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推

参

一　
遊
者
の
習
ひ

能
評
務
勧
嘲
詢

能 一
型
浸
れ
は

力ヽ 世
は
抑
れ
れ
』

た 「い
誨
一
れ
ゲ
嚇
『
行
は
い
肺
」

ヽ

物
語
を
理
解
す
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
前
提
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
、
ひ
と
つ

の
言
葉
が
あ
る
。

清
盛
に
寵
愛
さ
れ
今
を
時
め
く
祗
王
の
幸
い
を
風
開
し
、
洛
中
の
評
判
を
と

書̈神『一一神のヵ、御̈一̈一一』けに場一〔教砕一諄右ぅ西そい一̈参へけ̈一。

様
や
あ
る
」
と
入
道
に
す
げ
な
く
追
い
返
さ
れ
る
の
だ
が
、

「我
が
立
て
し
道

な
れ
ば
、
人
の
上
と
も
覚
え
ず
」
と
同
情
し
た
祗
王
の
、

に
始
動
硝
¨
時
酵
ｍ

つ 常
¨
網
い
】
な
議
が
お
』
勝

易
を
許
し
、
仏
御
前
は
歌
舞

の
う
る
わ
し
い
声
姿
を
披
露
に
及
ぶ
。
た
ち
ま
ち
寵
愛
は
彼
女
に
移
り
、
祗
王

阿

部

良「

は
た
だ
ち
に
退
出
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

こ
こ
で
物
語
展
開
の
重
要
な
契
機
と
な
る
の
は
、

「遊
者
の

（
常
の
）
習

ひ
」
と
し
て
の

「推
参
」
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
自
拍
子
の
立
場
か
ら
は
そ
れ

が
当
然
の
慣
習
で
あ
り
あ
た
か
も
生
得
の
権
利
の
ご
と
き
も
の
と
し
て
主
張
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
に
自
明
の
こ
と
の
よ
う
に
語
ら
れ
る

「推
参
」
と
は
一
体
、

い
か
な
る
意
味
を
も
ち
、
ど
の
よ
う
な
背
景
を
負

っ
た
言
葉
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

「推
参
」
の
意
味
は
、
た
と
え
ば
日
葡
辞
書
に
は
次
の
よ
う
に
端
的
に
示
さ

れ
て
い
る
。

禦
勅
］
Ｔ
一
増
群
「
畔
済

れ （
げ
″
脚
】
】
げ
肇

”翻
「
れ
も
し
な
一
の
に
や
っ

白
拍
子
は
、
何
故
に

「呼
ば
れ
も
し
な
い
の
に
や
っ
て
来
」
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
か
。

「遊
者
の
習
ひ
」
と
し
て
説
明
さ
れ
る
背
後
に
如
何
な
る
世
界
が
あ

っ
た
の
か
。
辞
書
的
平
面
に
刻
み
込
ま
れ
た
こ
の
語
の
来
歴
を
透
視
し
て
み
た

い
。た

し
か
に

「推
参
」
は
、
自
拍
子
に
限
ら
ず
、
中
世
の

「遊
者
」
と
い
う
職

種
の
人
々
に
共
通
し
た
営
み
と
し
て
あ
っ
た
ら
し
い
。

『法
然
上
人
絵
伝
』
四
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十
八
巻
伝
の
巻
第
三
十
四
で
は
、
讃
岐
に
配
流
さ
れ
る
た
め
西
海
を
赴
く
法
然

