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番
外
謡
曲

「
歌
扉
風
」

に
関
し
て

番
外
謡
曲
「
歌
扉
風
」
は
、
磐
城
平
の
城
主
内
藤
風
虎
旧
蔵
に
か
か
は
る
別

集
百
番
の
中
の
一
番
で
あ
る
。
こ
の
一
番
は
貞
享
三
年
、
元
秘
二
年
、
正
徳
六

年
に
そ
れ
ぞ
れ
刊
行
せ
ら
れ
た
三
種
の
番
外
百
番
の
中
に
も
な
く
、
『
旧
謡
い

ろ
は
名
寄
』
や
『
能
の
図
式
』
や
『
翁
草
』
な
ど
に
掲
げ
ら
れ
た
曲
名
の
中
に

も
、
そ
れ
を
指
す
と
恩
は
れ
る
も
の
は
見
出
せ
な
い
（
注
一
）
。
風
虎
旧
蔵
別
集

百
番
に
は
、
こ
れ
と
同
様
に
他
書
に
見
当
ら
な
い
曲
が
数
多
く
収
め
ら
れ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
が
、
さ
う
し
た
影
の
薄
い
番
外
謡
曲
の
一
番
「
歌
界
風
」
を
中
心

に
、
わ
た
く
し
と
し
て
は
看
過
し
難
い
一
つ
の
問
題
を
追
究
し
て
み
よ
う
と
思

ふ
の
で
あ
る
。

こ
の
別
集
百
番
は
明
治
四
十
五
年
二
月
、
佐
佐
木
信
網
博
士
に
よ
り
『
新
謡

曲
百
番
』
と
名
づ
け
て
刊
行
せ
ら
れ
、
巻
初
の
「
解
説
」
に
は
そ
の
百
番
に
つ

い
て
の
概
説
的
な
考
察
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
後
に
博
士
は
そ
の
著
『
国
文
学
の

文
献
学
的
研
究
』
の
中
に
、
「
謡
曲
別
集
百
番
」
と
題
し
て
ほ
ぼ
同
趣
の
文
を

収
め
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
に
よ
れ
ば
こ
の
百
番
は
、
蔵
書
印
を
見
る
と
風
虎
の
子

内
藤
露
泊
も
所
有
し
て
ゐ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
近
代
に
入
っ
て
駐
清
英
国
公
使

サ
ト
ウ
氏
の
所
蔵
と
な
り
、
さ
ら
に
王
堂
チ
エ

γ
パ
レ

γ
氏
の
手
に
帰
し
た

宇

佐

美

喜

八

後
、
竹
柏
園
の
蔵
書
と
な
っ
た
も
の
で
、
明
治
の
末
年
に
至
る
ま
で
そ
の
内
容

は
一
般
に
知
ら
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
同
書
に
関
す
る
解
説
的
な
事

項
の
委
細
は
上
記
の
二
文
お
よ
び
『
竹
柏
国
蔵
書
志
』
の
記
述
に
ゆ
づ
る
こ
と

に
す
る
が
、
百
番
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
こ
の
小
論
を
進
め
る
上
で
一
往

注
意
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
ら
う
と
考
へ
る
。
佐
佐
木
博
士
は
各
篇
の
文
体
に

似
通
ふ
点
の
あ
る
こ
と
や
、
同
工
異
曲
の
作
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
百
番
の

謡
曲
は
同
一
人
の
作
に
な
っ
た
も
の
が
多
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
推
定
さ
れ

た
後
、
「
歌
舞
妓
と
題
し
た
も
の
の
出
雲
の
お
国
を
仕
組
め
る
こ
と
、
仁
慶
の

う
ち
に
謡
の
い
は
れ
を
述
ベ
た
こ
と
、
殊
に
黒
池
竜
神
に
於
い
て
、
寛
永
三
年

の
皐
魅
に
就
い
て
し
る
し
た
こ
と
な
ど
よ
り
推
し
て
、
そ
の
寛
永
三
年
以
後
、

し
か
し
て
内
藤
風
虎
の
間
伐
し
た
貞
享
二
年
以
前
、
即
ち
江
戸
時
代
初
期
の
作
で

あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
を
ら
れ
る
（
注
二
）
。
今
は
こ
れ

に
従
っ
て
、
百
番
の
多
く
は
江
戸
時
代
初
期
の
作
で
あ
る
と
見
な
し
て
差
支
へ

が
な
い
で
あ
ら
う
。

佐
佐
木
博
土
が
別
集
百
番
を
紹
介
せ
ら
れ
た
後
、
文
学
史
の
上
に
そ
れ
ら
新

時
代
の
謡
曲
を
取
り
上
げ
て
論
じ
た
人
は
、
恐
ら
く
高
安
月
郊
氏
だ
け
で
は
な

い
か
と
恩
は
れ
る
。
高
安
氏
の
著
『
日
本
文
芸
復
興
史
』
の
第
三
復
興
後
期
の

其
七
民
衆
趣
味
の
発
育
の
章
の
初
め
に
は
、
江
戸
初
期
の
新
作
謡
曲
三
十
六
番
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を
挙
げ
て
の
論
述
が
あ
る
が
、
い
づ
れ
の
曲
も
風
虎
旧
蔵
本
の
別
集
百
番
も
し

く
は
そ
れ
と
同
系
統
の
蓄
に
拠
っ
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
が
な

、匂

さ
て
こ
こ
に
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
「
歌
界
風
」
は
、
戦
国
の
世
を
背
景
に

し
た
夫
婦
再
会
の
物
語
で
、
実
話
に
拠
っ
た
か
の
や
う
に
恩
は
れ
る
一
番
で
ゐ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
佐
々
木
博
士
は
、

歌
扉
風
が
大
内
陶
の
乱
に
関
し
、
し
か
も
界
風
の
歌
を
発
端
と
し
た
の

は
、
院
本
朝
顔
日
記
の
先
艇
と
い
ふ
ベ
く
、
：
：
：

と
述
べ
て
を
ら
れ
（
注
三
）
、
ま
た
高
安
氏
は
、

「
歌
扉
風
」
こ
れ
は
山
口
の
大
内
に
身
を
寄
せ
た
公
卿
が
困
難
を
避
け
て

帰
る
途
中
舟
人
に
殺
さ
れ
た
後
家
の
話
で
戦
国
時
代
を
現
は
し
て
ゐ
る
。

と
説
い
て
を
ら
れ
る
（
注
四
）
。
陶
晴
賢
の
乱
を
避
け
て
都
に
上
る
公
卿
の
夫
妻

が
海
賊
の
難
に
遭
ひ
、
尼
に
な
っ
た
妻
が
扉
風
に
書
い
た
歌
を
機
縁
と
し
て
、

死
ん
だ
と
信
じ
て
ゐ
た
夫
に
再
会
す
る
と
い
ふ
話
で
あ
っ
て
、
両
氏
の
解
説

に
、
大
内
陶
の
乱
に
関
す
る
こ
と
や
、
或
は
戦
国
時
代
を
現
は
し
て
ゐ
る
こ
と

が
素
材
上
の
一
特
色
と
し
て
指
摘
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
を
見
て
も
、
こ
の
一
番
は

戦
国
時
代
の
実
話
を
脚
色
し
て
成
っ
た
と
考
へ
で
も
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い

と
思
は
れ
る
。
乱
世
に
お
け
る
夫
婦
再
会
の
奇
談
で
あ
る
が
、
現
実
の
出
来
事

と
し
て
肯
定
し
得
る
事
件
を
扱
っ
た
も
の
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
然
し
こ
れ

は
、
戦
国
時
代
の
事
実
に
拠
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
一
見
戦
国
の
実
話
の
や
う

に
恩
は
れ
る
仮
構
の
物
語
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
を
謡
曲
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
、
近
世
小
説
の
研
究
に
関
聯
し
て
確
認
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
小
稿

で
は
そ
の
問
題
を
追
究
し
て
、
番
外
謡
曲
「
歌
扉
風
」
に
関
す
る
文
学
史
的
な

一
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
う
と
考
へ
る
。

注
一
、
「
謡
曲
名
寄
対
照
表
」
（
『
新
諮
曲
百
番
』
附
録
）
参
照
。

注
二
、
『
国
文
学
の
文
献
学
的
研
究
』
二
八
三

l
二
八
四
頁
。

注
三
、
右
の
哲
二
八
四
頁
。

注
四
、
『
日
本
文
芸
復
興
史
』
二
五
一
一
良
。
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謡
曲
「
歌
扉
風
」
は
中
納
言
基
頼
の
北
の
方
で
あ
っ
た
尼
を
シ
テ
と
し
、
備

