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浄

瑠

璃

の

序

詞

一

　

　

　

　

　

・

浄
瑠
璃
は
そ
れ
が
語
物
で
あ
る
関
係
上
、　
一
般
の
演
劇
脚
本
の
や
う
に
最
初

か
ら
対
話
形
式
を
と
る
も
の
は
殆
ん
ど
な
く
、
多
く
の
も
の
は
先
づ
前
置
の
叙

述
が
あ
る
。
こ
れ
を
こ
こ
で
序
詞
と
呼
ぶ
。
こ
の
序
詞
は
古
浄
瑠
璃
に
も
既
に

存
在
し
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
が
非
常
に
発
達
し
、
開
花
し
た
の
は
近
松
や
海
音
の

世
話
物
に
於
け
る
序
詞
で
は
な
か
ら
う
か
。
時
代
物
と
世
話
物
と
の
序
詞
を
比

較
計
鶴
ば
、　
　
．

漢
に
三
尺
の
斬
蛇
あ
っ
て
四
百
年
の
基
を
お
こ
し
。
秦
に
大
阿
工
市
あ
っ
て

六
国
を
合
す
。
古
の
君
子
是
を
以
て
自
守
る
と
。
子
路
が
う
た
ひ
し
鋼
の
舞

か
へ
す
袂
も
面
白
き
。
我
神
国
の
天
の
村
雲
百
三
護
国
の
御
守
リ
フ
；
■
の

ゑ
ふ
す
民
こ
そ
。
め
で
た
け
れ
。
（遍
山
姥
）

まを
ん
な
き
ら
や
る
。
か
う
や
の
山
に
。
な
ぜ
に
め
ま
つ
は
。
は
ゆ
る
ぞ
や
。

な
ぜ
に
め
ま
つ
が
は
へ
ま
い
な
ら
ば
。
よ
ば
ひ
ぼ
し
で
も
と
ぶ
ま
い
か
。
松

よ
り
む
め
よ
り
。
や
な
ぎ
よ
り
お
て
ら
小
し
や
う
の
ち
ご
ざ
ぐ
ら
。
ち
ご
も

ん
じ
ゆ
の
御
さ
う
で
ん
大
師
の
ひ
ろ
め
を
き
給
ひ
。
ぞ
く
も
た
つ
と
む
若
衆

の
な
さ
け
し
ゆ
だ
う
ひ
み
つ
の
お
山
と
か
や
。
（心
中
万
年
草
）

古
浄
瑠
璃
の
序
詞
に
比
較
す
れ
ば
よ
ほ
ど
発
達
し
て
来
た
近
松
頃
の
時
代
物

横

山

の
序
詞
と
比
較
し
て
も
、
世
話
物
の
序
詞
と
の
間
に
は
猶
こ
れ
だ
け
の
相
違
が

見
ら
れ
る
。
か
う
し
た
世
話
浄
瑠
璃
序
詞
の
特
徴
を
一
応
考
へ
て
み
よ
う
。

（
イ
）
時
代
物
の
序
詞
の
多
く
の
も
の
に
比
し
て
、
よ
ほ
ど
世
話
に
く
だ
け
た

柔
味
を
多
く
も
つ
表
現
に
よ
る
も
の
。

議
下
リ
カ

断
り
曲
腕
囃
い
け
隷
嘲
軌
駆
け
唯
爆
請
陵
「
ｍ
畔
珊
登

（ 捨
薫
動
壁
が
畳
】
煩

（
口
）
時
代
物
序
詞
の
多
く
が
三
人
称
的
主
語
の
立
場
か
ら
書
か
れ
て
ゐ
る
の

に
対
し
、
世
話
物
序
詞
で
は

一
人
称
的
主
語
の
立
場
か
ら
書
か
れ
て
ゐ
る
も
の

が
多
い
。
前
に
あ
げ
た
娠
山
姥
の
序
詞
の
如
き
は
主
語
が

，
一人
称
的
で
あ
る

が
経
次
の
世
話
物
の
例
な
ど
は

一
人
称
的
立
場
を
と
っ
て
ゐ
る
。

か
ら
猫
が
お
ね
こ
よ
ぶ
と
て
う
す
げ
し
や
う
。
す
る
は
し
ほ
ら
し
や
。
猫
さ

へ
も
。
つ
ま
ゆ
へ
し
の
ぶ
に
我
身
は
。
何
と
か
ら
打
の
。
エ
イ
ソ
リ
ア
つ
な

よ
り
。
と
け
ぬ
契
り
ぞ
や
。
…
…

（
大
経
師
音
暦
）

小
唄
を
引
用
し
た
序
詞
の
多
く
は
小
唄
と
い
ふ
も
の
の
性
質
上
、　
一
人
称
的

表
現
が
多
く
、
又
英
他
の
歌
と
か
、
謡
曲
の
影
響
に
よ
る
次
第
の
場
合
等
に
多

く
見
ら
れ
る
。

（
ハ
）

一
人
称
的
で
は
な
い
が
、
二
人
称
叉
は
三
人
称
的
内
容
の
序
詞
を
登
場

人
物
の
誰
か
が
直
接
歌
ひ
、
又
は
話
し
て
ゐ
る
形
式
を
と
る
も
の
。
こ
れ
を
仮

正



に
直
接
話
法
と
呼
ぶ
。

師
の
お
地
蔵
は
親
ょ
り
ま
し
ぢ
や
。
似
合
ノ
ヽ
の
妻
た
も
る
。
愛

へ
よ
ら
せ

の
お
地
蔵
も
た
の
め
や
恋
し
ゆ
か
し
の
殿
御
持
。
コ
レ
馬
子
殿
。
今
の
小
歌

は
さ
り
と
て
は
。
可
愛
ら
し
い
唱
歌
じ
や
。
・…
八
笠
屋
三
勝
二
十
五
年
忌
）

上
記
の
や
う
な

一
人
称
、
或
は
直
接
話
法
的
表
現
に
依
り
序
詞
が
書
か
れ
て

ゐ
る
こ
と
は
、
上
演
に
際
し
て
、
と
か
く
説
明
的
、
間
接
的
傾
向
に
陥
り
易
い

性
質
を
持
つ
浄
瑠
璃
に
於
て
、
太
夫
が
最
初
か
ら
作
中
人
物
と
融
合
し
、
表
現

が
直
接
的
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
浄
瑠
璃
に
あ
っ
て
は
時
代
物
、
世