の
乗
船
が
播
磨
の
室
の
泊
に
着
く
と
こ
ろ
に
、

小
船

一
般
ち
か
づ
き
た
る
。
こ
れ
遊
女
が
ふ
ね
な
り
け
り
。
遊
女
申
さ
く
。

上
人
の
御
訟
の
よ
し
、
う
け
た
ま
は
り
て
推
参
し
侍
な
り
…
…

遊
女
は
そ
こ
で
、
己
れ
ご
と
き
罪
お
も
き
身
が
ど
う
し
て
後
世
を
助
か
る
こ
と

試
粧
懇
鱒
梅
ンち̈
れはは師践数競轍“軽脇趾
潮

た
画
品
を
誇
る
が
、
そ
れ
に
描
か
れ
る
、
端
舟
に
乗
り

鶴
さ

を
さ
し
か
け
ら
れ

鼓
を
携
え
て
今
に
も
歌
う
か
と
み
え
る
遊
女
の
姿
は
、
い
か
に
も
法
然
の
船
に

「推
参
」
す
る
と
お
ぼ
し
い
。
そ
の
構
図
は
法
然
絵
伝
に
お
け
る
伝
承
上
の
典

型
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
こ
の
挿
話
と
絵
の
古
い
姿
は
、
最
古
の
法
然
伝
絵
で
あ

る

『伝
法
絵
』
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

「室
泊
に
つ
き
給
け
れ
ば
、
君
達
参
侍
け
り
。」
と
し
て
遊
女
の
申
状
が
述

べ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
遊
女
の
縁
起
で
あ
り
ま
た
伝
承
さ
れ
た
説
話
で
あ
っ
た
。

と
り
わ
け
法
然
へ
の
結
縁
の
先
縦
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
天
王
寺
別
当
行

尊
僧
正
の
船
に
江
口
神
崎
の
遊
君
た
ち
が

「近
く
よ
せ
け
る
時
」
、
僧
の
船
に

は
見
苦
ｔ
い
と
制
止
す
れ
ば
、
即
座
に
こ
れ
に
反
論
す
る
神
歌
を
う
た
い
い
た

し
た
の
で
（行
尊
は
か
え
って
こ
れ
を
賞
し
て
）
さ
ま
ざ
ま
径縦
畔
ぎ
賜
わ
っ

た
、
と
い
う
伝
承
で
あ
る
。
こ
れ
に
遊
女
往
生
諄
を
加
え
て
、

「今
、
聖
人
を

拝
見
し
て
、
同
じ
ぐ
其
縁
を
結
ば
む
」
と
求
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
彼
女

話
¨
「
鶉
崚
け
請
討
け
れ
蜂
¨
¨
衆
れ
に
嗣

型 ヵ、
「
ぁ

っ 遊
融
¨
曜
』
黙
の
結
縁
説

『発
心
集
』
巻
第
六

「室
泊
の
遊
君
郭
曲
を
吟
じ
て
上
人
に
結
縁
す
る
事
」

に
も
、
少
将
聖
の
船
に
遊
女
の
舟
が

「漕
ぎ
寄
せ
け
れ
ば
」
、
僧
の
船
な
る
に

思
い
違
え
た
か
と
咎
め
る
の
に
た
い
し
て
、
や
は

，
同
じ
ぐ
鼓
打
ち
な
が
ら
の

歌
謡
に
託
し
て
反
論
を
か
え
す
。
と
も
に
、
あ
き
ら
か
に
遊
女
に
よ
る
当
座
の

機
知
あ
る
歌
謡
が
説
話
的
興
味
の
主
役
な
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
意
味
で
そ
れ
ら