後
納
に
住
む
山
名
玄
蕃
頭
を
ワ
キ
と
し
て
成
っ
て
ゐ
る
。
先
づ
そ
の
梗
概
を
述

べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

山
名
玄
蕃
頭
に
仕
へ
る
品
治
の
某
は
、
主
人
の
命
を
受
け
て
狐
崎
の
山
本
に

住
む
尼
の
庵
を
訪
ね
て
行
く
。
玄
蕃
頭
は
こ
の
程
そ
の
尼
の
も
と
か
ら
梅
花
の

絵
に
歌
を
書
い
た
扉
風
を
乞
ひ
請
け
た
が
、
扉
風
の
歌
に
つ
い
て
尋
ね
た
い
こ

と
が
あ
る
の
で
、
尼
を
召
し
て
来
る
や
う
に
と
言
ひ
つ
け
た
の
で
あ
る
。
品
治

は
松
風
の
他
に
は
通
ふ
者
と
て
な
い
草
庵
に
た
ど
り
つ
い
て
案
内
を
乞
ひ
、
玄

蕃
頭
の
命
を
伝
へ
て
同
行
を
求
め
る
。
尼
は
六
時
不
断
の
念
仏
を
怠
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
っ
て
肯
ん
じ
な
い
が
、
口
問
治
が
主
命
に
背
い
て
は
わ
が
身
の
立

た
ぬ
旨
を
述
べ
押
し
て
す
す
め
る
と
、
カ
及
ば
ず
承
諾
す
る
。
そ
こ
で
小
野
の

道
を
か
き
分
け
て
納
の
山
名
の
屋
敷
に
赴
く
。

山
名
玄
務
頭
の
も
と
に
は
、
中
納
言
藤
原
基
頼
が
身
を
忍
ん
で
世
話
に
な
っ

て
ゐ
た
。
基
頼
は
こ
の
度
玄
恭
頭
の
求
め
た
扉
風
を
見
て
、
そ
の
絵
が
正
し
く

自
分
の
筆
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
そ
こ
に
空
し
く
な
っ
た
わ
が
妻
の
筆
蹟
で
歌

が
書
い
て
あ
る
の
を
ふ
し
ぎ
に
思
っ
た
。
玄
恭
頭
が
尼
を
召
し
た
の
は
そ
の
た

め
で
、
尼
に
む
か
つ
て
こ
の
界
風
の
歌
絵
の
こ
と
を
委
し
く
語
っ
て
ほ
し
い
と

い
ふ
。
尼
は
涙
に
か
き
く
れ
言
葉
も
出
な
い
が
、
俄
悔
に
罪
は
消
え
る
も
の

と
、
隠
す
こ
と
な
く
物
語
る
。
｜
｜
自
分
は
周
防
山
口
の
中
納
言
法
頼
の
妻
の

な
れ
の
果
て
で
あ
る
。
太
宰
の
大
弐
義
隆
は
国
政
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
、
世



は
乱
れ
て
つ
ひ
に
自
害
を
し
た
。
基
頼
卿
は
暫
ら
く
で
も
山
口
か
ら
離
れ
よ
う

と
、
妻
も
ろ
と
も
安
芸
の
固
た
だ
の
海
辺
に
舟
出
し
て
、
都
を
さ
し
て
急
ぐ
途

中
、
更
け
ゆ
く
ま
ま
に
月
の
さ
す
夜
舟
の
上
で
妻
と
杯
を
さ
し
交
は
し
、
前
後

も
知
ら
ず
酔
ひ
臥
し
た
。
そ
れ
を
見
た
舟
人
は
財
宝
を
奪
ひ
取
ら
う
と
、
基
頼

を
海
に
投
げ
沈
め
た
。
自
分
も
共
に
死
な
う
と
，
品
川
ば
た
に
出
た
と
こ
ろ
、
舟
人

に
押
し
と
ど
め
ら
れ
、
心
な
ら
ず
も
盗
人
の
家
に
つ
れ
ら
れ
た
。
し
か
し
あ
ま

り
に
も
情
な
い
世
の
中
に
ゐ
る
の
に
堪
へ
ず
、
夜
に
紛
れ
て
山
本
に
の
が
れ
、

黒
髪
を
切
っ
て
夫
の
跡
を
弔
ら
ふ
身
と
な
っ
た
。
あ
る
時
知
ら
ぬ
男
が
来
て
、

志
す
日
に
当
る
の
で
こ
の
絵
を
布
胞
に
参
ら
せ
る
、
弔
ら
ひ
給
へ
と
い
っ
て
、

持
っ
て
来
た
の
を
見
る
と
、
疑
ひ
も
な
く
夫
基
頗
の
描
い
た
梅
の
立
ち
校
の
絵

で
あ
る
。
意
外
な
こ
と
に
自
分
も
筆
を
と
っ
て
こ
れ
に
向
ひ
、
「
わ
が
宿
の
梅

の
立
ち
枝
を
見
る
か
ら
に
思
ひ
の
ほ
か
に
君
や
来
ま
さ
む
」
と
書
き
つ
け
た

が
、
誠
に
君
が
来
ら
れ
て
こ
の
絵
を
求
め
ら
れ
、
古
へ
を
語
り
申
し
上
げ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
ー
ー
さ
う
語
っ
て
尼
は
涙
が
袖
に
満
ち
、
聞
く
人
も
挟
を
し
ぼ

る
有
様
で
あ
る
。

そ
こ
へ
基
頼
が
名
乗
り
出
る
。
尼
は
た
だ
の
浦
で
賊
に
沈
め
ら
れ
た
夫
の
基

頼
が
、
思
ひ
も
よ
ら
ず
も
と
の
姿
で
ゐ
る
の
に
驚
く
。
玄
蕃
頭
も
尼
の
話
を
聞

い
て
、
基
頼
が
生
き
て
ゐ
る
の
は
不
審
で
あ
る
と
い
ふ
。
そ
こ
で
、
基
頼
は
わ

が
身
に
あ
っ
た
出
来
事
を
打
ち
明
け
る
。
三
好
松
永
の
確
執
で
天
下
の
乱
れ
た

こ
と
か
ら
、
大
内
義
隆
の
栄
耀
、
陶
晴
賢
の
謀
叛
の
こ
と
な
ど
を
述
べ
た
後
、

自
分
も
山
口
を
逃
れ
て
安
芸
の
舟
路
を
と
っ
た
と
こ
ろ
、
海
賊
の
た
め
に
沈
め

ら
れ
た
が
、
水
練
に
達
し
て
ゐ
た
の
で
岸
に
泳
ぎ
っ
き
、
こ
こ
に
来
て
今
妻

に
会
ふ
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
ひ
と
へ
に
山
名
殿
の
お
情
ゆ
ゑ
と
、
あ
り
が

た
く
思
ふ
旨
を
諮
る
。
玄
蕃
頭
は
、
か
か
る
め
で
た
い
時
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ

が
し
が
お
酌
を
す
る
、
是
に
あ
る
色
よ
い
扇
で
一
さ
し
舞
を
な
さ
れ
よ
と
言

ふ
。
尼
君
は
立
ち
上
っ
て
舞
ひ
、
基
頗
と
妻
と
は
改
め
て
妹
背
の
契
り
を
結
ぶ

こ
と
に
な
る
。

「
歌
界
風
」
の
内
容
は
右
の
通
り
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
『
伽
例
子
』
の
巻
三

に
見
え
る
「
侮
花
界
風
」
の
話
を
、
そ
の
ま
ま
謡
曲
に
脚
色
し
た
も
の
で
あ
る

と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
人
物
も
事
件
も
、
時
も
所
も
、
両
者
の
扱
ふ
所
は
同

一
で
あ
る
。
「
歌
扉
風
」
が
「
梅
花
田
肘
風
」
を
題
材
に
し
た
の
か
、
「
梅
花
田
肘

風
」
が
「
歌
扉
風
」
に
拠
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
し
ば
ら
く
別
問
題
と
し
て
も
、

両
者
の
一
方
が
他
を
参
照
し
て
書
か
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
誰
し
も
否
定
し
得
な

い
事
実
で
あ
ら
う
。

「
欺
罪
風
」
に
尼
が
扉
風
に
書
い
た
と
あ
る
、

わ
が
宿
の
梅
の
立
ち
校
を
見
る
か
ら
に
思
ひ
の
ほ
か
に
君
や
来
ま
さ
む

と
い
ふ
歌
は
、
『
拾
遺
集
』
の
春
歌
に
ら
る
平
兼
盛
の
歌
、

わ
が
宿
の
梅
の
立
ち
校
や
見
え
つ
ら
む
思
ひ
の
ほ
か
に
君
が
来
ま
せ
る

の
語
句
を
変
へ
て
、
人
の
来
る
の
を
待
つ
歌
に
な
っ
て
ゐ
る
が
、
「
梅
花
尻

風
」
に
お
い
て
尼
が
尻
風
に
書
い
た
と
あ
る
歌
も
、
「
歌
扉
風
」
の
も
の
と
全

く
同
じ
で
、
こ
れ
は
偶
然
の
一
致
と
は
い
ふ
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
点
の
み

