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『
む
ら
ま
つ
』
諸
本
成
立
考

一

『
む
ら
ま
つ
』
と
い
う
作
品
を
め
ぐ

っ
て
は
未
解
決
の
問
題
が
多
か
っ
た
。

従
来
、
本
作
は
物
語
系
と
古
浄
瑠
璃
系
に
分
類
で
き
る
と
さ
れ

て

い
る
が
、

０
そ
の
両
系
の
果
し
て
い
ず
れ
が
先
行
す
る
の
か
、
０
物
語
系
と
さ
れ
る
三
本

（日
田
甚
五
郎
氏
蔵
江
戸
中
期
写
本

『
む
ら
松
の
物
か
た
り
』

。
東
大
国
文
学

研
究
室
蔵
江
戸
前
期
写
本

『
村
松
』

。
国
会
図
書
館
蔵
江
戸
前
期
写
本

『
む
ら

ま
つ
の
物
か
た
り
』
）
の
間
で
ど
の
書
が
古
形
を
残
し
て
い
る
の
か
、
０
寛
永

十
四
年
刊
丹
緑
本

『
む
ら
ま
つ
』
の
古
浄
瑠
璃
六
段
曲
と
共
に
古
浄
瑠
璃
系
と

目
さ
れ
て
い
る
東
洋
文
庫
蔵
江
戸
前
期
大
形
奈
良
絵
本

『
む
ら
ま
つ
』
は
そ
の

分
類
で
正
し
い
の
か
、
と
い
っ
た
事
柄
が
問
題
と
し
て
残
る
。

い
に
つ
い
て
は
、
市
古
貞
次
氏

（
『未
刊
中
世
小
説
解
題
』
）
や
横
山
重
氏

（
『古
浄
瑠
璃
正
本
集
　
第

一
』
）
が
両
系
の
対
比
の
上
で
物
語
系
の
先
行
を

説
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
横
山
氏
の
場
合
、
国
会
本
を
あ
げ
て

「
本
書

（古
浄
瑠

璃
）
よ
り
も
、
叙
述
の
内
容
が
詳
し
く
、
詞
遣
ひ
や
、
用
語
な
ど
が
上
品
で
丁

寧
に
な

っ
て
ゐ
る
」
と
記
し
、
「
そ
れ
に
比
較
す
る
と
古
浄
瑠
璃

『
む
ら
ま
つ
』

は
、
上
演
に
つ
い
て
の
都
合
な
ど
も
あ

っ
た
の
で
あ
ら
う
が
、
内
容
が
か
な
り

簡
潔
な
も
の
に
な

っ
て
ゐ
る
。
そ
の
た
め
に
筋
の
は
二
び
な
ど
が
、
著
し
く
粗

信

多

純

雑
に
な
っ
て
ゐ
る
や
う
な
所
が
あ
る
」
と
し
て
、
国
会
本
か
ら
直
接
古
浄
瑠
璃

本
が
出
来
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
が
物
語
の
方
が
古
い
と
説
か
れ
て
い

スリ
。０

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
日
日
本
の
紹
介
者
神
谷
吉
行
氏
の
以
下
の
よ
う
な

説
が
あ
る
。

「
自
日
本
と
国
会
本
は
、
互
い
に
別
伝
の
異
本
関
係
に
あ
り
、
日

日
本
に
や
や
古
さ
が
認
め
ら
れ
る
」
と
し
て
、
自
日
本
は
叙
述
が
詳
細
で
上
品

な
国
会
本
に
及
ば
な
い
が
、
筋
の
展
開
に
お

い
て
無
理
の
な
い
一
貫
性
が
み

ら
れ
古
形
を
保

っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る

（
『室
町
期
物
語
０
』
解

題
）
。
た
だ
し
こ
の
時
点
で
神
谷
氏
は
東
大
国
文
研
究
室
蔵
写
本
は
見
て
お
ら

れ
な
い
。

０
に
つ
い
て
は
と
く
に
横
山
重
氏
が
問
題
提
起
し
て
お
ら
れ
、
初
め
東
洋
文

庫
蔵

『
む
ら
ま
つ
』
奈
良
絵
本
は
古
浄
瑠
璃
正
本
か
ら
直
接
に
来
て
い
る
か
も

知
れ
な
い

（
『古
浄
瑠
璃
正
本
集
　
第

一
』
）
と
さ
れ
た
が
、
後
に
古
典
文
庫

『室
町
時
代
物
語
　
一
』
に
お
い
て
、　
フ
」
の
正
本
か
、
又
は
そ
の
後
の
、
今

は
知
ら
れ
ぎ
る
正
本
が
あ

っ
て
、
そ
れ
を
う
つ
し
な
が
ら
、
読
み
本
と
し
て
の

奈
良
絵
本
を
こ
し
ら
へ
た
の
で
は
な
い
か
」

「
な
は

一
概
に
、
古
浄
る
り
の
正

本
の
う
つ
し
と
云
ひ
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
や
は
り
二
三
割
の
疑
間
を
残
さ

な
い
わ
け
に
は
行
力、
ぬ
と
思
ふ
」
と
両
者
の
対
比
の
結
果
、
慎
重

‘
論
を
記
さ
れ
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て
い
る
。

昭
和
五
十
四
年
六
月
号

『国
語
と
国
文
学
』
に
松
本
隆
信
氏
は

「
本
地
物
周

辺
の
室
町
期
物
語
」
を
発
表
さ
れ
、
こ
こ
に
新
し
い
二
本
を
紹
介
、
位
置
づ
け

ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
物
語
系
に
東
大
国
文
学
研
究
室
蔵
写
本

『村
松
』
横
二
冊

を
加
え
ら
れ
、

「
Ｂ
の
東
大
本
は
、
横
形
の
奈
良
絵
本
仕
立
の
本
で
、
挿
絵
の

入
る
べ
き
頁
は
空
自
の
ま
ま
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
本
の
本
文
は
Ａ
と
も
Ｃ
と

も
異
な
り
、
概
し
て
い
え
ば
Ａ
の
日
田
本
の
方
に
よ
り
近
い
が
、
Ｃ
の
国
会
本

と

一
致
す
る
所
も
見
ら
れ
る
。
以
上
の
物
語
系
の
三
本
は
、
筋
の
運
び
に
関
し

て
は
、
特
に
挙
げ
る
べ
き
ほ
ど
の
違
い
は
な
い
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
同

氏
は
Ａ
Ｃ
二
本
間
の
関
係
に
つ
い
て
は
神
谷
氏
の
判
断
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う

と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
三
本
に
付
さ
れ
た
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
記

