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難
波
な
か
づ
か
み

並
河
寒
泉
撰

『
難
波
な
か
づ
か
は
、
懐
徳
堂
最
後
の
教
授
で
あ
る
並
河

寒
泉
(
-
七
九
七

S
一
八
七
九
）
が
著
し
た
通
俗
的
な
内
容
の
能

楽
の
小
品
で
、
大
阪
大
学
附
属
図
書
館
の
懐
徳
堂
文
庫
に
寒
泉
手

稿
本
が
存
す
る
。
こ
の
資
料
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
吉
田

鋭
雄
「
懐
徳
堂
所
蔵
懐
徳
堂
先
賢
著
述
書
目
」
（
『
懐
徳
』
第
一

九
号
、
昭
和
四
年
）
が
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

寒
泉
先
生
手
稿ナ

カ
ヅ
カ
ミ

文
久
二
年
正
月
難
波
の
南
に
子
飼
の
豹
が
見
世
物
に
出
た

と
い
ふ
由
来
に
就
て
、
横
浜
の
遊
女
が
義
烈
を
歌
ふ
た
戯
作

も
の
で
あ
る
、
凡
て
四
葉
。

こ
の
解
説
に
よ
っ
て
、
見
世
物
の
豹
を
題
材
に
し
て
遊
女
の
義

烈
を
称
え
た
作
品
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
、
そ
の

仮
綴
一
冊

『
難
波
な
か
づ
か
み
』

中
国
研
究
集
刊
陽
号
（
総
34
号
）
平
成
十
五
年
十
二
月
七
九
ー
八
六
頁

烈
」
の
中
身
に
触
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
こ
か
ら
主
題
を
察
す
る

こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
、
本
資
料
の
内
題
下
に
「
寒
泉
戯
作
」
と

あ
る
の
に
拠
っ
て
「
戯
作
も
の
」
と
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
り
、
洒

落
本
・
人
情
本
・
滑
稽
本
な
ど
通
俗
小
説
の
類
か
と
い
う
印
象
を

与
え
る
。
こ
の
よ
う
に
主
題
、
表
現
に
関
し
て
は
補
足
と
修
正
と

が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
見
世
物
の
豹
と
い
う
題
材
に
つ
い
て
も
、

若
干
の
補
足
に
よ
り
、
本
資
料
成
立
の
歴
史
的
背
景
が
明
ら
か
と

な
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
先
ず
懐
徳
堂
文
庫
蔵
本
を
底
本
と
す
る
翻
刻
を
掲