を
考
へ
て
も
、
「
歌
界
風
」
と
「
梅
花
肝
風
」
と
の
聞
に
は
、
血
脈
を
引
い
た

関
係
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

文
章
の
上
に
お
い
て
も
、
両
者
の
問
に
は
暗
合
で
あ
る
と
は
見
な
し
難
い
類

似
の
個
所
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
を
あ
げ
る
と
、
「
歌
肝
風
」
の
基

頼
の
詞
の
中
に
は
次
の
や
う
な
部
分
が
あ
る
。

さ
て
も
天
文
の
代
乱
れ
て
、
三
好
と
細
川
と
合
戦
数
度
に
及
ぶ
。
時
の
公

方
義
姉
公
、
円
疋
を
鋲
め
給
は
ん
と
す
。
叉
周
防
の
国
義
隆
は
、
共
頃
従
二

位
の
侍
従
と
成
り
、
昼
夜
栄
耀
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
。
廿
丹
時
陶
附
賢
は
、

謀
叛
し
終
に
義
隆
を
、
長
門
の
大
亭
寺
に
て
生
害
を
な
せ
り
。
吾
も
山
口

3 



を
忍
ん
で
、
安
芸
の
舟
路
を
頼
み
し
に
、
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
海
賊
の
、
我
を

沈
め
に
か
け
た
り
し
に
、
も
と
よ
り
水
練
を
得
た
り
し
か
ば
、
其
ま
ま
岸

に
あ
が
り
て
、
今
此
所
に
来
り
、
：
：
・

こ
の
文
は
「
梅
花
扉
風
」
の
文
を
参
照
し
て
作
り
上
げ
た
や
う
に
恩
は
れ

る
。
即
ち
「
梅
花
扉
風
」
の
冒
頭
に
は
、

天
文
の
す
ゑ
京
都
の
兵
乱
打
続
き
、
三
好
と
細
川
家
年
を
重
ね
て
合
戦
に

及
び
、
そ
の
時
の
公
方
は
光
源
院
源
義
輝
公
、
し
ば
し
ば
是
を
鎮
め
ん
と

謀
給
へ
ど
も
、
威
軽
く
権
薄
く
し
て
、
更
に
是
を
用
ひ
奉
る
人
な
し
。
こ

こ
に
周
防
の
国
山
口
の
城
主
太
宰
大
弐
大
内
義
隆
は
、
そ
の
こ
ろ
従
二
位

の
侍
従
に
補
任
せ
ら
れ
、
（
中
略
）
昼
夜
栄
耀
を
ほ
し
い
ま
ま
に
せ
ら
れ

し
か
ば
、
そ
の
家
老
陶
尾
張
守
晴
賢
謀
反
し
て
、
義
隆
を
追
出
し
長
門
の

大
亭
寺
に
押
詰
め
、
義
隆
つ
ひ
に
自
害
せ
ら
る
。

と
あ
っ
て
、
前
記
「
歌
扉
風
」
の
「
大
亭
寺
に
て
生
害
を
な
せ
り
。
」
ま
で
の

文
は
、
こ
れ
を
や
や
圧
縮
し
た
や
う
な
も
の
で
、
両
者
が
無
関
係
で
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
ら
う
。
そ
れ
に
続
く
「
歌
扉
風
」
の
文
は
、
「
梅
花
扉
風
し
の

中
で
、
中
納
言
基
頼
の
こ
と
を
述
べ
た
次
の
二
個
所
の
文
と
関
係
が
あ
る
も
の

と
考
へ
ら
れ
る
。

ー
、
中
納
言
殿
は
（
中
略
）
山
口
の
城
を
逃
げ
逃
れ
て
、
京
都
を
心
ざ
し

て
上
ら
れ
た
り
。
安
芸
の
固
に
入
て
、
高
砂
た
だ
の
海
ま
で
漕
つ
け
て
、

風
あ
し
け
れ
ば
塩
が
か
り
し
給
ふ
。

2
、
こ
こ
に
中
納
言
基
頼
卿
は
、
敢
な
く
水
中
に
突
落
さ
れ
給
ひ
し
か

共
、
元
よ
り
水
練
の
達
者
な
れ
ば
、
波
を
く
ぐ
り
湖
を
し
の
ぎ
て
、
十
町

ば
か
り
の
末
に
て
、
岸
に
あ
が
り
、
そ
れ
よ
り
足
に
任
せ
て
備
後
の
図
柄

の
浦
ま
で
落
来
り
、
山
名
玄
蕃
頭
が
家
に
い
た
り
、
．

『
伽
稗
子
』
の
「
梅
花
扉
風
」
は
散
文
で
書
か
れ
た
物
語
で
あ
り
、
そ
の
文

は
謡
曲
「
歌
扉
風
」
よ
り
も
遥
か
に
長
く
、
事
件
の
叙
述
が
詳
し
い
こ
と
は
い

ふ
ま
で
も
な
い
。
「
歌
扉
風
」
は
謡
曲
と
し
て
作
ら
れ
、
同
一
事
件
を
扱
っ
て

ゐ
て
も
、
劇
と
し
て
の
構
成
の
た
め
に
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
場
面
は
、
「
梅
花

界
風
」
の
物
語
で
は
一
篇
の
山
を
な
し
て
ゐ
る
終
末
に
近
い
部
分
で
あ
る
。
登

場
人
物
は
そ
の
山
を
作
り
出
す
主
要
人
物
に
限
ら
れ
、
「
梅
花
扉
風
」
で
時
聞

を
追
っ
て
直
接
に
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
事
件
も
、
尼
や
基
頼
の
調
の
中
に
語
ら
れ

て
、
簡
略
化
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
さ
う
し
た
事
実
や
両
者
の
類

似
の
文
の
比
較
か
ら
推
測
す
る
と
、
「
梅
花
扉
風
」
が
「
歌
扉
風
」
を
参
照
し

て
書
か
れ
た
の
で
は
な
く
、
「
歌
扉
風
」
が
「
梅
花
界
風
」
の
物
語
を
題
材
と

し
て
作
ら
れ
た
と
見
る
方
が
、
常
識
的
に
い
っ
て
も
妥
当
で
あ
る
と
思
は
れ

る
。
然
し
そ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
別
の
方
面
か
ら
も
吟
味
し
て
お
く

必
要
が
あ
ら
う
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
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す
で
に
明
ら
か
な
や
う
に
、
「
歌
界
風
」
な
ら
び
に
「
梅
花
界
風
」
の
伝
へ

る
所
は
、
大
内
義
隆
や
陶
晴
賢
な
ど
の
実
在
人
物
を
出
し
、
戦
国
末
の
歴
史
的

な
事
件
と
関
析
を
有
す
る
話
と
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
話
の
主
要
人
物
は
、
い
ふ

