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竹
本

一
流
懐
中
本
に
つ
い
て

一

浄
瑠
璃
の
段
物
集
と
い
っ
て
も
祐
田
善
雄
氏
の
御
指洋
価
の
通
り
、
そ
の
用
途

に
応
じ
て
「絵
入
本
、
献
上
本
、
半
紙
本
、
懐
中
用
の
横
本
な
ど
多
種
多
用
」
で

あ
る
。
竹
本
筑
後
塚
の
段
物
集
で
生
前
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
み
て
も

様
々
な
書
型
の
も
の
が
あ
る
。
そ
の
中
で
量
質
と
も
代
表
と
す
べ
き
も
の
は
正

徳
元
年
初
秋
刊
の

『
鶏
鵡
ケ
柚
』
で
あ
ろ
う
。
半
紙
本
上
中
下
三
冊
、
筑
後
稼

の
自
序
、
門
弟
連
名
、
近
松
の
跛
を
有
し
、
所
収
段
物
九
十
番
は
筑
後
橡
の
語

り
物
の
集
大
成
の
感
が
す
る
。
出
版
書
難
は
そ
の
正
本
を
終
始
刊
行
し
て
き
た

山
本
九
兵
衛

・
山
本
九
右
衛
門
で
あ
る
。
刊
行
の
正
徳
初
年
に
強
い
て
格
別
の

意
を
見
出
せ
ば
筑
後
橡
六
十

一
の
賀
を
み
る
が
、
浄
瑠
璃
本
で
の
か
か
る
記
念

出
版
の
例
を
他
に
知
ら
な
い
今
推
測
に
と
ど
ま
る
。
こ
う
し
た
立
派
な
装
偵
を

も
つ
段
物
集
に
は
、
宇
治
加
賀
稼
の

（東
京
芸
大
本
は
自
筆
識
語
さ
え
も
つ
）

『
竹
子
集
』
自
序
に
み
ら
れ
よ
う
な
、

惣
し
て
浄
る
り
ほ
ど
下
輩
な
る
物
の
や
う
に
人
に
い
や
し
ま
る
ヽ
ハ
な
し
。

是
皆
ミ
つ
か
ら
芸
を
あ
さ
ま
に
し
な
し
た
る
ゆ
へ
な
り
、
既
浄
る
り
を
能
語

り
得
て
ハ
か
た
し
け
な
く
も
日
宜
を
い
た
ヽ
き
諸
国
の
受
領
に
任
ぜ
ら
る
。

い
つ
れ
の
音
由
に
か
ヽ
る
事
や
あ
る
。

大

橋

正

叔

と
い
っ
た
衿
持
に
似
た
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

『
大
竹
集
』
に
し
て
も
自
序
自

筆
署
名
を
し
た
大
本
で
装
偵
も
立
派
で
あ
る
。
義
太
夫
の

「貞
享
四
年
段
物
集
」

も
大
本
の
立
派
な
も
の
で
あ

っ
た
と
聞
く
。
こ
れ
ら
の
段
物
集
は
正
し
く
太
夫

直
本
の
段
物
集
で
あ
り
、
そ
の
自
序
に
は
我

一
流
の
里
程
を
示
す
意
が
強
く
込

め
ら
れ
て
い
る
。
浄
瑠
璃
の
興
隆
発
展
期
を
自
ら
創
り
出
し
た
加
賀
嫁

・
筑
後

橡
に
と

っ
て
自
分
の
手
で
段
物
集
を
刊
行
す
る
こ
と
は
、
自
ら
の
浄
瑠
璃
に
対

す
る
姿
勢
を
示
す
に
恰
好
の
も
の
で
あ
り
よ
き
宣
伝
の
具
で
も
あ

っ
た
ろ
う
。

し
か
し
、
他
方
、
太
夫
の
そ
う
し
た
意
を
含
ま
な
い
携
帯
に
便
利
な
小
本
の
段

物
集
も
出
ま
わ

っ
て
い
た
。
浄
瑠
璃
に
そ
う
し
た
小
本
の
段
物
集
を
広
め
た
の

は
西
鶴
で
あ
る
。

『
小
竹
集
』

（貞
享
二
年
七
月
）
の
序
文
で
西
鶴
は

「大
竹
集
を
求
め
て
明

暮
是
を
見
し
に
懐
中
の
な
ら
ざ
る
を
用
捨
し
て
節
章
を
改
め
小
竹
集
に
移
し
ぬ

是
な
ん
小

ハ
大
を
叶
へ
る

一
冊
也
」
と
小
本
に
し
た
理
由
を
述
べ
て
い
る
。
こ

の
刊
行
の
意
図
に
つ
い
て
藤
井
紫
影
博
士
は
「暦
」
（西
鶴
作
）
と
の
関
係
か
ら

此
作

（筆
者
注
「暦
し

は
小
竹
集
以
外
の
す
べ
て
の
段
物
集
に
は
全
く
影
を

見
せ
な
い
。
そ
れ
か
ら
考
へ
る
と
、
此
作
は
加
賀
橡
に
と

っ
て
は
最
初
大
阪

で
語

っ
た
時
、
義
太
夫
の
賢
女
手
習
井
新
暦
の
為
に
競
争
に
敗
れ
た
不
吉
な

思
出
も
あ
り
、
且
は
さ
し
て
面
白
い
作
で
も
な
い
の
で
、
敬
遠
の
体
で
あ

っ
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た
か
と
思
は
れ
る
。
西
鶴
は
そ
れ
が
不
平
で
、
ど
う
だ
俺
の
浄
る
り
を
見
ろ

と
い
ふ
意
込
で
、
自
作
宣
伝
の
た
め
に
特
に
作

っ
た
も
の
ゝ
如
く
、
加
賀
稼

の
段
物
集
が
す
べ
て
つ
ぼ
屋
や
山
本
の
手
か
ら
出
て
ゐ
る
の
に
、
こ
れ
の
み

が
西
鶴
の
著
書
を
出
し
た
森
田
庄
太
郎
の
開
板
で
あ
る
こ
と
も
、
此
間
の
消

息
を
伝
ふ
る
も
の
で
な
か
ら
う
か
。

（中
略
）
で
此
小
竹
集
は
加
賀
橡
が
編

集
し
て
西
鶴
に
序
を
頼
ん
だ
も
の
で
な
く
、
西
鶴
が
勝
手
に
撰
ん
で
出
版
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
猶
西
沢

一
風
が
加
賀
節
を
集
め
て
浄
瑠
璃
加
賀
羽
二

と
罐
臓
時

を っ
れ
¨
”
卸
嚇
【
赫
％
臓
筆
【
』

前
の
段
物
集
は
多
く
白
序
や
印
記

を
有
す
る
に
比
し
て
、
『
小
竹
集
』

に
は
加
賀
像
の
名
は
序
文
に
で
る
だ
け
で

あ
り
、
加
賀
像
が
そ
の
編
集
に
直
接
間
接
に
関
与
し
た
形
跡
を
示
す
も
の
が
全

く
な
い
。
藤
井
博
士
の
卓
見
は
首
肯
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
単

に
段
物
集
に
小
本
が
生
じ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
太
夫
に
関
係
な
く
享
受
の

側
か
ら
必
要
に
応
じ
た
段
物
集
を
つ
く
り
得
た
こ
と
に
な
る
。

「暦
」
に
対
す

る
自
負
に
加
え
て
、
西
鶴
は

「好
き
者
の
け
い
こ
用
」
に
よ
り
便
利
に

「嘉
太

夫
の
日
ま
ね
し
て
月
待
下
舟
小
風
呂
の
う
ち
」
で
楽
し
む
に
似
つ
か
わ
し
い
も

の
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
小
本
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と

に
対
す
る
文
言
は
な
い
が
、
従
前
の
段
物
集
が
自
序
を
の
せ
、
そ
れ
が

『
竹
子

集
』
に
い
う
座
敷
浄
瑠
璃
の
慰
み
の
た
め
の
回
伝
で
あ

っ
て
も
、
そ
こ
に
浄
瑠

璃
の
芸
に
対
す
る
太
夫
自
身
の
至
情
が
あ
る
の
を
み
れ
ば
、
加
賀
稼
に
と

っ
て

こ
う
し
た
小
本
の
出
現
は
好
ま
し
か
ら
ざ
る
こ
と
で
ぁ

っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、

浄
瑠
璃
そ
の
も
の
が
享
受
範
囲
を
ひ
ろ
め
た
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ

燿

黎̈
尤
夕
け罫
は
一霧

鞣
轟

夫
の
段
物
集
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
懐
中
用
小
本
は
元
禄
末
頃

か
ら
横
型
小
本
の
も
の
に
移
り
、　
一
時
期
竹
本

一
流
懐
中
本
と
称
さ
れ
る
段
物

集
が
多
種
刊
行
さ
れ
る
。
こ
の
横
小
本
の
懐
中
本
に
つ
い
て
今
迄
個
別
に
取
り

上
げ
ら
れ
言
及
さ
れ
た
こ
と
は
あ

っ
た
が
、
そ
の
成
立
、
性
格
等
に
つ
い
て
ま

と
ま

っ
た
発
言
を
ま
だ
聞
か
な
い
。
こ
の
度

『
浄
瑠
璃
花
月
丸
』

（信
多
純

一

氏
蔵
）
を
借
覧
し
、
こ
の
種
の
段
物
集
に
新
た
な

一
本
を
加
え
る
こ
と
が
で
き

た
。
こ
れ
を
機
に
竹
本

一
流
懐
中
本
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
み
た
く
思
う
。

二

『浄
瑠
璃
花
月
丸
』
（正
本
屋
九
左
衛
門
板
）
の
惣
目
録
の
あ
と
に
左
の
よ
う

な
広
告
が
あ
る
。

竹
本

一
流
懐
中
本
出
来
分

浄
る
り
見
取
丸
　
　
一
浄
る
り
小
菊
丸

竹
本
秘
伝
丸
　
　
　
一
浄
る
り
連
理
丸

浄
る
り
酒
妻
九
　
　
一
竹
本
二
朱

一
部

竹
本
宝
来
山
　
　
　
一
浄
る
り
大
か
ゞ
み

竹
本
宝
鑑
　
　
　
　
一
浄
る
り
花
月
丸

（以
下
書
名
の
記
述
は
浄
る
り
ｏ
竹
本
の
語
を
と
り
簡
略
江
け
る
）

同
様
な
広
告
は
右
に
の
す

「秘
伝
丸
」

「連
理
丸
」
に
も
あ
る
が
、
こ
こ
に

掲
げ
て
い
る
書
名
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は

「略
上
る
り
」
の
一
本
で
あ

る
。
表
題
の
竹
本

一
流
懐
中
本
の
呼
称
も

「花
月
丸
」
に
倣

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
書
は

「花
月
丸
」
の
板
元
で
あ
る
正
本
屋
九
左
衛
門
板

（以
下
西
沢

版
と
す
る
）
で
刊
行
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
管
見
の
範
囲
で
所
在
を
知
り
得

