
家
は
納
屋
と
い
う
大
商
人
の
家
で
、
、
主
人
は

高
麗
に
商
用
で
渡
っ
て
い
て
、
そ
の
留
守
に
忍
び
男
が
通
っ
て
い
た
た
め
、
今

夜
も
「
カ
ノ
忍
フ
男
ノ
門
ヲ
タ
・
ク
ト
思
ヒ
」
木
沢
を
引
入
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

木
沢
が
「
我
ハ
此
屋
ノ
主
人
ト
知
人
ナ
リ
 
ヤ
カ
テ
高
麗
ヨ
リ
帰
ラ
ハ
此
由
ヲ

申
ス
ヘ
シ
」
と
言
う
。
妻
女
は
「
手
ヲ
合
テ
佗
ヒ
ナ
ケ
キ
」
金
銀
を
差
出
し
て

「
イ
ロ
く
ナ
口
恥
」
た
、
が
、
木
沢
は
金
銀
を
取
ら
ず
、
こ
の
家
に
秘
蔵
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
べ
 
に
 
や

る
笛
を
懐
中
し
て
去
っ
た
。
後
日
、
妻
女
の
実
家
で
あ
る
岩
手
屋
が
木
沢
に
、

笛
を
返
し
娘
の
命
を
助
け
給
え
と
嘆
願
す
る
の
で
、
木
沢
は
畠
山
再
興
の
た
め

の
「
丘
ハ
根
」
の
援
助
を
約
束
さ
せ
て
笛
を
返
し
、
や
が
て
そ
の
援
助
に
よ
っ
て

本
意
を
達
し
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。

 
こ
の
「
足
利
季
世
記
」
は
「
文
学
的
粉
飾
は
少
な
く
事
件
の
経
過
中
心
の
叙

述
で
、
史
料
的
価
値
も
比
較
的
高
い
」
（
国
史
大
辞
典
）
と
さ
れ
て
お
り
、
『
堺

市
史
』
第
三
編
も
右
の
記
事
を
そ
の
ま
ま
要
約
し
て
、
史
実
と
し
て
記
載
填
て

い
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
が
近
世
に
文
献
と
し
て
ど
の
程
度
の
範
囲
に
読
ま
れ
、

流
布
し
た
か
、
浅
学
に
し
て
わ
た
く
し
は
知
ら
な
い
。
し
か
し
、
事
件
の
場
所

は
大
坂
か
ら
遠
か
ら
ぬ
堺
で
あ
り
、
納
屋
と
か
嚥
脂
屋
と
い
う
よ
う
な
大
商
人
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
え
ロ
ず
 
う
し
ゆ
う

特
に
嚥
脂
屋
は
能
登
屋
と
並
ん
で
三
十
六
人
の
会
合
衆
の
「
牛
耳
を
執
っ
て

み
た
」
（
堺
市
史
）
と
い
う
有
名
商
人
の
か
ら
ん
だ
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
で
あ
る
。
噂

話
と
し
て
伝
播
し
、
長
期
間
人
の
口
の
端
に
上
る
だ
け
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
っ

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
近
松
が
「
足
利
季
世
記
」
な
い
し

「
畠
山
記
」
自
体
を
読
む
機
会
は
な
く
て
も
、
「
金
子
吉
左
衛
門
日
記
」
か
ら

も
わ
か
る
よ
う
に
、
情
報
収
集
に
努
め
て
い
た
近
松
の
耳
に
、
こ
の
事
件
の
噂

1
す
で
に
伝
承
化
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
 
 
が
入
っ
て
い
た
可
能
性
は
大
い

に
あ
っ
た
と
考
え
る
。

 
そ
こ
で
、
近
松
が
「
孕
常
盤
」
「
平
家
女
護
島
」
「
関
八
州
繋
馬
」
と
続
く
一

連
の
吉
田
御
殿
風
の
場
面
を
構
想
す
る
に
当
っ
て
、
こ
の
「
雪
タ
・
キ
ノ
事
」

に
書
き
留
め
ら
れ
た
話
柄
も
、
着
想
の
一
部
に
あ
ず
か
り
加
わ
っ
て
い
た
の
で

ば
な
い
か
。
こ
れ
が
、
「
関
八
州
繋
馬
」
の
脚
注
に
悪
戦
苦
闘
し
な
が
ら
、
わ

た
く
し
が
胸
に
あ
た
た
め
て
い
た
想
像
の
一
つ
で
あ
る
。

 
だ
が
実
は
も
う
一
つ
想
像
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
「
雪
タ
・