ま
で
も
な
く
中
納
言
藤
原
基
頼
と
そ
の
妻
と
で
あ
る
が
、
当
時
は
た
し
て
中
納

言
藤
原
基
頼
と
い
ふ
人
物
が
実
在
し
た
で
あ
ら
う
か
。
先
づ
こ
の
問
題
を
明
ら

か
に
し
て
お
き
た
い
。
「
梅
花
界
風
」
に
は
、
公
卿
殿
上
人
が
義
隆
を
顧
み
、

周
防
の
国
に
下
っ
た
旨
を
述
べ
、
晴
賢
の
謀
叛
に
よ
っ
て
義
隆
の
自
害
し
た
こ

と
を
い
っ
た
後
、

此
時
に
当
っ
て
、
前
関
白
藤
原
告
ノ
房
公
、
前
左
大
臣
藤
原
公
頼
公
は
、
山

口
の
城
を
逃
出
る
に
度
を
失
う
て
、
流
矢
に
あ
た
り
て
苑
じ
給
ふ
。
従
二

位
藤
原
親
世
は
髪
を
剃
り
て
逃
れ
出
給
ふ
。
共
中
に
も
中
納
言
藤
原
基
頼



卿
は
謀
遅
し
く
、
し
か
も
諸
芸
に
渡
り
、
絵
よ
く
書
給
ひ
、
手
跡
の
道
に

賢
き
の
み
な
ら
ず
、
武
道
を
心
掛
け
、
馬
に
の
り
て
手
綱
の
曲
を
究
め
、

水
練
に
其
術
を
伝
へ
、
半
日
ば
か
り
は
水
底
に
あ
り
て
も
物
と
も
恩
は

ず
、
叉
よ
く
水
を
泳
ぎ
潜
る
事
魚
の
如
し
。

と
記
し
、
こ
れ
に
続
い
て
基
頼
が
義
隆
上
洛
の
際
に
禁
中
へ
の
取
り
な
し
な
ど

に
尽
力
し
た
た
め
に
、
京
都
兵
乱
に
あ
た
っ
て
義
隆
は
基
頼
を
山
口
に
迎
へ
て

庇
護
を
加
へ
、
基
頼
は
家
族
家
人
ら
を
呼
び
よ
せ
て
暫
ら
く
は
心
安
く
暮
し
て

ゐ
た
が
、
晴
賢
の
謀
叛
が
起
っ
た
の
で
、
家
財
を
ま
と
め
て
船
に
積
み
、
水
路

山
口
か
ら
逃
れ
出
た
と
述
べ
て
、
梅
花
の
扉
風
の
事
件
の
発
端
と
し
て
ゐ
る
。

晴
賢
が
叛
い
て
義
隆
が
自
害
し
た
の
は
、
天
文
二
十
年
九
月
二
日
で
あ
っ

た
。
右
の
文
中
に
名
の
挙
げ
ら
れ
て
ゐ
る
公
卿
を
『
公
卿
補
任
』
天
文
二
十
年

の
条
に
つ
い
て
検
す
る
と
、
先
づ
「
前
関
白
藤
原
安
房
公
」
は
前
左
大
臣
従
一

位
と
し
て
見
え
、

前
関
白
。
准
三
宮
。
八
月
廿
九
日
於
周
防
国
義
隆
卿
没
落
之
魁
御
生
害

云
々
。
号
後
大
染
金
剛
院
関
向
。

と
記
事
が
あ
り
、
「
前
左
大
臣
藤
原
公
頼
公
」
は
前
左
大
臣
従
一
位
と
し
て
、

八
月
廿
九
日
於
周
防
生
害
云
々
。
号
後
竜
朔
院
左
大
臣
。

と
記
さ
れ
、
「
従
二
位
藤
原
親
世
」
と
い
ふ
人
は
非
参
議
従
三
位
の
中
に
見
え

右
兵
衛
督
。
九
月
日
於
防
州
落
髪
云
々
。

と
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
見
れ
ば
、
以
上
三
人
の
公
卿
に
関
し
て
は
、
大
体

に
お
い
て
史
実
に
従
っ
て
書
か
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
然
し
、
第
四
番

目
の
「
中
納
言
藤
原
基
頼
卿
」
と
あ
る
人
物
は
、
『
公
卿
補
任
』
の
天
文
二
十

年
の
条
に
就
い
て
も
、
そ
の
前
後
数
年
間
の
所
を
検
し
て
も
、
そ
の
名
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
な
い
。
中
納
言
藤
原
基
頼
は
「
梅
花
扉
風
」
一
篇
の
主
人
公
と

な
っ
て
ゐ
る
が
、
結
局
、
史
上
の
実
在
人
物
で
は
な
く
、
物
語
の
中
の
架
空
の

人
物
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
基
頼
が
種
々
の
才
幹
を
持
っ
て
ゐ
て
、
絵
を

よ
く
書
き
、
水
泳
の
達
人
で
あ
っ
た
と
記
し
て
ゐ
る
の
は
、
物
語
の
人
物
と
し

て
、
後
の
事
件
に
関
聯
す
る
伏
線
を
作
っ
た
も
の
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ら
う
。

か
う
し
て
「
梅
花
界
風
」
の
「
中
納
言
藤
原
基
頼
卿
」
は
架
空
の
人
物
で
あ

る
が
、
「
藤
原
基
頼
」
と
い
ふ
名
の
人
物
は
、
史
上
に
実
在
し
な
か
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
実
在
し
た
藤
原
基
頼
は
道
長
の
曽
孫
に
あ
た
り
、
持
明
院
家
の
祖

で
あ
る
基
家
の
祖
父
で
あ
っ
て
、
平
安
時
代
後
期
の
人
で
あ
る
。
『
読
史
備

要
』
の
「
公
卿
索
引
」
を
見
て
も
、
藤
原
基
頼
と
い
ふ
名
の
公
卿
は
こ
の
人
以

外
に
は
存
在
し
な
い
。
『
尊
卑
分
脈
』
（
頼
宗
公
孫
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
人
は

歌
人
基
俊
の
弟
で
あ
る
が
、
中
納
言
で
あ
っ
た
こ
と
は
な
く
、
鎮
守
府
将
軍
に

な
っ
た
人
で
あ
っ
た
。
『
伽
排
子
』
の
作
者
が
こ
の
実
在
人
物
の
名
を
知
っ
て

ゐ
て
、
「
梅
花
界
風
」
に
藤
原
基
頼
と
い
ふ
名
の
架
空
人
物
を
案
出
し
た
の
か

否
か
は
も
と
よ
り
不
明
と
い
ふ
他
は
な
い
。
然
し
、
架
空
の
人
物
藤
原
基
頼
と

実
在
の
人
物
藤
原
基
頼
と
の
関
係
も
、
強
ひ
て
探
れ
ば
考
へ
る
こ
と
は
で
き
る

ゃ
う
で
あ
る
。
『
公
卿
補
任
』
の
天
文
二
十
年
の
条
を
見
る
と
、
前
記
三
人
の

他
に
も
晴
賢
の
乱
に
よ
っ
て
死
残
し
た
り
出
家
し
た
り
し
た
公
卿
が
あ
っ
た
。

そ
の
中
に
持
明
院
家
の
人
で
権
中
納
言
正
三
位
藤
原
基
規
と
い
ふ
公
卿
が
あ
っ

て
、
記
事
に
「
八
月
日
於
防
州
義
隆
卿
没
落
之
魁
落
飾
云
々
」
と
見
え
、
権
中

納
言
で
当
時
周
防
に
ゐ
た
の
は
こ
の
人
以
外
に
は
見
当
ら
な
い
。
権
中
納
言
で

は
ら
る
が
、
南
北
朝
の
頃
か
ら
大
中
納
言
と
も
権
官
ば
か
り
に
な
っ
て
正
員
の

な
い
こ
と
は
、
高
田
与
清
の
『
官
職
今
案
』
に
見
え
る
通
り
で
（
注
一
）
、
こ
の

場
合
も
中
納
言
に
相
当
す
る
と
い
っ
て
よ
く
、
『
大
内
義
隆
記
』
に
持
明
院
中

納
言
と
あ
る
の
は
こ
の
人
を
指
す
も
の
と
見
ら
れ
る
。
（
類
従
本
に
持
明
院
中

納
言
が
基
親
と
な
っ
て
ゐ
る
の
は
基
規
の
誤
り
と
す
べ
き
で
あ
る
）
。
か
う
し
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て
義
隆
自
害
の
際
山
口
に
ゐ
た
持
明
院
中
納
言
藤
原
基
規
は
「
梅
花
界
風
」
の

中
納
言
藤
原
基
頼
に
対
応
す
る
人
物
で
あ
る
が
、
上
記
の
ご
と
く
、
史
実
を
参

照
し
て
前
関
白
藤
原
予
一
房
、
前
左
大
臣
藤
原
公
頼
や
藤
原
親
世
の
こ
と
な
ど
を

引
い
ざ
記
し
た
『
伽
則
子
』
の
作
者
は
、
持
明
院
中
納
言
藤
原
基
規
の
存
在
も
知

っ
て
ゐ
た
に
相
違
な
い
と
思
は
れ
る
。
従
っ
て
「
梅
花
尻
風
」
の
物
語
を
書
く

際
に
持
明
院
家
の
系
図
を
遠
く
遡
り
、
持
明
院
家
お
よ
び
一
条
家
の
祖
で
あ
る

藤
原
基
頼
の
名
を
用
ゐ
て
架
空
の
人
物
の
名
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
、
一
往

は
臆
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
「
梅
花
田
肘
風
」
の

中
納
言
基
頼
は
あ
く
ま
で
架
空
の
人
物
で
あ
り
、
彼
を
主
人
公
と
す
る
物
語
は

決
し
て
持
明
院
中
納
言
基
規
の
身
に
起
っ
た
実
話
で
は
な
い
。
そ
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
「
梅
花
扉
風
」
の
話
を
更
に
穿
撃
し
て
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ら
う
。

『
伽
掛
子
』
の
六
十
八
話
と
中
国
文
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
わ

た
く
し
の
考
証
論
述
し
た
所
で
あ
り
（
注
二
〉
、
「
梅
花
界
風
」
は
『
勢
燈
余

話
』
巻
凹
の
「
芙
恋
界
記
」
を
翻
案
し
て
成
っ
て
ゐ
る
。
原
話
は
其
川
の
雀
生

名
は
英
と
い
ふ
者
が
永
嘉
県
の
宮
に
補
せ
ら
れ
、
妻
王
氏
主
共
に
舟
で
任
に
赴

く
所
か
ら
始
る
が
、
「
梅
花
田
肘
風
」
は
こ
れ
を
わ
が
国
の
話
に
翻
案
し
、
最
初

に
天
文
末
の
史
実
を
持
ち
出
し
て
、
峯
生
を
翻
案
し
た
中
納
言
基
頼
を
こ
れ
に

結
び
つ
け
、
一
筋
を
戦
国
時
代
の
歴
史
物
語
の
や
う
に
仕
立
て
た
も
の
で
あ
っ

た
。
か
う
し
た
手
法
は
『
伽
姉
子
』
の
翻
案
に
お
け
る
一
特
色
で
あ
る
こ
と

も
、
い
く
つ
か
の
例
に
つ
い
て
す
で
に
実
証
を
試
み
た
所
で
あ
る
（
注
三
）
。
中

納
長
藤
原
基
頼
が
北
の
方
と
共
に
舟
に
乗
っ
て
京
に
上
る
所
か
ら
は
、
「
芙
蓉

尻
町
仙
」
の
原
話
に
従
っ
て
書
か
れ
て
を
り
、
文
章
の
上
で
も
原
話
の
文
を
追
っ

て
ゐ
る
個
所
が
見
出
さ
れ
る
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、
舟
人
に
捕
へ
ら
れ
た
佳
生