勝
は
南耐勧肝菱
」「罪

凌萎
一磋
晨剌琳勒

告
に
書
名
は
み
え
な
い
が

『浄
瑠
璃
当
流
小
百
番
』

（自
序

『当
流
浄
瑠
璃
小



百
番
し

『浄
瑠
璃
拍
子
扇
』
『竹
本
極
秘
伝
』
（原
本
未
見
）
も
同
種
同
体
裁
の

懐
中
本
段
物
集
で
あ
る
。
「小
百
番
」
「拍
子
扇
」
は
山
本
版
、
「極
秘
伝
」
は
西

沢
版
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
書
名
が
右
の

「花
月
丸
」
等
の
広
告
に
み
え
な
い
の

は
、

「小
百
番
」
「拍
子
扇
」
は
山
本
版
ゆ
え
で
あ
ろ
う
し
、
「極
秘
伝
」
は
後

述
す
る
よ
う
に

「花
月
丸
∵
等
よ
り
後
の
刊
行
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

う
判
断
し
た
場
合
、
同
じ
山
本
版
の

「小
菊
丸
」
が
西
沢
版

「秘
伝
丸
」

「連

理
丸
」

「花
月
丸
」
に
広
告
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
疑
間
が
の
こ
る
。
広

告
に
だ
け
頼
る
な
ら
む
し
ろ

「小
菊
丸
」
は
西
沢
版
と
す
ら
思
わ
れ
る
。
と
こ

ろ
が

「小
菊
丸
」
に
は
筑
後
稼
の
序
が
あ
り
、

小
ぎ
く
丸
．
ミ
と
り
丸
．
ひ
で
ん
丸
此
三
槽
の
道
行
揃

ハ
予
が
秘
密
の
ふ
し

載
．グ
炸
矩くを
以
て
。
通
を
難
し
彙
め
山
本
氏
に
板
行
に
勝
し
め
．
読
幅
が
滋

を
わ
た
る
機
構
と
す
る
所
に
。
見
眈
ゑ
し
れ
ぬ
嶽
脱
出
て
。
議
の
憲
鷲
を
と

り
付
て
正
本
を
か
す
む
と
い
へど
も
ふ
し
付
に
撃
り
て
．
焉
地ち雪
添
蹴
ひ
あ

る
故
．
是
を
な
げ
き
て
直
本
と
い
へ
る
舟
印
に
序
を
加
へ
．
猶
証
拠
の
た
め

予
が
判
形
を
相
添
て
．
高
麗
ば
し
壱
町
目
山
本
九
兵
衛
店
に
し
て
是
を
う
ら

し
む
。
只
い
つ
わ
ら
ざ
る
所
を
し
ら
し
め
ん
と
な
り
　
　
　
竹
本
筑
後
稼

と

「小
菊
丸
」
だ
け
で
な
く

「
ミ
と
り
丸
」

「
ひ
で
ん
丸
」
も
山
本
で
板
行
さ

せ
た
と
明
言
し
て
い
る
。
こ
れ
は

「小
菊
丸
」
に
西
沢
版
を
考
え
た
の
と
同
じ

よ
う
に
現
存
の

「見
取
丸
」

「秘
伝
丸
」
が
西
沢
版
で
あ
る
こ
と
と
饂
齢
す
る
。

現
存
の
書
は
そ
の
板
元
ま
で
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
ま
ま
で
は
こ

の
予
盾
は
解
決
し
な
い
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
山
本
版

「見
取
丸
」

「秘

伝
丸
」
、
西
沢
版

「小
菊
丸
」
の
存
在
の
想
定
で
あ
る
。
も
し
、
そ
れ
が
立
証
で

き
れ
ば
こ
の
複
雑
な
問
題
も
簡
単
に
説
明
が
つ
き

「小
菊
丸
」
の
序
の
意
味
も

は
っ
き
り
す
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
本
を
知
ら
な
い
今
そ
れ
を
立
証
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
少
く
と
も
そ
う
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
論
拠
が
あ
る
。

以
下
そ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
た
く
思
う
が
、
そ
れ
と
共
に
こ
の
問
題
の
前
提
に

も
当
る

「小
菊
丸
」
筑
後
橡
序
文
の
吟
味
を
し
て
お
き
た
い
。

「小
菊
丸
」
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

（「未
刊
浄
瑠
璃
芸
論
集
し

よ
う
に

序
と
目
次
の
標
題
以
外
は
同
じ
山
本
九
兵
衛
か
ら
出
て
い
る

「小
百
番
」
と
等

し
い
。
正
確
に
い
え
ば
、

「小
百
番
」
の
筑
後
稼
自
序
と
浄
瑠
璃
凡
例
を
省
き

右
に
引
用
し
た
筑
後
稼
の
序
を
新
た
に
加
え

『浄
瑠
璃
小
菊
丸
』
と
外
題
替
し

た
再
版
本
で
あ
る
。

そ
う
断
定
す
る
の
は

「小
菊
丸
」

公
只
都
大
学
頴
原
文
庫

蔵
）
の
丁
附
が

「小
百

（
丁
数
ン

と
な

っ
て
お
り
、
こ
れ
は

「小
百
番
」
（東

京
大
学
教
養
学
部
附
属
図
書
館
蔵
）
の
丁
附
と

一
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。
又
、

そ
の
書
体

・
字
配
り
の
一
致
は
両
書
を
比
べ
れ
ば
判
然
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
こ
と
は

「小
菊
丸
」
の
跛
に
筑
後
像
の

「山
本
を
山
木
と

一
点
を
偽
き
て

世
人
の
目
を
閉
ぐ
事
誠
に
よ
し
な
き
事
也
」
と
山
木
版
に
対
す
る
批
難
の
文
の

あ
る
を
も

っ
て
、
こ
の
序
も
山
木
版
に
対
す
る
も
の
で
な
い
か
と
す
る
見
解
を

消
極
的
な
も
の
に
す
る
。
何
故
な
ら
、
こ
の
跛
文
は
同
じ
山
本
版
の

「小
百
番
」

「拍
子
扇
」
に
も
共
通
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
板
木
も
同
じ
も
の
と

み
れ
る
の
で
跛
文
は
む
し
ろ
従
来
の
も
の
を
形
式
的
に
附
与
し
た
と
み
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
、

「小
菊
丸
」
の
序
は
独
自
の
も
の
で
あ
り
既
に
跛

文
で
述
べ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
な
批
難
を
序
跛
共
に
筑
後
嫁
の
名
で
並
べ
る

の
は
異
常
で
あ
る
。

「小
菊
丸
」
が

「小
百
番
」
の
再
版
本
で
あ
り
そ
の
相
違

が
序
文
に
あ
る
な
ら
ば
、

「小
菊
丸
」
を

「小
菊
丸
」
た
ら
し
め
て
い
る
の
は

む
し
ろ
こ
の
序
文
と
い
よ
う
。
こ
の
書
の
刊
行
の
意
味
も
そ
の
辺
り
に
あ

っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
序
の
い
う
所
に
は
か
な
り
の
真
実
性

が
あ
る
。
傍
証
と
し
て
序
に
い
う

「直
本
」
に
焦
点
を
絞
り
山
本
版
と
西
沢
版

を
比
べ
る
と
、
そ
れ
ム
ヽ
の
内
題
左
下
の
大
夫
名
の
所
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

山
本
版

「小
百
番
」
　
竹
本
筑
後
橡
直
正
本



″″

西
沢
版

″″

「拍
子
扇
」
　
　
　
　
″

「小
菊
丸
」
　
　
　
　
″

「見
取
丸
」
　
竹
本
筑
後
橡
正
本

「秘
伝
丸
」
　
　
　
筑
後
像
直
写

「連
理
丸
」
　

竹
本
筑
後
橡
正
本

「花
月
丸
」
　
竹
本
筑
後
橡
直
伝

「極
秘
伝
」
　
　
　
治現
後
像
伝
受
丸

山
本
版
が

「直
正
本
」
と
統

一
さ
れ
て
い
る
に
反
し
て
西
沢
版
で
は
表
記
の

仕
方
に
苦
心
の
程
が
窺
え
る
。
西
沢
が
山
本
の
後
塵
を
拝
し
て
い
た
例
と
し
て
、

筑
後
橡
し
か
書
け
な
い

「貞
享
四
年
義
太
夫
段
物
集
」
の
Ａ
浄
瑠
璃
大
概
∨
が

「秘
伝
丸
」
に
少
し
整
理
さ
れ
Ａ
浄
瑠
璃
口
伝
書
Ｖ
と
し
て
、
又
、
「小
百
番
」

の
Ａ
浄
瑠
璃
凡
例
Ｖ
が

「極
秘
伝
」
に
少
し
見
易
く
さ
れ
、
い
ず
れ
も
そ
の
ま

ま
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
み
え
る
表
記
の
不
統

一
も
そ
う
し
た
苦
労
、
つ
ま
り
筑
後
嫁
の
直
本
ら
し
く
み
せ
る
た
め
の
苦
労
の

表
わ
れ
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
点
を
考
え
れ
ば

「小
菊
丸
」
の
序
は
直
接

西
沢
版
と
名
指
し
は
し
て
い
な
い
が
、
西
沢
版
が
批
難
の
対
象
に
入

っ
て
い
る

こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
で
は
、
具
体
的
に
山
本
版
と
西
沢
版
が
ど
の
よ
う

な
関
わ
り
を
も
つ
の
か
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
れ
を
示
唆
し
て
い
る
の
が