話
物
を
間
は
ず
、
理
想
的
表
現
の
一
つ
で
あ
ら
う
。

（
二
）
歌
又
は
歌
に
類
似
の
も
の

（
は
や
し
こ
と
ば
の
類
）
に
よ
っ
て
序
詞
が

書
か
れ
て
ゐ
る
も
つ
。
こ
れ
は
世
話
物
の
序
詞
に
は
非
常
に
多
く
、
か
う
し
た

序
詞
が
観
客
並
び
に
舞
台
に
明
る
い
気
分
を
与
へ
、
殊
に
世
話
に
く
だ
け
た
柔

味
は
世
話
浄
瑠
璃
の
序
詞
に
と
っ
て
、
最
適
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
か

で
、
既
に
挙
げ
た
例
に
も
多
く
見
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。

（
ホ
）
序
詞
が
次
に
続
く
本
文
に
特
殊
の
情
緒
的
雰
囲
気
を
与
て
ゐ
る
も
の
。

ふ
ね
を
だ
し
や
ら
ば
。
夜
ぶ
か
に
だ
し
や
れ
。
ほ
か
げ
見
る
さ
へ
気
に
か
ヽ

る
。
長
門
の
秋
の
。
夕
ぐ
れ
は
歌
に
よ
む
て
ふ
も
じ
が
せ
き
。
下
の
関
共
名

に
た
か
き
西
国

一
の
大
み
な
と
。
…
…
以
下
本
文

（博
多
小
女
郎
波
枕
）

序
詞
の
最
初
に
出
さ
れ
て
ゐ
る
こ
の
歌
は
、
次
に
続
く
本
文
の
下
関
を
舞
台

と囁醸珈脚̈
蹴膚ョ「徳輸］れは峙嘲践』̈
どへは局】一更に身には

寒
か
ら
じ
。
…
…

（
金
屋
金
五
郎
浮
名
額
）

か
う
し
た
調
子
で
始
ま
る
序
詞
が
、
次
に
来
る
酒
宴
の
席
を
描
く
本
文
に
情

緒
的
雰
囲
気
を
与
へ
て
ゐ
る
こ
と
は
い
ふ
迄
も
な
い
。
こ
れ
ら
の
や
う
に
、
序

詞
自
身
に
抒
情
性
を
も
た
せ
、
次
の
本
文
に
迄
情
緒
を
与
へ
て
ゐ
る
や
う
な
序

詞
は
、
感
情
的
に
非
常
に
発
達
し
て
来
た
世
話
物
に
於
て
、
こ
れ
叉
好
適
で
あ

っ
た
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
散
文
、
歌
及
び
謡
調
か
ら
な
る
序
詞
の

申
に
見
ら
れ
る
。

世
話
浄
瑠
璃
序
詞
の
多
く
に
見
ら
れ
る
性
質
、
特
徴
は
以
上
と
は
違
っ
た
分

類
を
す
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ら
う
が
、
今
は
一
応
右
の
や
う
に
分
け
て
み

た
。
近
松
及
び
海
音
の
世
話
物
に
於
け
る
こ
れ
ら
諸
特
徴
の
分
布
状
態
を
見
る

と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
近
松
）
一
薩
　
　
摩
　
　
歌

④

心

薔Ｔ
重

井

筒

④
Ｏ
①

心

中

万

年

草

④
⑥
Ｏ
⑤

丹
　
波
　
与
　
作

④

淀
鯉
出

世
滝
徳

④
Ｏ
Ｏ
⑤

心
中
刃
は
氷
の
朔
日

④

冥

途

の

飛

脚

④

今

宮

（）
心

中

④
⑥
Ｏ
⑤

夕
霧

阿
波
鳴
渡

⑤

右
の
外
に
曾
根
崎
心
中
、
心
中
二
枚
絵
草
紙
、
卯
月
紅
葉
、
卯
月
の
潤
色
、

鑓
の
権
三
重
帷
子
等
は
道
行
で
始
ま
っ
た
り
、
或
は
直
ち
に
本
文
に
入
っ
て
、

序
詞
と
見
る
べ
き
も
の
が
な
い
故
、
除
外
し
た
。
叉
、
堀
川
波
鼓
、
五
十
年
忌

歌
念
仏
の
序
詞
は
前
述
の
特
徴
の
何
れ
を
も
持
た
な
い
ｏ

（海音）一慟】一一一̈̈
∞∞①一】一一「一』一一緑「Ｏ①

右
の
外
に
傾
城
思
升
屋
、
梅
田
心
中
は
道
行
文
で
始
ま
り
、
序
詞
が
な
い

故
、
除
外
す
る
。
又
袂
の
自
し
ぼ
り
、
丸
腰
連
理
松
、
な
ん
ば
橋
心
中
の
序
詞

心 女 心 博 寿 生 大 長

中 殺 中 家 の 玉 経 町

答 油 天 女   師 女

庚 地 網
毀

門 心 昔 腹

切

④

暦

④
◎
Ｏ
①

中

◎
③

松

④
◎
Ｏ
①

枕

④
Ｏ
Ｏ
Ｏ

島

④
Ｏ
Ｏ
③

獄

④
Ｏ
Ｏ
Ｏ

申

④



に
は
前
記
の
特
徴
の
何
れ
も
な
い
。

近
松
、
海
音
の
世
話
物
の
序
詞
の
多
く
の
も
の
に
は
以
上
の
や
う
な
特
徴
が

単
独
で
、
叉
は
重
複
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
明
か
と
な
っ
た
が
、
か
う
し
た
序