の
妻
王
氏
が
脱
出
す
る
所
は
、
「
芙
泰
扉
記
」
に
、

将
月
余
。
値
中
秋
節
。
舟
人
盛
設
酒
殺
。
雄
飲
痛
酢
。
玉
氏
伺
其
睡
沈
。

軽
身
上
岸
。
走
二
三
里
。
忽
迷
路
。
四
面
皆
水
郷
。
惟
麓
輩
菰
部
。
一
望

無
際
。
且
生
白
良
家
。
即
位
舟
繊
細
。
不
任
践
渉
之
苦
。
叉
恐
追
尋
者
至
。

於
是
尽
力
而
奔
。
久
之
東
方
漸
白
。
遥
望
林
木
中
。
有
屋
宅
。

と
あ
る
が
、
「
梅
花
界
風
」
で
は
こ
の
文
に
拠
っ
て
、
北
の
方
が
脱
走
す
る
所

を
次
の
や
う
に
書
き
表
は
し
て
ゐ
る
。

九
月
十
三
夜
、
舟
人
子
ど
も
新
婦
姑
打
つ
れ
て
、
舟
に
乗
り
つ
つ
出
で
遊

び
、
夜
ふ
け
方
皆
酒
に
酢
て
、
前
後
も
知
ら
ず
臥
た
り
け
る
を
、
中
納
言

殿
の
北
の
方
ひ
そ
か
に
岸
に
あ
が
り
、
足
に
任
せ
て
夜
も
す
が
ら
走
り
逃

げ
つ
つ
、
夜
の
明
方
に
狐
附
の
か
れ
い
の
山
も
と
に
か
か
ぐ
り
っ
き
給
ふ

。
歩
み
も
な
ら
は
ぬ
浜
路
山
道
を
凌
ぎ
越
ゆ
る
に
、
跡
よ
り
追
手
や
か
か

る
ら
ん
と
悲
し
く
怖
ろ
し
て
、
足
は
ち
し
ほ
の
く
れ
な
ゐ
の
如
く
、
茨
に

掻
破
り
石
に
損
ぜ
ら
れ
、
兎
角
し
て
明
け
は
な
れ
た
る
霧
の
ま
ぎ
れ
よ
り

見
れ
ば
、
林
の
中
に
家
あ
り
。

謡
曲
「
歌
肝
風
」
に
お
い
て
は
こ
れ
に
相
当
す
る
個
所
を
、
シ
テ
の
尼
に
た

だ
「
夜
に
紛
れ
、
此
山
木
に
来
り
て
」
と
述
べ
さ
せ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。
右

は
一
つ
の
例
で
あ
る
が
、
「
梅
花
田
仲
風
」
が
「
芙
終
界
記
」
の
翻
案
で
あ
る
こ

と
は
す
で
に
疑
ふ
余
地
が
な
く
、
中
納
言
藤
原
基
頼
が
、
原
話
の
羅
生
に
拠
司

て
作
り
上
げ
ら
れ
た
架
空
の
人
物
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
い
よ
い
よ

明
確
と
な
る
の
で
あ
る
。

「
歌
肝
風
」
は
「
梅
花
界
風
」
と
同
一
の
題
材
を
扱
っ
て
ゐ
て
、
戦
国
の
実

話
を
脚
色
し
た
も
の
で
は
な
い
。
「
歌
界
風
」
が
「
梅
花
界
風
」
よ
り
も
前
に

出
来
た
と
す
れ
ば
、
「
歌
昇
風
」
の
作
者
は
『
現
燈
余
話
』
の
「
失
恋
界
記
」

を
翻
案
し
て
、
こ
れ
に
脚
色
を
加
へ
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た

『
伽
則
子
』
の
作
者
は
「
歌
界
風
」
を
参
照
し
て
人
物
、
時
、
所
な
ど
の
一
致

6 



を
保
ち
な
が
ら
、
上
記
『
鄭
燈
余
話
』
の
文
と
の
対
照
か
ら
知
ら
れ
る
や
う

に
、
一
方
で
は
「
芙
蓉
界
記
」
に
拠
っ
て
「
梅
花
界
風
」
を
書
い
て
ゐ
る
と
い

ふ
こ
と
に
な
る
。
然
し
、
「
歌
扉
風
」
の
作
者
が
『
現
燈
余
話
』
の
話
を
翻
案

し
た
上
、
そ
れ
を
謡
曲
に
脚
色
し
た
と
は
考
へ
難
く
、
同
時
に
『
伽
稗
子
』
の

作
者
の
旺
盛
な
翻
案
力
か
ら
推
し
て
も
、
「
芙
蓉
界
記
」
を
翻
案
す
る
時
に
「
歌

扉
風
」
の
人
物
、
時
、
所
な
ど
を
忠
実
に
受
け
入
れ
た
と
い
ふ
想
定
は
、
実
際

と
し
て
承
認
で
き
な
い
所
で
あ
ら
う
。
や
は
り
「
梅
花
界
風
」
が
先
き
に
書
か

れ
て
、
「
歌
界
風
」
は
事
件
、
人
物
、
時
、
所
す
べ
て
そ
の
ま
ま
に
、
「
梅
花

扉
風
」
を
謡
曲
に
脚
色
し
た
も
の
と
見
な
す
の
が
自
然
で
あ
り
至
当
で
あ
る
。

こ
の
事
実
を
徹
底
的
に
実
証
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
「
歌
界
風
」
、
「
梅
花
田
肘
風
」
、

「
芙
怒
扉
記
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
全
文
を
比
較
討
究
し
て
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
が
、
以
上
の
論
述
に
よ
っ
て
も
、
「
歌
扉
風
」
が
「
梅
花
扉
風
」

に
基
づ
い
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
も
は
や
誰
し
も
否
定
で
き
な
い
と
考
へ

る。

注
一
、
和
田
英
松
博
士
著
『
修
訂
・
官
職
要
解
』
四
一
頁
参
照
。

注
二
、
拙
稿
「
伽
御
子
に
お
け
る
翻
案
に
つ
い
て
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」

昭
和
一

O
年
三
月
号
。
後
に
補
訂
を
加
へ
拙
著
『
和
歌
史
に
関
す
る

研
究
』
に
附
録
と
し
て
収
録
）
。

注
三
、
同
右
。四

謡
曲
「
歌
扉
風
」
が
仮
名
草
子
の
話
を
原
拠
に
し
て
書
か
れ
て
ゐ
る
こ
と

は
、
こ
と
さ
ら
怪
し
む
に
足
り
な
い
事
実
で
あ
る
。
風
虎
旧
蔵
の
別
集
百
番
の

多
く
は
、
前
述
の
や
う
に
近
世
初
期
に
作
ら
れ
た
と
恩
は
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

近
世
初
期
の
小
説
文
学
と
交
渉
を
持
つ
作
は
、
他
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
「
歌
舞
妓
」
、
「
簿
雪
」
な
ど
は
一
見
明
ら
か
な
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
小

説
文
学
と
の
交
渉
に
お
い
て
、
「
歌
界
風
」
の
場
合
と
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
問

題
を
は
ら
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
同
じ
く
近
世
の
小
説
に
拠
っ
た
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
。

「
歌
舞
妓
」
は
、
お
国
が
北
野
天
神
の
社
頭
で
か
ぶ
き
踊
を
興
行
し
た
時
、

観
衆
の
中
か
ら
名
古
屋
山
三
郎
の
亡
霊
が
現
は
れ
て
昔
を
語
り
、
共
に
踊
る
と

い
ふ
趣
向
の
も
の
で
あ
る
。
名
古
屋
山
三
郎
を
シ
テ
、
お
国
を
ワ
キ
と
な
し
、

そ
の
構
成
は
『
歌
舞
伎
草
子
』
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
ゐ
る
。
『
歌
舞
伎
草