キ
」
の
話
柄
が
吉
田
御
殿
の
巷
説
に
も
投
影
し
、
こ
れ
を
育
て
、
ふ
く
ら
ま
せ

る
作
用
を
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
こ
の
あ
た
り
に
な
る
と
余
り
に
も
根
拠
薄
弱
な
想
像
説
で
あ
る
。

「
雪
タ
・
キ
ノ
事
」
と
近
世
演
劇
と
の
関
係
を
云
々
す
る
こ
と
は
そ
の
前
ま
で

に
と
ど
め
て
、
最
後
に
、
こ
れ
が
幸
田
露
伴
の
小
説
、
そ
の
名
も
「
雪
た
・
き
」

と
な
っ
て
蘇
っ
て
い
る
こ
と
を
付
言
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

 
露
伴
の
「
雪
た
・
き
」
は
昭
和
十
四
年
三
月
の
雑
誌
「
日
本
評
論
」
に
掲
載

さ
れ
た
。
あ
ら
す
じ
は
ほ
ぼ
「
畠
山
記
」
に
沿
っ
て
、
こ
れ
に
潤
色
を
加
え
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
露
伴
自
身
が
、
こ
の
年
五
月
に
辰
野
隆
と
対
談
し

た
時
に
、

 
 
あ
れ
は
畠
山
記
と
い
ふ
古
い
歴
史
材
料
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
畠
山
記
の

 
 
或
る
と
こ
ろ
に
、
雪
た
・
き
と
い
ふ
題
か
ら
し
て
存
在
し
て
み
る
の
で
そ

 
 
こ
に
あ
の
話
の
概
略
が
あ
る
の
で
す
。

と
か
、

 
 
大
体
あ
の
時
代
に
は
あ
り
さ
う
な
事
情
に
思
へ
た
ん
で
す
か
ら
、
書
い
て

 
 
あ
る
通
り
に
し
た
ん
で
、
私
が
手
製
で
変
な
言
葉
（
松
崎
注
-
雪
た
た
き

 
 
と
い
う
言
葉
を
さ
す
）
や
変
な
物
語
を
出
し
た
の
で
は
な
い
ん
で
す
。

と
語
っ
て
い
る
（
久
保
田
忠
夫
氏
『
三
十
五
の
こ
と
ば
に
関
す
る
七
つ
の
章
』

C66］



第
四
章
に
よ
る
）
。
下
駄
の
歯
の
雪
を
門
口
で
と
ん
と
ん
と
落
し
た
と
い
う
と

こ
ろ
も
、
露
伴
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
採
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
『
日
本
国
語

々
辞
典
』
「
ゆ
き
た
た
き
〔
雪
叩
〕
」
の
項
に
は
、
「
た
た
い
て
雪
を
落
と
す
こ
と
。

＊
足
利
季
世
記
i
号
畠
山
記
『
雪
た
た
き
の
事
』
」
と
あ
る
。

 
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
露
伴
も
ま
た
晩
年
に
こ
の
「
雪
タ
・
キ
ノ
事
」
に
興
味

を
抱
い
て
小
説
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
話
題
が
作
家
に
イ
ン
パ
ク
ト
を

与
え
た
状
況
を
、
近
松
の
場
合
に
も
想
定
し
て
み
た
い
と
わ
た
く
し
は
思
う
の

で
あ
る
。

 
 
な
お
露
伴
の
「
雪
た
・
き
」
は
大
仏
次
郎
脚
色
の
台
本
（
『
大
仏
次
郎
戯

 
 
曲
全
集
』
所
収
）
に
よ
っ
て
昭
和
三
十
年
三
月
東
京
歌
舞
伎
座
で
上
演
さ

 
 