「拍

子
扇
」
と

「秘
伝
丸
」
の
関
係
で
あ
る
。
左
に
両
書
の
目
録
を
掲
げ
る
。

浄
瑠
璃
拍
子
扇

（山
本
版
）
　

　

一　
　
竹
本
秘
伝
九

（西
沢
版
）

回
甲
賀
三
郎
　
諸
天
づ
く
し
　
　
　
　
一　
回
甲
賀
三
郎
　
「
諸
天
づ
く
し

□
同
二
段
目
　
か
ね
い
へ
道
行
　
　
一　
回
同
二
段
目
　
■
か
ね
い
ゑ
ミ
ち
行

□
同
四
段
目
　
「
あ
ふ
ミ
八
景

□
十
二
段
之
　
「
う
つ
ヽ
の
わ
た
し

二
段
目
　
　
　
守

″  ″

□
同
三
段
目
　
ゆ
め
の
い
ろ
町

回
同
四
段
目
　
あ
ふ
ミ
八
け
い

国
信
田
小
太
郎
　
神
お
ろ
し
の
た
ん

回
同
四
段
目
　
　
小
ぎ
く
姫
道
行

○
か
け
物
ぞ
ろ
へ
　
小
百
番

二
在

日
十
二
段
之
二
　
う
つ
ゝ
の
わ
た
し

段
目
　
　
　
　
も
り

□
百
日
曽
我
　
　
け
い
せ
い
た
い
な

い
さ
が
し

○
け
い
せ
い
請
状
○
と
ら
少
将
道
行

○
ぜ
ん
じ
坊
三
ぶ
経
○
か
せ
ん

右
四
色
小
百
番

二
在

回
曽
我
五
人
兄
　
と
ら
少
将
矢
立
の

弟
　
　
　
　
　
杉

〇
小
袖
も
ん
づ
く
し
○
つ
ハ
も
の

ぞ
ろ
へ

○
と
ら
少
将
道
行
○
か
た
ミ
を
く
り

右
四
色
小
百
番

二
在

国
新
版
腰
越
状
　
若
く
さ
姫
道
行

回
藍
染
川
　
　
　
初
段
梅
名
よ
せ

回
同
三
段
目
　
　
弁
の
君
道
行

□
遊
君
三
世
相
　
一
一段
目
さ
ん
げ
物

〓
”

□
同
三
段
日
　
　
ヽヽヽ
こ
の
日
よ
せ

□
同
四
段
日
　
　
は
る
ひ
め
道
行

国
天
智
天
皇
　
　
一二
段
目
三
社
た
く

せ
ん

▲
四
季
段
▲
道
行
見
取
丸
に
有

国
信
田
小
太
郎
「
神
お
ろ
し
の
段

回
同
二
段
目
　
「
お
と
こ
し
な
さ
だ
め

日
同
三
段
日
　
「
小
ぎ
く
ひ
め
ミ
ち
行

▲
か
け
物
ぞ
ろ
へ
小
菊
丸
に
有

固
新
板
腰
越
状
「
若
草
姫
ミ
ち
行

回
藍
染
川
　
　
「
初
段
梅
の
名
寄

国
同
三
段
目

「
弁
の
君
道
行

国
百
日
曽
我
　
「
け
い
せ
い
た
い
な

い
さ
が
し

▲
け
い
せ
い
請
状
▲
と
ら
せ
う
ノ
ヽ

道
行

▲
ぜ
ん
じ
坊
三
部
経
▲
か
せ
ん
の
だ
ん

右
四
色

ハ
小
菊
丸
と
申
本
に
有

四
遊
君
三
世
相
「
二
段
目
さ
ん
げ
物

奎
”

国
同
三
段
目

「
ミ
こ
の
口
よ
せ

回
同
四
段
目
　
「
は
る
ひ
め
道
行

国
同
段
　
　
　
「
ふ
ミ
ぐ
る
ま
の
段

国
曽
我
五
人
兄
「
と
ら
せ
う
ノ
ヽ
矢

弟
　
　
　
　
立
の
杉

▲
小
袖
の
も
ん
づ
く
し
▲
つ
は
物
ぞ

ろ
ヘ
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○
び
じ
ん
ぞ
ろ
へ
○
花
て
る
姫
道
行

右
二
色

ハ
調
子
竹

二
在

○
う
ね
め
四
き

ハ
小
百
番

二
在

□
以
呂
波
物
語
　
い
ろ
は
の
ま
へ
道
行

○
し
ヽ
ら
ん
ぎ
ょ
く
ハ
小
百
番
二
在

国
世
継
曽
我
　
　
ヽヽヽ
か
り
せ
い
そ
ろ
へ

国
同
三
段
目
　
　
と
ら
少
将
十
は
ん

き

り

四
同
五
段
目
　
　
ふ
う
り
う
の
舞

○
け
は
ひ
さ
か
○
と
ら
せ
う
し
や

う
道
行

右
二
色

ハ
調
子
竹

二
在

四
盛
久

ほ
う
し
や
う
か
く

道
行

四
同
五
段
目
　
　
げ
ん
じ
大
け
い
づ

○
馬
ご
う
た
○
地
ご
く
ゑ
と
き

右
二
色

ハ
調
子
竹

二
在

四
悦
賀
楽
平
太
　
大
名
や
く
め
付

四
虎
石
三
段
日
　
と
ら
お
も
ひ
ぶ
ミ

○
と
ら
御
せ
ん
道
行
ハ
調
子
竹
二
在

囲
根
元
曽
我
　
　
兄
弟
ノ
は
ヽ
道
行

○
お
と
こ
ぞ
ろ
ヘ
ハ
調
子
竹

二
在

囲
薩
摩
守
忠
度
　
き
く
の
ま
へ
道
行

〇

一
の
谷
名
所

ハ
調
子
竹

二
在

▲
と
ら
せ
う
ノ
ヽ
道
行
▲
か
た
ミ
お

右
四
色
も
小
菊
丸
と
云
本
に
有

回
天
智
天
皇
　
「
三
段
目
三
社
た
く

せ
ん

▲
び
じ
ん
ぞ
ろ
へ
▲
花
て
る
姫
道
行

右
二
色

ハ
見
取
丸
と
云
本
に
有

▲
う
ね
め
四
季
物
語

ハ
小
菊
丸

二
有

国
以
呂
波
物
語
「
い
ろ
は
の
前
道
行

▲
し
ヽ
の
乱
曲

ハ
小
菊
丸
に
有

回
世
継
曽
我
　
「
ミ
か
り
せ
い
ぞ
う
ヘ

国
同
三
段
目
　
■
と
ら
せ
う
ノ
ヽ
十

ば
ん
切

囲
同
五
段
目
　
「
ふ
う
り
う
の
ま
ひ

▲
け
は
ひ
坂
▲
と
ら
せ
う
ノ
ヽ
道
行

右
二
色

ハ
見
取
丸
と
云
本
に
有

四
盛
久
　
　
　
「
げ
ん
じ
大
け
い
づ

▲
あ
け
ぼ
の
馬
小
う
た
▲
地
ご
く
の

ゑ
と
き

右
二
色
も
見
取
丸
に
あ
り

▲
道
行
ハ
竹
本
二
朱

一
部
と
申
本
に
有

四
悦
賀
楽
平
太
「
大
名
の
役
目
づ
く
し

囲
虎
が
石
三
段
目
■
と
ら
お
も
ひ
ぶ
ミ

▲
と
ら
御
前
道
行
　
見
取
丸
に
有

囲
根
元
曽
我
　
「
兄
弟
の
は
ヽ
ミ
ち
行

囲

一
心
五
戒
魂
　
小
は
る
文
づ
く
し

困
同
五
段
目
　
　
も
ん
が
く
ぢ
ざ
う
舞

○
木
づ
く
し
ハ
小
百
番

二
在

○
か
ほ
る
ひ
め
道
行
ハ
調
子
竹
二
在

曽
根
崎
心
中
　
一宣
段
浄
瑠
璃

男
ハ
夜
明
の
ち
し
こ
を
松
の
木
の
嵐

女

ハ
あ
か
つ
き
の
か
ね
し
ゆ
ろ
の

木
の
つ
ゆ

作
者
　
近
松
門
左
衛
門

⌒利鳩導規知寄けな練噸躊を

○
太
刀
の
銘
づ
く
し
ハ
小
百
番
二
在

▲
お
と
こ
ぞ
ろ
へ
　
見
取
丸
に
有

囲
薩
摩
守
忠
度
「
き
く
の
前
ミ
ち
行

▲

一
の
谷
名
所
つ
く
し
見
取
丸
に
有

▲
太
刀
の
名
づ
く
し
　
小
菊
丸
に
有

囲
大
曽
我
　
　
「
お
に
わ
う
ど
う
三

郎
ミ
ち
行

▲
時
宗
三
部
経

ハ
見
取
丸
に
有

囲

一
心
五
戒
魂
「
も
ん
が
く
上
人

ぢ
ざ
う
ま
ひ

▲
木
名
づ
く
し
ハ
　
小
菊
丸
に
有

▲
か
ほ
る
姫
道
行

ハ
見
取
丸
に
あ
り

右
之
外
古
来
新
浄
る
り
の
あ
た
り
所

見
取
丸
に
十
七
ば
ん
小
菊
丸
に
十
六

ば
ん
有
但
シ
此
秘
伝
丸

ハ
右
ふ
た
色

二
お
ち
た
る
を
ひ
ろ
い
又
ヽ
板
行
し

て
世
の
重
宝
と
な
す
こ
と
予
が
才
覚

に
あ
ら
ず
や

右
二
書
共
に
二
十
八
番
所
収
中
傍
線
を
つ
け
た
二
番
以
外
は
そ
の
曲
目
が

一

致
す
る
。

「拍
子
扇
」
は
十
四
行
本

（但
し

「曽
根
崎
心
中
」
は
十
二
行
で
木

文
冒
頭
に
全

一
段
を
載
せ
て
い
る
）、
「秘
伝
丸
」
は
十
五
行
本
と
板
式
は
全
く

異
な
り
所
収
部
分
に
も
長
短
の
異
な
り
が
あ
る
が
、
曲
の
配
列
目
録
の
書
き
方

等
は
類
似
し
て
い
る
。
又
、
右
目
録
か
ら
山
本
版
で
は

「小
百
番
」
「調
子
竹
」

「拍
子
扇
」
、
西
沢
版
で
は

「小
菊
丸
」
「見
取
丸
」

「秘
伝
丸
」
が
そ
れ
ス
ヽ

三
書
で
一
組
を
な
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
う
ち

「調
子
竹
」
に
つ
い
て
は
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未
知
の
書
で
あ
る
が
、
他
の
書
は
そ
の
曲
目
の
一
致
か
ら
既
に
あ
げ
た
書
を
指