号
の
順
序
は
、
氏
の
三
本
に
対
す
る
内
容
に
よ
る
古
さ
の
認
定
と
も
つ
な
が
る

も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
わ
が
国
現
存

『
む
ら
ま
つ
』
五
本
を
め
ぐ
っ
て
の
各
氏
の
推
論

位
置
づ
け
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
か
な
り
以
前
か
ら
も
う

一
本
の
書
の
存

在
が
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ

は
絵
巻

『村
松
双
紙
』
十
二
巻
で
あ

っ
て
、
大

正
十
四
年
五
月
の
松
平
子
爵
家
の
入
札
に
、
伝
岩
佐
又
兵
衛
作
と
し
て

『上
瑠

璃
』

『山
中
常
盤
』
と
共
に
現
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
絵
巻
だ
け
が
消
息

不
明
に
な
っ
て
い
た
。
横
山
重
氏
が

『
上
瑠
璃
』

『山
中
常
盤
』
の
詞
書
が
共

に
古
浄
瑠
璃
の
詞
章
で
あ
る
か
ら

『村
松
双
紙
』
も
や
は
り
古
浄
瑠
璃
の
詞
章

で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
た

（前
記
古
典
文
庫
解
題
）
の
は
至
極
当
然
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
幻
の
書
の
三
巻
だ
け
が
遠
く
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
グ
ブ

リ
ン
の
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
図
書
館
に
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
バ
ー
バ
ラ

。
ル
ー
シ
ュ
女
史
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
。
昭
和
五
十
三
年
夏
国
際
奈
良
絵
本
研

究
会
議
が
同
地
及
び

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
持
た
れ
、
そ
こ
で
の
調
査
を
踏
ま
え
て

松
本
隆
信
氏
が
同
書
の
内
容
を
前
記
．論
文
に
初
め
て
左
記
の
ご
と
く
紹
介
さ
れ

た
。
前
に
新
し
い
二
本
の
紹
介
と
記
し
た
う
ち
の
残
る

一
本
こ
そ
、
こ
の
問
題

の
書
で
あ
る
。

そ
の
三
巻
は
、
①
相
模
の
国
司
と
な

っ
て
下
向
し
た
二
位
の
中
納
言
が
、

武
蔵
相
模
の
豪
族
た
ち
の
迎
え
を
受
け
て
酒
宴
を
催
す
部
分
、
②
二
位
の

中
納
言
に
流
罪
の
宜
旨
が
下
り
、
相
模
か
ら
配
所
へ
赴
く
部
分
、
③
村
松

の
姫
君
が
奥
州
の
た
け
ゐ
殿
に
買
わ
れ
、
や
が
て
虐
待
を
受
け
る
部
分
、

で
あ
る
。
そ
の
詞
書
を
見
る
と
、
②
③
の
二
巻
は
Ｅ
の
古
浄
瑠
璃
正
本
に

類
似
す
る
が
、
①
の
部
分
は
、
古
浄
瑠
璃
で
は
著
し
く
簡
略
で
あ
る
の
と

異
な
り
、
物
語
系
と
同
じ
内
容
で
あ

っ
て
、
詞
章
は
Ｃ
の
国
会
本
に
比
較

的
近
い
。
し
か
し
、
こ
の
巻
で
も

「
さ
て
も
そ
の
の
ち
」
と
い
う
古
浄
瑠

璃
特
有
の
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
。
従
来
、
こ
の
松
平
子
爵
家
旧
蔵
の
絵
巻

も
古
浄
瑠
璃
か
ら
詞
章
を
取

っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
た
が
、

現
存
の
寛
永
十
四
年
版
の
正
本
と
比
較
す
る
限
り
で
は
、
正
本
そ
の
ま
ま

の
本
文
で
は
な
い
。

誰
し
も
が
こ
の
絵
巻
を
古
浄
瑠
璃
系
と
考
え
奈
良
絵
本
と
も
近
い
本
文
と
考

え
て
い
た
予
想
が
半
ば
あ
た
り
、
半
ば
は
ず
れ
た
の
で
あ
る
。
松
本
氏
は
Ａ
Ｂ

Ｃ
の
物
語
系
に
対
し
結
局
Ｄ
Ｅ
を
古
浄
瑠
璃
系
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
絵
巻
を
特

に
Ｄ
と
し
て
Ｅ
の
二
本
の
古
浄
瑠
璃
系
の
前
に
置
か
れ
た
と
こ
ろ
に
、
内
容
は

両
系
に
ま
た
が
り
本
文
系
統
は
古
浄
瑠
璃
系
に
近
い
こ
の
絵
巻
の
処
置
に
、
特

別
配
慮
さ
れ
て
い
る

一
面
を
う
か
が
い
知
る
。

二

た
し
か
に
本
文
の
類
似
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
絵
巻
Ｄ
と
Ｅ
の
古
浄
瑠
璃

系
二
本
は
非
常
に
類
似
点
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
物
語
系
と
古
浄
瑠
璃
系
の
最
大



の
本
文
異
同
、
古
浄
瑠
璃
の
段
数
で
い
え
ば
そ
の

「
一
た
ん
め
」
、
申
子
か
ら

妻
嫌
い
、
国
司
赴
任
、
村
松
娘
へ
の
恋
慕
、
結
婚
、
子
の
誕
生
と
い
っ
た
主
人

公
中
納
言
の
前
半
の
叙
述
が
省
略
さ
れ
て
い
る
大
胆
な
変
型
が
古
浄
瑠
璃
系
の

一
大
特
色
で
あ
り
、
絵
巻
に
こ
の
部
分
が
物
語
系
同
様
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
と

を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
、
判
断
に
迷
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
物
語
系
と
古
浄

瑠
璃
系
の
関
係
を
言
う
場
合
は
勿
論
、
神
谷
氏
の
場
合
で
も
中
間
的
本
文
を
持

つ
こ
の
書
の
出
現
は
そ
れ
ぞ
れ
再
検
討
を
せ
ま
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
こ

と
に
問
題
の
多
い
、
面
倒
な
書
が
出
現
し
た
と
い
え
る
。

二
系
統
と
分
類
さ
れ
て
き
た
が
、
物
語
系
三
本
も
そ
れ
ぞ
れ
異
本
と
見
な
さ

れ
異
同
の
少
な
か
ら
ぎ
る
こ
と
、
古
浄
瑠
璃
系
二
本
の
間
で
も
横
山
氏
が
後
に

考
え
を
改
め
ら
れ
た
ほ
ど
異
同
が
あ
る
こ
と
、
加
え
て
こ
の
両
系
に
ま
た
が
る

絵
巻
の
出
現
が
見
ら
れ
、
諸
木
関
係
は
錯
綜
を
き
わ
め
て
い
る
と
い
う
他
は
な

い
。
絵
巻
系
本
文
の
こ
の
問
題
提
起
に
よ
っ
て
、

『
む
ら
ま
つ
』
諸
本
を
物
語

と
古
浄
瑠
璃
の
二
系
に
分
類
す
る
こ
と
の
有
効
性
が
、
改
め
て
問
い
直
さ
れ
る

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
ら
の
諸
本
を
前
に
虚
心
に
検
討
す
べ
き
時
期
が
来