れ
て
い
る
。

 
 
 
四
、
小
蝶
の
問
題

 
本
体
で
は
女
た
ち
の
活
躍
が
め
ざ
ま
し
い
が
、
中
で
も
重
要
な
は
た
ら
き
を

す
る
の
は
小
的
で
あ
る
。
彼
女
は
源
頼
信
と
の
恋
を
と
げ
る
た
め
に
、
策
を
用

い
て
頼
信
の
恋
人
詠
歌
の
姫
を
頼
平
と
結
び
つ
け
て
し
ま
う
、
頭
の
回
転
の
早

い
女
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
頼
平
は
姫
と
駆
落
ち
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
雪

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
し
か
ど

」
の
市
原
野
を
さ
ま
よ
い
、
平
将
門
の
遺
児
将
軍
太
郎
良
門
と
め
ぐ
り
あ
い
、
良

門
と
盟
約
を
交
し
て
朝
敵
と
な
る
。
こ
の
頼
平
を
い
か
に
し
て
翻
意
さ
せ
、
墨

家
の
一
員
に
立
ち
戻
ら
せ
る
か
が
三
段
目
の
主
題
と
な
る
。
ま
た
、
亭
亭
の
家

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
た
 
 
 
 
と
も
つ
な

督
定
め
の
夜
、
暗
闇
の
中
で
小
叩
に
戯
れ
た
箕
田
二
郎
績
 
の
鳥
帽
子
の
掛

緒
を
切
る
と
い
う
の
も
明
敏
な
行
動
で
、
こ
の
時
績
の
窮
地
を
救
っ
た
頼
平
の

恩
に
報
い
よ
う
と
し
て
、
績
が
諌
死
す
る
と
い
う
三
段
目
の
ド
ラ
マ
の
遠
因
が

こ
こ
に
作
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
小
本
の
頭
の
良
さ
が
本
作
の

「
関
八
州
繋
馬
」
脚
注
余
滴
 
 
松
崎
回

申
心
と
な
る
劇
的
葛
藤
を
招
き
寄
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

 
し
か
も
彼
女
は
実
は
平
黒
門
の
娘
、
良
門
の
妹
で
あ
っ
て
、
「
父
の
仇
を
報

ぜ
ん
為
」
下
家
に
侍
女
と
し
て
入
り
込
み
、
そ
の
機
会
を
狙
っ
て
い
た
。
そ
も

そ
も
只
者
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
父
の
仇
」
で
あ
る
源
家
1

一
こ
れ
も
史
実
と
は
異
な
る
近
松
の
設
定
一
の
兄
弟
の
一
人
、
頼
信
に
恋
し

て
し
ま
っ
て
、
「
大
事
は
忘
れ
恋
一
ト
筋
」
に
思
い
つ
め
て
い
る
。
こ
れ
が
小

蝶
の
抱
え
る
最
大
の
矛
盾
な
の
だ
が
、
こ
の
矛
盾
に
深
入
り
す
る
こ
と
を
近
松

は
巧
み
に
避
け
、
小
蝶
を
し
て
ひ
た
す
ら
頼
信
の
妻
と
な
る
伊
与
の
内
侍
殺
害

へ
と
奔
ら
せ
る
。
そ
の
結
果
小
蝶
は
怪
し
ま
れ
て
頼
光
の
御
台
所
に
斬
り
倒
さ

れ
る
。
そ
の
時
は
さ
す
が
に
小
蝶
も
こ
れ
を
「
恋
故
先
祖
の
仇
を
忘
れ
し
親
の

罰
兄
の
罰
」
だ
と
言
う
が
、
し
か
し
そ
の
口
の
下
か
ら
「
生
れ
変
り
死
に
変
り

頼
信
と
内
侍
の
中
…
…
思
ふ
儘
に
添
は
せ
じ
」
と
言
っ
て
、
平
井
の
保
昌
の
手

で
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

 
こ
う
い
う
描
き
方
を
見
る
と
、
近
松
は
兄
畑
門
の
「
帝
を
追
籠
め
王
位
を
奪

ひ
。
父
が
素
懐
を
達
せ
ん
」
と
い
う
大
望
に
協
力
し
て
、
沙
門
の
娘
と
し
て
復

讐
を
と
げ
る
と
い
う
、
小
蝶
本
来
の
目
標
を
二
次
的
な
位
置
に
格
下
げ
し
て
、

第
一
義
的
に
恋
に
生
き
る
情
念
の
女
と
し
て
赤
い
℃
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
今