詞
の
特
徴
は
浄
瑠
璃
の
時
代
物
に
於
て
は
、
ど
ん
な
有
様
で
あ
ら
う
か
。
こ
れ

を
見
る
前
に
、
先
づ
浄
瑠
璃
に
関
係
の
深
い
先
行
芸
術
と
し
て
、
幸
若
舞
曲
、

謡
曲
及
び
寛
文
頃

（近
松
初
期
作
品
の
疑
あ
る
も
の
が
現
れ
始
め
る
延
宝
以
前

）
迄
の
説
経
節
や
古
浄
瑠
璃
の
序
詞
の
形
式
を
概
観
す
る
必
要
が
あ
る
。

二

幸
若
舞

曲

①
　
序
詞
や
形
式
句
を
全
く
持
た
な
い
も
の
。

②
　
単
純
な
形
式
句
か
ら
直
ち
に
本
文
に
続
く
も
の
。

（抑
、
夫
、
既
に
、
中

昔
の
こ
と
か
と
よ
、
愛
に
、
さ
る
あ
ひ
だ
、
さ
て
も
、
去
程
に
、
其
後
等
）

０
　
完
全
に
長
い
序
詞
と
な
っ
て
ゐ
る
も
の
。

（例
、
満
仲
、
新
曲
）

但
こ
れ
ら
は
未
だ

「夫
綱
に
以
る
に
」
の
や
う
な
形
式
句
と
も
い
ふ
べ
き
文

句
で
始
ま
ま
っ
て
ゐ
る
。

謡
　
　
　
曲

０
　
序
詞
の
性
質
を
も
つ
交
句
が
全
く
な
い
も
の
。

②
　
フ
キ
次
第
等
の
形
で
序
詞
と
見
ら
れ
る
も
の
を
持
つ
も
の
。

こ
れ
は
浄
瑠
璃
の
序
詞
に
多
く
の
影
響
を
与
へ
て
を
り
、
殊
に
次
第
の
中
に

は
一
人
称
的
立
場
か
ら
の
表
現
も
多
く
、
世
話
浄
瑠
璃
序
詞
の
項
に
挙
げ
た

（
口
）
一
人
称
的
表
現
の
原
形
を
こ
ゝ
に
見
る
。
（
例
、
老
松
等
）。
叉
後
に

時
代
物
浄
瑠
璃
の
項
で
述
べ
る
序
詞
の
最
後
が
係
結
形
式
で
終
る
形
も
、
こ

の
次
第
の
中
に
既
に
見
ら
れ
る
。

（例
、
右
近
、
禾
女
等
）

説
　
経
　
節

０
　
形
式
旬
の
み
で
直
ち
に
本
文
に
つ
ゞ
く
も
の
。

（
た
ヽ
い
ま
か
た
り
申
御

物
か
た
り
、
中
む
か
し
の
事
な
る
に
、
扱
も
そ
の
の
ち
、
扱
も
そ
の
の
ち
中

此
の
事
か
と
よ
等
）

②

「扱
も
そ
の
の
ち
」
十

「序
詞
」
＋

「本
文
」

（例
、
熊
谷
先
陣
問
答
、
笠

寺
観
音
之
本
地
等
）

こ
の
形
式
は
浄
瑠
璃
に
も
多
く
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
序
詞
の
内
容
は
す
べ
て

道
徳
的
、
仏
教
的
教
訓
と
も
い
ふ
べ
き
内
容
を
形
式
的
な
堅
い
文
句
で
述
べ

た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

③

「
そ
れ
」
十

「序
詞
」
＋

「本
文
」

（例
、
寛
文
七
年
本
さ
ん
せ
う
太
夫
、

日
蓮
記
、
石
山
記
等
）

こ
の
序
詞
も
大
体
右
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
が
、
た
ゞ

「
ひ
や
う
ご
の
つ
き

鳴
」
の
如
き
は
平
家
物
語
の
文
句
を
と
り
、
文
学
的
色
彩
を
持
っ
て
ゐ
て
、

近
松
初
期
頃
の
一
部
の
作
品
の
序
詞

（
後
に
述
べ
る

（
三
）
に
相
当
す
る
も

の
）
と
同
程
度
と
な
っ
て
ゐ
る
。

④

「
そ
れ
つ
ら
ノ
ヽ
お
も
ん
み
る
に
」
＋

「序
詞
」
十

「本
文
」

（例
、　
し
や

か
の
御
本
地
、
お
ぐ
り
判
官
等
）

こ
の
序
詞
も
形
式
的
な
道
徳
、
教
訓
的
内
容
に
す
ぎ
な
い
。

古

浄

瑠

璃

０
　
形
式
旬
の
み
で
直
ち
に
本
文
に
つ
ヽ
く
も
の
。
（
さ
る
ほ
ど
に
、　
さ
て
も

そ
の
の
ち
、
さ
て
も
そ
の
ヽ
ち
物
の
あ
は
れ
を
と
ヽ
め
し
は
、
さ
て
も
そ
の

ヽ
ち
中
こ
ろ
の
こ
と
な
る
に
等
）

②

「
さ
て
も
そ
の
ヽ
ち
」
十

「序
詞
」
十

「木
文
」
（例
、
い
け
と
り
夜
う
ち
、

ゆ
み
つ
き
、
き
り
か
ね
、
制
さ
ん
だ
ん
、
ぜ
ん
じ
そ
が
等
）

こ
の
形
は
説
経
節
に
も
あ
る
が
、
古
浄
瑠
璃
で
は
寛
永
二
十
年
の

「
い
け
と



り
夜
う
ち
」
か
ら
見
ら
れ
る
。
然
し
、
そ
の
序
詞
は
殆
ん
ど
人
界
の
自
然
律
、

或
は
道
徳
と
も
い
ふ
べ
き
内
容
が
形
式
的
表
現
に
依
っ
て
書
か
れ
て
ゐ
る
に

過
ぎ
な
い
が
、
明
暦
頃
の

「制
さ
ん
だ
ん
」
「
せ
ん
じ
そ
が
」
等
に
な
る
と

文
学
的
修
飾
が
多
少
現
れ
、
近
松
初
期
頃
の
も
の
と
思
は
れ
る
作
品
の
序
詞

の
一
部
の
も
の

（後
に
述
べ
る

（
二
）
に
相
当
す
る
も
の
で
、
牛
若
千
人
斬

等
）
と
同
程
度
に
ま
で
な
っ
て
ゐ
る
。

③

「そ
れ
」
十

「序
詞
」
＋

「本
文
」
（例
、
若
月
保
治
氏
も
既
に
指
摘
さ
れ

て
ゐ
る
や
う
に
、
天
狗
羽
討
、
天
草
四
郎
島
原
物
語
等
万
治

・
寛
女
頃
の
も

の
に
見
ら
れ
る
じ

こ
の
序
詞
は
大
体
、
近
松
初
期
作
品
の
一
部
の
も
の
（後
に
拳
げ
る

（
三
）

に
相
当
す
る
も
の
）
と
同
程
度
に
ま
で
な
っ
て
ゐ
る
。

以
上
は
寛
文
頃
迄
に
見
ら
れ
る
先
行
芸
術
の
序
詞
の
大
体
の
傾
向
の
概
観
で
あ

る
が
、
右
の
う
ち
形
式
句
も
序
詞
も
な
い
も
の
は
、
こ
、
で
は
全
く
問
題
に
な

ら
な
い
。
次
に
形
式
句
が
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
幸
若
舞
曲
、
説
経
、
古
浄
瑠