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

最
近
、
私
は

『
浄
瑠
璃
』
の
復
原
考
を
成
し
了
え
た
。
横
山
重
氏
と
の
共
編

『
じ
や
う
る
り

十
六
段
本
』

（大
学
堂
書
店
刊
）
に
そ
の
考
究
を
収
め
て
い
る

が
、
そ
れ
は
諸
本
の
徹
底
し
た
校
異
を
作
成
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
各
本
の

関
係
を
明
ら
か
に
し
、

『浄
瑠
璃
』
原
形
を
追
究
し
た
基
礎
的
研
究
で
あ
る
。

『浄
瑠
璃
』
諸
本
間
の
関
連
に
つ
い
て
も
本
文
錯
綜
し
て
お
り
、
な
か
な
か
に

把
握
出
来
な
い
状
況
に
あ

っ
た
。
か
つ
て
嵯
峨
本
十
二
段
草
子
が
も

っ
と
も
善

本
と
さ
れ
た
。
つ
い
で
横
山
重
氏
に
よ
る
十
六
段
絵
巻
の
紹
介
が
あ
り
注
目
を

惹
く
。
異
本
と
み
な
さ
れ
る
こ
の
絵
巻
は
吹
上
ま
で
の
内
容
を
備
え
て
い
た
。

吹
上
を
増
補
後
日
の
作
と
み
る
見
方
も

一
部
あ

っ
た
が
、
こ
の
書
の
出
現
で
漸

く

『浄
瑠
璃
』
は
吹
上
ま
で
は
本
来
具
有
し
て
い
た
と
さ
れ
る
に
至
る
。
次
い

で
同
じ
十
六
段
本
で
は
あ
る
が
特
異
な
構
造
を
持
つ
山
崎
美
成
旧
蔵
写
本
が
出

た
。
昭
和
三
十
七
年
赤
木
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
た
、
吹
上
の
段
は
勿
論
秀
衡
入
や

五
輪
砕
さ
ら
に
は
御
曹
司
都
入
ま
で
持
つ
こ
の
書
は
、
大
巾
に
改
造

・
書
継
ぎ

さ
れ
た
書
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
注
目
を
惹
か
ず
に
終

っ
た
。
熱
海
本

『上
瑠

璃
』
に
つ
い
て
も
、
こ
の
書
は
古
浄
瑠
璃
系
の
本
で
後
の
も
の
と
い
う
こ
と
で

さ
し
て
問
題
に
さ
れ
ず
、
そ
の
五
輸
砕
の
部
分
は
古
浄
瑠
璃

『
ふ
き
あ
け
』
か

ら
採

っ
た
も
の
で
あ
り
、
増
補
部
分
と
い
う
見
解
が

一
般
的
で
あ

っ
た
。
こ
れ

に
対
し
昭
和
五
十
二
年
刊

『絵
巻
上
瑠
璃
』

（京
都
書
院
刊
）
に
お
い
て
私
は

こ
の
系
の
本
文
の
再
検
討
を
行
い
、
そ
の
際
山
崎
写
本
が
原
形
を
も

っ
と
も
忠

実
に
示
す
も
の
で
、
た
だ
あ
ま
り
に
も
原

『浄
瑠
璃
』
が
長
篇
で
あ
る
た
め
極

端
に
文
辞
の
省
略
を
行

っ
て
い
る
が
、
骨
格
は
殆
ど
崩
し
て
い
な
い
こ
と
、
熱

海
本
は
そ
の
山
崎
写
本
の
失

っ
た
肉
付
き
を
よ
く
残
し
て
く
れ
て
い
る
注
目
す

べ
き
書
で
あ
る
と
、
該
書
の
復
権
を
提
唱
し
た
。
そ
の
際
果
せ
な
か
っ
た
細
部

に
わ
た
る
考
証
を

『
じ
や
う
る
り

十
六
段
本
』
に
お
い
て
は
行
い
、
本
文
の
復

原
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
諸
本
の
校
異
を
並
列
に
し
て
検
討
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
結
果
は
詞
章
の
重
な
り
を
配
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

一
つ
の
文

章
に
復
原
出
来
る
こ
と
を
知

っ
た
。
つ
ま
り
、
も
と

一
本
か
ら
出
て
各
書
そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
で
そ
の
原
本
の

一
部
を
抜
き
取
り
本
文
形
成
を
し
て
い
っ
た
跡
が

辿
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
別
の
文
辞
を
加
え
る
こ
と
は

（ご
く
稀
に
整
合
の
要
が

あ

っ
て
少
し
く
補
筆
す
る
こ
と
が
あ
る
が
）
ほ
と
ん
ど
無
く
、
各
本
す
べ
て
省

筆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
縮
め
、
綴
り
合
わ
せ
て
い
る
跡
を
み
る
こ
と
が
出
来
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
だ
に
文
辞
の
省
略
だ
け
で
な
く
段
の
省
略
、
或
い
は
要

約
化
に
も
及
び
、
そ
の
結
果
が
異
本
と
思
わ
せ
る
本
文
を
持

っ
た
諸
本
を
生
ん



で
ゆ
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
異
本
の
感
を
強
く
感
じ
さ
せ
て
い
た
因

は
錯
簡
の
所
為
で
あ
る
。
絵
巻
形
態
が
本
来
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
絵
巻
各
紙
の

剥
離
は
避
け
が
た
い
宿
命
で
、
そ
の
結
果
は

『浄
瑠
璃
』
の
ご
と
く
景
事
部
分

の
多
い
本
文
の
場
合
、
復
原
に
あ
ぐ
ん
で
同
趣
の
文
の
所
に
誤
っ
て
挿
入
さ
せ

て
い
る
例
が
数
多
く
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

三

如
上
の
知
見
か
ら
、
こ
の

『む
ら
ま
つ
』
諸
本
間
に
お
い
て
も
或
い
は
同
様

の
成
立
過
程
が
う
か
が
え
る
の
で
は
な
い
か
と
想
定
し
、
そ
の
校
異
を
取
る
作

業
を
同
様
に
試
み
た
。
そ
の
校
異
表
の
一
部
が
次
の
二
つ
の
表
で
あ
る
。
紙
面

の
都
合
か
ら
全
体
を
掲
出
し
得
な
い
が
、
全
般
に
ま
た
が
り
同
様
の
結
果
を
得

る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

表

一
は
、
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
図
書
館
本

（以
下
チ
本
と
い
う
）
の
松

本
氏
の
①
と
記
さ
れ
た
巻
に
含
ま
れ
る
箇
所
で
、
古
浄
瑠
璃
系
本
文
に
は
見
ら

れ
な
い
相
模
武
蔵
の
侍
達
に
よ
る
座
え
ら
び
の
部
分
の
校
異
表
で
あ
る
。　
一
見

し
て
国
会
本

。
日
日
本

。
東
大
本

（大
と
略
称
）

。
チ
本
共
に
同
一
系
統
の
本

文
で
あ
り
、

『浄
瑠
璃
』
の
諸
本
形
成
に
つ
い
て
先
に
述
べ
た
と
同
様
、
原
本

を
そ
れ
ぞ
れ
抄
出
し
て
い
る
跡
を
明
瞭
に
辿
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
箇
所
は