げ
（
注1
)
、
次
い
で
題
材
•
主
題
・
表
現
に
つ
い
て
解
説
を
付
し
た
。

翻
刻
と
解
説

矢

羽

野

隆

男
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（

ぞ

）

（

ず

）

け

い

せ

い

つ
も
の
そ
ま
す
。
「
傾
城
の
身
と
し
て
、
何

（

む

さ

）

（

ぽ

）

い

つ
貪
ほ
ら
ぬ
は
、
異

（

が

）

（

ペ

て
も
汝
か
望
に
任
す
へ
し
」

（

か

さ

ね

）

（

ど

）

と
、
重
て
い
ひ
し
か
と
、

つ
い
に

剛
記
．
即
叩
．
珊
年
紀
も
、

（
如
）
（
積
）

山
の
こ
と
く
つ
み
来
り
た
り
。

何
に

有
り
し
か
は
、
遊
女
少
し
も
の
そ
む
気
色
な
し
。
又
言
様
、
伽
羅

に
綾
羅
錦
繍
を
あ
ま
た
積
た
り
、
汝
の
望
み
任
に
す
へ
し
」
と

（

語

）

（

が

）

の
か
た
ら
ひ
に
来
り
し
か
、

あ
る
日
ゑ
み
し
の
言
様
、

（が）

「
わ
か
船

（
蝦
夷
）

安
政
の
末
と
か
や
。
横
浜
と
い
ふ
里
に
一
人
の
遊
女
あ
り
。
ゑ
み
し

の
南
に
当
て
、

が
ひ
ナ
カ
ヅ
カ
ミ

子
飼
の
豹
を
見
す
。

（

た

ず

ぬ

）

（

こ

ろ

）

其
由
来
を
尋
る
に
、
比
は

（
か
た
り
）

〈語〉

（
そ
も
そ
も
）

抑
こ
と
し
文
久
二
年
の
正
月

〈
地
）
（
な
か
ご
ろ
）

〈
チ
〉
中
比
、
難
波

り
申
さ
ん
。

（ば）

の
事
も
中
つ
か
み
、
取
る
道
な
れ
は
聞
ま
ま
に

（
く
わ
し
）

こ
と
精
く
も
語

（

す

ぐ

）

（

関

）

（

ず

）

（

難

波

）

の
、
中
に
も
直
な
る
其
道
は
、
貴
賤
尊
卑
に
か
A

は
ら
す
、
な
に
は

世
に
伝
ふ
、

き

ょ

じ

つ

（

と

も

）

（

し

ら

ま

ゆ

み

）

の
葉
し
げ
き
口
々
に
、
虚
実
は
そ
れ
共
白
真
弓

難
波
な
か
づ
か
み

寒
泉
戯
作

つ

げ

（

ば

）

こ
と
A

告
け
れ
は
、

（
は
な
は
だ
）
（
笑
）

ゑ
み
し
太
打
ゑ
み
、

か

ど

た

ち

は

な

た
の
門
を
立
離
れ
た
り
。

さ
て
ゑ
み
し
に
か
く
／
＼

（
か
く
）

の

ま

（

ば

）

そ
見
、
遂
に
真
も
の
を
見
た
る
こ
と
な
し
。
さ
れ
は
虎
を
こ
そ
望

（あ）

む
所
な
れ
」
と
い
ふ
。
ゑ
み
し
も
「
こ
は
」
と
驚
き
明
き
れ
し
か

（

て

い

）

（

か

え

り

）

（

が

）

共
、
さ
ら
ぬ
体
に
て
、
「
安
き
こ
と
よ
」
と
て
返
に
し
か
、

又
の
便

り
に
小
き
豹
を
持
来
り
、
「
こ
れ
こ
そ
望
み
の
虎
な
り
」
と
て
予
ヘ

（

が

）

（

代

）

其
十
の
四
つ
を
も
て
、
我
か
身
の
し
ろ
と
な
し
、
遂
に
花
の
ち
ま

「
そ
れ
こ
そ
わ
れ
も

〈

ば

）

（

風

）

や

を

た

か

ら

も
立
ぬ
れ
は
、
秋
か
せ
の
吹
ま
ま
に
、
八
百
の
財
に
売
り
し
ろ
し
、

た
A

よ

ろ

こ

び

ま

ゆ

こ

が

ひ

え

が

ひ

た

の

お

く

唯
悦
の
眉
を
あ
げ
、
子
飼
餌
飼
に
日
を
楽
し
み
送
り
、

（
ば
か
）

一
月
斗
り

（ば）

け
れ
は
、

（
が
）
（
マ
マ
）

さ
な
か
ら
女
な
な
り
。

豹
と
虎
と
の
け
ぢ
め
も
な
く
、

と

ら

ひ

や

く

じ

う

ち

や

う

（

ど

）

「
そ
れ
虎
と
い
ふ
も
の
は
、
百
獣
の
長
と
は
き
け
と
、

画
に

（

そ

の

）

（

ぞ

）

（

迫

）

（

ば

）

「
其
の
そ
み
と
は
何
も
の
」
と
、
ゑ
み
し
せ
ま
つ
て
尋
ぬ
れ
は
、

（
ざ
）
（
ば
）

に
あ
ら
さ
れ
は
、

（じ）

の
な
き
事
は
候
は
し
」

（

こ

た

）

（

ば

）

と
対
へ
し
か
は
、

な
女
か
な
」

（

お

お

い

）

（

ば

）

と
ゑ
み
し
大
に
怪
し
め
は
、

「
わ
ら
は
と
て
も
木
石

(80) 