や
伊
与
の
内
侍
を
頼
信
に
添
わ
さ
じ
と
い
う
こ
と
が
、
小
蝶
の
思
い
つ
め
た
コ

念
」
と
な
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。

 
だ
か
ら
こ
の
小
蝶
は
四
段
目
に
至
る
と
怨
霊
と
な
っ
て
内
侍
に
襲
い
か
か
る

が
、
そ
の
時
突
如
「
千
筋
の
糸
筋
」
を
繰
り
出
し
て
内
侍
の
「
五
体
を
か
ら
め

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ
ん
げ

苦
し
め
」
る
。
次
い
で
、
あ
り
し
日
の
美
女
の
姿
か
ら
＝
人
六
腎
の
変
化
を

顕
」
わ
し
て
完
全
に
蜘
の
三
夕
と
化
し
、
「
葛
城
山
に
年
を
経
る
土
蜘
の
精
霊
」

と
名
の
妖
、
四
天
王
の
女
房
た
ち
一
頼
も
し
い
女
た
ち
で
、
い
わ
ば
女
四
天

（67）



王
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
一
を
悩
ま
せ
る
。
か
く
し
て
小
蝶
は
土
蜘
の
妊
怪
と

し
て
蘇
る
が
、
な
ぜ
将
門
の
娘
が
蜘
の
妊
．
怪
と
な
る
の
か
、
こ
の
あ
た
り
が
本

作
の
わ
か
り
に
く
い
点
の
一
つ
で
あ
る
。
本
来
将
門
に
も
下
僧
に
も
蜘
と
の
接

点
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

 
本
作
の
原
拠
の
一
つ
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
謡
曲
「
土
蜘
」
で
は
、
シ
テ

 
 
 
 
 
 
さ
は
り

は
「
君
が
代
に
障
を
な
さ
ん
」
と
し
て
い
た
。
こ
の
謡
曲
に
見
ら
れ
る
葛
城

山
の
土
蜘
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
遠
い
古
代
に
大
和
朝
廷
に
よ
っ
て
圧
服
さ
れ
た

葛
城
山
の
民
に
関
す
る
記
憶
が
か
す
か
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
将

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
ば
ら
き
 
 
こ
お
り
 
 
 
 
 
く
ず
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
 
ち
 
く
も

門
の
拠
っ
た
常
陸
に
は
、
茨
城
の
郡
に
「
昔
噺
巣
 
俗
の
語
に
郡
知
久
母
、

 
 
や
 
つ
 
か
 
は
 
ぎ

又
、
夜
都
賀
波
岐
」
と
い
う
土
着
民
が
い
た
と
「
常
陸
国
風
土
記
」
は
記
し
て

い
る
の
で
、
こ
こ
に
も
土
蜘
と
呼
ば
れ
た
先
住
民
が
朝
廷
に
征
服
さ
れ
た
と
い

う
伝
承
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
幽
門
伝
説
の
諸
相
を
見
て
も
、

将
門
と
土
蜘
と
の
接
点
は
な
い
。
森
山
重
雄
氏
は
、
常
総
地
方
は
「
古
く
か
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
つ
か
は
ぎ

土
蜘
蛛
・
国
栖
・
佐
伯
・
八
握
脛
な
ど
と
呼
ば
れ
る
先
住
民
族
が
幡
居
し
た
土

地
」
で
、
そ
こ
に
「
女
酋
を
中
心
と
し
た
土
蜘
蛛
族
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ
 

と
し
、
そ
う
い
う
土
着
民
の
女
酋
の
姿
に
、
「
胡
蝶
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
た
尋

の
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
」
と
言
わ
れ
る
（
『
近
世
の
語
り
と
劇
-
そ