各
本
そ
れ
ぞ
れ
に
不
備
が
あ
り
、
意
の
通
り
に
く
い
箇
所
で
あ
る
が
、
そ
の
因

が
抄
出
の
不
手
際
に
あ
る
こ
と
を
実
に
明
瞭
に
示
し
て
く
れ
て
い
る
。

国
会
本
は
相
模
の
侍
の
三
浦
介
が
反
駁
す
る
状
景
を
欠
き
文
意
が
や
や
辿
り

に
く
く
な
っ
て
い
る
。
日
日
本
は
こ
こ
で
は
も
っ
と
も
省
略
が
多
く
、
要
約
し

て
結
果
だ
け
を
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
主
格
が
不
明
で
状
況
に
つ
い
て
も

明
ら
か
で
な
い
。
東
大
本
が
こ
こ
で
は
割
合
よ
く
整
っ
て
い
る
が
、
「
ち
ゝ
ふ
」

や

「
有
へ
く
な
ら
む
」
と
い
っ
た
箇
所
に
誤
脱
や
誤
写
が
あ
る
模
様
で
あ
る
。

二

〕

む
さ
し
の
く
に
の
ち
う
人
、
　
ち
ヽ
ふ
の
け
ん
き
う
、
す
ヽ
み

む
さ
し
の
く
に
の
ち
う
人
、
　

ち
ヽ
ふ
　
　
　
　
　
　
す
ヽ
み

さ
て
も
そ
の
ヽ
ち
、
む
さ
し
の
く
に
の
住
　
人
に
、
ち
ヽ
ふ
の
源
三
、
　
　
す
ヽ
み

い
て
ヽ
申
　
　
け
る
は
、
む
さ
し
、
　
ひ
た
り
　
さ
に
つ
く
へ
き
よ
し
、
　
　
申
さ

む
さ
し
は
、

出
て
　
申
さ
れ
け
る
は
、
む
さ
し
は
、
ひ
た
り
　
　
に
つ
く
へ
き
よ
し
を
そ
、
申
さ

い
て
　
申
さ
れ
け
る
は
、
む
さ
し
は
、
ひ
た
り
の
さ
に
　
　
あ
り
け
れ
は
、

れ
け
れ
は
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
く
し
む
さ

れ
け
る
。
　
　
　
　
み
う
ら
の
す
け
、　
　
　
　
　
申
　
　
け
る
は
、
こ
く
し
む
さ

そ
の
と
き
、
み
う
ら
の
す
け
、
す
ヽ
み
い
て
申
さ
れ
け
る
は
、
こ
く
し
む
さ

し
に
御
い
り
候
は
ヽ
、
も
っ
と
も
ひ
た
り
さ
に
つ
く
へ
き
こ
と
に
て
候
へ
と
も
、

ひ
た
り
同
国
つ
く
へ
き
　
　
　
　
な
れ
と
も
、
こ

し
に
御
渡
　
候
は
ヽ
、
も
っ
と
も
ひ
た
り
　
に
御
つ
き
あ
る
へ
し
、

し
に
　
け
か
う
な
し
、

い
ま
は
、
た
う
こ
く
に
御
さ
　
　
候
へ
は
、
い
か
ゝ
侯
へ
き
　
　
　
と
、
申

く
し
、　
　
　
　
と
う
こ
く
に
わ
た
ら
せ
給
へ
は

た
う
国
　
に
御
わ
た
り
候
へ
は
、
　

　

〔有
へ
く
な
ら
む
と
〕
申

た
う
こ
く
に
御
さ
　
　
な
れ
は
、
い
か
ヽ
あ
　
　
　
ら
ん
と
、
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さ
れ
け
れ
は
、
そ
れ
も
さ
る
こ
と
に
て
、
さ
か
み
　
　
　
ひ
た
り
さ
に

と
て
、
　
さ
か
み
は
　
　
ひ
た
り
　
に
こ
そ
、

さ
れ
け
り
。
　
け
に
も
　
　
　
と
て
、
　
さ
か
み
は
　
　
　
左

あ
り
け
れ
は
、
け
に
こ
と
は
り
と
て
、
　
さ
か
み
の
人
々
ひ
た
り
さ
に
こ
そ
、

む
さ
し
は
、
右
さ
に
、　
つ
き
た
り
け
れ
は
、

に
け
れ
。

む
さ
し
は
、
右
に
そ
、
つ
か
れ
け
る
。

に
け
り
。

チ
本
も
か
な
り
要
約
の
姿
勢
が
強
く
文
意
が
通
り
に
く
い
。
各
本
そ
れ
ぞ
れ
に

不
備
が
あ
り
、
四
者
を
併
せ
れ
ば
意
は
よ
く
通
じ
る
の
で
あ

っ
て
い
ず
れ
も
原

形
を
重
悪
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
校
異
の
結
果
復
原
出
来
る

原

『
む
ら
ま
つ
』
の
詞
章
は
、
以
下
の
ご
と
く
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（さ
て
も
そ
の
ちゝ
）
む
さ
し
のく
に
の
住
人
、
ち
ゝ
ふ
のは
ん源
き三夕
ヽ

す
ゝ
み
出
て
申
さ
れ
け
る
は
、
む
さ
し
は
、
ひ
た
り
の
さ
に
つ
く
へ
き
よ

し
を
そ
、
申
さ
れ
け
る
。
そ
の
と
き
、
み
う
ら
の
す
け
、
す
ゝ
み
い
て
申

連
簑
勒
畿
鞭

み
は
ひ
た
り
さ
に
こ
そ
、
つ
き
に
け
れ
。
む
さ
し
は
、
右
さ
に
、
つ
き
た

り
け
れ
は
、
…
…

表
二
は
、
チ
本
の
③
の
部
分
で
、
各
本
の
文
辞
も
揃
う
箇
所
で
あ
る
。
村
松

の
姫
君
が
奥
州
の
た
け
ゐ
殿
に
買
わ
れ
、
た
け
ゐ
よ
り
文
を
つ
け
ら
れ
て
返
事

こ

す
ゝ
り
　
と
り
よ
せ
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
返
し
　
　
し
給