す
。
但
し
、

「小
菊
丸
」
は
西
沢
版
の
も
の
と
考
え
ら
れ
現
存
の
山
本
版
と
異

な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
日
録
に
み
ら
れ
る
曲
目
に
つ
い
て
は
山
本
版
も
同
じ
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
二
組
の
書
は

「拍
子
扇
」
と

「秘
伝
丸
」
だ
け
で
な

く
、
「小
百
番
」
と

「小
菊
丸
」
、

「調
子
竹
」
と

「見
取
丸
」
と
共
に
掲
げ
ら

れ
た
曲
日
は
一
致
す
る
。
「調
子
竹
」
「小
菊
丸
只
西
沢
版
）
は
伝
存
を
知
ら
な

い
の
で
そ
れ
ぞ
れ
と

「見
取
丸
」

「小
百
番
」
と
の
比
較
検
討
が
で
き
ず
結
論

は
出
せ
な
い
が
、
そ
れ
ス
ヽ
が
山
本
版
と
西
沢
版
と
で
対
応
す
る
書
で
な
か
っ

た
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
現
存
の
書
を
も

っ
て
す
れ
ば
、
「小
百
番
」
は
「小

菊
丸
」
と
外
題
替
さ
れ
て
山
本
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
で
、
「小
百
番
」
「調

子
竹
」
「拍
子
扇
」
を

「
小
菊
丸
」
「見
取
丸
」
「秘
伝
丸
」
と

「小
菊
丸
」
序

に
い
う
三
書
に
見
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

或
い
は

「小
百
番
」
「調
子
竹
」
「拍
子
扇
」
が

一
組
と
な

っ
て
い
る
の
で
、

「小
百
番
」
が

「小
菊
丸
」
と
替
え
ら
れ
た
よ
う
に

「調
子
竹
」
「拍
子
扇
」

が

「見
取
丸
」

「秘
伝
丸
」
と
外
題
替
さ
れ
山
本
か
ら
刊
行
さ
れ
た
か
も
知
れ

な
い
。
逆
に

「小
百
番
」
刊
行
後

「見
取
丸
」
「秘
伝
丸
」
「
小
菊
丸
」
が
出
さ

れ
、
そ
の
後

「小
百
番
」
の
連
れ
と
し
て

「調
子
竹
」

「拍
子
扇
」
が
出
た
と

も
い
え
よ
う
が
、
「小
百
番
」
「見
取
丸
」
「秘
伝
丸
」
が

「小
菊
丸
」
に
先
行

し
、
し
か
も

「小
百
番
」
が

「小
菊
丸
」
と
外
題
替
し
一
組
の
三
書
が
出
来
上

っ
て
い
る
時
点
で
、
わ
ざ
ス
ヽ
そ
う
し
た
こ
と
を
行
う
の
は
い
か
に
再
版
改
題

本
の
多
い
当
時
と
い
え
ど
も
不
自
然
で
あ
る
。
又
、

「小
百
番
」
の
筑
後
像
自

序
に

「
せ
ち
に
望
ま
れ
て
既
に
三
帖
と
な
し
て
、
当
流
浄
瑠
璃
小
百
番
と
え
ば

う
し
名
づ
け
を
は
ん
ぬ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
三
帖
の
残
り
二
帖
を

「見
取
丸
」

「秘
伝
丸
」
と
想
定
し

「小
百
番
」
以
前
に
そ
れ
ら
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
と
も

考
え
ら
れ
よ
う
が
、
そ
れ
な
ら
ば

「見
取
丸
」
「秘
伝
丸
」
「小
百
番
」
を

一
組

と
す
べ
き
で

「小
百
番
」
「調
子
竹
」
「拍
子
扇
」
を

一
組
と
す
る
こ
と
に
対
し

て
説
明
が
つ
か
な
い
。

山
本
版

「見
取
丸
」
「秘
伝
丸
」
を
確
認
で
き
な
い
で

こ
う
し
た
穿
撃
は
無
用
と
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

「拍
子
扇
」
と

「秘
伝

丸
」

（山
本
版
）
の
先
後
を
検
討
す
る
こ
と
は
他
の
懐
中
本
の
成
立
年
次
に
も

関
係
し
て
く
る
の
で
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
又
、
仮
り
に

「小
菊
丸
」

序
に
い
う
山
本
版

「見
取
丸
」
「秘
伝
丸
」
が

「調
子
竹
」
「拍
子
扇
」
の
西
沢

版
に
対
す
る
見
立
だ
け
で
あ

っ
て
、
実
際
に
は
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も

こ
の
吟
味
は
必
要
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
の
仮
定
を
す
る
に
も

「拍
子
扇
」

が

「秘
伝
丸
」
（山
本
版
）

よ
り
先
に
出
た
と
す
る
結
論
が
前
提
と
な
る
か
ら

で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
現
存
の
西
沢
版

「見
取
丸
」

「秘
伝
丸
」
に
類
似

の

「調
子
竹
」
「拍
子
扇
」
が
山
本
版
で
刊
行
さ
れ
て
お
り
、　
さ
ら
に
山
本
版

「見
取
丸
」

「秘
伝
丸
」
が
出
版
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
そ
れ
は

「調
子
竹
」

「拍
子
扇
」
の
後
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
又
、

「小
菊
丸
」
序
や

「秘
伝
丸
」
目
録
の
奥
書
に

「此
秘
伝
丸

ハ
右
ふ
た
色

二
お

ち
た
る
を
ひ
ろ
い
又
ｔ
板
行
し
て
世
の
重
宝
と
な
す
こ
と
予
が
才
覚
に
あ
ら
ず

や
」
と
あ
る
に
よ
っ
て
西
沢
が
山
本
版
を
真
似
た
と
い
え
よ
う
。
こ
う
考
え
る

な
ら
ば
同
じ
よ
う
に
西
沢
版

「小
菊
丸
」
が
あ

っ
た
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
も
確
証
は
な
い
が
、
西
沢
版
の
他
書
に
宣
伝
が
あ
る
こ

と
、
そ
の
広
告
に

「小
菊
丸

一冊
十
六
番
出
来
」
と
あ
る
に
そ
の
番
数
が
山
本

版

「小
菊
丸
」

の
二
十
四
番
と
合
致
し
な
い

（「見
取
丸
」

の
広
告
に
つ
い
て

は
現
存
の
板
と

一
致
）
こ
と
等
か
ら
刊
行
さ
れ
た
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
山
本

。
西
沢
両
版
の
類
似
し
た
三
本
が
そ
れ
ス
ヽ
刊
行
さ

れ
西
沢
版
は
山
本
版
の
亜
流
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
西
沢

版
の
存
在
が
筑
後
嫁
や
山
本
側
を
刺
激
し
、
「小
百
番
」
を
こ
と
さ
ら

「小
菊

丸
」
と
西
沢
版
と
同
名
に
外
題
替
し
刊
行
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
す
ら
思
え



る
。
そ
う
み
れ
ば
跛
文
序
文
共
に
他
板
を
批
難
す
る
文
を
筑
後
橡
の
名
で
載
せ

た
異
常
さ
が
理
解
さ
れ
は
し
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
出
版
上
の
相
違
を
考
え
れ
ば
、
同
じ
懐
中
本
と
い
え
ど
も
本
質
的

な
相
違
が
あ
る
と
い
え
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
は
刊
行
の
側

（太
夫
の
側
）
の

問
題
で
あ
り
、
享
受
す
る
側
に
と

っ
て
は
共
に
同
じ
筑
後
嫁
段
物
集
で
あ
る
。

二
書
卑
の
も
の
を
比
較
し
て
も
節
章
墨
譜
に
質
的
な
相
違
は
な
い
。
た
だ
厳
密

に
は
竹
本

一
流
懐
中
本
の
呼
称
は
西
沢
版
の
書
の
み
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

ス
υ
。

三

懐
中
本
に
お
け
る
前
述
の
よ
う
な
二
書
肇
の
問
題
の
因
を
探
る
前
に
、
こ
れ

ら
の
書
の
成
立
刊
年
を
先
に
検
討
し
て
お
き
た
い
。

田

「小
百
番
」

（山
本
版
）
東
京
大
学
教
養
学
部
附
属
図
書
館
蔵

自
序
の
末
尾
は

「当
流
浄
瑠
璃
小
百
番
と
え
ぼ
う
し
名
づ
け
を
は
ん
ぬ
。
こ

の
と
し
こ
の
月
三
陽
の
半
、
花
果
敷
栄
し
、
黄
鳥
の
声
あ
や
を
な
せ
り
、
時
な

る
か
な
こ
れ
こ
の
時
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。
三
陽
は
易
の
卦
の
三
つ
の
陽
交
を

い
い
、
易
の
泰
卦
華
は
三
陽
が
下
に
あ

っ
て
消
息
卦
に
よ
れ
ば
正
月
に
当
り
新

年
の
意
と
さ
れ
る
。
『翰
墨
全
書
』
は

「元
旦
、
〓
一陽
交
泰
（節
序
門
ど

を
の
す

∩
大
漢
和
辞
典
し
。
又
、
『古
周
易
経
略
解
』
に
は
華
の
卦
は

「正
月
之
卦
也
」

と
あ
る
。
さ
ら
に

「黄
鳥
」
は
鶯
の
異
名

（『類
船
集
し

で
初
春
に
詠
ま
れ
る

こ
と
が
多
い
。
よ
っ
て
正
月
に
書
か
れ
た
と
す
れ
ば
筑
後
橡
受
領

（
元
禄
十
四

年
五
月
）
後
の
元
禄
十
五
年

一
月
以
降
を
指
す
。
又
、

「津
市
史
」
に
よ
れ
ば

』輔掛・五許颯『〔螂鵡詢罐切̈
税雅磁疇は賊］
「樺］議「『蟻収。」

位
の
前
三
曲

「
百
日
曽
我

・
曽
我
五
人
兄
弟

ｏ
天
鼓
」
と
同
じ
で
あ
る
。
ほ
ゞ

こ
の
頃
に
人
気
の
あ

っ
た
曲
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
公
演
が
地
方
巡
業

で
あ
る
こ
と
を
合
せ
考
え
て
、
以
上
の
こ
と
か
ら

「小
百
番
」
は
元
禄
十
五
年

初
春
頃
の
刊
行
と
推
定
さ
れ
る
。
尾
崎
久
弥
氏
は

『
甘
露
堂
文
庫
稀
観
本
攻
覧
』

で

「大
磯
虎
稚
物
語
」
を
最
新
曲
と
さ
れ
元
禄
末
か
少
く
と
も
宝
永
元
年
以
前

と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
上
演
を
元
禄
十
五
年
五
月
十
八
日
と
さ
れ
た
の
は
明