璃
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
形
式
句
に
も

一
応
の
注
意
を
要
し
、
殊
に
序
詞
と

共
に
存
在
し
て
ゐ
る
場
合
、
特
に
注
意
を
要
す
る
が
、
次
に
述
べ
る
延
宝
以
後

に
な
る
と
形
式
句
は
次
第
に
影
を
ひ
そ
め
、
序
詞
が
著
し
く
発
達
し
て
来
る
。

そ
し
て
形
式
句
と
し
て
や
、
多
く
見
ら
れ
る
の
は
「扱
も
其
後
」
だ
け
と
な
り
、

其
他
の
形
式
句
と
し
て
は
極
く
稀
に
、
そ
れ
、
抑
、
去
程
に
等
が
散
見
さ
れ
る

の
み
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
序
詞
の
発
達
変
遷
を
考
へ
る
上
に
は
全
く
問
題
と

な
ら
な
く
な
る
。
か
う
し
た
観
点
か
ら
次
に
近
松
初
期
作
品
の
疑
の
あ
る
作
品

が
現
れ
始
め
る
延
宝
以
後
の
浄
瑠
璃
の
序
詞
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

三

．延
宝
期
以
後
に
な
っ
て
も

「京
わ
ら
ん
べ
」
や

「盛
久
」
の
や
う
に

「扱
も

其
後
」
や

「去
程
に
」
の
形
式
旬
か
ら
直
ぐ
に
本
文
の
内
容
に
入
る
形
も
あ
る

が
、
か
う
し
た
も
の
は
殆
ん
ど
影
を
ひ
そ
め
て
、
寛
永
以
後
現
れ
た
序
詞
は
い

よ
い
よ
発
達
し
て
、
極
く
少
数
の
作
品
以
外
の
も
の
に
は

一
様
に
序
詞
の
存
在

を
見
る
や
う
に
な
る
。
大
別
し
て
み
る
と
、

（
一
）
扱
も
其
後
―
序
詞
―
係
結
　

「扱
も
其
後
」
の
次
に
普
遍
的
、
格
言
的

な
序
特
有
の
文
句
か
ら
な
る
序
詞
が
あ
り
、
そ
の
最
後
が
係
結
で
終
る
も
の
。

こ
の
形
は
延
宝
頃
が
最
も
多
く
、
融
大
臣
（
元
藤
七
年
？
）頃
迄
散
見
さ
れ
る
。

さ
て
も
そ
の
ゝ
ち
。
そ
れ
和
国
と
い
っ
ば
八
百
万
代
や
あ
ま
て
ら
す
。
ひ
か

り
や
は
ら
ぐ
日
の
本
の
。
歌
に
道
あ
る
。
か
み
と
君
。
竹
の
苑
生
の
末
葉
ま

で
。
す
ぐ
な
る
御
代
こ
そ
。
久
し
け
れ
。
髪
に
‥
以
下
本
文

（
源
氏
供
養
）

０
し

（
Ａ
）
扱
も
其
後
―
序
詞
―
（
係
結
な
し
）

例
、
三
社
託
宣
、
牛
若
千
人
斬
等

（
Ｂ
×
「扱
も
其
後
」
な
し
）―
序
詞
―
壼
瞥
締

な
か
ノ
ヽ
愚
な
り
（古
形
）

例
、
世
継
曾
我
、
神
功
皇
后
三
韓
責
等

こ
れ
は
序
詞
の
前
後
に

「扱
も
其
後
」
か
、
係
結
形
式
か
の
ど
ち
ら
か

一
方

が
あ
る
形
。
（
Ａ
）
の
形
は
既
に
説
経
や
古
浄
瑠
璃
頃
か
ら
あ
り
、
元
隷
十
五
年

の

「
一
心
五
戒
魂
」
頃
迄
見
ら
れ
る
。
（
Ｂ
）
の
形
は
前
述
の
や
う
に
既
に
謡
曲

（
右
近
等
）
に
あ
り
、
浄
瑠
璃
で
は
近
松
、
海
音
の
世
話
物
に
こ
そ
全
く
な
い

が
、
延
寛
頃
の

（
舎
利
）
其
他
多
く
の
も
の
に
見
ら
れ
、
事
保
頃
に
至
っ
て
も

か
な
り
多
い
。
近
松
死
後
も
猶
、
時
代
物
、
世
話
物
に
少
数
な
が
ら
見
ら
れ
る
。

（
例
、
本
朝
十
四
孝
、
神
霊
矢
口
渡
、
潤
色
江
戸
紫
、
雙
蝶
々
由
輪
日
記
等
）。

但
、
係
結
で
終
る
形
は
古
い
時
代
の
説
経
や
古
浄
瑠
璃
に
は
殆
ん
ど
見
ら
れ
な

い
。

（
こ
の
形
は
歌
舞
伎
脚
本
の
序
詞
と
見
る
べ
き
も
の
に
も
あ
る
が
、
浄
璃

瑠
の
方
が
古
い
ら
し
い
。
）

（
三
）
序
詞
の
前
後
の

「扱
も
其
後
」
も
係
結
も
な
く
な
る
が
、
序
詞
は
未
だ



多
分
に
漢
文
調
で
新
味
の
な
い
も
の
。

文
宣
王
は
大
野
に
狩
し
て
麒
麟
を
得
。
韓
退
之
が
獲
麟
の
解
に
日
。
麟
は
徳

を
以
し
て
形
を
以
て
せ
ず
と
云
々
。
…
…

（
百
日
言
我
）

但
こ
れ
と
大
体
同
程
度
の
序
詞
は

「そ
れ
」
等
の
多
少
形
式
類
似
の
言
葉
を

持
っ
て
は
ゐ
る
が
、
既
に
幸
若
舞
山
の
満
仲
、
新
曲
、
古
浄
瑠
璃
の
天
狗
羽
討
、

天
草
四
郎
島
原
物
語
、
説
経
の
、
ひ
よ
う
ご
の
つ
き
嶋
等
に
見
ら
れ
る
。
時
代

物
で
は
、
こ
の
段
も
長
く
見
ら
れ
、
享
保
頃
と
も
な
れ
ば
数
こ
そ
少
な
く
な
る

が
津
国
女
夫
池
、
ぼ
州
川
中
島
合
戦
に
も
あ
り
、
近
松
死
後
の
時
代
物
に
は
却

っ
て
多
く
な
っ
て
ゐ
る
。

（鬼

一
法
眼
三
略
巻
、
菅
原
伝
授
手
習