子
』
で
お
国
歌
舞
伎
を
扱
っ
た
も
の
に
は
、
絵
の
こ
と
は
別
と
し
て
調
章
の
上

か
ら
見
る
と
、
京
大
本
系
統
の
本
（
以
下
甲
本
と
呼
ぶ
）
と
、
尾
崎
雅
嘉
の

『
薙
月
庵
図
書
漫
抄
』
巻
一
に
本
文
の
掲
げ
ら
れ
た
古
写
本
系
統
の
本
（
以
下

乙
本
と
呼
ぶ
）
と
の
二
種
が
伝
は
っ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
二
本
の
う
ち
甲
本

の
方
が
謡
曲
「
歌
舞
妓
」
に
類
似
し
て
ゐ
て
、
乙
本
は
業
平
踊
が
あ
っ
て
念
仏

踊
が
な
い
な
ど
の
相
違
が
あ
る
が
、
乙
本
の
方
に
も
「
歌
舞
妓
」
に
見
え
る
詞

章
が
甲
本
に
劣
ら
ず
含
ま
れ
て
を
り
、
中
に
は
乙
本
に
の
み
し
か
見
え
な
い
詞

章
も
存
す
る
。
「
歌
舞
妓
」
の
序
段
に
道
行
の
代
り
と
し
て
あ
る
上
歌
の
、

百
千
鳥
嚇
る
春
は
物
ご
と
に
。
／
＼
改
ま
れ
ど
も
此
か
ぶ
き
。
同
じ
心
に

猶
飽
か
で
。
人
の
詠
も
色
そ
ふ
や
。
北
野
参
り
も
猶
し
げ
き
。
貴
賎
の
人

の
見
は
や
す
も
。
天
満
つ
神
の
恵
か
な
。
／
＼
。

と
い
ふ
調
章
は
、
甲
本
に
は
な
く
乙
本
に
見
え
る
。
ま
た
シ
テ
と
ワ
キ
と
の
掛

合
の
末
尾
の
、

ワ
キ
「
：
：
：
今
は
此
世
に
な
ご
や
三
左
の
。
シ
テ
「
散
々
な
り
し
最
後
ぞ

と
。
人
に
は
い
れ
し
無
念
さ
を
。
今
も
思
ふ
や
お
国
が
躍
。
ワ
キ
「
か
ぶ

き
し
事
も
。
シ
テ
「
夢
。
ワ
キ
「
幻
。

も
乙
本
に
は
殆
ん
ど
同
じ
詞
章
が
見
え
る
が
、
甲
本
で
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部

7 



分
の
詞
が
異
な
っ
て
ゐ
る
。
然
し
乙
本
に
比
較
す
る
時
、
甲
本
は
謡
曲
の
構
成

に
倣
っ
て
書
か
れ
て
ゐ
る
点
が
著
し
く
、
そ
の
始
め
は
、

都
の
春
の
花
ざ
か
り
／
＼
、
か
ぶ
き
踊
に
い
で
う
よ
。
そ
も
／
＼
こ
れ
は

出
雲
の
国
大
社
に
任
へ
申
す
社
人
に
候
ふ
。
そ
れ
が
し
が
娘
に
固
と
申
す

亙
の
候
ふ
を
、
か
ぶ
き
踊
と
申
す
事
を
習
は
し
、
天
下
太
平
の
御
世
な
れ

ば
、
都
に
ま
か
り
の
ぼ
り
候
て
踊
ら
せ
ば
や
と
存
じ
候
ふ
。

と
書
き
出
し
、
そ
れ
に
続
い
て
謡
曲
の
「
歌
舞
妓
」
に
は
却
っ
て
見
え
な
い
道

行
が
あ
り
、
本
格
的
な
謡
曲
の
様
式
を
追
っ
て
ゐ
る
。
「
歌
舞
妓
」
の
始
め
は
、

ワ
キ
女
次
第
「
都
の
春
の
花
盛
。
／
＼
。
か
ぶ
き
躍
に
出
う
よ
。
詞
抑
是

は
出
雲
大
社
に
仕
へ
申
す
神
職
の
者
に
て
候
。
某
娘
を
持
ち
候
が
。
讐
び

無
く
か
ぶ
き
躍
を
仕
り
候
。
今
日
も
右
近
の
馬
場
へ
立
ち
出
で
。
彼
か
ぶ

き
を
初
め
ば
や
と
存
じ
候
。

と
な
っ
て
ゐ
て
、
冒
頭
の
「
ワ
キ
女
次
第
」
の
部
分
は
、
甲
本
と
全
く
同
文

で
、
甲
本
と
「
歌
舞
妓
」
と
の
前
後
関
係
は
自
然
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
高
安

月
郊
氏
が
『
日
本
文
芸
復
興
史
』
の
第
三
の
七
に
お
い
て
、
「
歌
舞
妓
」
は
そ

の
文
句
も
『
歌
舞
伎
草
子
』
と
同
じ
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
甲

本
と
の
比
較
に
因
る
も
の
に
相
違
な
い
が
、
こ
の
現
象
に
つ
き
高
安
氏
は
「
後

に
は
歌
舞
伎
を
軽
蔑
し
て
、
役
者
と
階
級
を
異
に
し
た
の
に
、
其
文
句
を
用
ゐ

る
砂
川
は
あ
る
ま
い
か
ら
、
此
方
が
先
か
、
そ
れ
に
し
て
も
そ
れ
に
扮
し
た
と
は

ま
だ
後
程
隔
て
L
ゐ
な
か
っ
た
の
か
。
」
と
述
べ
て
を
ら
れ
る
。
（
注
一
）
。
こ

れ
は
「
歌
舞
妓
」
と
甲
本
と
を
併
は
せ
見
れ
ば
一
往
生
ず
る
疑
問
で
あ
ら
う
。

然
し
甲
本
と
系
統
を
異
に
す
る
乙
本
の
こ
と
も
念
頭
に
置
く
時
、
『
歌
舞
伎
草

子
』
が
「
歌
舞
妓
」
に
拠
っ
て
ゐ
る
と
は
簡
単
に
推
測
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

守
随
害
沼
田
博
士
は
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
て
ゐ
る
謡
曲
「
歌
舞
妓
」
が
『
歌
舞

伎
草
子
』
の
甲
本
や
乙
本
に
よ
っ
て
後
に
作
ら
れ
た
も
の
と
し
て
を
ら
れ
る

（
注
二
）
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
同
博
士
の
演
劇
史
に
関
す
る
論
考
に
よ
っ
て

窺
ふ
こ
と
が
で
き
る
や
う
で
あ
る
。
博
土
は
そ
の
著
『
近
世
劇
文
学
』
の
第
一

発
生
期
に
お
い
て
、
『
歌
舞
伎
草
子
』
が
舞
台
を
伝
へ
た
も
の
と
す
る
判
断
の

上
か
ら
、
お
国
歌
舞
伎
の
舞
台
が
能
の
演
技
の
進
行
に
類
す
る
構
成
を
も
ち
、

踊
の
能
楽
化
と
し
て
成
功
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
を
ら
れ
る
が
、
さ

ら
に
ま
た
「
能
楽
の
影
町
四
回
」
と
題
す
る
論
述
（
注
一
二
）
に
お
い
て
、
歌
舞
伎
劇

に
お
け
る
能
楽
の
影
響
を
考
察
せ
ら
れ
た
中
で
、
お
国
歌
舞
伎
の
規
準
と
な
っ

た
も
の
は
能
楽
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
、
「
お
国
一
座
の
演
出
は
能
楽
に
拠
っ
た

も
の
で
、
ま
づ
そ
の
民
衆
性
把
握
に
腐
心
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
前
行
演
劇

に
交
渉
を
持
つ
こ
と
は
当
然
な
現
象
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、
『
歌
舞
伎
草
子
』

（
甲
本
）
の
詞
章
を
引
い
て
、
お
国
歌
舞
伎
の
演
出
の
組
織
を
考
へ
、
「
全
演

技
が
能
楽
に
よ
っ
て
構
成
を
完
う
せ
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
」
と
推
定
し
て
を

ら
れ
る
の
で
あ
る
（
注
四
）
。
守
随
博
士
の
言
は
れ
る
や
う
に
、
『
歌
舞
伎
草
子
』

は
甲
本
も
乙
本
も
恐
ら
く
お
国
歌
舞
伎
の
舞
台
を
伝
へ
る
も
の
で
、
お
国
歌
舞

伎
は
能
楽
に
規
範
を
仰
い
だ
民
衆
劇
と
し
て
演
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
さ
う

考
へ
れ
ば
『
歌
舞
伎
草
子
』
、
特
に
甲
本
の
内
容
が
謡
曲
的
な
構
成
を
持
っ
て

ゐ
る
の
は
、
自
然
の
成
行
き
で
あ
っ
て
、
謡
曲
「
歌
舞
妓
」
は
『
歌
舞
伎
草

子
』
の
甲
本
や
乙
本
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
も
の
と
見
て
差
支
へ
が
な
い
。
そ