は
芸
能
説
話
と
把
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
ら
に
は

「推
参
」
の
語
こ
そ
見

え
な
い
が
、
聖
人
に
結
縁
を
と
げ
る
た
め
の
彼
女
た
ち
の
芸
能
の
誉
れ
は
、
ま

さ
し
く
呼
ば
れ
も
せ
ぬ
の
に
や
っ
て
来
る

「推
参
」
的
行
為
に
発
し
て
い
る
。

ひ
い
て
は
、
そ
の
誉
れ
、
す
な
わ
ち
芸
能
の
成
就
で
あ
り
結
縁
の
成
就
と
は
、

こ
の
行
為
の
な
か
に
こ
そ
根
ざ
し
て
い
る
と
い
う
構
図
が
、
そ
れ
ら
に
は
籠
ゆ

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

二
　
記
録
語
と
し
て
の

「推
参
」

中
世
に

「推
参
」
と
い
う
語
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
の
様

相
を
生
成
の
問
題
も
含
め
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

関厳詢『期は一い“勝置嘲嘲紳』力ヽこ役いな縦蹴ぃが、古くは『御堂

争
疇
絨
綺
氣
麟
〔麓
録
型理
。
一

「推
恭
」
Ｊ
躊
「稀

鰐
吟
一締
ρ

鮮
ど
椰
凛
理
晴
ど

を
中
心
と
し
た
記
録
の
領
域

康つ用いれい衆疇蒙れ現っはげ岬稜鶴嗽詢詢時利け形ヵ、前に磁織嗜劉峠分

嚇詢』“無』罐罐）調］雄胆け請『稀″罐蒔舜堀け』髪い“辞輛微

雌Ⅷれ繰嬌婦齢赫詢喘嘲欄議̈
静鵡浸れ移留けわれな赫「（獅一婦



く
、
そ
の
ま
ま
音
読
さ
れ
そ
れ
が
通
用
し
て
一
箇
の
成
語
と
化
す
る
こ
と
が
頻

り
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

「
フ
コ
」
な
る
古
語
を
早
く

「烏
許
」

「鳴
滸
」

等
と
表
記
し
て
い
た
も
の
が
、
中
世
に
至
り

「尾
籠
」

（
明
月
記
な
ど
に
見
え

る
）
の
字
が
宛
て
ら
れ
、
こ
れ
を
音
読
す
る

「ビ
咤
ウ
」
と
い
う
の
が
却
っ
て

一
般
に
通
用
し
て
い
く
。
そ
の
過
程
で
ま
た
あ
ら
た
な
意
味
を
獲
得
し
て
い
く

の
で
あ
´
″
い
わ
ゆ
る
和
製
漢
語
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
「推
参
」
も

そ
の
一
例
と
い
っ
て
よ
い
。

「推
参
」
は
、
日
葡
辞
書
が
示
す
よ
う
に
、
本
来
「
フ
シ
９
）
マ
イ
ル
」
と
い

う
和
語
が
記
録
文
の
な
か
で
漢
字
表
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
音
読

さ
れ
た
方
の
呼
び
か
た
が

一
般
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
記
録
語
の
な
か
で
、

「雰
」

（
マ
イ
ル
の
音
読
化
）
を
語
根
と
す
る
数
多
の
語
彙
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

い
っ
た
い
、

「舞
ル
」
は
、
こ
れ
も

「
マ
キ
」
と
い
う
古
い
動
詞
に

「欲
つ
」

が
結
合
し
て
重
母
音
が
脱
落
し
た
複
合
語
で
あ
る
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
是
否
は
当
面
の
課
題
で
な
い
が
、
と
も
か
く

「参
」
に
、
人
が
神
や
仏
な
ど

尊
貴
な
も
の
の
在
し
ま
す
場
へ
赴
き
、
ま
た
は
進
ん
で
向
い
合

っ
て
礼
拝
す
る

と
い
う
意
味
の
あ
る
こ
と
は
念
頭
に
置
い
て
お
い
て
よ
い
。
社
寺
や
霊
場
へ
の

「参
詣
」
や

「参
籠
」
な
ど
は
そ
こ
に
連
な
る
語
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
展
じ
て
、