（ぐ）

世
を
仰
＜
哉

ぐ
は
ん
ぜ
無
魂
大
夫
令
章
句
志
也

/
＼
（
目
出
度
き
御
世
を
仰
ぐ
哉
）
。

（

風

）

な

び

き

（

ば

）

（

こ

の

）

ご

う

ん

か
せ
に
靡
な
は
、
此
日
の
本
の
御
運
、

（
め
で
た
）

千
秋
万
歳
と
目
出
度
き
御

（

も

う

す

）

お

ろ

か

は
、
申
も
中
々
愚
な
り
。

し
も
た
み
く
さ

下
民
草
に
至
る
迄
、

か
A

る
義
烈
の

（ぞ）

取
そ
か
し
。

た

て

ほ

こ

ま

く

ら

ま
し
て
干
文
を
枕
と
し
、

（
よ
こ
た
）
も
の
の
ふ

太
刀
や
刀
を
横
ふ
武
士

し
を
日
の
本
の
）
、

ひ

る

い

匪
類
遊
女
の
末
迄
も
、

（

ば

か

）

ぎ

れ

つ

か
く
斗
り
義
烈
を

（
あ
げ
う
た
）

〈
上
紆
〉

か
A

る
た
め
し
を
日
の
本
の
、

/
＼
（
か
か
る
た
め

（
勇
）

ぼ
う
い
さ
ま
し
き
遊
女
に
て
は
な
き
か
。

は
ら
ひ

を
払
て
立
去
り
ぬ
。

た
A

ば
う
ぜ
ん

ゑ
み
し
は
唯
茫
然
と
し
て
夢
の
如
し
。

（
何
）

な
ん

（

酋

葉

）

（

汲

）

（

じ

）

言
は
を
力
は
さ
し
」

と、

（

果

）

（

罵

）

（

捨

）

た

も

と

い
ひ
も
は
て
ず
の
A

し
り
す
て
、
袂

お
ほ
ん
か
み

れ
日
の
本
の
御
神
の
御
末
な
る
ぞ
。

ち
く

汝
畜
生
如
き
も
の
に
、

（び）

再
ひ

（

さ

ま

）

も

っ

た

い

様
よ
と
い
ひ
て
も
て
な
し
た
れ
。
あ
あ
勿
体
な
や
、

わ
れ
は
こ

ち
く
せ
う

ひ
畜
生
め
、

ひ

る

い

（

ば

）

今
迄
は
わ
れ
匪
類
の
身
な
れ
は
、

（
客
人
）

汝
を
ま
ら
ふ
ど
よ

（

ば

）

け

し

き

な

ん

じ

け

稼

と
あ
り
け
れ
は
、
遊
女
も
つ
て
の
外
に
気
色
を
か
へ
、
「
汝
気
が
ら

望
む
所
よ
、

い
ま
よ
り
は
妻
と
も
な
し
、

（連）

国
へ
も
つ
れ
ゆ
か
ん
」

題
材
（
豹
の
見
世
物
）

み

そ
も
そ
も
舶
来
の
珍
獣
は
近
世
初
頭
か
ら
既
に
人
気
の
高
い
見

世
物
で
、
従
来
長
崎
に
舶
載
さ
れ
た
が
、
安
政
五
年
(
-
八
五
八
）

の
日
米
修
好
通
商
条
約
締
結
の
後
は
、
新
た
に
開
港
し
た
横
浜
へ

の
入
港
が
多
く
な
っ
た
。
『
難
波
な
か
づ
か
み
』
（
以
下
『
な
か
づ

か
み
』
）
の
題
材
と
な
っ
た
見
世
物
の
豹
も
、
こ
う
し
て
横
浜
に
渡

来
し
た
も
の
で
あ
る
（
注
2
)
0

万
延
元
年
(
-
八
六

O
)
五
月
下
旬
に
一
隻
の
オ
ラ
ン
ダ
商
船

が
横
浜
に
来
航
し
た
。
そ
の
貨
物
の
中
に
豹
の
子
が
い
た
。
そ
れ

を
聞
き
つ
け
た
江
戸
の
香
具
師
仲
間
ら
は
横
浜
へ
出
向
い
て
購
入

し
、
七
月
下
旬
か
ら
江
戸
の
西
両
国
で
見
世
物
興
行
が
催
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
豹
の
見
世
物
は
江
戸
で
大
評
判
を
取
っ
た
。
も
っ
と
も
、

当
時
の
大
衆
に
は
豹
と
虎
と
の
区
別
が
は
っ
き
り
と
は
つ
か
ず
、

「
虎
」
と
し
て
宣
伝
さ
れ
も
し
た
。
例
え
ば
『
舶
来
虎
豹
幼
絵
説
』

に
「
見
る
者
日
毎
に
数
万
人
、
虎
と
い
ひ
豹
と
称
へ
、
又
豹
は
虎

の
牝
な
り
と
し
、
諸
説
区
々
に
し
て
一
定
せ
ず
。
」
と
記
さ
れ
（
注
3
)
ヽ

ま
た
豹
を
描
い
た
当
時
の
錦
絵
や
ビ
ラ
も
、
そ
れ
を
「
虎
」
と
称

解
説

(81) 