の
御
璽
的
な
世
界
l
I
」
＝
二
二
頁
）
。
し
か
し
、
こ
の
想
像
説
は
想
像
説
と
し

て
は
面
白
い
が
、
そ
こ
ま
で
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
森
山
氏
自
身
も
「
小
父
の
名

は
直
接
に
は
謡
曲
『
土
蜘
蛛
』
の
胡
蝶
か
ら
来
て
い
る
」
（
一
二
四
頁
）
と
言
っ

て
お
ら
れ
る
。

 
近
松
が
直
接
に
は
こ
の
謡
曲
か
ら
想
を
得
て
い
る
こ
と
森
山
氏
の
言
わ
れ
る

通
り
で
、
こ
れ
が
通
説
で
あ
る
。
現
に
四
段
目
で
伊
与
の
内
侍
を
訪
れ
る
と
こ

ろ
に
は
謡
曲
の
文
句
取
り
が
多
い
。
も
っ
と
も
「
土
蜘
」
の
ツ
レ
の
胡
蝶
は
「
頼

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
み

光
の
御
内
に
仕
」
え
る
女
で
、
冒
頭
に
登
場
し
て
頼
光
に
「
典
薬
の
頭
」
よ
り

の
薬
を
届
け
、
「
御
心
地
は
何
と
御
入
り
候
ぞ
」
蛇
田
ね
、
療
治
に
よ
っ
て
な

お
る
こ
と
も
多
い
と
力
づ
け
て
、
静
か
に
切
戸
口
か
ら
退
場
す
る
だ
け
の
女
で

あ
る
。
し
か
し
、
胡
蝶
の
退
場
と
ほ
と
ん
ど
同
時
に
橋
掛
り
か
ら
シ
テ
（
僧
形

の
土
蜘
）
が
登
場
し
て
、
胡
蝶
と
同
じ
よ
う
に
「
い
か
に
頼
光
。
御
心
地
は
何

と
御
座
候
ぞ
」
と
、
こ
ち
ら
は
強
い
口
調
で
問
い
か
け
る
か
ら
、
胡
蝶
と
シ
テ

と
の
間
に
目
に
見
え
な
い
つ
な
が
り
が
あ
っ
て
、
あ
た
か
も
胡
蝶
は
シ
テ
の
た

め
に
頼
光
の
病
状
を
さ
ぐ
り
に
来
た
女
の
よ
う
な
気
が
し
な
い
で
も
な
い
。
そ

う
思
う
と
、
薬
も
実
は
毒
薬
か
も
し
れ
な
い
と
思
え
て
く
る
。

 
こ
れ
に
つ
い
て
既
に
古
く
池
内
如
水
氏
は
「
干
れ
又
蜘
蛛
の
精
霊
の
変
化
の

一
種
」
で
、
「
頼
光
は
こ
の
女
の
色
に
迷
っ
て
病
に
な
っ
た
も
の
と
思
ひ
た
い
」

と
言
い
、
さ
ら
に
「
従
来
頼
光
の
寵
愛
せ
し
侍
女
を
喰
ひ
殺
し
て
、
人
知
れ
ず

其
姿
に
代
り
た
り
と
見
て
も
良
し
、
又
新
に
召
抱
へ
ら
れ
し
非
常
の
美
人
と
見

て
も
可
な
り
。
或
は
床
の
下
を
検
せ
ば
真
正
の
胡
蝶
の
白
骨
は
切
々
に
な
り
て

隠
し
あ
り
し
か
も
知
れ
ず
」
（
能
楽
第
十
一
号
。
『
謡
曲
大
観
』
所
引
）
と
い
う
極

め
て
面
白
い
鑑
賞
を
書
い
て
お
ら
れ
、
堀
口
康
正
氏
は
「
作
品
研
究
土
蜘
蛛
考
」

（「

ﾏ
世
」
昭
和
五
十
年
十
一
月
号
）
で
、
鬼
退
治
物
の
能
の
前
段
に
鬼
の
化
身
と

し
て
の
女
が
登
場
す
る
パ
タ
ー
ン
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
味
方
再
説
を
援
用
し