王
や
貴
人
な
ど
、
用
い
る
主
体
な
る
人
よ
り
も
威
勢
あ
り
身
分
の
高
い
者
に
対

す
る
服
従
や
敬
意
を
あ
ら
わ
す
言
葉
で
も
あ
る
。

「降
参
」
や

「帰
参
」
が
端

的
に
示
す
が
、
何
よ
り
も
、
宮
廷
を
中
心
と
す
る
記
録
体
の
用
い
ら
れ
る
場
で

は
、
王
を
頂
点
と
す
る
身
分
秩
序
の
裡
で
の
人
々
の
複
雑
な
行
儀
進
退
を
表
現

す
る
た
め
、
多
様
な
組
合
せ
に
よ
り

「参
」
を
語
根
と
し
た
成
語
が
多
く
生
み

だ
さ
れ
た
。

「参
内
」
「
参
向
」

「参
上
」

「
参
入
」

「参
仕
」
ま
た

「見
参
」

「進
参
」

「早
参
」

「遅
参
」
な
ど
、
そ
れ
は
身
分
と
儀
礼
に
よ
っ
て
か
た
ち

造
ら
れ
て
い
る
社
会
の
な
か
で
の
人
間
の
存
在
を
把
え
位
置
を
示
す
位
相
語
と

い
っ
て
よ
い
。
で
は
、
そ
の
な
か
で

「推
参
」
は
ど
の
よ
う
な
位
相
を
担
う
語

な
の
で
あ
ろ
う
か
。

「推
参
」
の
用
い
ら
れ
る
具
体
相
を
、
中
世
初
期
の
記
録
の
代
表
と
し
て

『明
月
記
』
を
取
り
あ
げ
て
検
討
し
て
み
た
い
。
殿
上
人
と
し
て
宮
廷
の
一
員

た
る
中
流
貴
族
で
あ
る
定
家
の
立
場
は
、
上
下
何
れ
の
階
層
に
つ
い
て
も
豊
か

に

「参
」
の
位
相
が
把
え
ら
れ
て
い
る
と
察
せ
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、

上
記
の

「尾
籠
」
の
よ
う
に
和
製
漢
語
成
立
の
点
で
も
注
目
さ
れ
る
時
期
の
記

録
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
も
あ
る
。

以
下
、
管
見
に
入
っ
た

「推
参
」
の
あ
ら
わ
れ
た
時
と
場
を
示
し
、
更
に
そ

願罐鰤設職嘲投螂刷諄できるような説明を当該本文に添えて、年代

『
明
月
記
』
に
お
け
る

「
推
参
」
の
用
例
〕

０
正
治
二
年

（
一
二
〇
〇
）
十

一
月
十
二
日
条

（
翌
十
三
２
五
は
五
節
）

「昨
日
、
依
レ雪
、
御
ヨ
幸
鳥
羽
一。
殿
上
人
少
々
推
参
。
還
御
之
間
、
殿
上
人

可
二追
却
一之
由
、
有
二仰
事
一Ｆ
一
。
是
、
推
参
所
レ致
欺
。」

○
雪
見
の
御
幸
に
鳥
羽
殿

へ
赴
い
た
後
鳥
羽
院
の
院
中
に
何
人
か
の
殿
上
人

が

「推
参
」
し
た
。
還
ら
れ
て
か
ら
彼
等
を
追
い
払
う
よ
う
に
院
よ
り
指
図

が
あ

っ
た
。

「推
参
」
の
た
め
に
か
く
言
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
と
定
家
は
解