鑑
、
妹
背
山

婦
女
庭
訓
等
）。
近
松
、
海
音
の
世
話
物
に
は
全
く
な
い
が
、
其
他
の
世
話
物

で
は
雁
金
文
七
三
年
忌

（
雄
」
に
メ
杵
Ｙ

夏
祭
浪
花
鑑
（延
享
二
年
）
が
こ
れ

に
属
す
る
。

（
四
）
従
来
の
漢
文
調
が
や
ヽ
和
文
調
と
な
っ
て
、
幾
ら
か
の
新
味
を
出
し
て

ゐ
る
序
詞
。

あ
め
つ
ち
の
中
に
つ
の
ぐ
む
あ
し
は
ら
や
。
ひ
ぢ
か
た
ま
り
て
み
ほ
の
国
。

か
し
ま
の
神
の
か
な
め
い
し
…
…
（信
口
小
太
郎
）

こ
れ
は
既
に
早
く
他
の
形
と
の
混
在
で
は
あ
る
が

「あ
ふ
ひ
の
う
へ
」
（延

宝
七
年
？
）
に
見
ら
れ
、
管
見
の
範
囲
で
は
事
保
頃
迄
の
時
代
物
の
序
詞
に
あ

る
。
世
話
物
で
は
古
く
は
雁
金
文
七
秋
の
霜

（元
蕨
十
五
年
）
に
あ
り
、
金
屋

金
五
郎
後
日
雛
形
、
助
六
心
中
、
蝉
の
ぬ
け
が
ら
、
茜
染
野
中
の
隠
井
等
に
見

ら
れ
る
が
、
近
松
、
海
音
の
世
話
物
に
は
な
い
。

（中空淵笏】撫［蒙『江】っい』］隷綱懇産鋼」に％階』″中の時

鳥
は
つ
ね
を
な
き
じ
其
む
か
し
。
…
…
（傾
城
反
魂
香
）

こ
れ
は
他
の
形
と
混
在
し
て
ゐ
る
も
の
が
多
い
が
、
早
く
は
、
つ
れ
ハ
ヽ
草

（延
宝
頃
）
に
見
ら
れ
、
近
松
、
海
音
頃
の
時
代
物
で
は
元
藤
頃
に
や
ヽ
多
く
、

（十
二
段
、
都
乃
官
土
、
佐
藤
忠
臣
十
日
正
月
、　
曾
我
七
以
呂
波
、
当
流
小
栗

判
官
等
）
、
三
井
寺
開
帳

（
享
保
二
年
以
前
）
頃
迄
見
ら
れ
る
。
又
同
時
代
の

世
話
物
で
は
、
大
体
元
緑
末
か
ら
正
徳
頃
の
も
の

（
金
屋
金
五
郎
浮
名
額
、
堀

川
波
鼓
、
五
十
年
忌
歌
念
仏
、
袂
の
自
し
ば
り
、
夕
霧
阿
波
鳴
渡
、
丸
腰
連
理

松
、
生
玉
心
中
）
に
あ
る
。
叉
そ
れ
以
後
の
時
代
物
、
世
話
物
に
も
多
少
見
ら

れ
、
静
討
檻
篠
錦
、
本
朝
十
四
孝
、
摂
州
合
邦
辻
、
絵
本
太
功
記
、
潤
色
江
戸

紫
、
一泉
羽
二
重
娘
気
質
、
関
販
千
両
職
、
近
頃
河
原
達
引
等
が
こ
の
例
で
あ
る
。

（
六
）
最
初
に
挙
げ
た

（
イ
）
に
相
当
す
る
世
話
物
的
新
し
い
表
現
の
序
詞
。

時
代
物
で
は
世
話
物
よ
り
早
く
、
下
関
猫
魔
達

（
元
藤
十
年
前
後
？
）
に
既
に

見
ら
れ
、
天
鼓
、
雪
女
五
枚
羽
子
板
、
小
嘔
小
町
都
年
玉
、
唐
船
噺
今
国
性
爺

等
に
あ
り
、
近
松
死
後
の
も
の
で
は
伽
羅
先
代
萩
の
序
詞
が
こ
れ
で
あ
る
。
又

世
話
物
で
は
近
松
、
海
音
の
も
の
は
前
に
掲
げ
た
表
の
や
う
に
非
常
に
多
く
の

【̈
いは』肛縁哨れ筆”̈
に「い針̈
罐『脚酢倖』叫鵡」跡申可赫森

誠
草
（
徳
詠
薇
嚇
マ

雁
金
文
七
三
年
忌
（業

，
翫
許
句
糾
”
じ
、
井
筒
屋
源
六
恋

寒
晒
（
一享
聴
ヽ
一
腑
）
の
序
詞
が
こ
れ
で
あ
ら
う
。
近
松
死
後
の
世
話
物
で
も
昔

米
万
石
通
、
元
日
金
歳
越
其
他
に
多
く
見
ら
れ
る
。

（
七
）
（
口
）
に
相
当
す
る
一
人
称
的
立
場
で
書
か
れ
た
序
詞
。
世
話
物
で
は
近

松
の
後
期
の
も
の
に
多
く

（前
掲
の
表
参
照
）、
海
音
で
は
傾
城
三
度
笠
に
、

諄
鰤
赫
寸
わ
れ
離

草 の
期
に
抑
“
働
章
％
詳
鋤
「
み
畢
鏡
ず
い
ψ
摯
一
肇
簾
楽
藁
岬

後
口
雛
形
、
井
筒
屋
源
七
恋
寒
晒
に
あ
る
。
然
し
、
こ
れ
も
時
代
物
に
早
く
見

ら
れ
、
つ
れ
ハ
ヽ
草

（延
宝
頃
）
か
ら
享
保
頃
に
わ
た
っ
て
散
見
さ
れ
る
。
近



松
死
後
の
時
代
物
や
世
話
物
に
於
て
は
、
極
く
少
数
の
外
に
は
見
ら
れ
な
い
。

（
八
）
（
ハ
）
に
相
当
す
る
直
接
話
法
的
表
現
に
よ
る
序
詞
。
こ
の
形
が
と
ら
れ

た
世
話
物
で
の
最
初
の
も
の
は
心
中
万
年
草

（
宝
永
五
年
）
で
あ
り
　
（英
他

は
表
参
照
）、
近
松
死
後
で
は
関
取
千
両
職
、
恋
娘
音
八
丈
の
如
き
、
こ
の
例

で
あ
る
が
、
時
代
物
で
は
世
話
物
よ
り
も
早
く
、
天
鼓

（元
隷
十
四
年
）
及
び

雪
女
五
枚
羽
子
板

（宝
永
二
年
）
に
見
ら
れ
、
享
保
頃
迄
に
極
く
少
数
散
見
さ

れ
る
ｏ
　
　
　
　
　
　
　
　
、

（九
）
Ｔ
こ
に
相
当
す
る
歌
又
は
そ
れ
に
類
似
の
も
の
に
依
っ
て
書
か
れ
た
序

詞
。
こ
れ
が
世
話
物
に
如
何
に