和
版

「外
題
年
鑑
」
に
よ
っ
て
お
り
、
義
太
夫
正
本
存
在
に
よ
り
そ
れ
以
前
の

上
演
が
十
分
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
論
拠
は
そ
の
ま
ま
採
用
で
き
な
い
。

②

「拍
子
扇
」
（山
本
版
）
東
京
大
学
教
養
学
部
附
属
図
書
館
蔵

「曽
根
崎
心
中
」
を
冒
頭
に
全
由
の
せ
て
い
る
。
し
か
も
目
録
で
は
番
外
に

掲
げ
作
者
近
松
門
左
衛
門
の
名
ま
で
記
し
て
い
る
。
（
日
録
参
照
）
。
他
が
十
四

行
本
で
あ
る
の
に

「曽
根
崎
心
中
」
は
十
二
行
の
板
に
し
字
も
大
き
く
見
易
く

し
て
い
る
の
は
、
既
に
準
備
さ
れ
て
い
た
板
に

「曽
根
崎
心
中
」
の
人
気
が
予

想
外
で
あ

っ
た
の
で
新
た
に
加
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
第

一
番
目
の

「甲
賀
三
郎
」
は
明
和
版

「外
題
年
鑑
」
に
よ
れ
ば
宝
永
元
年
四
月
十
六
日
上

申崚臓崎っなぃ］̈
獅融剌わ呻量永一務『れい力ヽ曲】錦鶴″たわ鴨は前っぃ

同
年
秋
ま
で
と
し
て
お
ら
れ
る
。
傾
聴
す
べ
き
説
で
あ
ろ
う
。

「曽
根
崎
心
中
」
の
特
別
な
扱
い
を
同
心
中
の
一
月
忌
と
関
連
づ
け
て
考
え
れ

ば
宝
永
初
年
五
月
頃
の
刊
行
か
と
思
わ
れ
る
。

０

「見
取
丸
」
（西
沢
版
）
大
阪
教
育
大
学
蔵

冒
頭
の
目
録
番
外
に

「
画
国

一
心
五
戒
魂
　
か
は
る
姫
み
ち
行
」
を
の
せ
て

い
る
の
で
、
「
一
心
五
戒
魂
」
上
演
直
後
の
刊
行
で
あ
ろ
う
。
「
一
心
五
戒
魂
」

に
は
義
太
夫
正
本
が
あ
り
初
演
は
元
禄
十

一
年
頃
で
あ
る
が
、
明
和
版

「外
題

年
鑑
」
は

「新

一
心
五
戒
魂
　
一万
禄
十
五
年
九
月
九
日
」
上
演
と
す
る
。
こ
の

「新

一
心
五
戒
魂
」
は

「
一
心
五
戒
魂
」
の
再
演
或
い
は
改
作
を
い
う
か
不
明
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で
あ
る
が
、
藤
井
紫
影
博
士
維
炉
の
元
禄
十
四
年
五
月
九
日
の
石
井
兄
弟
の
仇

討
を
仕
組
ん
だ

「
一
心
五
戒
魂
切
上
る
り
道
中
評
判
敵
討
」

（竹
本
内
匠
利
太
夫
正

本
）
が
あ
り
、
二

心
五
戒
魂
」
が
竹
本
座
で
こ
の
切
浄
璃
瑠
の
立
浄
瑠
璃
と
し

て
上
演
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
又
、
加
賀
像
の
正
本
に
筑
後
像
の
も
の
と

い
聰

が

だ

ｈ
臨

葬

鶴

淵
計
簿

こ 十

一笏

蝙

邸

れ

”
輸
畔

筑
後
像
の
後
塵
を
拝
し
た
と
思
わ
れ
、
元
禄
十
五
年
九
月
頃
の

「新

一
心
五
戒

魂
」
の
上
演
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
十
二
番
目
に
の
る

「富
貴
曽
我
」

「に腋』赫「け時徊耐一̈赫罐琳」♂ピ“ば己〓れな噺らを合せ考えて

０

「秘
伝
丸
」
（西
沢
版
）
大
阪
大
学
忍
頂
寺
文
庫
蔵

筑
後
像
門
弟
の
名
を
の
す
が
、
竹
本
若
太
夫
の
名
を
入
れ
る
本
と
、
そ
の
部

分
板
木
を
削
除
し
空
白
に
し
て
い
る
本
と
が
存
在
す
る
。
若
太
夫
は
豊
竹
座
を

旗
上
げ
し
た
豊
竹
若
太
夫
で
あ
る
。
若
太
夫
は
元
禄
十
六
年
に
は
竹
本
座
か
ら

は
な
れ
櫓
を
上
げ
た
が
う
ま
く
い
か
ず
、
宝
永
二
年
か
ら
三
年
暮
ま
で
は
竹
本

座
に
復
帰
し
筑
後
稼
を
助
け
て
い
た
。
祐
田
善
雄
氏
は
早
く
こ
の
点
を
指
摘
さ

轟
跡
収
曲
と
の
関
係
か
ら
も
こ
の
書
の
刊
年
を
宝
永
三
年
か
四
年
春
位
と
さ
れ

た
。
し
か
し
、

「秘
伝
丸
」
の
所
収
由
は

「拍
子
扇
」
に
類
似
し
、
序
の

「浄

瑠
璃
口
伝
書
」
が

「貞
享
四
年
義
太
夫
段
物
集
」
（山
本
版
）
の
Ａ
浄
瑠
璃
大

概
∨
の
利
用
で
あ
る
こ
と
、
前
述
の

「拍
子
扇
」
「秘
伝
丸
」
（山
本
版
）
の
関

係
か
ら
も

「秘
伝
丸
」
が

「拍
子
扇
」
を
模
倣
し
た
感
が
つ
よ
い
こ
と
。
又
、

日
録
の
奥
書
に
い
う
よ
う
に

「小
菊
丸
」

「見
取
丸
」
よ
り
後
の
も
の
で
あ
る

こ
と
。
以
上
の
点
か
ら

「見
取
丸
」
を
元
禄
十
五
年
末
頃
、
「拍
子
扇
」
を
宝
永

初
年
五
月
頃
と
す
る
の
で

「秘
伝
丸
」
は
若
太
夫
が
竹
本
座
に
い
た
宝
永
二
三

年
の
間
に
出
さ
れ
た
も
の
と
み
る
。
若
太
夫
の
名
を
削
除
し
た
本
は
若
太
夫
が

再
び
豊
竹
座
を
興
し
た
宝
永
四
年
以
後
に
再
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

同

「小
菊
丸
」
（山
本
版
）
京
都
大
学
頴
原
文
庫
蔵

前
述
し
た
よ
う
に

「小
百
番
」
と
の
関
係
か
ら
所
収
由
に
よ
っ
て
刊
年
を
知

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
筑
後
像
の
序
の
附
与
は
西
沢
版

「見
取
丸
」
「秘
伝

丸
」
刊
行
以
後
の
出
版
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

「秘
伝
丸
」
刊
行
直
後
や

は
り
宝
永
二
三
年
頃
に
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
五
書
に
つ
い
て
成
立
刊
行
年
次
を
推
定
し
て
み
た
が
い
ず
れ
も
確
証
が

な
く
や
ゝ
不
安
な
気
が
す
る
。
し
か
し
、
前
章
に
み
た
山
本

・
西
沢
両
版
の
関

係
は
こ
れ
ら
の
年
次
推
定
に
微
妙
な
関
わ
り
を
持
ち
、
「小
百
番
」
翁
小
菊
丸
し

∩
調
子
竹
し

「見
取
丸
」
「拍
子
扇
」
「秘
伝
丸
」
「
小
菊
丸
」
と
し
た
刊
年
年

次
の
推
定
は
こ
の
考
証
に
お
い
て
も
保
証
さ
れ
る
。
又
、
こ
れ
ら
の
書
は
個
別

に
成
立
刊
年
を
推
定
し
た
場
合
、
背
後
の
関
係
に
目
が
届
か
ず
誤
り
易
い
の
で

一
括
し
て
取
扱

っ
た
が
、
な
お
簡
単
に
断
言
で
き
な
い
点
が
あ
り
今
後
の
考
証

が
必
要
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
他
に
最
初
に
列
記
し
た
う
ち

「連
理
丸
」

「花
月
丸
」
「極
秘
伝
」
の
三
書
の
考
証
も
す
べ
き
で
あ
る
が
、　
こ
れ
ら
三
書

は
右
の
五
書
と
は
異

っ
た
意
味
で
懐
中
本
の
性
格
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
、
以

下
の
懐
中
本
の
流
行
の
因
を
説
く
中
で
、
そ
れ
ス
ヽ
の
書
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い

き
た
く
思
う
。

四

元
禄
末
か
ら
宝
永
二
三
年
頃
に
か
け
て
前
述
し
た
筑
後
嫁
の
懐
中
本
が
流
行

し
た
因
の
一
つ
に
、
以
前
か
ら
の
義
太
夫
節
の
流
行
と
共
に
義
太
夫
節
が
肴
浄

瑠
璃
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
西
鶴
が

『
小
竹
集
』
に

示
し
た
携
帯
の
便
利
さ
が
こ
の
方
面
の
利
用
に
適
し
た
と
い
え
よ
う
。

『
諸
艶

大
鑑
』

（巻
三
ノ
三
）
の

「新
町
の
暮
を
い
そ
ぐ
風
情
」
に
は
、
道
行
づ
く
し
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の
浄
瑠
璃
本
と
あ
る
の
は
浄
瑠
璃
の
享
受
の
う
ち
そ
の
利
用
の
方
向
を
表
わ
し