て
、
こ
の
点
か
ら
も
胡
蝶
1
1
蜘
の
化
身
説
に
は
興
味
が
持
た
れ
る
と
述
べ
ら
れ

た
。
現
行
演
出
で
は
そ
れ
ら
し
い
こ
と
を
匂
わ
せ
た
り
は
し
な
い
が
、
近
松
が

た
と
え
ば
辻
能
の
よ
う
な
大
衆
的
演
能
で
、
そ
う
い
う
演
出
の
「
土
蜘
」
を
見

た
こ
と
は
、
大
い
に
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
（
拙
稿
「
元
禄
・
享
保
期
の
芸
能

と
近
松
」
参
照
、
『
歌
舞
伎
・
浄
瑠
璃
・
こ
と
ば
』
所
収
）
。

 
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
前
述
池
内
氏
の
鑑
賞
は
想
像
に
奔
り
す
ぎ
た
面
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も
あ
る
が
、
能
「
土
蜘
」
の
胡
蝶
は
近
松
の
想
像
を
胡
蝶
1
1
蜘
の
化
身
と
い
う
方

向
へ
刺
激
し
導
い
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。

 
し
か
し
、
そ
れ
で
は
近
松
は
小
蝶
を
生
ま
れ
な
が
ら
の
蜘
の
化
身
と
し
て
描

い
た
か
と
い
う
に
、
そ
れ
は
疑
わ
し
い
。
小
蝶
は
れ
っ
き
と
し
た
将
門
の
娘
、

忌
門
の
妹
で
あ
っ
て
、
「
間
者
と
成
ッ
て
」
源
家
に
入
り
こ
む
う
ち
、
「
は
か
な

き
女
心
」
か
ら
頼
信
に
恋
し
て
、
復
讐
の
こ
と
な
ど
忘
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
い

う
小
盗
が
伊
与
の
内
侍
の
輿
入
を
知
っ
た
時
の
落
胆
ぶ
り
を
、
近
松
は
「
蝶
は

 
 
 
お
し
ろ
い

可
愛
や
白
粉
を
。
泣
き
は
が
し
た
る
や
つ
れ
顔
…
…
返
事
な
く
く
立
出
れ

ば
」
と
描
く
。
こ
こ
に
は
「
恋
一
ト
筋
」
に
生
き
て
い
る
可
愛
い
女
し
か
存
在

し
な
い
。

 
で
は
そ
の
小
蝶
が
い
か
に
し
て
蜘
の
化
身
と
な
る
か
。
小
舟
と
蜘
の
接
点
は

小
量
が
毒
の
あ
る
青
函
を
捕
え
て
書
記
の
言
葉
を
吹
き
込
む
と
こ
ろ
に
あ
る
。

彼
女
は
捕
え
た
蜘
を
祇
紗
に
包
み
天
に
棒
げ
、
ま
ず
蜘
の
神
通
不
思
議
な
力
を

た
た
え
、
ま
た
、
速
か
に
人
を
殺
せ
る
力
を
そ
な
え
て
い
る
と
も
言
い
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
へ

 
 
寸
に
足
ら
ぬ
汝
が
形
に
我
四
尺
の
魂
イ
を
し
っ
か
と
受
留
め
。
伊
与
の
内

 
、
侍
を
今
宵
の
中
に
毒
害
し
。
恋
わ
ぶ
る
頼
信
公
と
此
々
蝶
が
縁
の
糸
を
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
う
く
に
よ
り
つ
り
よ

 
 
結
び
つ
け
て
玉
津
島
。
神
詠
の
印
。
を
見
せ
よ
急
々
如
律
令

と
言
い
含
め
る
。
こ
れ
は
説
経
「
お
ぐ
り
」
で
小
栗
判
官
が
鬼
鹿
毛
に
言
い
含

め
る
「
せ
め
う
（
宣
命
）
」
に
似
て
い
る
が
、
こ
の
時
小
蝶
の
魂
は
蜘
に
乗
り
移

る
。
一
種
の
感
応
の
呪
術
で
あ
る
。
同
時
に
、
こ
の
呪
術
を
通
路
と
し
て
「
神

通
不
思
議
」
の
蜘
の
魂
も
ま
た
小
蝶
に
乗
り
移
る
の
だ
と
、
近
松
は
考
え
た
よ

う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
さ
き
ほ
ど
ま
で
涙
に
く
れ
て
い
た
小
蝶
が
こ
の
蜘