の
や
う
に
見
な
け
れ
ば
、
「
歌
舞
妓
」
と
甲
本
と
乙
本
と
の
三
者
の
内
容
の
関

係
は
到
底
説
明
が
で
き
な
い
と
考
へ
る
。
「
歌
舞
妓
」
の
作
者
の
お
国
歌
舞
伎

に
対
す
る
気
持
は
、
後
の
能
楽
人
の
歌
舞
伎
に
対
す
る
気
持
ほ
ど
隔
り
が
あ
っ

た
の
で
は
な
く
、
『
歌
舞
伎
草
子
』
諸
本
に
伝
へ
る
お
国
歌
舞
伎
の
様
相
を
、

新
し
い
題
材
と
し
て
取
り
上
げ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ら
う
と
解
釈
せ
ら
れ
る
。

か
う
し
て
「
歌
舞
妓
」
も
ま
た
近
世
初
期
の
小
説
文
学
を
題
材
に
選
ん
で
成
っ

た
謡
曲
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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次
に
「
薄
雪
」
は
『
う
す
雪
物
語
』
か
ら
題
材
を
得
た
も
の
と
考
へ
ら
れ

る
。
然
し
『
う
す
雪
物
語
』
を
脚
色
し
た
と
い
ふ
よ
り
は
、
『
う
す
雪
物
語
』

の
薄
雪
を
シ
テ
と
し
て
、
新
し
く
作
ら
れ
た
髭
物
と
い
ふ
の
が
適
当
で
あ
ら

う
。
諸
国
一
見
の
僧
が
都
に
出
て
建
仁
寺
に
参
詣
し
、
鶴
の
林
に
来
て
無
常
を

観
ず
る
所
に
、
な
ま
め
い
た
女
性
が
現
は
れ
る
。
そ
こ
で
問
答
が
あ
り
女
は
薄

雪
の
亡
霊
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
て
、
生
前
の
園
部
と
の
恋
愛
の
次
第
を
語
り
、

邪
姪
の
罪
の
苦
し
み
を
扶
け
給
へ
と
乞
う
て
姿
が
失
せ
る
。
僧
の
読
経
供
養
に

よ
っ
て
女
は
仏
果
を
得
、
天
女
と
な
っ
て
現
は
れ
舞
を
す
る
。
こ
れ
が
謡
曲
「

薄
雪
」
の
内
容
で
あ
る
。

『
う
す
雪
物
語
』
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
男
女
の
交
は
し
た
艶
書
を
中
心
と

し
て
、
こ
れ
に
発
端
と
結
末
と
の
詞
を
附
し
て
出
来
た
恋
愛
小
説
で
、
「
薄

雪
」
が
こ
れ
に
拠
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
へ
る
。
然

し
、
「
薄
雪
」
の
中
に
女
が
恋
愛
の
終
末
を
語
っ
て
、

か
く
て
此
事
の
。
つ
つ
む
に
余
る
忍
び
づ
ま
の
。
顕
れ
初
て
痛
ま
し
ゃ
。

閲
討
に
討
れ
し
と
。
聞
く
よ
り
我
も
長
ら
へ
て
。
い
か
で
住
み
は
果
つ
べ

き
と
。
守
り
万
を
抜
持
ち
。
終
に
空
し
く
成
り
し
身
の
。
－

と
あ
る
の
は
、
小
説
に
見
ら
れ
る
恋
路
の
果
て
と
は
異
な
っ
て
ゐ
る
。
『
う
す

雪
物
語
』
で
は
女
が
病
死
し
、
男
は
出
家
を
し
て
後
に
往
生
を
遂
げ
る
こ
と
に

な
っ
て
を
り
、
男
が
闇
討
ち
せ
ら
れ
女
が
守
り
万
で
自
害
を
し
た
と
い
ふ
趣
向

は
、
そ
れ
に
拠
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
女
が
守
り
万
で
自
害
を
遂
げ
る
の
は
、

『
恨
之
介
』
の
話
を
思
は
せ
る
所
も
あ
る
。
武
家
時
代
の
思
想
か
ら
こ
の
や
う

な
趣
向
を
立
て
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
が
、
或
は
別
に
基
づ
く
所
が
あ

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
折
口
信
夫
博
士
は
「
懸
想
文
の
あ
る
観
察
｜
｜
う
す

雪
物
語
を
出
て
｜
l
」
と
い
ふ
論
考
（
注
五
）
に
お
い
て
、
「
我
々
が
最
初
に

考
へ
て
よ
い
こ
と
は
、
『
う
す
雪
物
語
』
以
前
に
、
若
干
の
小
説
め
い
た
筋
立

て
を
持
つ
消
息
集
の
あ
っ
た
ら
う
と
言
ふ
事
で
あ
る
。
う
す
雪
以
前
に
も
、
若

干
の
『
う
す
雪
』
及
び
、
其
他
の
消
息
物
語
が
あ
っ
た
で
あ
ら
う
と
言
ふ
事
で

あ
る
。
」
と
述
べ
て
を
ら
れ
る
（
注
六
）

0

『
う
す
雪
物
語
』
以
前
に
若
干
の
「

う
す
雪
」
が
あ
っ
た
と
い
ふ
の
は
、
若
干
の
恋
愛
消
息
物
語
が
あ
っ
た
と
い
ふ

意
味
か
、
薄
雪
を
女
主
人
公
と
す
る
若
干
の
消
息
物
語
が
あ
っ
た
と
い
ふ
意
味

か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
『
う
す
雪
物
語
』
以
前
に
薄
雪
に
関
す
る
亦
話
A

伝
説

が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
謡
曲
「
薄
雪
」
に
題
材
を
提
供
し
た
こ
と
も
考
へ
ら
れ
な

い
こ
と
は
な
い
。
然
し
そ
れ
は
文
献
的
な
実
証
を
経
な
け
れ
ば
結
局
決
定
の
で

き
な
い
問
題
で
、
現
在
に
お
い
て
は
、
「
薄
雪
」
が
『
う
す
雪
物
語
』
に
拠
っ

て
創
作
さ
れ
た
も
の
と
見
る
他
は
な
い
と
思
は
れ
る
。

謡
曲
「
薄
雪
」
に
お
い
て
も
『
う
す
雪
物
語
』
に
お
い
て
も
、
男
の
園
部
は

都
の
ほ
と
り
深
草
の
者
、
薄
雪
は
一
条
の
御
所
に
仕
へ
た
女
で
、
清
水
詣
で
の

時
に
見
そ
め
た
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
。
謡
曲
に
は
男
が
清
水
で
一
目
見
て
か
ら

恋
ひ
こ
が
れ
、
千
束
の
文
を
送
っ
て
、
つ
ひ
に
打
ち
と
け
て
新
枕
を
交
は
し
た

こ
と
を
述
べ
た
所
に
、

権
中
納
言
敦
忠
は
。
逢
見
て
の
後
の
心
に
比
ぶ
れ
ば
。
昔
は
物
を
思
は
ず

や
。
逢
て
中
々
恨
あ
り
。

と
見
え
て
ゐ
る
。
『
う
す
雪
物
語
』
に
は
、
二
人
が
何
度
も
艶
書
を
交
は
し
た

後
、
は
じ
め
て
契
り
を
結
ん
だ
翌
朝
男
の
送
っ
た
消
息
の
中
に
、
「
あ
ひ
見
て

の
後
の
こ
こ
ろ
に
」
の
歌
を
掲
げ
て
、
「
い
と
ど
お
も
ひ
は
ま
す
か
が
み
、
：
・

：
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
女
の
返
事
の
中
に
も
、

う
ら
め
し
の
う
き
世
ゃ
な
、
そ
は
ぬ
む
か
し
は
お
も
ひ
あ
り
、
あ
ふ
て
の

い
ま
は
い
よ
／
＼
ふ
か
き
。

と
見
え
、
そ
れ
に
続
く
結
末
の
叙
述
の
部
の
初
め
に
も
、

人
め
を
つ
つ
み
し
の
び
け
る
ほ
ど
に
、
さ
っ
き
の
こ
ろ
よ
り
も
、
よ
は
に
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ま
ぎ
れ
て
か
よ
ひ
け
れ
ば
、
む
か
し
は
物
を
と
覚
へ
て
そ
の
年
も
く
れ
、

と
あ
っ
て
、
二
人
の
逢
っ
て
か
ら
後
の
思
ひ
は
、
「
あ
ひ
見
て
の
」
の
歌
の
心

を
も
っ
て
説
明
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
か
う
し
た
点
を
見
て
も
、
「
薄
雪
」
の
作
者

が
『
う
す
雪
物
語
』
を
参
照
し
て
ゐ
る
こ
と
は
察
知
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
男