多
い
か
は
近
松
ハ
海
音
の
世
話
物
の
表
に
示
さ

れ
て
ゐ
る
通
り
で
あ
り
、
後
の
も
の
で
は
元
日
金
歳
越
、
雙
蝶
々
曲
輪
日
記
、

恋
娘
昔
八
丈
、
か
繰
名
残
十
三
夜

（豊
後
稼
正
木
）
の
如
き
も
、
こ
の
例
で
あ

る
。
然
も
、
こ
れ
が
最
初
に
現
れ
た
の
は
世
話
物
の
遊
女
誠
草

（宝
永
元
年
）

で
あ
り
、
時
代
物
で
の
最
初
の
例
で
あ
る
雪
女
五
枚
羽
子
板

（宝
永
二
年
）
よ

り
も
早
い
。
時
代
物
に
は
こ
の
形
が
非
常
に
少
な
く
、
世
話
物
序
詞
の
一
特
徴

と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

（十
）
（
ホ
）
に
相
当
す
る
も
の
で
、
抒
情
性
を
持
つ
序
詞
が
次
に
続
く
本
文
に

迄
そ
の
情
緒
性
を
与
へ
て
ゐ
る
も
の
。
こ
れ
は
世
話
物

一
般
に
最
も
多
く
見
ら

れ
る
が
、
時
代
物
に
も
叉
か
な
り
多
く
あ
り
、
殊
に
世
話
物
よ
り
は
早
く
、
頼

朝
浜
出

（時
代
不
明
）、
都
乃
富
士

（元
藤
六
年
）、
融
大
臣

（元
藤
七
年
？
）

等
に
見
ら
れ
、
世
話
物
に
現
れ
始
め
る
雁
金
文
七
一
周
忌

（元
豫
十
六
年
）、

金
屋
金
ヨ
郎
浮
名
額

（同
年
）
よ
り
も
早
い
。
然
し
、
こ
の
形
が
や
は
り
世
話

物
の
一
特
徴
で
あ
る
と
は
考
へ
て
よ
い
と
思
ふ
。

以
上
の
う
ち

（
一
）
よ
り

（
三
）
ま
で
は
古
い
形
と
考
へ
ら
れ
、
こ
れ
ら
が

相
当
後
期
迄
も
散
見
さ
れ
る
点
に
、
如
何
に
浄
瑠
璃
が
古
い
形
式
に
執
著
を
持

ち
、
伝
統
を
尊
重
し
て
ゐ
た
か
を
窺
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
古
来
大
序
が
太
夫
に

依
っ
て
最
も
重
ん
じ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
考
へ
る
時
は
、　
一
層
序
詞
に
於
け
る

こ
の
現
象
が
領
会
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（殊
に

「扱
も
英
後
」
の
一
句
な
ど
、

ど
ん
な
に
重
大
視
さ
れ
て
ゐ
た
か
は
色
道
大
鑑
、
鶏
鵡
が
柚
等
が
既
に
指
摘
し

て
ゐ
る
通
り
で
あ
る
じ

（
四
）、
（
五
）
の
二
つ
の
形
式
は
古
形
か
ら
新
形
式
へ
の
発
展
過
程
を
示
し

て
ゐ
る
と
思
は
れ
、
殊
に

（
四
）
の
形
は
享
保
期

（主
に
近
松
が
死
ん
だ
享
保

九
年
頃
迄
）
の
時
代
物
に
特
に
多
い
こ
と
か
ら
考
へ
て
、
時
代
物
序
詞
の
一
つ

の
新
し
い
姿
を
示
し
て
ゐ
る
と
考
へ
て
も
よ
い
か
と
思
ふ
。
近
松
死
後
の
時
代

物
に
は
、
こ
の
形
が
非
常
に
少
な
く
、
３
こ
の
形
が
最
も
多
い

（
尤
も
世
話
物

的
特
徴
は
多
少
あ
る
が
）
．こ
と
は
、
時
代
物
序
詞
が
一
応
享
保
頃
に
完
成
し
、

そ
れ
以
後
は
幾
ら
か
退
歩
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
ひ
た
く
な
る
。

（
六
）
よ
り

（十
）
ま
で
は
完
全
に
新
形
式
と
な
っ
た
姿
で
あ
り
、　
一
応
世
話

物
序
詞
の
特
徴
を
示
す
も
の
と
考
へ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
然
し
、
こ
れ
ら
は
た

ゞ
一
つ
（九
）
の
例
外
を
除
い
て
、
何
れ
も
世
話
物
に
現
れ
る
よ
り
も
早
く
、

既
に
時
代
物
に
あ
る
こ
と
は
右
に
述
べ
た
通
り
で
あ
っ
て
、
世
話
物
に
始
ま
る

も
の
で
は
な
い
。
た
ゞ
世
話
物
序
詞
に
於
て
は
、
さ
き
に
掲
げ
た
近
松
、
海
音

の
世
話
物
の
表
が
示
し
て
ゐ
る
通
り
、
こ
れ
ら
新
形
式
の
数
種
の
も
の
を
同
時

に
練
合
的
に
用
ゐ
て
ゐ
る
も
の
が
多
い
。
以
上
の
諸
点
か
ら
、
世
話
物
序
詞
の

新
し
さ
は
そ
の
個
々
の
新
形
式
出
現
の
時
期
の
前
後
に
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
、

そ
れ
ら
の
綜
合
さ
れ
た
姿
に
あ
る
と
考
へ
ら
れ
な
い
だ
ら
う
か
。
こ
の
や
う
に

考
へ
る
に
は
時
代
物
序
詞
に
於
て
、
ど
ん
な
状
態
で
新
形
式
が
現
は
れ
て
来
て

ゐ
る
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
二
種
以
上
の
新
形
式
が
線
合
さ
れ