を
「
懐
に
隠
し
入
」
れ
る
と
、
打
っ
て
変
っ
て
生
き
い
き
と
着
物
の
裾
を
ひ
る

が
え
し
て
歩
い
て
行
く
か
ら
で
あ
る
。
「
小
褄
ほ
ら
一
歩
み
行
ク
外
面
似
菩

「
関
八
州
繋
馬
」
脚
注
余
滴
 
 
松
崎
仁

薩
内
心
如
夜
叉
。
上
べ
に
見
へ
ぬ
皮
一
ト
重
」
と
近
松
は
描
く
。
心
は
ず
ま
せ

た
足
ど
り
の
中
に
、
う
わ
べ
か
ら
は
分
ら
ぬ
夜
叉
の
如
き
心
が
あ
る
と
い
う
の

で
あ
る
。

 
こ
の
あ
た
り
、
作
者
は
恋
敵
の
命
ま
で
も
奪
わ
ず
に
お
か
な
い
女
の
嫉
妬
の

恐
ろ
し
さ
と
し
て
描
い
て
い
る
だ
け
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
恋
に
泣

く
可
愛
い
女
か
ら
夜
叉
の
心
へ
の
飛
躍
は
、
単
に
恋
す
る
女
の
情
念
だ
け
が
然

ら
し
め
る
の
で
は
な
く
、
根
本
的
に
人
格
の
変
化
が
あ
っ
た
の
だ
と
、
あ
と
に

な
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
気
付
か
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
良
門
の
危
機
を
救
う
た
め
に

彼
女
の
斬
ら
れ
た
首
が
胴
に
つ
な
が
り
、
死
骸
が
「
む
っ
く
と
起
き
」
上
っ
て

保
昌
の
襟
ぎ
わ
を
つ
か
み
、
良
門
か
ら
引
き
の
け
、
「
妄
執
幽
魂
の
神
通
力
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
せ
き

が
保
昌
の
「
五
体
を
縛
」
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
近
松
は
そ
れ
を
言
葉
で
は
「
妬

ぢ
よ
ロ

女
の
性
根
」
と
表
現
す
る
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
小
蝶
が
四
段
目
に
な
る
と
「
葛

城
山
に
年
を
経
る
土
蜘
の
精
霊
」
と
名
乗
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
二
段

目
の
こ
の
場
面
で
す
で
に
「
土
蜘
の
精
霊
」
が
小
寺
の
人
格
に
入
り
こ
ん
で
い

た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
魔
物
が
人
格
に
入
り
こ
む
こ
と
を
当
時
の
人
は
「
魔

性
の
魅
入
れ
」
な
ど
と
言
っ
た
が
、
ま
さ
に
「
土
蜘
の
精
霊
」
が
小
言
に
「
魅

入
」
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
四
段
目
を
読
む
と
、
姿
も
蜘
の
形
と
な
っ
た
小
蝶
が
、
前
述
の
ご
と
く

 
 
汝
知
ら
ず
や
我
そ
の
か
み
。
南
閻
浮
州
に
わ
だ
か
ま
り
。
葛
城
山
に
年
を

 
 
経
る
土
蜘
の
精
霊
也
。

と
名
乗
る
が
、
そ
れ
に
続
け
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

 
 
大
日
本
を
魔
界
に
な
さ
ん
と
。
将
軍
太
郎
が
心
に
加
被
し
甲
斐
も
情
の
道

 
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
へ
 
 
 
 
ば
か
り

 
 
に
奪
は
れ
。
屍
計
は
泥
土
と
な
ん
ぬ
。
猫
魂
魂
は
五
行
造
化
の
気
に
止

 
 