し
て
い
る
。
江
戸
の
人
々
に
動
物
に
関
す
る
知
識
が
乏
し
か
っ
た

こ
と
に
加
え
て
、
文
化
史
的
に
も
圧
倒
的
に
虎
の
認
知
度
が
高
か

っ
た
こ
と
に
も
よ
ろ
う
（
注
4
)
0

こ
の
豹
の
見
世
物
は
、
江
戸
を
皮
切
り
に
東
海
道
を
経
て
、
大

坂
は
難
波
新
地
で
の
興
行
と
な
っ
た
。
『
大
阪
繁
昌
詩
』
に
も
「
文

久
二
年
壬
戌
春
、
夷
虜
齋
す
所
の
豹
」
と
題
す
る
詩
が
収
め
ら
れ
、

「
郊
南
珍
獣
時
々
来
、
昔
日
酪
舵
今
日
豹
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
時
期
（
文
久
二
年
壬
戌
春
）
・
場
所
（
郊
南
）
は
、
『
な
か
づ

か
み
』
の
「
抑
こ
と
し
文
久
二
年
の
正
月
中
比
、
難
波
の
南
に
当

て
、
子
飼
の
豹
を
見
す
。
」
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
寒
泉
が
関
心

を
抱
き
、
そ
の
由
来
を
尋
ね
た
と
い
う
豹
が
こ
れ
と
わ
か
る
。

『
な
か
づ
か
み
』
は
風
聞
の
記
録
ら
し
く
時
代
状
況
を
映
し
て

い
る
。
例
え
ば
、
「
ゑ
み
し
」
（
以
下
「
え
み
し
」
。
史
実
に
照
ら

せ
ば
オ
ラ
ン
ダ
人
を
指
す
）
が
珍
品
を
満
載
し
て
横
浜
に
来
航
し

た
と
い
う
『
な
か
づ
か
み
』
の
記
述
は
、
外
国
商
船
が
長
崎
に
代

り
横
浜
に
来
航
す
る
よ
う
に
な
っ
た
当
時
の
状
況
を
描
い
て
い
る
。

ま
た
『
な
か
づ
か
み
』
は
、
え
み
し
が
豹
を
虎
と
偽
っ
て
遊
女
に

与
え
、
ま
た
遊
女
も
虎
•
豹
の
違
い
に
頓
着
し
な
い
、
と
記
す
が
、

こ
れ
ら
の
点
は
虎
•
豹
を
混
同
し
て
い
た
当
時
の
認
識
を
映
し
て

い
る
。風

聞
の
記
録
で
あ
る
か
ら
、
『
な
か
づ
か
み
』
に
史
実
を
読
み
取

る
の
は
危
な
い
が
、
見
世
物
が
世
間
に
与
え
た
影
響
の
一
端
は
見

主
題
（
華
夷
思
想
・
攘
夷
論
）

て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
『
な
か
づ
か
み
』

は
見
世
物
史
の
資
料
と
な
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
。

『
な
か
づ
か
み
』
は
遊
女
の
「
義
烈
」
を
賞
賛
す
る
作
品
で
あ

る
が
、
そ
の
義
烈
は
「
え
み
し
」
に
対
し
て
発
揮
さ
れ
た
義
烈
で

あ
っ
た
。
「
綾
羅
•
錦
繍
」
「
伽
羅
・
賠
香
・
眠
珊
．
珊
瑚
珠
」
と

い
う
財
貨
の
誘
惑
に
負
け
ず
、
ま
た
商
人
の
妻
と
し
て
の
裕
福
な

生
活
を
放
棄
し
、
「
日
の
本
の
御
神
の
御
末
」
と
い
う
自
ら
の
精
神

的
価
値
の
優
位
を
主
張
し
て
「
畜
生
」
を
蹴
散
ら
し
、
ひ
い
て
は

「
日
の
本
の
御
運
」
を
隆
盛
に
導
く
に
足
る
、
そ
の
よ
う
な
遊
女

の
言
動
こ
そ
が
「
義
烈
」
の
中
身
で
あ
る
。
い
わ
ば
華
夷
思
想
に

根
ざ
し
た
攘
夷
的
な
遊
女
の
言
動
、
そ
れ
を
称
揚
す
る
こ
と
が
、

こ
の
作
品
の
主
題
で
あ
る
。

寒
泉
は
赤
穂
義
士
を
敬
慕
す
る
煉
慨
家
で
あ
っ
た
。
尊
王
攘
夷

の
思
潮
の
盛
ん
で
あ
っ
た
時
期
に
は
、
「
義
気
」
「
和
魂
」
を
唱
道

し
、
志
士
の
詩
歌
を
ま
と
め
て
『
條
慨
集
』
と
題
し
た
詩
集
を
愛

読
し
た
。
ま
た
維
新
後
も
洋
品
を
用
い
ず
、
監
を
結
っ
て
遺
風
を

存
し
た
と
い
う
（
注
5
)
。
『
な
か
づ
か
み
』
に
は
そ
ん
な
寒
泉
の
攘
夷

的
心
情
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
懐
徳
堂
の
対
外
観
を
振
り
返
る
に
、
中
井
竹
山
•
履
軒