て
い
る
。

西
沢

一
風
の

『御
前
義
経
記
』

（元
禄
十
三
年
刊
）
に
は

「廓
に
て

専
ら
は
や
り
し
野
郎
山
伏
笈
探
し
と
申
す
肴
浄
瑠
璃
な
り
」

（
四
ノ
三
）
と
廓

で
肴
浄
瑠
璃
を
楽
し
む
場
面
が
あ
る
。

一
風
は
浄
瑠
璃
作
者
で
も
あ
り
正
本
屋

九
左
衛
門
は
板
元
と
し
て
の
別
名
で
あ
り
、
こ
う
し
た
浄
瑠
璃
の
浸
透
し
て
い

く
有
様
に
敏
感
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
当
流
で
あ
る
義
太
夫
節
が
宴
席
の
余

型
”
れ
な
「
諏
れ
か
雌
』
け
に
設
山
蜘
¨
岬
利
陣
時
藤
い
』
集
計
罐
蒙
麟
れ
は

社
会
で
は
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な
い
と
さ
れ
る
。
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
と
し
て

の
肴
浄
瑠
璃
は
存
在
し
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
遊
宴
の
場
で
座
興

れ
赫
け

さヽ ら
力ヽヽれ
な、る
〔
¨
裁
薪
酬
＝
浸
赫
跨
』
菫
麦
軌
Ⅷ
諏
わ
］
射
榊
嚇
わ
哺
“
¨

た
語
で
も
利
用
範
囲
が
拡
大
さ
れ
れ
ば
必
ず
し
も
そ
の
限
定
は
必
要
と
し
な
い
。

肴
浄
瑠
璃
の
語
も
特
別
な
場
を
限
定
す
る
こ
と
な
く
普
通
名
詞
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

「傾
城
請
状
」
な
ど
が
最
も
人
気
を
持
ち
、
浮
世
草
子

『
傾
城
請
獣
匹
ヽ
死
禄
十
四
年
七
月
）
を
初
め
様
々
な
方
面
で
そ
の
や、
つ、
し、
が
現

わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
厳
密
に
は

「さ
か
な
」
と

「
や
つ
し
」
は
区
別
さ
れ
る

べ
き
で
、
や
つ
し
謡
本

「乱
曲
扇
拍
子
」
（宝
永
四
年
）
に
「罷
出
て
御
さ
か
な

仕
ら
ん
と
せ
き
は
ら
い
し
て
こ
ゝ
を
大
し
と
う
た
へ
と
も
た
れ
か
は
な
に
も
き

か
す
誉
も
せ
ぬ
ハ
わ
ら
ひ
も
せ
す
さ
ら
に
や
つ
し
て
み
ん
と
酒
屋
の
藤
次
良
た

る
つ
な
と
名
の
っ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
宴
席
の
余
興
と
し
て
が

「さ
か
な
」

で
あ
り

「や
つ
し
」
は
本
来
の
詞
章
を
時
宜
よ
く
か
え
る
方
法
で
あ
る
。
故
に

後
に
述
べ
る
略
浄
瑠
璃
と
肴
浄
瑠
璃
は
用
途
は
同
じ
で
あ

っ
て
も
そ
の
内
容
は

異
な
る
。
略
浄
瑠
璃
は
肴
浄
瑠
璃
の
一
種
で
あ
る
が
詞
章
が
や
つ
さ
れ
て
お
り
、

肴
浄
瑠
璃
は
義
太
節
の
詞
章
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。

「花
月
丸
」
惣
目
録
奥
書
に

「右
之
内
十

一
ば
ん
ハ
や
つ
し
さ
か
な
上
る
り
／
な
り
か
た
り
様
本
間
の
道
行

け
い
ご
と
の
／
ふ
し
付
に
か
は
る
事
な
し
」
と
あ
る
の
は
こ
の
間
の
こ
と
に
留

意
し
た
注
意
書
き
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
懐
中
本
が
そ
の
刊
行
の
意
図
の
一
つ
に
肴
浄
瑠
璃
へ
の
利
用
と
い

う
こ
と
が
あ

っ
た
こ
と
は
、

「小
百
番
」
が

「酒
中
浄
瑠
璃
之
事
」
と
い
う
目

録
曲
と
は
別
項
目
で

「神
道
ひ
ミ
つ
の
巻

・
五
戒
魂
北
山
名
所

。
ね
の
日
の
遊

ｏ
く

ハ
ん
じ
ん
ち
や
う

。
宇
佐
八
幡
ぐ
ハ
ん
書
」
の
七
曲
を
設
け
て
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
い
え
る
。
こ
れ
ら
七
曲
が
何
故
と
り
出
さ
れ
た
か
不
明
だ
が
、
そ
の

流
行
が
無
視
で
き
な
い
も
の
に
な

っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
豊
竹
若
太
夫
正

本

「心
中
涙
の
玉
井
」
（元
禄
十
六
年
七
月
頃
上
演
　
正
本
屋
九
左
衛
門
板
）
に

「此
間
に
肴
上
る
り
に
て
八
け
い
あ
れ
共
り
や
す
く
」
と
い
っ
た

一
文
が
枠
に

囲
ま
れ
細
字
で
割
書
さ
れ
て
出
て
い
る
。
お
初
と
久
兵
衛
が
駈
落
を
決
意
し
た

直
後
、
お
初
久
兵
衛
河
内
ゑ
道
行
の
直
前
に
で
あ
る
。
酒
宴
の
場
面
で
も
な
く
、

「涙
の
三
井
」
の
一
場
面
と
す
る
な
ら
劇
的
緊
張
と
い
う
点
か
ら
そ
の
破
綻
は

大
き
い
。
間
狂
言
に
流
行
の
肴
浄
瑠
璃
が
な
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
八
け
い
」

と
は

「
い
つ
く
し
ま
八
景
」
で
あ
ろ
う
。

「
い
つ
く
し
ま
八
景
」
は
金
平
浄
瑠

璃

「源
氏
筑
紫
合
戦
」
五
段
目
に
あ
り
、　
一
風
の

「今
昔
操
年
代
記
」
に
い
う

井
上
播
磨
嫁
の
代
表
的
な
節
事
で
あ
る
。

「小
百
番
」
に
も
酒
中
浄
瑠
璃
と
さ

れ

「色
里
迦
陵
頻
」

（西
沢
九
左
衛
門
板
）
と
い
っ
た
は
や
り
唄
を
扱

っ
た
も

注
１６

の
に
も

「う
つ
く
し
の
八
景
　
義
太
夫
ぶ
し
」
と
や
つ
し
に
さ
れ
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。
当
時
最
流
行
の
肴
浄
瑠
璃
の
一
つ
で
あ
る
。
舞
台
上
演
の
間
の
も
の
に

演
じ
ら
れ
る
ま
で
肴
浄
瑠
璃
が
流
行
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
よ
う
。
逆
に
こ
う

し
た
劇
場
関
係
者
の
時
流
的
な
サ
ー
ビ
ス
精
神
が
肴
浄
瑠
璃
の
盛
況
を
招
き
懐

中
本
の
需
要
を
煽

っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
状
況
を
反
映
し

て
前
述
の
山
本

・
西
沢
間
の
問
題
も
生
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
山
本

88



側
で
は

「小
菊
丸
」
の
序
で
他
板
を
批
難
し
た
こ
と
で
一
応
の
解
決
を
み
た
と

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
後
懐
中
用
段
物
集
は

『
鶏
鵡
ケ
柚
』
の
翌
年
出
し

た

『
鵬
歌
ケ
薗
』

（
正
徳
二
年
九
月
）
ま
で
寡
間
に
し
て
知
ら
な
い
。

一
方
、

西
沢
で
は
、
現
在
そ
の
所
在
不
明
の
も
の
を
含
め
竹
本

一
流
懐
中
本
と
称
す
る

一
連
の
も
の
を
続
刊
し
て
い
る
。

し
か
し
、　
現
存
の

「連
理
丸
」
「花
月
丸
」

「極
秘
伝
」
を
み
る
限
り
で
は
そ
の
企
画
に
は
行
き
詰
り
が
感
じ
ら
れ
る
。

「連
理
丸
只
東
京
大
学
霞
亭
文
庫
蔵
）
は

「恋
慕
段
物
揃
」
と
銘
う

っ
て
「浄

る
り
の
眼
」
を
標
榜
し
て
い
る
。
こ
れ
は
筑
後
稼
段
物
集
に
加
え
て
恋
慕
揃
と

い
う
、
他
の
段
物
集
が
眼
日
と
し
た
道
行
節
事
と
は
異

っ
た
、
特
色
を
附
与
し

た
と
み
れ
る
。
こ
の

「連
理
丸
」
所
収
段
物
と
最
も
幅
広
く
筑
後
像
の
段
物
を

集
め
て
い
る

『
鶏
鵡
ヶ
柚
』
の
も
の
と
を
比
べ
て
み
る
に
、　
一
段
そ
の
ま
ま
入

れ
ら
れ
た

「曽
根
崎
心
中
」
を
除
く
と
重
な
り
合
う
段
物
が
な
い
。
他
の
懐
中

本
で
は

「小
百
番
（小
菊
丸
ど

は
二
十
四
番
中
十
七
番
、
見
取
丸
は
二
十
七
番

中
二
十
五
番
、
「拍
子
扇
」
「秘
伝
丸
」
は
二
十
八
番
中
七
番

（「曽
根
崎
心
中
」

は
除
く
）
と

『
鶏
鵡
ケ
柚
』
と
は
か
な
り
の
共
通
す
る
段
物
が
あ
る
。
他
の
段

物
集
と
比
し
て
こ
の

「連
理
丸
」
の
選
曲
は
異
例
と
い
え
る
。
横
山
正
氏
が
論

注
１７

じ
ら
れ
た
よ
う
に
恋
慕
表
現
の
発
達
意
識
下
の
も
と
に
位
置
ず
け
る
こ
と
が
で

き
て
も
、
又
、
劇
の
内
容
に
立
ち
入

っ
て
み
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
評
価
さ
れ
て

も
、
従
来
の
段
物
集
か
ら
す
れ
ば
奇
を
街
い
過
ぎ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