た
も
の
だ
け
を
延
宝
頃
以
後
、
近
松
の
死
の
前
後
頃
迄
の
主
な
時
代
物
序
詞
に

つ
い
て
見
る
と
、
一万
隷
初
期
頃
迄
は
該
当
す
る
も
の
は
な
く
、
そ
れ
以
後
で
は
、

０

（
二
）
の
（
Ｂ
）
の
吉
形

（係
結
）
は
あ
る
が
、
全
Ｃ
、
（七
）
、
（十
）
の



三
種
の
新
形
式
あヽ
る
も
の
。
下
関
猫
魔
達
（
赫
睛
好
蒔
柿
毯
避
松
添
削
）

◇
古
形
な
く
、
Ｃ
Ｃ
、
（
八
）
の
二
種
の
新
形
式
あ
る
も
の
。
天
鼓
（
犠
藤
辞
翻
）

（
以
上
は
世
話
物
出
現
以
前
）

０
古
形
な
く
、
然
も

（
六
）、
（八
×

（九
）
の
三
種
の
新
形
式
を
も
つ
も
の
。

（世
話
物
の
序
詞
同
様
と
な
る
）

雪
女
五
枚
羽
子
板
（宝
漱
二
杵
）

０
キ
形
な
ぐ

（
八
）、
（十
）
の
二
種
の
新
形
式
を
も
つ
も
の
。
　
加
増
曾
我
（
進

鷹年層）

０

（
二
）
の
（
Ｂ
）
の
古
形

（
係
結
）
は
あ
る
が
、
（
七
）、
（十
）
の
二
種
の
新

形
式
あ
る
も
の
。
　
争
常
盤
（遂
永
雄
年
）

０
古
形
な
く
、
然
も

（
六
）、
（
八
）、
（九
）、
（十
）
の
四
種
の
新
形
式
あ
る
も

の
。
（全
く
世
話
物
的
）

小
野
小
町
都
年
玉
（
蒔
保
離
年
翔
）

◇
古
形
な
く
、
（七
）、
（
八
）
の
二
種
の
新
形
式
を
も
つ
も
の
。
　
三
井
寺
開
帳

（緯
保
洋
年
馘
）

０
古
形
な
く
、
翁
Ｃ
、
（九
）、
（十
）
の
三
種
の
新
形
式
を
も
つ
も
の
。　
唐
船

噺
今
国
性
爺

／享
齢
七
杵
）

等
が
見
ら
れ
る
。
既
に
古
く
、
つ
れ
ム
ヽ
草
、
十
二
段
、
都
乃
富
士
、
根
元
曾

我
、
当
流
小
栗
判
官
等
に
も
新
形
式
綜
合
の
傾
向
は
幾
分
見
ら
れ
る
の
で
あ
る

が
、
未
だ
判
然
と
し
て
ゐ
な
い
。
と
こ
ろ
が
右
の
や
う
に
、
下
関
猫
覧
達
の
序

詞
に
な
る
と
、
係
結
で
終
る
点
に
未
だ
古
形
を
存
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
も
の
ゝ
、

謡
曲

「花
月
」
の
文
句
に
よ
る
そ
の
序
詞
は
、
や
が
て
出
る
新
し
い
世
話
物
序

輌れ醐』ぼ雌嗽蹴一嗽時ユ】〕資』秘̈
］赫け［師【いへるくせも

げ
に

　

　

　

　

　

　

　

　

地

の
。
実
恋
は
く
せ
も
の
。
く
せ
も
の
か
な
。
身
は
さ
ら
ノ
ヽ

／
ヽ
。

さ
ら

ノ
ヽ
／
Ｖ
と
。
恋
こ
そ
寝
ら
れ
ね
。

次
に
拳
げ
た
天
鼓
で
は
古
形
が
な
く
な
り
、一一種
類
の
新
形
式
が
見
ら
れ
る
。

然
も
こ
れ
迄
は
世
話
物
出
現
以
前
で
あ
る
。
雪
女
五
枚
羽
子
板
と
な
る
と
、
古

形
も
全
く
な
く
、
世
話
物
の
序
詞
と
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
が
無
く
な
っ
て
ゐ
る

が
、
こ
の
時
に
は
既
に
世
話
物
で
は
、
雁
金
文
七
秋
の
霜
、
曾
根
崎
心
中
、
心

中
涙
の
玉
の
井
、
雁
金
文
七
一
周
忌
、
金
屋
金
五
郎
浮
名
額
、
薩
摩
歌
、
遊
女

誠
草
、
雁
金
文
七
三
年
忌

（加
賀
稼
正
本
）、　
雁
金
文
七
三
年
忌

（義
太
夫
系

？
）、　
金
屋
金
五
郎
後
日
雛
形
、　
助
六
心
中
等
が
出
て
ゐ
る
。
こ
の
中
で
、
曾

根
崎
心
中
と
涙
の
玉
の
井
と
は
道
行
形
式
で
始
ま
る
故
、
序
詞
と
し
て
は
問
題

と
な
ら
ず
、
雁
金
文
七
秋
の
霜
、
雁
金
文
七
三
年
忌

（加
賀
稼
正
木
）、　
助
六

心
中
は

（
六
）
よ
り

（十
）
ま
で
の
形
式
を
一
つ
も
持
っ
て
ゐ
な
い
。
薩
摩
歌

と
後
日
雛
形
と
に
は
一
種
の
新
形
式
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
雁
金
文
七
一
月
忌

と
浮
名
額
と
に
は
一
応
二
種
の
新
形
式

（前
者

（
六
）、
（十
）、
後
者

（七
）、

（十
こ

の
綜
合
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
と
同
程
度
の
も
の
と
し
て
は
、
既
に
時

代
物
で
は
天
鼓
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
遊
女
誠
草
と
雁
金
文
七
三
年
忌

（義
太

夫
系
？
）
と
に
は
古
形
は
勿
論
無
く
、
然
も
三
種
の
新
形
式

全
則
者

（
六
）
、
（

七
）、
（九
）
、
後
者

（
六
）、
（七
）、
（十
と

の
綜
合
が
あ
り
、
殊
に
前
者
は
多

く
の
世
話
物
序
詞
と
同
水
準
に
達
し
て
ゐ
る
。
従
っ
て
、
前
記

「雪
女
五
枚
羽

子
板
」
以
下
の
時
代
物
に
於
け
る
新
形
式
綜
合
は
、
世
話
物
に
対
す
る
先
駆
的

意
義
を
失
ふ
が
、
下
関
猫
魔
達
や
天
鼓
は
未
だ
不
十
分
で
は
あ
る
と
し
て
も
、

一
応
世
話
物
に
対
す
る
綜
合
形
式
の
先
例
を
な
す
も
の
と
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