(82) 



の
対
外
観
は
、
総
じ
て
積
極
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
竹
山
は
、

中
国
・
朝
鮮
•
琉
球
と
の
交
易
は
日
本
経
済
に
と
っ
て
有
害
で
あ

り
、
生
産
技
術
（
特
に
薬
・
紙
・
書
籍
）
に
お
い
て
遜
色
な
い
日

本
と
し
て
は
輸
入
を
制
限
す
べ
し
と
説
い
た
。
朝
鮮
通
信
使
に
つ

い
て
も
、
財
政
逼
迫
の
中
「
千
載
属
国
た
る
小
夷
」
に
過
ぎ
な
い

朝
鮮
の
使
節
を
国
を
挙
げ
て
歓
待
す
る
意
味
は
無
い
、
規
模
を
縮

小
し
て
対
馬
で
応
接
せ
よ
と
説
く
。
ま
た
、
ロ
シ
ア
の
南
下
で
緊

張
す
る
蝦
夷
地
に
つ
い
て
は
、
農
業
技
術
の
伝
授
や
交
易
な
ど
経

済
的
な
見
地
か
ら
の
蝦
夷
地
開
拓
は
主
張
し
た
が
、
ロ
シ
ア
か
ら

侵
攻
を
受
け
た
場
合
に
は
「
〔
交
易
の
〕
府
を
徹
し
て
済
す
べ
し
」

と
し
て
蝦
夷
地
を
国
防
の
対
象
と
み
な
さ
ず
、
対
立
を
回
避
す
る

よ
う
説
い
た
（
注
6)°

履
軒
も
、
中
国
・
琉
球
と
の
交
易
や
朝
鮮
通

信
使
に
つ
い
て
は
竹
山
と
ほ
ぼ
同
じ
見
解
な
が
ら
（
注
7
)
、
蝦
夷
地

に
つ
い
て
は
、
「
今
ま
で
か
け
は
な
れ
て
あ
り
し
も
の
を
、
別
に
事

を
通
じ
て
之
を
近
付
、
何
の
益
あ
ら
ん
や
」
（
『
辺
策
』
）
と
、
蝦

夷
地
を
不
毛
の
ま
ま
開
拓
せ
ず
に
お
く
方
が
国
防
上
得
策
で
あ
る

と
論
じ
（
注
8
)
、
竹
山
よ
り
更
に
対
立
回
避
の
傾
向
が
強
か
っ
た
。

竹
山
•
履
軒
を
師
と
し
た
実
業
家
山
片
蝠
桃
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る

（注
9
)
0

こ
の
よ
う
に
、
竹
山
•
履
軒
ら
懐
徳
堂
の
対
外
観
は
、
経
済
的

利
害
の
見
地
か
ら
、
あ
る
い
は
日
本
を
優
位
と
見
る
自
己
意
識
か

ら
、
外
国
と
の
交
易
・
交
際
に
は
縮
小
志
向
で
あ
っ
た
。
ま
た
外

国
の
脅
威
に
は
、
で
き
る
限
り
対
立
を
回
避
す
る
穏
健
な
姿
勢
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
西
洋
列
強
の
進
出
で
対
外
的
危
機
が
増
大
し

た
幕
末
、
尊
王
攘
夷
論
の
高
ま
り
の
中
で
、
寒
泉
の
対
外
観
も
当

時
の
思
潮
と
軌
を
一
に
し
て
華
夷
思
想
を
先
鋭
化
さ
せ
排
外
的
な

も
の
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
寒
泉
の
事
績
に
つ
い
て
は
数
編
の
文
章
が
紹
介
し

て
い
る
が
（
注
10)