し
て
い
る
。

０
建
承
元
年

（
一
二
〇
六
）
十

一
月
十
三
日
条

〇
五
節
に
お
け
る
舞
姫
参
内
の
見
物
に
赴
く
。

「院
推
参
、
今
日
ニ
バ
。
東
対
西
弘
庇
有
二此
事
ピ

○
殿
上
人
た
ち
が
院
中

へ
「推
参
」
を
す
る
の
で
あ
る
。
翌
十
四
日
が
殿
上
淵
酔
。



○
ま
た
十
六
日
条
で
は
、
鳥
羽
殿
に
て

「権
大
納
言
殿
姫
君
御
行
始
」
の
儀

あ
り
と
聞
き
、

「雖
レ無
レ催
推
参
」
し
て
い
る
。

０
承
元
元
年

（
一
二
〇
七
）
二
月
三
日
条

○
院
中
よ
り
退
出
し
て
鳥
合
に
伺
う
べ
き
由
を
申
し
合
わ
せ
の
た
め
に

「馬

場
殿
」
へ
「推
参
」
す
る
。

０
同
年
十
一
月
十
九
日
条

〇
五
節
舞
姫
参
内
の
儀
に
て
、
夜
に
入
り
殿
上
淵
酔
が
始
ま
り
、
人
々
を
催

す
が
な
か
な
か
揃
わ
ず
、
行
事
は
は
か
ば
か
し
く
進
ま
な
い
。
こ
れ
ら

「毎

「事夢婦嚇一漏鋳婉一姉締寸弟推、な参、ヵ、「ぉ辞退、又無レ人。於レ事不レ

穏
。
四
所
舞
伎
、
僅
昇
了
。」

と
あ
り
、
舞
姫
ら
の
進
退
の
み
な
ら
ず
選
進
す
ら
混
乱
を
き
た
し
て
い
た
こ

と
を
記
し
て
い
る
。

０
承
元
二
年

（
一
二
〇
八
）
十
一
月
十
九
日
条

〇
五
節
の
殿
上
淵
酔
に
お
い
て
、
先
立
っ
て
公
卿
が
官
中
へ
参
入
す
べ
き
で

あ
る
の
に

「遅
参
」
で
あ
っ
た
と
し
て
、

「先
、
可
レ有
女
院
推
参
、
暫
可
レ候
二閑
所
ご

の
旨
を
中
間
廊
に
て
成
長
が
定
家
に
報
告
し
た
。
こ
の
後
の
次
第
は
違
乱
な

く
進
行
し
た
よ
う
で
あ
る
。

内
建
暦
元
年

（
一
二
一
一
）
八
月
四
日
条

○
故
入
道
殿
下

（忠
通
）
の
追
善
仏
事
で
あ
る
舎
利
講
を
法
性
寺
殿
で
修
す

と
聞
き
、
定
家
は
、

「”
推
参
」
す
る
。

彼
は
招
か
れ
て
い
な
か
っ
た
が
伝
供
に
加
わ
る
の
に
差
し
支
え
な
い
と
人
々

が
示
し
合
わ
せ
た
。
布
施
は
取
ら
な
か
っ
た
。

①
建
暦
二
年

（
一
二
一
二
）
七
月
十
五
日
条

○
院
中
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
こ
と
を
聞
く
。

「近
日
、
於
二
一条
泉
一
連
々
相
撲
。
満
一臣
猶
有
二清
撲
↓
推
参
之
輩
、
有
レ

ＬⅨ
一一
一バ
。」

○
相
撲
は
後
鳥
羽
院
が
好
ん
だ
遊
芸
の
ひ
と
つ
で
あ

っ
た
。
こ
れ
も
遊
宴
を

伴

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
会
に
は
近
臣
と
い
え
ど
よ
り
す
ぐ
っ
て
択
ば