や
か
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
返
事
せ
さ
せ
給

す
ヽ
り
を
め
し
よ
せ
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
返
事

す
み
す
り
な
か
し
ふ
て
を
そ
め
、

す
ヽ
り
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら、
し
　
筆
を
そ
め
、

す
ヽ
り
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら
し
　
筆
を
そ
め
、

ひ
け
る
や
う
は
、
わ
ら
は
ヽ
　
　
　
こ
れ
、
さ
か
み
の
く
に
の
も
の
な
り
。　
　
　
一

ひ
け
り
。
　
　
　
わ
ら
は
ヽ
　
　
　
　
　
　
さ
か
み
の
　
国
の
も
の
に
て
候
か
、　
一

あ
り
。
　
　
　
わ
ら
は
か
つ
ま
は
、
　
　
さ
か
み
の

わ
れ
は
、　
　
　
　
　
　
さ
か
み
の
　
　
　
も
の
な
り
し
か
、　
一

さ
か
み
の
　
国
ヘ

さ
か
み
の
く
に
ヘ

と
せ
、　
　
　
　
　
御
く
た
り
　
　
候
し
、
ち
う
な
こ
ん
殿
の
御
　
内
に
、
け
ん
七

と
せ
、　
　
　
　
　
御
く
た
り
　
　
候
し
、
こ
く
し
　
　
　
の
御
う
ち
に
、
け
ん
七

こ
く
し
に
め
し
つ
か
は
れ
し
も
の
な
り
。

と
せ
、
こ
く
し
、
　
　
け
か
う
の
　
　
と
き
、

中
な
こ
ん
、
御
下
向
　
の
有
し
と
き
、

中
納
言
、
　
御
け
か
ふ
の
あ
り
し
時
、

と
申
　
　
　
　
　
　
　
も
の
に
あ
ひ
く
し
候
て
こ
の
子
を
ま
ふ
け
て
　
　
　
候
。

と
申
候
し
、
馬
や
の
　
物
　
と
あ
ひ
な
れ
て
、
　
此
子
を
ま
う
け
て
　
　
　
候
し
。

チ 大 自 国  チ 大 日 国
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む
ま
や
の
下
人
と
あ
ひ
な
れ
て
、
こ
の
子
を
ま
う
け
　
さ
ふ
ら
ふ
か
、

む
ま
や
の
下
人
に
あ
い
な
れ
て
、
　
此
こ
を
ま
ふ
け
て
さ
ふ
ら
ふ
か
、

む
ま
屋
の
げ
に
ん
に
あ
ひ
な
れ
て
、
　
此
子
を
ま
ふ
け
て
さ
ふ
ら
ふ
か
、

ち
う
な
こ
ん
わ
ら
わ
に
御
心
を
か
け
さ
せ
給
ひ
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

こ
く
し

こ
く
し
　
み
つ
か
ら
に
　
心
を
か
け
　
　
　
ふ
。
い
な
と
申
せ
は
夜
に
ま
き
れ
、
つ

と
こ
を
こ
ろ
し
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ
に

わ
ら
は
を

ま
を
う
ち
た
ま
ふ
。を

つ
と
に
は
な
れ
て
そ
の
ゝ
ち
に
、
こ
く
し

お
つ
と
は
は
て
ヽ
　
其
　
　
後
に
、
こ
く
し
よ
り
も
身
つ
か
ら
に

お
つ
と
は
し
ヽ
て
　
そ
の
　
後
、
　

こ
く
し
よ
り
　
み
つ
か
ら
に

し
た
か
へ
　
と
、
　
　
　
　
お
ほ
せ
ら
れ
　
し
ほ
と
に
、
…
…

〔中
略
〕
…
…
な
ひ

し
た
か
へ
ん
と
、　
　
　
　
お
ほ
せ
さ
ふ
ら
い
し
程
に
、

な
ひ
け
と
、
お
つ
か
ひ
の
ふ
み
か
す
ノ
ヽ
の
、

ま
い
れ
と
　
　
　
お
リ
ノ
ヽ
仰
　
　
け
る
を
、

ま
い
れ
と
　
　
　
折
々
　
　
お
ほ
せ
け
る
を
、

く
こ
と
な
し
。
さ
る
程
に
、
お
と
こ
を
し
う
に
こ
ろ
さ
れ
申
、
そ
れ
を
　
　
う
し
と

あ
ま
り
の
か
な
し
さ
に

も
の
う
さ
に

物
う
き
事
と

物
う
き
事
と

お
も
ひ
、　
　
　
　
　
　
　
わ
か
く
に
を
　
　
　
ま
よ
ひ
い
て
ゝ
、

我
国
　
を
　
　
　
ま
よ
ひ
出
て
、

あ
し
に
ま
か
せ
て
、
　
　
　
　
　
　
　
ま
よ
ふ

く
に
を
し
の
ひ
て
た
ち
い
て
ヽ
、
み
や
こ
の
か
た
ヘ

国
　
を
　
　
　
　
　
　
い
て
、
　
都
　
　
の
か
た
ヘ

国
　
を
　
　
　
　
　
　
出
、
　
　
み
や
こ
の
か
た
ヘ

こ
れ
ま
て

こ
れ
ま
て

と
て
、　
　
　
　
　
　
　
　
人
あ
き
人
に
か
と
は
　
さ
れ
て
、
こ
れ
ま
て
三

の
は
る
と
て
、
大
つ
の
う
ら
に
て
、
　
　
　
　
　
か
と
は
　
さ
れ
、
　

こ
れ
ま
て

の
ほ
る
と
て
、
大
つ
の
う
ら
に
て
、
　
　
　
　
　
か
と
わ
か
さ
れ
、

の
ほ
る
と
て
、
大
つ
の
　
浦
に
て
、
　
　
　
　
　
か
と
は
　
さ
れ
、

う
か
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
い
り
た
り
。
　
　
　
人
の
御
よ

う
ら
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
候
な
り
。
　
　
　
人
の
　
や

十
七
て
ん
に
う
ら
れ
し
も
、　
つ
ま
の
心
を
た
か
へ
し
た
め
な
り
。
そ
れ
を
　
　
仰

う
ら
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
ま
い
り
た
り
。
　
　
　
人
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う
ら
れ
　
　
　
　
　
　
　
ま
い
り
て
ま
い
り
た
り
。