「小

菊
丸
」
「見
取
丸
」
「秘
伝
丸
」
と
段
物
の
多
く
が
所
収
さ
れ
て
し
ま

っ
た
後
で
、

新
し
い
段
物
集
を
つ
く
る
に
は
か
な
り
思
い
切

っ
た
編
纂
が
必
要
で
あ

っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
十
五
番
し
か
所
収
し
な
い
の
も
他
の
懐
中
本
に
比
し
て
あ

ま
り
に
も
少
な
い
。
又
、
「曽
根
崎
心
中
」
を
九

一
段
の
せ
る
こ
と
に
よ
り
一
冊

と
し
て
の
体
裁
を
保

っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
に
も

「拍
子
扇
」
の
影
響
が
考
え

ら
れ
る
。
「連
理
丸
」
の
刊
行
を
横
山
正
氏
は

「コ
富
根
崎
心
中
』
初
演
と
同
時

ま
た
は
そ
の
直
後
」
と
さ
れ
て
」
昴
が
、

「連
理
丸
」
に
の
す
広
告
に
は

「秘

伝
丸
」
の
名
が

「前
々
よ
り
ひ
ろ
め
置
候
物
」
と
し
て
あ
る
に
対
し
て
、

「秘

伝
丸
」
に
の
す

「
ひ
ろ
め
置
申
候
懐
中
け
い
こ
本
」
の
広
告
の
中
に
は

「連
理

丸
」
の
名
は
な
い
。
つ
ま
り
、
「連
理
丸
」
は

「秘
伝
丸
」
刊
行
後
の
も
の
で
あ

り
、
「秘
伝
丸
」
の
刊
行
を
宝
永
二
三
年
と
す
る
今
、
「連
理
九
」
は
宝
永
三
年

頃
刊
と
な
る
。

「拍
子
扇
」
が

「秘
伝
丸
」
に
先
行
す
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た

の
で
、

「曽
根
崎
心
中
」
に
つ
い
て
も

「拍
子
扇
」
の
模
倣
を
考
え
な
け
れ
ば

な
る
ま
い
。

さ
ら
に
、
「拍
子
扇
」
に
あ
る

「曽
根
崎
心
中
」
は

「連
理
丸
」

の
よ
う
に

「死
出
の
道
行
」
と
題
せ
ず
、
道
行
部
分
を
分
離
し
な
い

「元
禄
二

八
の
ほ
し
初
秋
す
ゑ
の
八
日
」
の
筑
後
橡
序
や
近
松
序
を
も
つ
六
行
本

「曽
根

崎
心
中
」
（山
本
版
）
に
近
い
点
か
ら
も
、　
そ
の
所
収
時
の
早
さ
が
推
察
さ
れ

る
。
「連
理
丸
」
の
恋
慕
揃
は
山
本
の
亜
流
か
ら
抜
け
出
よ
う
と
し
た
結
果
と
い

う
よ
り
段
物
集
と
し
て
の
選
曲
の
困
難
さ
が
招
い
た
苦
肉
の
策
で
な
か
っ
た
か

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
傾
向
は
後
の
も
の
に
一
層
濃
厚
に
現
わ
れ
て
い
る
。

「花
月
丸
」
は
従
来
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
の
で
詳
し
く
論
じ
る
べ
き
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
別
の
機
会
に
譲
り
必
要
な
こ
と
の
み
に
と
ど
め
る
。

「花
月
丸
」

に
な
れ
ば
最
早
そ
れ
だ
け
で
一
書
の
体
裁
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
き

た
よ
う
で
あ
る
。
前
の

「連
理
丸
」
に
し
て
も
十
五
番
と
そ
の
番
組
は
少
な
く

「曽
根
崎
心
中
」
を
丸

一
段
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
独
立
し
た
一
書
の
体
裁
を

辛
う
じ
て
保

っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
「花
月
丸
」
に
な
る
と

「花
月
丸
」
「御

酒
中
浄
瑠
璃
」

（内
題
）

「竹
本
略
浄
る
り
」
（奥
附
）
の
三
種
を
合
わ
せ
目
録

の
み
を
整
え
た
寄
本
に
な
る
。
こ
の

「御
酒
中
浄
瑠
璃
」
「竹
本
略
浄
る
り
」
は

次
に
述
べ
る

「極
秘
伝
」
に
も
合
本
さ
れ
て
お
り
、
「略
浄
る
り
」
は
（略
二
２

二
十
八
）
の
丁
附
を
持
ち
、

「連
理
丸
」
広
告
の

「略
上
る
り
」
の
一
部
で
な

か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

「略
上
る
り
」
は
合
綴
さ
れ

『
色
里
迦
陵
頻
』
に
も
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注
１８

含
ま
れ
て
い
る
。
「御
酒
中
浄
瑠
璃
」
「略
上
る
り
」
に
つ
い
て
は
単
行
と
し
て

以
前
の
刊
行
が

十
分
考
え
ら
れ
そ
の
刊
年
推
定
は
困
難
で
あ
る
が
、

「花
月

Ｐ

（就

褥

砂

鱚

押

毎
灯

膨

箋

襲

」
鶴
商
製

考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

「連
理
丸
」
に
の
す
広
告
に

「花
月
丸
」
の
名
が
み

え
な
い
こ
と
を
合
わ
せ
考
え
れ
ば

「連
理
丸
」
刊
行
後
、
宝
永
三
年
頃
で
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
選
出
の
苦
心
の
程
は

「烏
帽
子
折
　
一
一段
目

う
れ
い
」
「虎
稚
物
語
　
一二
段
目
ふ
し
所
」
と
従
前
の
段
物
を
と
ら
ず
そ
の
曲

の
聞
き
所
を
見
出
し
て
く
る
点
に
み
れ
る
。
そ
こ
に
は

「連
理
丸
」
の
恋
慕
揃

と
共
に
西
沢

一
風
の
見
識
が
み
ら
れ
る
が
、
既
に
筑
後
嫁
の
語
り
物
は
現
存
の

懐
中
本
で
外
題
に
し
て
四
十
五
種
段
物
数
百
二
十
二
番
に
至

っ
て
は
こ
の
工
夫

も
新
曲
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
所
に
ま
で
来
て
い
る
。
こ
の
後
に
出
た

「極
秘

伝
」
は
こ
の
行
き
詰

っ
て
い
く
有
様
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

「極
秘
伝
」

（天
理
図
書
館
蔵
）
は
原
本
未
見
の
た
め
結
論
は
控
え
る
べ
き

だ
が
、
信
多
純

一
氏
よ
り
序
の
部
分
の
写
真
、
角
田
一
郎

・
馬
場
憲
二
氏
よ
り

所
収
段
物

・
丁
附
等
の
記
載
ノ
ー
ト
を
拝
借
し
ほ
ぼ
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き

た
。

「極
秘
伝
」
が
寄
本
で
あ
る
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
」
る．９
が
ヽ
正
に
既

に
出
た
懐
中
本
の
寄
せ
集
め
で
あ
る
。

「曽
根
崎
心
中
」
の
観
音
廻
り
。
道
行

は

「連
理
丸
」
よ
り
、
「御
酒
中
浄
瑠
璃
」
「略
上
る
り
」
は
前
述
の

「花
月
丸
」

の
と
同
板
と
い
え
る
。
な
お
、
序
は

「極
秘
伝
」
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
す
る
た

め
新
た
に
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は

「小
百
番
」
の
Ａ
浄
瑠

璃
凡
例
Ｖ
を
そ
の
ま
ま
流
用
し
た
に
過
ぎ
な
い
。

「筑
後
稼
伝
受
丸
」
と
称
し

は
し
て
い
る
が
そ
の
内
実
は
西
沢
が
今
迄
刊
行
し
て
き
た
懐
中
本
の
終
局
を
示

す
か
の
よ
う
に
、

「花
月
丸
」
の
よ
う
な
統

一
し
た
日
録
も
な
い
継
ぎ
は
ぎ
の

間
に
合
わ
せ
本
で
あ
る
。
な
お
、

「花
月
丸
」
に
い
う
竹
本

一
流
懐
中
本
に
名

が
み
え
な
い
点
か
ら
し
て
、
又
、
「花
月
丸
」
の

「御
酒
中
浄
瑠
璃
」
「略
上
る

り
」
と
同
じ
も
の
を
持
つ
な
ど
か
ら

「花
月
丸
」
刊
行
直
後
に
出
た
と
思
わ
れ

る
が
、
宝
永
年
間

（
三

・
四
年
頃
力
）
と
し
か
年
次
を
規
定
で
き
な
い
。
た
だ
、

「花
月
丸
」
「極
秘
伝
」
に
し
て
も
肴
浄
瑠
璃
の
た
め
の
み
の
段
物
集
と
み
た
場

合
、
そ
の
企
画
は
評
価
さ
れ
よ
う
が
、
寄
本
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
又
、
筑

後
橡
と
の
関
係
を
こ
と
さ
ら
み
せ
よ
う
と
す
る
所
に
逆
に
安
易
な
編
集
態
度
が

み
ら
れ
る
。
竹
本

一
流
懐
中
本
と
称
す
る
限
り
は
筑
後
嫁
を
標
榜
す
る
の
は
当

然
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
が
却

っ
て
行
き
詰
り
と
な

っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
同
時
に
、
こ
う
し
た
懐
中
本
に
対
す
る
需
要
の
多
さ
が
こ
の
刊
行
を

支
え
た
と
み
ら
れ
、
こ
の
辺
り
に
以
後
命
脈
を
保
つ
義
太
夫
節
の
底
力
を
み
る

よ
う
な
気
が
す
る
。

五

「花
月
丸
」
の
借
覧
を
機
に
竹
本

一
流
懐
中
本
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、

同
種
同
体
裁
の
懐
中
本
で
あ

っ
て
も
板
元
に
よ
り
そ
の
刊
行
事
情
が
異
な
り
、

一
律
に
扱
う
こ
と
に
問
題
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
従
来
こ
の
問
題
を
等
閑