れ
た
者
の
み
が
参
る
こ
と
を
許
さ
れ
、

「推
参
」
の
連
中
は
拒
ま
れ
て
恨
を

の
ん
だ
。
○
同
十
九
日
条
に
、
よ
う
や
く
還
御
の
事
を
し
る
し
、
こ
の
日
ま

で
院
が
相
撲
を
続
け
て
い
た
こ
と
、
厄
年
で
あ
る
の
に

「悪
所
」
た
る
泉
に

て
の
毎
日
の
御
遊
を
、
定
家
は
恐
れ
危
ぶ
ん
で
い
る
。

ω
同
年
八
月
十
七
日
条

○
こ
の
日
、
仙
洞

（
院
）
に
て

「乱
遊
事
」
が
行
わ
れ
、
関
白
も
参
入
し
見

物
す
る
由
が
聞
こ
え
、
定
家
も
同
じ
く
参
内
す
る
筈
で
あ

っ
た
が
、
嵯
峨
の

病
者

（姉
）
の
容
態
が
気
に
か
か
る
。
折
し
も
、

「前
夜
、
人
々
可
〓推
参
見
物
一之
由
、
少
々
雖
二約
束
（
猶
案
レ之
。」

「伝
間
、
為
レ禁
二雑
人
一、
被
レ固
二門
々
一
知
人
共
人
猶
以
被
制
一Ｆ
一
。」

と
非
常
な
盛
況
が
伝
え
ら
れ
る
の
で
如
何
し
よ
う
か
と
悩
む
が
、
結
局
口
実

を
設
け
て

「
不
参
」
し
た
。

○
の
ち
に
当
日
の

「仙
洞
壮
観
」
の
様
子
を
或
人
か
ら
開
い
て
記
す
。
当
代

の
貴
種
は
底
を
払

っ
て
参
じ
た
の
で
、
見
物
の
近
臣
や
雲
客
た
ち
で
御
所
内

は
ご

っ
た
返
し
た
。
そ
こ
に

「絡
素
雑
芸
輩
十
余
人
」
あ
り
、
ま
た
童

一
人

が
、
今
様
、
自
拍
子
、
乱
拍
子
、
散
楽
な
ど
の
興
を
舞
台
の
上
で
尽
し
た
、

と
言
う
。

ω
建
保
元
年

（
一
二
一
三
）
十

一
月
十
三
日
条

〇
五
節
の
帳
台
試
に
お
い
て
、
舞
姫
参
内
と
し
て
、
御
前
に
召
し
て
、
今
様
、

朗
詠
を
始
め
る
間
に
、
女
院
で
あ
り
中
宮
た
る
、



「脩
明
門

（
院
）
推
参
」

続
け
て
童
御
覧
あ
り
、
同
じ
日
に
、

「院
推
参
」
を
行

っ
た
。
こ
れ
は
太
だ
興
な
し
と
評
し
て
い
る
。
後
に
酔
淵

あ
り
、
同
十
四
日
条
で
ま
た
参
内
し
て
み
る
と
、

「猶
ヽ
院
推
参
、
乱
舞
及
二塗
史
ピ

０
嘉
禄
元
年

（
一
二
二
五
）
十
月
六
日
条

「
宜
秋
門
院
御
懺
法
結
願
、
雖
レ無
レ催
、
可
二推
参
ご

と
て
か
の
院
中
へ
参
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
日
は
結
願
で
は
無
か
っ
た
。
期
日