う
ら
れ
　
　
　
　
　
　
　
ま
ぃ
り
て
ま
い
り
た
り
。　
　
　
人

う
を
か
な
ゑ
ん
に
は
、
　
　
　
ゎ
か
く
に
ヽ
し
て
こ
そ
、
は
て
候
は
　
　
め
。

う
を
か
な
ゑ
ん
に
は
、　
　
　
我
　
国
　
　
に
て
こ
そ
、
は
て
候
は
ん
す
れ
。
何

に
し
た
か
は
ヽ
、
　
　
　
　
ふ
る
さ
と
に
　
　
こ
そ
、
あ
る
へ
け
れ
。

に
し
た
か
ふ
も
の
な
ら
は
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
に

に
し
た
か
ふ
も
の
な
ら
は
、
わ
か
国
　
に
　
　
こ
そ
、
あ
る
へ
け
れ
。

し
に
こ
れ
ま
て
、
う
ら
れ
候
は
ん
。

し
に
こ
れ
ま
て
、
ま
い
る
へ
し
。

す
る
、
そ
の
と
こ
ろ
の
校
異
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
も
表

一
の
場
合
と
同
じ
傾
向
が
辿
れ
る
で
あ
ろ
う
。
古
浄
瑠

璃
系
と
い
わ
れ
る
本
文
二
種

（寛
永
十
四
年
版
浄
瑠
璃
正
本

。
東
洋
文
庫
蔵
奈

良
絵
本
）
が
加
わ
っ
た
が
、
こ
う
し
て
六
本
を
並
記
し
た
場
合
、
確
か
に
右
二

本
の
系
統
と
所
謂
物
語
系
三
本
の
本
文
と
の
間
に
は
か
な
り
は
っ
き
り
し
た
相

違
は
み
ら
れ
る
。
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
た
通
り
で
あ
る
が
、
チ
本
は
そ
の
間
に

あ
っ
て
、
或
い
は
物
語
系
に
、
或
い
は
古
浄
瑠
璃
系
に
つ
き
両
系
に
ま
た
が
る

こ
と
も
知
る
。
丁
度
中
間
的
本
文
で
あ
り
、
こ
の
表
最
初
の
と
こ
ろ
で
、

「
す

み
す
り
」
と
い
う
両
系
の
文
辞
の
不
備
を
説
明
す
る
語
を
こ
の
本
の
み
が
持
つ

あ
た
り
に
も
特
異
性
が
う
か
が
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
表
二
の
場
合
で
も
諸
本
が
や
は
り
同

一
系
に
属
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
明
白
に
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
に
原
本
よ
り
の
抄
出
に
差
違
が
あ

る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
甲
の
部
分
を
採
り
乙
の
部
分
を
捨
て
、
或
い
は
甲

乙
を
捨
て
別
の
文
丙
で
要
約
す
る
と
い
っ
た
省
略
の
跡
を
辿
り
得
る
の
で
あ
る

（要
約
の
際
、
接
続
助
詞
や
用
言
連
用
形
を
用
い
て
、
文
を
接
続
さ
せ
る
形
が

多
く
な
る
）
。
ま
た
小
異
同
の
原
因
と
し
て
、
誤
写
関
係
も
明
確
に
把
握
出
来

赫
軍
猜
］
醐
嘲
赫
罐
痢

つ 部
¨
「

「 す
い
］
嘘
教

（一
ら

凛
暉
蛯
け
「
一
一

す っ
い
）
〔

力ヽヽ 、

し
筆
を
そ
め
」
の

（　
）
部
の
省
略
の
所
為
と
、

「
か
」

「
ら
」
の
字
体
の
相

似
に
よ
っ
て
誤
写
の
生
じ
た
過
程
を
推
察
し
得
る
。
ま
た
書
写
の
際
、
同
義
語

へ
の
言
い
換
え
が
か
な
り
行
わ
れ
る
と
い
う
傾
向
の
あ
る
こ
と
も
判
明
す
る
。

「
と
り
よ
せ
」

「
め
し
よ
せ
」

。
「
こ
く
し
」

「
中
納
言
」

。
「
下
人
」

「
も

の
」

。
「
あ
ひ
な
れ
」

「
あ
ひ
く
し
」

。
「
わ
ら
わ
」

「
み
つ
か
ら
」

ｏ
「
こ

ろ
し
」

「
う
ち
」
。
「
し
ゝ
て
」

「
は
な
れ
て
」
。
「
し
た
か
へ
」

「
な
ひ
け
」

。
「
か
な
し
さ
」

「
も
の
う
さ
」

「
も
の
う
き
」

。
「
我
国
」

「
ふ
る
さ
と
」

等
々
が
そ
れ
で
あ
り
、
編
纂
者
の
介
入
し
得
る
範
囲
を
こ
れ
ら
は
示
す
か
の
ご

と
く
で
あ
る
。
表
二
に
つ
い
て
言
え
ば
、
古
浄
瑠
璃
系
の
省
略
が
や
や
多
い
よ

う
に
思
え
る
が
、
そ
れ
で
も
国
会
本
の
文
辞
が
特
に
多
い
他
は

（東
大
本
が
そ

れ
に
次
ぐ
）
、
極
端
な
相
違
は
な
い
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
ふ
た
た
び
本
表

に
よ
っ
て
原

『
む
ら
ま
つ
』
を
復
原
す
れ
ば
、
次
の
ご
と
き
文
章
が
浮
か
び
出

スつ
。

や
か
て
す
ゝ
り
を
ぉ
叱
よ
せ
、
す
み
す
り
な
か
し
筆
を
そ
め
、
御
返
事
せ

さ
せ
給
ひ
け
り
。
わ
ら
は
ヽ
こ
れ
、
さ
か
み
の
国
の
も
の
な
り
し
か
、　
一



一
に
は
ふ
さ
い
の
か
た
き
、
二
に
は
こ
の
た
め
、
お
や
の
た
め
、
か
た
き

と
お
も
ひ
候
て
〕
な
ひ
く
こ
と
な
し
。
さ
る
程
に
、
お
と
こ
を
し
う
に
こ

ろ
さ
れ
申
、
錫
努
舞
叫
軽
計
年
あ
し
に
ま
か
せ
て
、
我
国
を
ま
よ

ひ
い
て
ヽ
、
都
の
か
た
へ
の
は
る
と
て
、
大
つ
の
浦
に
て
、
人
あ
き
人
に

か
と
は
さ
れ
て
、
こ
れ
ま
て
三
十
七
て
ん
に
う
ら
れ
し
も
、
つ
ま
の
心
を

た
か
へし
た
め
な
り
。
そ
れ
を
人
径
脚
３
群
れ霧
牌
ぶ
ら〕Ｌ
戴
董
〕

に
て
こ
そ
町
≪
膝麟
♂
す
れ〕。
何
し
に
これ
ま
て、
短
嘘
れ
齢ば
ん
。〕

四

『
む
ら
ま
つ
』
諸
本
の
分
岐
形
成
の
事
情
は
右
に
述
べ
た
ご
と
く
で
あ
る
。

所
謂
物
語
系
で
あ
れ
、
古
浄
瑠
璃
系
で
あ
れ
、
同
系
の
本
文
か
ら
岐
れ
き
た
っ

た
も
の
で
、
そ
の
抄
出
に
程
度
差
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
敢
て
い
え
ば
、
そ
れ