、
そ
の
思
想
に
つ
い
て
は
殆
ど
研
究
が
な
さ
れ
て

い
な
い
（
注
ll)°

例
え
ば
、
『
な
か
づ
か
み
』
に
は
寒
泉
の
攘
夷
的
心

情
が
吐
露
さ
れ
る
が
、
時
事
に
即
し
て
ど
の
よ
う
な
対
外
観
を
も

っ
て
い
た
の
か
と
い
う
研
究
は
、
管
見
の
限
り
で
は
見
当
た
ら
な

い（注

g
。
幸
い
井
上
了
「
大
阪
大
学
蔵
「
並
河
寒
泉
文
庫
」
簡
介
」

（
『
懐
徳
』
第
七
一
号
、
平
成
一
五
年
）
に
よ
っ
て
大
阪
大
学
蔵
「
並

河
寒
泉
文
庫
」
の
全
体
像
が
示
さ
れ
、
環
境
が
整
備
さ
れ
た
。
寒

泉
関
係
の
資
料
調
査
お
よ
び
そ
の
思
想
研
究
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

表
現
（
能
楽
）

『
な
か
づ
か
み
』
は
、
内
容
は
通
俗
的
な
が
ら
、
そ
の
表
現
・

構
成
は
能
楽
的
構
成
を
と
っ
て
い
る
（
注
13)°

能
の
構
成
は
、
全
体

を
序
（
冒
頭
）
・
破
（
主
体
）
・
急
（
結
末
）
の
三
部
に
区
分
す
る

「
序
・
破
・
急
」
の
理
論
に
の
っ
と
っ
て
な
さ
れ
る
。
複
雑
な
構
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成
に
な
る
場
合
も
あ
る
が
、
三
部
構
成
が
基
本
で
あ
る
。
ま
た
、

シ
テ
の
中
入
り
の
有
無
に
よ
り
単
式
能
・
複
式
能
に
分
け
ら
れ
る
。

『
な
か
づ
か
み
』
の
場
合
、
序
「
世
に
伝
ふ

S
語
り
申
さ
ん
」
、

破
「
抑
こ
と
し
文
久
二
年

S
遊
女
に
て
は
な
き
か
」
、
急
「
か
か
る

た
め
し
を
日
の
本
の

S
目
出
度
き
御
世
を
仰
ぐ
哉
」
の
三
部
構
成
、

か
つ
、
シ
テ
の
中
入
り
の
な
い
一
場
構
成
の
単
式
能
で
、
極
め
て

単
純
な
構
成
に
な
る
能
楽
作
品
と
い
え
る
。

本
文
の
途
中
に
記
さ
れ
た
「
語
」
「
チ
（
地
）
」
「
上
紆
」
は
、

能
楽
を
構
成
す
る
謡
（
う
た
い
）
の
単
位
で
あ
る
。
「
語
」
は
シ
テ

や
ワ
キ
が
物
語
を
す
る
、
節
の
な
い
部
分
。
「
チ
」
は
、
恐
ら
く
「
地

（
地
謡
の
略
）
」
で
、
そ
う
な
ら
ば
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
役
割
を
も
つ

六

S
十
二
人
に
よ
る
斉
唱
。
「
上
妍
」
は
、
「
か
か
る
た
め
し
を
日

の
本
の
／
＼
」
と
初
め
の
七
五
の
繰
り
返
し
を
特
色
と
す
る
七
五

調
の
韻
文
で
、
叙
情
・
叙
景
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
も
演
出
効
果
を
意
識
し
た
能
楽
的
な
構
成
が
見
ら
れ
る
。

巻
末
に
「
ぐ
わ
ん
ぜ
無
魂
大
夫
令
章
句
志
也
（
ぐ
わ
ん
ぜ
無
魂

し
る

大
夫
章
句
せ
し
め
志
す
な
り
）
」
と
記
す
が
、
こ
れ
は
能
楽
の
シ

テ
方
家
元
で
あ
る
観
世
大
夫
の
節
付
け
を
模
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
実
在
し
た
観
世
左
近
太
夫
（
九
世
一
五
六
六

S
一
六
二
六
、

十
五
世
一
七
二
二

S
一
七
七
四
）
を
も
じ
っ
て
「
右
近
」
、
更
に

「
右
近
・
ウ
コ
ン
」
を
「
無
魂
・
ム
コ
ン
」
と
も
じ
っ
た
も
の
で

は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
寒
泉
の
趣
味
は
能
狂
言
で
あ
っ
た
（
注
14)0

一
、
漢
字
を
当
て
ら
れ
る
も
の
は
、
該
当
語
の
右
側
に
（
）
で
括
っ

(
1
)

翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
処
理
し
た
。

一
、
漢
字
仮
名
の
別
、
送
り
仮
名
、
仮
名
遣
い
に
つ
い
て
は
、
底
本

の
表
記
に
従
っ
た
。

一
、
漢
字
の
旧
字
体
・
異
体
字
は
、
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。

一
、
底
本
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
も
の
は
右
に
（
マ
マ
）
と
し
た
。

一
、
本
文
中
に
記
さ
れ
た
謡
の
小
段
は
、
〈
〉
に
括
っ
て
表
示
し
た
。

一
、
読
解
を
容
易
に
す
る
た
め
、
以
下
の
方
法
を
取
っ
た
。

一
、
清
濁
の
別
に
つ
い
て
は
、
底
本
の
表
記
に
従
っ
た
。
た
だ
し
、

底
本
に
な
い
濁
点
を
補
う
場
合
は
、
該
当
語
の
右
側
に
（
）

で
括
っ
て
表
示
し
た
。

一
、
読
点
は
、
底
本
に
従
っ
た
。
た
だ
し
、
底
本
に
は
無
い
句
読
点

の
区
別
を
設
け
た
。

一
、
改
行
や
改
段
落
は
、
内
容
に
即
し
て
適
宜
施
し
た
。

一
、
鉤
括
弧
「
や
中
黒
点
•
な
ど
底
本
に
は
な
い
記
号
を
適
宜
付

し
た
。

注

『
な
か
づ
か
み
』
は
、
寒
泉
自
ら
架
空
の
能
楽
師
に
擬
し
、
趣
味

の
延
長
と
し
て
「
戯
作
（
戯
れ
作
っ
た
）
」
し
た
能
楽
小
品
と
い
え

る。
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て
漢
字
を
表
示
し
た
。

、
振
り
仮
名
は
、
底
本
に
従
っ
た
。
た
だ
し
、
底
本
に
は
無
い
振

り
仮
名
を
補
う
場
合
に
は
、
現
代
仮
名
遣
い
に
よ
っ
て
該
当
語

の
右
側
に
（
）
に
括
っ
て
表
示
し
た
。

一
、
「
A

」
や
「
／
＼
」
は
、
底
本
の
表
記
に
従
っ
た
。
た
だ
し
漢

字
の
場
合
は
「
々
」
を
用
い
た
。
ま
た
「
／
＼
」
の
後
に
は
、

省
略
さ
れ
た
言
葉
を
（
）
に
括
っ
て
補
っ
た
。

(
2
)

見
世
物
に
関
し
て
は
以
下
の
書
を
参
照
し
た
。
朝
倉
無
声
『
見
世

物
研
究
』
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
七
七
年
初
版
・
一
九
九
九
年
四
版
）
、

古
河
三
樹
『
図
説
庶
民
芸
能
ー
江
戸
の
見
世
物
』
（
雄
山
閣
出
版
、

平
成
五
年
）
。

(
3
)
注
2
朝
倉
・
古
河
前
掲
書
所
載
に
よ
る
。

(
4
)
豹
の
錦
絵
・
報
状
に
つ
い
て
は
、
川
添
裕
「
見
世
物
絵
を
楽
し
む

3
」
(
『
月
刊
百
科
』
三
二
九
号
、
平
凡
社
、
一
九
九

0
年
）
参
照
。

(
5
)
西
村
天
囚
『
懐
徳
堂
考
』
（
明
治
四
四
年
）
下
巻
―
二

0
頁
、
お
よ

び
中
井
終
子
「
安
政
以
後
の
大
阪
学
校
」
（
『
懐
徳
』
第
九
号
、
昭
和

六
年
）
参
照
。

(
6
)
『
草
茅
危
言
』
巻
四
「
外
船
互
市
の
事
」
「
朝
鮮
の
事
」
「
琉
球
の
事
」
、

慈
本
一
雄
「
朝
鮮
通
信
使
の
廃
絶
と
中
井
履
軒
ー
徳
川
中
期
に
見
る

日
本
的
華
夷
思
想
ー
」
（
『
東
ア
ジ
ア
研
究
』
第
ニ
―
号
、
大
阪
経
済

法
科
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所
、
一
九
九
八
年
）
、
久
保
田
恭
平
「
中
井
竹