ま
る
。
一
念
只
今
思
ひ
知
れ
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と
言
う
。
土
蜘
の
精
霊
は
、
日
本
を
魔
界
に
す
る
光
め
に
将
軍
太
郎
三
門
の
叛

逆
の
魂
に
加
勢
し
て
い
た
が
、
そ
の
甲
斐
も
な
く
妹
小
早
は
「
情
の
道
」
に
心

を
奪
わ
れ
て
殺
さ
れ
た
、
し
か
し
小
集
の
魂
暁
は
、
五
行
が
万
物
を
造
り
出
す

「
気
」
す
な
わ
ち
活
力
の
中
に
生
き
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
面
白

い
の
は
、
名
乗
っ
て
い
る
の
が
忌
門
に
「
加
被
」
し
た
土
蜘
で
あ
る
か
と
思
う

と
、
小
寒
の
魂
結
が
名
乗
っ
て
い
る
と
も
受
け
取
れ
る
よ
う
に
、
作
者
が
巧
み

に
土
蜘
と
小
蝶
と
を
一
体
化
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
勿
論
土
蜘

が
「
情
の
道
」
に
心
奪
わ
れ
る
の
で
な
く
、
恋
に
復
難
言
を
忘
れ
た
の
は
小
蝶
で

あ
る
。
そ
の
小
蝶
に
蜘
が
魅
入
る
の
が
、
小
蝶
と
青
蜘
と
の
出
会
い
と
呪
誼
の

場
面
だ
っ
た
。
そ
の
時
、
同
時
に
呪
甜
に
よ
っ
て
蜘
に
も
小
蝶
が
魅
入
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

 
そ
う
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
段
目
ま
で
の
人
間
小
蝶
と
、
四
・
五
段
目

の
土
蜘
の
怪
、
眼
は
鏡
の
如
く
、
火
焔
を
吐
き
、
八
本
の
足
で
軍
兵
ど
も
を
引

寄
せ
て
は
血
を
吸
う
と
い
う
怪
物
と
が
つ
な
が
る
。
こ
の
時
に
な
っ
て
も
公
時

は
こ
れ
を
「
執
着
深
き
小
蝶
が
魂
魂
」
と
し
か
認
識
し
て
い
な
い
が
、
本
体
は

土
蜘
と
い
う
怪
物
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
「
小
蝶
の
魂
暁
」
が
「
魅
入
」
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
魅
入
り
魅
入
ら
れ
る
関
係
に
よ
っ
て
、
人
間
小
蝶
と

土
蜘
と
い
う
怪
物
の
同
一
性
が
成
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
関
係
が
生
ま

れ
る
契
機
が
、
繰
り
返
し
言
う
が
、
小
蝶
と
青
蜘
の
出
会
い
と
呪
誼
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
に
、
四
・
五
段
目
の
舞
台
に
立
ち
は
だ
か
る
妖
怪
と
小
蝶
と
の
同

一
性
は
、
両
者
の
魅
入
り
魅
入
ら
れ
る
関
係
の
結
果
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
。

こ
れ
が
、
，
将
門
の
遺
児
の
叛
逆
を
能
「
土
蜘
」
の
世
界
に
結
び
つ
け
た
作
者
の

構
想
の
、
 
一
つ
の
帰
結
点
あ
っ
た
。

小
二
田
誠
二
氏
の
「
実
録
体
小
説
の
原
像
l
l
『
皿
屋
敷
辮
疑
録
』
を

め
ぐ
っ
て
」
に
吉
田
御
殿
の
巷
説
へ
の
考
察
が
あ
る
こ
と
は
、
延
広
真
治

氏
の
御
教
示
に
よ
っ
て
知
っ
た
。
ま
た
、
久
保
忠
夫
氏
の
『
三
十
五
の
ζ

と
ば
に
関
す
る
七
つ
の
章
』
に
露
伴
の
「
雪
た
・
き
」
に
つ
い
て
の
記
事

が
あ
る
こ
と
は
浅
井
清
氏
の
、
さ
ら
に
そ
れ
が
脚
色
上
演
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
渡
辺
保
氏
の
御
教
示
に
よ
っ
て
知
っ
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。

C70）