は
広
本
系
と
略
本
系
と
で
も
分
類
し
得
よ
う
か
。
も

っ
と
も
、
広
本
系

（物
語

系
）
と
は
い
え
原
本
を
大
巾
に
省
略
し
て
い
る
こ
と
は
前
に
説
明
し
た
と
お
り

で
あ
る
。

略
本
系
の

一
書
チ
本

（絵
巻
）
は
全
体
を
か
な
り
大
胆
に
刈
り
こ
ん
で
い
っ

た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
文
辞
の
省
略
で
あ

っ
て
、
作
品
の
内
容
を
抜
き
取
る
と

い
う
こ
と
は
し
て
い
な
い

（三
巻
分
を
以
て
し
て
の
考
察
で
あ
る
が
大
き
く
的

を
は
ず
れ
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
）
。

こ
の
略
本
系
の
中
で
、
さ
ら
に
短
縮
す
る
た
め
に
、
丁
度

『浄
瑠
璃
』
諸
本

の
中
で
古
活
字
版
系
諸
本
や
熱
海
本
系
諸
本
が
作
の
前
部
の
申
子

・
御
曹
司
鞍

馬
入

。
鞍
馬
出

（熱
海
本
の
み
こ
の
段
あ
り
）
な
ど
を
省
い
て
浄
瑠
璃
御
前
の

屋
形
の
景

「
泉
水
揃
」
か
ら
始
め
た
よ
う
に
、
作
の
前
部
を
極
端
に
要
約
し
刈

り
込
ん
だ
本
が
、
古
浄
瑠
璃
本
と
東
洋
文
庫
本
な
ど
の
書
で
あ

っ
た
。
こ
の
二

本
の
関
係
は
横
山
重
氏
が
疑
い
を
残
さ
れ
た
と
お
り
、
直
接
の
書
写
関
係
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
東
洋
文
庫
本
の
祖
本
は
む
し
ろ
チ
本
に
近
い
面
が
あ
る
。
し

か
し
、
ま
た

一
方
古
浄
瑠
璃
に
近
い
面
も
あ
り
、
こ
の
略
本
系
も
か
な
り
早
い

時
期
に
幾
つ
か
に
分
岐
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

古
浄
瑠
璃
本
と
東
洋
文
庫
本
の
間
で
、
も

っ
と
も
顕
著
な
異
同
の
見
ら
れ
る

の
は
、
両
作
の
巻
頭
で
あ
る
。

さ
て
も
そ
の
ゝ
ち
、
そ
れ
か
し
は
、
五
て
う
み
ふ
の
大
な
こ
ん
、
そ
の
御

子
に
て
お
は
し
ま
す
、
中
な
こ
ん
殿
と
申
せ
し
を
、
も
り
そ
た
て
つ
る
、

め
の
と
の
く
ら
ん
と
は
、
わ
か
事
な
り
、

ち
ゝ
大
な
こ
ん
と
申
せ
し
は
、
さ
か
の
天
わ
う
に
み
や
つ
き
、
つ
の
国
は

り
ま
あ
ふ
み
を
そ
へ
、
三
か
国
の
あ
る
し
に
て
…
…

（古
浄
瑠
璃
）

さ
か
の
て
ん
わ
う
の
御
と
き
、
五
て
う
の
み
ぶ

の
大
な
こ
ん
と
申
せ
し

は
、
げ
い
の
ふ
人
に
こ
え
給
へ
は
、
御
門
の
御
お
ほ
え
も
か
た
を
な
ら
ふ

る
、
く
き
や
う
の
ま
し
ま
さ
ね
は
、
つ
の
く
に
は
り
ま
あ
ふ
み
を
そ
へ
三

が
こ
く
の
あ
る
し
に
て
…
…

（東
洋
文
庫
本
）

こ
の
両
者
の
異
同
は
明
ら
か
に
、
古
浄
瑠
璃
本
が
演
劇
的
処
理
を
行

っ
て
改

変
し
た
所
為
で
あ
り
、
同
じ
古
浄
瑠
璃

『
ち
う
し
や
う
』
の
場
合
と
同
様
、
能

ス
に
名

…乗
り
の
形
式
を
と
る
こ
と
で

‥状
況
設
定
を
行
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ



る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

『
ち
う
し
や
う
』
に
較
べ
て
き
わ
め
て
不
完
全
で
あ

っ

て
、
名
乗
り
の
フ
キ
的
な
人
物
蔵
人
の
演
劇
的
処
理
を
失
し
て
お
り
、
名
乗
り

の
状
況
の
説
明
は
い
つ
の
間
に
か
物
語
本
文
に
融
け
こ
ん
で
し
ま
っ
て
、
以
後

は
東
洋
文
庫
本
奈
良
絵
本
と
ほ
ぼ
同
文
の
展
開
を
示
し
て
い
る
。
子
細
に
み
れ

ば
、
古
浄
瑠
璃
を
読
本
に
仕
立
て
た
と
目
さ
れ
て
い
た
東
洋
文
庫
本
系
の
本
文

を
、
む
し
ろ
古
浄
瑠
璃
が
襲

っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
痕
跡
さ
え
、
随
所
に
う
か

が
え
る
。

が
、
現
存
略
本
系
の
中
で

一
番
新
し
い
と
思
わ
れ
る
古
浄
瑠
璃
本
に
し
て
寛
永

十
四
年
で
あ
る
こ
と
、
残
存
本
い
ず
れ
も
原
形
を
と
ど
め
な
い
流
伝
を
み
せ
て

い
る
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
、
成
立
の
か
な
り
の
古
き
こ
と
が
示
唆
さ
れ
よ
う
。

一
方
、
チ
本
絵
巻
の
性
格
が
問
題
に
な
る
。

「
さ
て
も
そ
の
ゝ
ち
」
の
形
式

句
を
こ
の
本
の
み
が
①
部
で
有
し
て
い
る
こ
と
、
又
兵
衛
の
画
風
に
つ
な
が
る

こ
の
種
豪
華
絵
巻
が
、
同
じ
出
自
の
松
平
家
旧
蔵
絵
巻
群
が
、
い
ず
れ
も
浄
瑠

璃
作
品
を
絵
画
化
し
て
い
る
可
能
性
の
高
い
こ
と
か
ら
し
て
も
、
チ
本
絵
巻
を

古
浄
瑠
璃
の
詞
章
を
写
し
た
も
の
と
見
な
し
得
る
で
あ
ろ
う

（但
し
こ
の
絵
の

画
風
は
又
兵
衛
そ
の
人
の
風
か
ら
は
大
分
に
離
れ
る
。
し
か
し
書
体
は

『
堀
江

物
語
』
や

『
小
栗
』
に
近
く
、
絵
巻
作
成
工
房
の
相
当
の
規
模
の
大
き
さ
を
思

わ
せ
る
）
。
も
し
チ
本
絵
巻
の
詞
章
が
浄
瑠
璃
本
文
と
す
れ
ば
、
略
本
系
が
古

浄
瑠
璃
系
で
あ
る
可
能
性
は
大
き
く
な
り
、
初
め
の
諸
氏
の
分
類
は
結
果
的
に

は
当
を
得
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
寛
永
版
本
は
略
本
系
古
浄
瑠
璃
詞