山
の
蝦
夷
地
開
業
論
」
（
『
北
海
道
産
業
開
発
研
究
所
紀
要
』
第
ニ
・

三
号
、
函
館
大
学
北
海
道
産
業
開
発
研
究
所
、
一
九
七

0
年
）
参
照
。

(
7
)
中
国
・
琉
球
と
の
貿
易
、
朝
鮮
通
信
使
に
関
す
る
履
軒
の
見
解
は
、

経
世
論
集
で
あ
る
『
四
茅
謡
』
の
付
録
、
お
よ
び
草
稿
集
で
あ
る
『
遺

草
合
巻
』
の
両
者
に
収
め
る
「
柔
遠
」
に
見
え
る
。
『
四
茅
厳
』
『
遺

草
合
巻
』
と
も
に
『
華
宵
国
物
語
（
懐
徳
堂
文
庫
復
刻
叢
書
三
）
』
（
吉

川
弘
文
館
、
平
成
二
年
）
に
収
め
る
が
、
『
四
茅
議
』
付
録
部
分
は
収

録
し
て
い
な
い
。
な
お
「
柔
遠
」
の
所
説
は
、
竹
山
の
『
草
茅
危
言
』

巻
四
に
「
或
人
の
茅
談
雑
篇
」
の
説
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
竹
山
の
献

策
の
一
部
を
成
し
て
い
る
。

(
8
)
植
手
通
有
『
日
本
近
代
思
想
の
形
成
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
）

参
照
。
な
お
『
辺
策
』
に
関
し
て
は
、
湯
浅
邦
弘
編
『
懐
徳
堂
文
庫

の
研
究
』
（
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
平
成
一
五
年
）
所
収
の

藤
居
岳
人
『
辺
策
私
弁
』
解
題
を
参
照
。

(
9
)
『
夢
の
代
』
歴
代
巻
四
、
制
度
第
五
を
参
照
。

(10)

注
5
所
掲
の
も
の
の
他
、
羽
倉
敬
尚
「
懐
徳
堂
遺
聞
ー
並
河
寒
泉

と
其
の
周
辺
ー
」
（
『
懐
徳
』
第
二

0
号
、
昭
和
一
七
年
）
、
同
「
並
河

朋
来
の
日
記
「
居
諸
録
」
ー
懐
徳
書
院
教
育
の
実
相
に
及
ぶ
ー
（
上
・

中
・
下
）
」
（
『
芸
林
』
八

I
-
S三
、
芸
林
会
、
昭
和
三
二
年
）
、
同

「
大
阪
学
校
懐
徳
書
院
最
後
の
名
教
授
並
河
華
翁
」
（
『
東
洋
文
化
』

復
刊
第
一
七
号
（
通
刊
第
二
五
一
号
）
、
無
窮
会
、
昭
和
四
三
年
）
、

中
井
木
菟
麻
呂
「
己
巳
残
愁
録
」
（
『
懐
徳
』
第
一

0
号
、
昭
和
七
年
）

な
ど
が
あ
る
。
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(11)

懐
徳
堂
の
先
学
お
よ
び
寒
泉
の
無
鬼
論
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、

陶
徳
民
『
懐
徳
堂
朱
子
学
の
研
究
』
（
大
阪
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四

年
）
の
第
六
章
第
三
節
「
並
河
寒
泉
の
「
弁
怪
論
」
」
が
あ
る
。

(12)

た
だ
注
11
の
陶
前
掲
書
三
六

O
S
三
六
一
頁
に
、
寒
泉
の
曽
祖
父

天
民
が
蝦
夷
地
開
拓
論
者
で
あ
っ
た
こ
と
、
安
政
二
年
(
-
八
五
三
）

の
蝦
夷
地
収
公
に
つ
い
て
寒
泉
が
関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
、
安
政

七
年
(
-
八
六

O
)
の
竹
山
の
祭
祀
に
お
い
て
寒
泉
が
林
則
徐
の
詩

幅
を
掛
け
、
英
国
に
対
す
る
強
硬
姿
勢
を
貫
い
た
林
則
徐
を
尊
敬
し

た
こ
と
、
な
ど
寒
泉
の
対
外
観
に
関
係
す
る
こ
と
が
ら
を
紹
介
す
る
。

(13)
能
楽
の
構
成
・
用
語
な
ど
に
つ
い
て
は
、
『
謡
曲
集
』
（
朝
日
新
聞

社
〈
日
本
古
典
全
書
〉
、
昭
和
二
四
年
）
、
『
謡
曲
集
』
（
小
学
館
〈
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉
、
一
九
九
九
年
）
、
『
大
日
本
百
科
全
書
』

一
八
（
小
学
館
、
一
九
九
五
年
）
参
照
。

(14)
注
5
所
掲
『
懐
徳
堂
考
』
同
巻
同
頁
参
照
。
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