視
し
て
き
た
の
は
、
こ
の
当
時
の
書
肇
間
の
規
約

・
契
約
等
の
資
料
が
な
い
事

と
山
本

・
西
沢
が
共
に
正
本
屋
で
あ

っ
た

（山
本
の
方
が
老
舗
）
た
め
と
思
わ

れ
る
が
、
そ
の
正
本
屋
で
あ
る
こ
と
が
特
定
の
太
夫
の
正
本
刊
行
と
い
う

（山

本
な
ら
筑
後
稼
、
西
沢
な
ら
越
前
少
嫁
）
結
び
付
き
が
あ
り
、却

っ
て
他
の
太
夫

の
も
の
に
は
非
力
で
あ
る
こ
と
が
い
わ
れ
て
お
り
、
前
述
の
よ
う
な
状
況
を
態

す
る
こ
と
は
十
分
推
察
さ
れ
る
こ
と
で
あ

っ
焼
吻

し
か
し
ヽ
何
よ
り
も
強
調
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
山
本

。
西
沢
間
の
問
題
は
懐
中
本
の
基
点

に
西
鶴
が
享
受
者
の
立
場
を
あ
げ
つ
ら

っ
た
と
同
じ
く
、
二
書
肇
間
の
競
合
を

煽
る
需
要
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
義
太
夫
節
の
人
気
と
い
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う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
の
人
気
を
う
ま
く
利
用
し
た
西
沢

一
風
の
商
魂
も
賞

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
竹
本

一
流
懐
中
本
の
横
小
本
の
小
書
を
通

し
て
、
段
物
集
は
そ
れ
を
語

っ
た
太
夫
の
た
め
の
も
の
で
な
く
そ
れ
を
愛
し
た

者
達
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
浄
瑠
璃
愛
好
者
の
地
盤

こ
そ
、
加
賀
稼

。
筑
後
嫁
と
い
っ
た
名
人
な
き
あ
と
の
浄
瑠
璃
界
の
盛
況
を
支

え
つ
な
ぐ
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
竹
本

一
流
懐
中
本
に
現
わ
れ
た

状
況
は
そ
う
し
た
形
に
現
わ
れ
な
い
浄
瑠
璃
に
対
す
る

一
般
の
愛
好
を
知
る
格

好
の
資
料
で
な
か

っ
た
か
と
改
め
て
思
わ
れ
る
。

注
１
　
『演
劇
百
科
大
事
典
』
Ａ
浄
瑠
璃
段
物
集
∨
解
説

注
２
　
貴
重
図
書
影
本
刊
行
会

『小
竹
集
』
複
製
解
説

注
３
　
『新
小
竹
集
』
は
豊
竹
山
城
少
嫁
旧
蔵
本

（焼
亡
）
の
写
真
し
か
み
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
が
、
節

・
地
の
解
説
は

『竹
子
集
』
か
ら
転
載
し
て
お
り
、
そ
の

字
配
り
か
ら
し
て
小
本
体
裁
と
思
わ
れ
る
。
『新
小
竹
集
』
の
名
も
そ
れ
を
示
し

て
い
よ
う
。
「千
尋
集
』
共
十
五
番
所
収
は

『小
竹
集
」
と
同
じ
で
あ
る
。
な
お
、

「千
尋
集
』
も
如
水
序
と
あ
る
だ
け
で
義
太
夫
が
直
接
関
与
し
た
形
跡
を
み
な
い

の
は

『小
竹
集
」
と
同
様
の
事
情
を
示
す
と
思
わ
れ
る
。

注
４
　
一万
禄
末
頃
に
は
横
小
本
形
式
が
流
行
し
た
の
か
、
歌
謡

・
歌
舞
伎
評
判
記
。
浮

世
草
子
等
に
こ
の
種
の
体
裁
の
も
の
が
多
々
み
ら
れ
る
。

注
５
　
「秘
伝
丸
」
に
は
∧
竹
本
宝
鑑
・
浄
瑠
璃
見
取
丸

。
同
訃
菊
丸

・
竹
本
二
朱

一

部
∨

の
四
本
、
「連
理
九
」
に
は
Ａ
見
取
丸

。
小
菊
九

・
秘
伝
丸

。
二
朱

一
部

・

竹
本
宝
鑑
・
浄
る
り
大
鏡

・
略
上
る
り
∨
が
載
る
。

注
６
　
合
本
さ
れ
た

「略
上
る
り
」
「御
酒
中
浄
瑠
璃
」
を
み
る
が
丁
数
よ
り
み
て
抄

出
な
の
で
こ
こ
で
は
省
い
た
。

注
７
　
蒲
田
善
雄

「近
松
年
譜
」
合
解
釈
と
鑑
賞
』
Ｓ
４０
．
３
）

注
８
　
「甘
露
堂
文
庫
稀
親
本
孜
覧
」
（浄
瑠
璃
拍
子
扇
）
備
考

注
９
　
「道
中
評
判
敵
討
に
つ
い
て
」
合
江
戸
文
学
叢
説
』
所
収
）

注
１０
　
信
多
純

一
「宇
治
加
賀
縁
年
譜
」
翁
加
賀
禄
段
物
集
』
所
収
）。
な
お
、
信
多

純

一
「近
松
世
話
浄
瑠
璃
の
方
法
―
心
中
物
を
中
心
と
し
て
―
」
０
帝
塚
山
演
劇

学
』
第
二
巻

一
号
）
に
は
高
野
正
巳
氏
が

「新

一
心
五
戒
魂
切
上
る
り
」
と
内
題

右
肩
に
あ
る

「道
中
評
判
敵
討
」
の
筆
写
本
所
持
の
こ
と
を
記
し
て
あ
る
。

注
ｎ
　
「見
取
丸
」
に
つ
い
て
は

「調
子
竹
」
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
、

「調
子
竹
」

に
も

「
か
は
る
ひ
め
道
行
」
が
載
っ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
た
め
そ
の
所
収

の
さ
れ
方
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
所
在
不
明
な
今
、
そ
の
点
に
つ
い
て

は
不
間
に
し
て
お
く
。
た
だ
、
「調
子
竹
」
「見
取
丸
」
の
刊
行
時
期
は
ほ
ゞ
同
じ

頃
と
思
わ
れ
る
の
で

「増
補
　
一
心
五
戒
魂
」
を
根
拠
と
し
て
強
調
し
て
も
左
程

の
ず
れ
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

簾
田
善
雄

「竹
本
座
と
豊
竹
座
」
合
上
方
』

一
二
一
号
所
収
）

『演
劇
百
科
大
事
典
」
∧
肴
浄
瑠
璃
∨
解
説

安
原
貞
室
の

『
か
た
こ
と
」
（慶
安
三
年

一
六
五
〇
）
に

「さ
か
な
と
い
ふ
こ

こ
ろ
は

（中
略
）
又
酒
の
慰
み
と
い
ふ
下
略
獄
」
と
あ
る
。

長
谷
川
強

「浮
世
草
子
の
研
究
』
第

二
早
七
四
頁

『日
本
歌
謡
集
成
巻
人
」
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る

「色
里
迦
陵
頻
」
は
底
本
が
目

録
半
丁
を
欠
く
た
め
内
題
を
も
っ
て
こ
の
部
分
は
目
録
と
さ
れ
て
い
る
が
、
大
阪

大
学
忍
頂
寺
文
庫
本
は
目
録
が
完
備
し
て
お
り

「義
太
夫
ぶ
し
」
と
明
記
さ
れ
て

い
る
。

注
１７
　
横
山
正

『操
浄
瑠
璃
芝
居
の
研
究
』

注
１８
　
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
に
は
抜
き
本
と
し
て

「略
上
る
り
」
の
み
が
蔵
書
さ

れ
て
い
る
。

注
１９
　
長
友
千
代
治

「錦
文
流
年
譜
」
合
佐
賀
大
学
文
学
論
集
』
五
ｔ
七
号
）

注
２０
　
山
本
と
も
子
「
曽
根
崎
心
中
』
の
諸
本
」
∩
近
松
の
研
究
と
資
料
』
第
二
所
収
）

注
２．
　
懐
中
本
に
つ
い
て
こ
の
適
用
は
懐
中
本
の
成
立
事
情
か
ら
み
て
問
題
は
あ
る
が
、

一
応
の
考
察
の
目
安
と
は
な
ろ
う
。
な
お
、
「御
酒
中
浄
瑠
璃
」
の
奥
書
に

「懐

中
本
根
元

大
坂
上
久
宝
寺
町
三
丁
目

正
本
屋
九
左
衛
門
板
」
と
あ
り
、
「懐
中

注 注  注 注 注
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本
根
元
」
の
語
が
目
に
つ
き
懐
中
本
に
つ
い
て
は
別
の
事
由
が
あ
っ
た
か
と
も
推

察
さ
れ
る
。

（付
記
）

本
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て

「花
月
丸
」
を
貸
与
下
さ

っ
た
信
多
純

一
先
生
よ

り
受
け
た
学
恩
は
多
大
で
そ
の
御
指
導
を
得
た
点
も
多
い
。
又
、
横
山
正
先
生

か
ら
は
多
く
の
段
物
集
を
拝
借
し
、
そ
の
上
観
る
機
会
を
与
え
て
頂
き
こ
の
論

稿
の
基
礎
固
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
二
先
生
に
あ
り
が
た
く
お
礼
申

し
上
げ
ま
す
。
さ
ら
に
祐
田
善
雄

・
角
田
一
郎

・
中
村
幸
彦
諸
先
生
を
初
め
富

士
昭
雄

・
馬
場
憲
二
・
井
口
洋
各
氏
に
は
直
接
に
間
接
に
多
々
御
教
示
頂
き
又

資
料
の
こ
と
で
お
世
話
頂
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。
関
係
図
書
館
に
も
い
ろ
い
ろ
お
手
数
を
お
か
け
し
ま
し
た
。
末
筆
な
が
ら

厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
本
稿
の
一
部
は
昭
和
四
十
八
年
度
秋
季
日

本
近
世
文
学
会
研
究
発
表
会
で
発
表
し
、
野
間
光
辰
先
生
か
ら
も
御
教
示
を
得

ま
し
た
。
あ
り
が
た
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
　
　
（大
阪
松
蔭
女
子
大
講
師
）