章
を
さ
ら
に
省
略
し
た
本

（東
洋
文
庫
本
系
）
に
拠
り
、
そ
の
巻
初
に
演
劇
的

処
理
を
加
え
て
出
来
上

っ
た
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
『灯
台
記
』

寛
永
十
年
版
と
慶
安
三
年
版

『
と
う
だ
い
き
』
、
寛
永
期

『
さ
ん
せ
う
太
夫
』

と
明
暦
二
年
版

『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』
、
さ
ら
に
は

『
む
ね
わ
り
』

等
に
み
ら
れ
る
、
古
正
本
を
さ
ら
に
短
縮
し
て
ゆ
く
傾
向

（角
田

一
郎
氏

『
天

理
図
書
館
善
本
叢
書
　
古
浄
瑠
璃
績
集
』
解
題
参
照
）
も
考
慮
さ
れ
、
チ
本
系

統
の
古
浄
瑠
璃
を
寛
永
版
本
が
さ
ら
に
短
縮
し
た

（
こ
と
に
よ
れ
ば
操
に
か
け

る
た
め
の
用
と
し
て
）
と
す
る
見
方
は
十
分
可
能
な
の
で
あ
る
が
、
略
本
系
が

即
古
浄
瑠
璃
系
と
い
う
に
は
ま
だ
幾
段
階
か
の
考
証
の
要
が
あ
り
、
今
は
問
題

点
の
指
摘
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

之
も
あ

・
れ
、

互
ぃ
に
力、
け
離
れ
た
関
係

，に
あ
る
之
み
ら
れ
、
俣

っ
た
孫

‥統
と

浄 洋  浄 洋浄 洋

の の

ろ ろ
又 又

①
の
異
同
は
と
も
か
く
、
②
の
異
同
箇
所
は
明
ら
か
に
古
浄
瑠
璃
の
省
略
と

断
定
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

「
つ
ゝ
」
の
接
続
関
係
の
不
安
定
が
そ
の
こ
と
を
証

し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
か
く
し
て
、
寛
永
十
四
年
版
古
浄
瑠
璃

『
む
ら
ま

つ
』
の
そ
の
本
文
は
、
残
存
す
る
諸
本
の
中
で
も

っ
と
も
新
し
い
段
階
で
形
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
本
自
身
の
新
旧
年
代
を
い
う
の
で

は
な
い
。
古
浄
瑠
璃
の
本
文
が
、
略
本
系
の

一
本

（東
洋
文
庫
本
系
）
を
さ
ら

に
冒
頭
だ
け
簡
易
な
演
劇
的
処
理
を
行
う
こ
と
で
作
り
な
し
た
も
の
と
い
う
の

で
あ
る
。
今
涸
は

『
む
ら
ま
っ
嘔
成
立
の
４
軟
澗
題
に
は

一
切
触
れ
て
い
■
い

精いデ【〔れは̈
』は』一ド札。た・ひ・ノ・ヽ・の。く。ら。ゐ・を・経。て、中漱一れは″

は率凛”」Ｆ戦。さ。け・ヵ、。け。さ。せ。ま。し・ノ・ヽ・て、・・め。し一・力、一・せ。た。ま・ひ・けり。″



さ
れ
て
き
た
も
の
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
祝
点
と
作
業
に
よ

，
て
全
く
同
来

の
書
で
あ
り
、
同

一
の
文
章
か
ら
発
し
て
い
る
が
た
だ
に
抄
出
の
仕
方
や
編
集

態
度
に
相
違
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
判
る
作
品
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
し
た

が

っ
て
、
そ
の
趣
の
作
品
に
あ

っ
て
は
、
ど
の
本
が
古
い
と
い
う
こ
と
は
非
常

に
定
め
が
た
い
こ
と
に
な
る
。
本
自
体
の
新
古
に
つ
い
て
は
勿
論
言
及
し
得
る

し
、
或
い
は
ど
の
本
が
原
本
の
形
態
的
な
古
さ
を
よ
り
多
く
残
す
な
ど
と
い
う

こ
と
は
い
え
よ
う
が
、
し
か
し
、
内
容
的
古
さ
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
不
可
能
で

は
な
い
と
し
て
も
、
な
か
な
か
に
困
難
な
こ
と
が
判
る
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
場

合
も
広
本

・
略
本
の
い
ず
れ
が
古
い
か
、
広
本
の
中
で
の
新
古
な
ど
を
判
断
す

る
の
は
き
わ
め
て
難
し
い
。
当
時
の
書
物
の
作
ら
れ
方
の
複
雑
な
様
相
に
、
各

本
を
作
り
成
し
て
い
っ
た
人
々
の
懸
命
の
営
為
に
、
た
だ
た
だ
感
じ
入
る
ば
か

り
で
あ
る
。

追
証
　
本
格
の
要
旨
は
、
昭
和
二
十
四
年
入
月
、
国
丈
学
資
料
館
に
て
行
ゎ
れ．

た
国
際
奈
良
絵
本
研
究
会
議
で
の
報
告
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
考

察
の
端
緒
と
な

っ
た
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
図
書
館
三
巻
絵
巻
の
紹
介

者
で
あ
り
、
国
際
会
議
を
主
宰
下
さ
っ
た
バ
ー
バ
ラ
ｏ
ル
ー
シ
ュ
女
史
、

同
書
の
間
覧
に
終
始
御
協
力
下
さ
っ
た
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
ー
図
書

館
の
館
長
は
じ
め
館
員
の
諸
氏
、
資

料
を
御
提
供
下
さ
っ
た
松
本
隆
信

氏
、
会
議
の
席
上
御
批
評
頂
い
た
会
員
の
方
々
、
及
び

『
む
ら
ま
つ
』
諸

本
御
所
蔵
の
各
位
に
、
深
甚
の
感
謝
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
絵
巻
は
近
く
刊
行
予
定
の
『在
外
奈
良
絵
本
』
角
川
書
店
に
そ
の
影
印
・

翻
刻
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
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