以
上
見
て
来
た
と
こ
ろ
に
依
っ
て
明
か
な
や
う
に
、
序
詞
に
於
け
る

（
六
）

よ
り

（
十
）
に
至
る
新
形
式
の
採
用
に
際
し
て
、
そ
れ
が
一
つ
一
つ
採
ら
れ
た

場
合

（但
、

（九
）
の
み
は
例
外
）
に
も
、
又
二
種
以
上
の
も
の
が
綜
合
的
に



採
用
さ
れ
た
場
合
に
も
、
共
に
世
話
物
よ
り
も
時
代
物
の
方
が
早
い
の
で
あ
る

が
、
た
ゞ
個
々
と
綜
合
と
の
ど
ち
ら
の
場
合
に
於
て
も
、
時
代
物
で
は
全
体
の

数
の
上
に
於
て
、
か
う
し
た
序
詞
を
持
つ
作
品
は
少
数
に
過
ぎ
ず
、
未
だ
特
殊

的
、
偶
発
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
世
話
物
の
序
詞
に
於
て
は
、
そ
の
大
部
分
の

作
品
に
あ
っ
て
、
（殊
に
近
松
の
世
話
物
に
於
て
）
、
普
遍
化
さ
れ
て
ゐ
る
と
こ

ろ
に
、
世
話
物
序
詞
が
持
つ
新
し
い
態
度
と
意
義
と
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

以
上
は
主
と
し
て
、
近
松
が
死
に
、
海
音
も
叉
浄
瑠
璃
に
筆
を
絶
っ
て
し
ま

っ
た
享
保
九
年
頃
迄
の
浄
瑠
璃
の
序
詞
の
大
体
の
変
遷
を
眺
め
た
に
過
ぎ
な
い

が
、
そ
れ
以
後
の
変
遷
を
見
る
こ
と
も
勿
論
必
要
で
あ
る
。
又
歌
舞
伎
脚
本
に

も
序
詞
に
相
当
す
る
も
の
が
あ
る
も
の
も
あ
り
、
そ
れ
ら
と
の
関
係
も
考

へ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
既
に
紙
数
も
超
過
し
た
の
で
、
こ
ゝ
で
筆
を

止
め
る
。
た
ゞ
浄
瑠
璃
の
中
に
は

「詞
」
の
節
附
、
又
は
内
容
が

「詞
」
と
な

っ
て
ゐ
る
も
の
で
序
詞
を
構
成
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る

一
聯
の
作
品
が
あ
る
。
例

示
す
れ
ば
、

Ａ
．
つ
た
へ
き
く
蓄
婆
童
子
は
薬
王
木
を
え
て
五
蔵
を
て
ら
し
。
ら
う
た
ん
は

漢
の
武
帝
に
玉
の
枝
を
え
て
。
…
…
世
々
に
な
が
れ
て
久
方
の
。
テ
ロ
シ
天
り

や
く
の
御
世
こ
そ
。
め
で
た
け
れ
。
（
日
本
西
王
母
）

Ｂ
．り
も
ふ
ど
な
た
ぞ
頼
み

フまれ
よ。
頼
み
ま
せ
ふ物
も
ふ
も
路
と
ひき
ご
ゑ

も
。
な
が
ろ
じ
の
う
ら
ざ
し
き
牢
人
ず
ま
ゐ
お
く
ふ
か
し
。
　
折
ふ
し
…
…

ヽ
・八
碁
盤
太
平
記
）

Ｃ
。
関
の
お
地
蔵
は
親
よ
り
ま
し
じ
や
。
似
合
ノ
ヽ
の
妻
た
も
る
。
愛
へ
よ
ら

せ
の
お
地
蔵
も
た
の
め
や
恋
し
ゆ
か
し
の
殿
御
侍
。
　
コ
レ
馬
子
殿
。　
…
…

（笠
屋
三
勝
二
十
五
年
忌
）

Ｄ
・
ミ
ぃ
蹴
ダ
杉
の
ナ
芋
売
が
。
芋
を
搾
へ
売
に
行
。
芋
は
い
く
ら
贅
だ

地ざ
ん

す
る
。
十
四
文
で
ご
ざ
り
ま
す
。
…
…
お
前
の
事
な
ら
負
ま
せ
う
。
ま
け
ぬ

遊
び
は
。
金
銀
を
。
…
…
（恋
娘
昔
八
丈
）
　
　
　
　
・

詞

Ｅ
．
抑
も
当
時
金
龍
山
浅
草
寺
と
申
す
は
。
１
…
霊
像
で
ご
ざ
る
。
常
に
開
帳

は
叶
ひ
ま
せ
ぬ
近
う
寄
っ
て
御
縁
を
結
ば
れ
ま
せ
う
。
内
陣
は
結
縁
で
ご
ざ

る
と
。
縁
起
さ
ら
ノ
ヽ
…
…
（絲
桜
本
町
育
）

Ａ
は
節
附
が

「詞
」
と
あ
る
だ
け
で
、
内
容
は
時
代
物
に
多
く
あ
る
序
詞
と

何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

「詞
」
形
式
を
序
詞
に
用
ゐ
た
原
始
形
態
か
。

Ｂ
は

「地
」
の
節
附
で
あ
る
が
、
内
容
は
完
全
な
国
語
の
詞
で
あ
り
、
全
体
の

形
か
ら
見
て
も
全
く
本
文
の
一
部
で
が
序
詞
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。　
Ｃ

は
節

附
、
内
容
共
に

「歌
」
で
あ
る
が
、
馬
子
が
直
接
歌
っ
た
形
が
そ
の
ま
ゝ
序
詞

と
さ
れ
て
ゐ
る
。
Ｄ
は
、
内
容
は
国
語
か
ら
な
る
詞
の
部
分
が
多
い
が
、
節
附

は
歌
で
あ
り
、
叉
こ
れ
が
次
の
本
文
に
続
く
形
式
の
上
か
ら
見
て
も
、
序
詞
と

考
へ
ら
れ
る
。
Ｅ
は
節
附
も
内
容
も
共
に
純
粋
な
詞
で
あ
り
、
全
体
の
形
式
か

ら
考
へ
て
も
、
木
文
の
一
部
で
あ
っ
て
、
序
詞
で
は
な
い
。
こ
の
や
ヶ
に
序
詞

と
考
へ
ら
れ
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
と
に
か
く

「詞
」
形
式
を
以
っ
て
序
に
あ

て
よ
う
と
し
て
み
る
一
つ
の
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
、
以
上
か
ら
察
知
出
来
る
と

思
ふ
の
で
、
こ
ヽ
に
附
記
す
る
。

―
大
阪
学
芸
大
学
助
教
授
―