が
闇
討
ち
せ
ら
れ
、
女
が
悲
し
ん
で
自
害
を
し
た
と
い
ふ
武
家
時
代
的
な
趣
向

は
、
後
の
時
代
世
話
と
角
書
し
た
浄
瑠
璃
「
新
薄
雪
物
語
」
の
内
容
を
思
ひ
合

は
せ
る
と
、
謡
曲
の
作
者
の
創
案
と
見
て
、
必
ず
し
も
不
都
合
で
は
な
い
。
要

す
る
に
、
「
簿
雪
」
も
ま
た
近
世
初
期
の
小
説
に
拠
っ
て
作
ら
れ
た
と
い
ふ
こ

と
が
で
き
る
と
考
へ
る
。

風
虎
旧
蔵
の
別
集
百
番
に
は
、
右
の
や
う
に
「
歌
扉
風
」
の
他
に
も
、
近
世

初
期
の
著
名
な
小
説
文
学
と
芦
渉
を
も
つ
も
の
が
存
す
る
。
「
歌
界
風
」
が
近

世
の
小
説
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
自
体
は
、
別
集
百
番
に
お
け
る
特

別
の
例
と
は
な
し
難
い
の
で
あ
る
。
近
世
小
説
と
交
渉
を
持
つ
謡
曲
は
、
同
百

番
中
に
他
に
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
近
世
に
入
っ
て
、
新
し
い
時
代
の
文

学
に
題
材
を
求
め
た
新
謡
曲
が
作
ら
れ
て
ゐ
た
事
実
は
、
右
の
三
番
の
例
か
ら

も
推
察
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
三
番
の
小
説
文
学
と
の
関
係
の
仕
方
は
そ
れ
ぞ
れ

様
相
を
異
に
し
て
ゐ
る
が
、
題
材
の
性
質
や
傾
向
に
従
っ
て
、
原
拠
の
扱
ひ
方

に
相
違
の
あ
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
や
う
に
新
し
い
時
代
の
意
欲
を

反
映
し
て
作
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
番
外
謡
曲
も
、
現
代
に
お
い
て
は
脚
光
を
浴
び

な
い
廃
曲
と
な
っ
て
ゐ
る
。
そ
の
事
情
な
ど
に
つ
い
て
は
、
能
楽
史
家
の
考
察

を
侠
つ
べ
き
で
、
今
こ
こ
に
わ
た
く
し
の
論
ず
べ
き
問
題
で
は
な
い
で
あ
ら

たノ。

注

『
日
本
文
芸
復
興
史
』
二
五
二
頁
。

『
日
本
文
学
大
辞
典
』
の
「
歌
舞
伎
草
子
」
の
項
。

注

注
三
、
新
修
版
『
能
楽
全
世
・
第
二
巻
』
所
収
。

注
四
、
右
の
苫
二
四

O
l二
四
一
頁
。

注
五
、
『
近
世
文
学
の
研
究
』
（
勝
村
博
士
功
績
記
念
会
編
）
に
発
表
、

後
に
『
恋
の
座
』
・
『
折
口
伝
夫
全
集
・
第
十
巻
』
に
収
録
。
同
全

集
第
二
十
九
巻
所
収
の
「
う
す
雪
物
語
解
説
」
は
そ
の
一
節
の
柿
木

と
見
な
さ
れ
る
。

注
六
、
『
折
口
信
夫
人
ム
集
・
第
十
巻
』
三
二
八
頁
。
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五

「
歌
界
風
」
は
謡
曲
と
し
て
重
要
な
作
品
で
は
な
い
が
、
『
伽
抑
子
』
の
話

を
題
材
に
し
た
一
・
番
で
あ
っ
て
、
『
伽
則
子
』
に
関
す
る
論
考
を
試
み
た
こ
と

の
あ
る
わ
た
く
し
は
、
こ
れ
に
一
往
の
関
心
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
『
伽
蝉
子
』
が
わ
が
怪
異
小
説
史
の
上
に
一
時
期
を
画
す
る
作
品
で
あ

る
こ
と
や
、
そ
の
後
の
文
学
に
与
へ
た
影
響
な
ど
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
人
々

に
よ
っ
て
考
究
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
今
わ
れ
わ
れ
は
『
伽
州
知
子
』
の
影
響
を
受
け

た
作
品
の
中
に
、
謡
曲
「
歌
界
風
」
を
新
し
く
加
へ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

上
記
の
や
う
に
「
歌
界
風
」
の
内
容
は
全
面
的
に
「
梅
花
昇
風
」
に
拠
っ
て

ゐ
て
、
原
話
を
そ
の
ま
ま
謡
曲
に
脚
色
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
梅
花
扉
風
」

の
粉
木
と
な
っ
た
「
芙
怒
界
記
」
は
、
奇
談
で
あ
っ
て
怪
談
で
は
な
い
。
従
司

て
「
梅
花
界
風
」
も
「
歌
昇
風
」
も
、
怪
異
分
子
を
含
む
所
の
な
い
現
実
的
な

奇
談
で
あ
る
。
「
歌
扉
風
」
の
作
者
が
『
伽
郷
子
』
に
数
多
く
見
ら
れ
る
怪
異

談
を
採
り
上
げ
ず
、
類
の
少
い
現
実
的
な
奇
談
を
選
ん
で
題
材
と
し
た
こ
と

は
、
も
と
よ
り
非
難
せ
ら
る
べ
き
態
度
で
は
な
い
と
考
へ
る
。
「
歌
界
風
」
の

作
者
は
「
梅
花
界
風
」
が
「
芙
務
界
記
」
の
翻
案
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
ゐ
た

の
か
否
か
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
不
明
で
あ
る
に
し
て
も
、
「
梅
花
防
風
」
の
夫



婦
再
会
の
奇
談
を
恰
好
の
題
材
と
見
て
、
新
し
い
再
会
物
を
作
っ
た
所
に
、
ひ

そ
か
な
持
侍
も
あ
っ
た
こ
と
を
想
ひ
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
梅
花
界
風
」
は
「
芙
怒
界
記
」
を
翻
案
し
た
作
り
物
語
で
あ
り
、
「
歌
扉

風
」
が
実
話
を
脚
色
し
た
謡
曲
で
な
い
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。
「
歌

界
風
」
が
大
内
陶
の
乱
に
関
し
、
戦
国
時
代
を
現
は
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
先
進
た

ち
の
解
説
は
い
づ
れ
も
正
し
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
他
の
多
く
の
謡
曲
と
同

じ
ゃ
う
に
、
架
空
の
話
を
伝
へ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
こ
の
一
番
が
近
世
の
謡
曲

と
し
て
、
中
国
の
小
説
と
間
接
的
で
あ
る
に
せ
よ
つ
な
が
り
を
持
つ
こ
と
は
、

や
は
り
注
意
す
べ
き
事
実
で
あ
ら
う
。
近
世
の
文
学
に
は
中
国
文
学
の
影
響
を

受
け
た
も
の
が
多
く
、
謡
曲
「
歌
扉
風
」
の
内
容
を
追
究
す
る
時
、
そ
の
影
響

の
深
甚
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
改
め
て
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
ほ
最
初
に
述
べ
た
通
り
、
佐
佐
木
博
士
は
「
歌
扉
風
」
に
つ
い
て
、
界
風

の
歌
を
発
端
と
し
て
ゐ
る
の
は
院
本
朝
顔
日
記
の
先
縦
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
と

述
べ
て
を
ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
生
写
朝
顔
話
」
の
宿
屋
の
段
の
話
を
指
す
も
の

と
恩
は
れ
る
が
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
「
梅
花
界
風
」
や
「
芙
磐
田
肘
記
」

な
ど
も
併
は
せ
考
へ
て
、
更
に
検
討
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
ま
た
読
本
『
垣
恨

草
』
第
三
巻
の
第
一
話
「
靭
晴
宗
夫
婦
再
生
の
縁
を
む
す
ぷ
事
」
は
、
「
梅
花

界
風
」
や
「
英
容
界
記
」
と
関
係
を
有
す
る
話
で
あ
る
（
注
）
。
『
現
燈
新
話
』
の

「
牡
丹
燈
記
」
は
『
伽
解
子
』
の
中
に
も
翻
案
せ
ら
れ
、
そ
の
後
も
近
世
の
文

学
に
影
鵬
首
を
与
へ
る
所
の
あ
っ
事
実
は
、
今
日
で
は
か
な
り
深
く
探
求
せ
ら
れ

て
ゐ
る
。
『
現
燈
余
話
』
の
「
芙
怒
界
記
」
の
話
が
、
近
世
文
学
の
上
に
ど
の

や
う
に
流
れ
て
ゐ
る
か
は
未
知
の
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
系
列
の
初
め
に
「
梅

花
扉
風
」
が
あ
り
、
そ
れ
に
附
随
し
て
「
歌
界
風
」
の
あ
る
こ
と
は
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

注
、
拙
稿
「
垣
根
草
と
支
那
小
説
」

月
号
）
参
照
。

（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
八
年
五

｜
｜
大
阪
大
学
教
授

文
学
博
土
｜
｜
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