を
忘
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

０
安
貞
元
年

（
一
二
二
七
）
九
月
十
六
日
条

○
町
亭
の
相
間
に
面
謁
の
後
、
東
殿
僧
正
御
房
に
参
り
、

「御
座
之
間
、
推
参
之
次
、
御
言
談
。」

０
同
年
十

一
月
十
日
条

○
先
日
行
わ
れ
た
五
節
に
お
け
る

「非
分
事
」
を
列
挙
す
る
う
ち
の
第
三
に
、

「舞
伎
、
推
参
着
座
、
追
返
。」

こ
れ
は
舞
姫
が
■
推
参
」
し
て
座
に
着
い
た
の
を
咎
め
て
追
い
返
し
た
こ
と
、

を
非
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

０
寛
喜
二
年

（
一
二
三
〇
）
十
二
月
十
七
日
条

○
宮
中
に
お
け
る
仏
名
会
の
準
備
の
た
め
仰
あ

っ
て
殿
上
人
が
次
々
参
入
す

る
う
ち
、

「地
下
定
家
朝
臣
、
雖
レ無
レ催
、
為
二用
意
一推
参
」

●
寛
喜
三
年

（
一
二
三
一
）
正
月
三
日

（
元
三
節
会
の
殿
上
淵
酔
）

「推
参
殿
上
人
両
頭

（貫
主
ど

‥
…
・

０
嘉
禎
元
年

（
一
二
三
五
）
十

一
月
十
日
―
十
九
日
条

〇
四
条
帝
即
位
の
大
嘗
祭
の
豊
明
節
会
に
お
け
る
殿
上
淵
酔
に
て
、

「乗
燭
以
後
、
后
宮
淵
酔
…
…
召
後
、
伊
平
参
・
・‥
殿
上
着
座
、
両
頭
、
定

平
推、
参、
…
…
隆
兼
推、参、ピ
　
「
…
…
后
官
淵
酔
了
。
姫
宮
卜
條
推、
参、
ピ

○
同
十
三
日
は
清
暑
堂
御
疾
楽
あ
り
、
座
を
北
御
所
に
設
く
。

「‥
‥
為
レ役
五
位
殿
上
人
、
為
レ禄
四
位
、
各
少
々
依
レ催
参
候
。
姫
宮
推

参
、
今
旦
一
云
。」

○
こ
の
年
は
十
四
日
か
ら
五
節
舞
が
行
わ
れ
た
。
十
七
日
条
に
、

「一
一
開
一
菫
鰤
獅
貯
韓
一
．一
罐
剛
謝
榔

参、上
」
筵
「
湖
輪
晦
魏
晦
噛
絶
爛
護
¨

房
、
親
高
、
入
レ興
乱
舞
之
間
、
袖
懸
・一日
蔭
一引
〓落
冠
「
不
レ覚
〓悟
舞
一。
皇

后
宮
推
参
、
惟
忠
、
顛
頭
不
レ落
レ
冠
…
。こ

　
一

右
の
全
十
五
例
は
、
い
か
な
る
特
色
や
傾
向
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
定
家
自
身
や
人
の
■
常
の
進
退
に
つ
い
て
言
う
場
合
は
、　
た
と
え
ば

「雖
レ無
レ催
推
参
」
と
い
う
形
が
０
０
０
に
み
え
て
、
そ
こ
に
は
こ
の
語
の
も

つ
基
本
的
な
ニ
ュ
ァ
ン
ス
が
明
ら
か
で
あ
る
。
類
例
を

『
吾
妻
鏡
』
に
求
め
れ

ば
、
正
嘉
二
年

（
一
二
五
八
）
正
月
七
日
柳
営
の
琥
飯
に
際
し
列
座
し
た
御
家

人
の
交
名
を
記
し
、

「此
外
、
遠
江
次
郎

・
宮
寺
蔵
人
、
以
上
両
人
、
雖
レ
不
レ

被
レ催
、
推
参
一Ｆ
こ

と
付
け
加
え
る
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
場
に
行
わ
れ
る

儀
式
等
に
催
さ
れ

（
召
集
さ
れ
）
て
こ
そ
参
る
べ
き
で
あ
る
の
に

「呼
ば
れ
も

し
な
い
の
に
や
っ
て
来
」
た
の
で
あ
る
¨

し
か
る
に

『
明
月
記
』
に
お
い
て
浮
び
あ
が
る
特
色
は
、
そ
の

彰
場
″
に
あ

る
。
そ
の
多
く
が
、
天
皇
や
院
の
催
す
儀
式
と
り
わ
け
遊
宴
に
関
わ
っ
て
い
る

こ
と
に
注
目
し
た
い
。
０
や
①
が
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
最
も
頻
繁
に

こ
の
語
が
登
場
す
る
の
は
、
０
０
０
０
０
０
の
如
く
五
節
の
儀
に
際
し
て
で
あ

る
。
ま
た
大
嘗
会
の
豊
明
節
会
０
や
元
三
節
会
国
に
お
い
て
も
み
え
る
。
そ
れ



ら
に
お
け
る

「
推
参
」
に
は
も
は
や
個
人
の
次
元
を
超
え
て
い
る
場
合
が
あ
る

よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
定
家
の
ご
と
き
廷
臣
に
と
っ
て
、
参
内
し
参
入

し
て
仕
え
ま
つ
る
天
皇
や
院
に
た
い
す
る

「参
」
の

（
或
る
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
性

質
を
帯
び
た
）
位
相
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
共
に
、
宮
中
で
の
饗
宴
を
中
心
と
す

る
儀
礼
体
系
の
一
面
を
名
指
す
用
語
と
し
て
あ

っ
た
。
と
り
わ
け
五
節
の
場
合

を
み
れ
ば
、
０
０
０
０
の

「院
推
参
」

「女
院
推
参
」

「姫
宮
推
参
」
な
ど
は
、

そ
の
儀
式
の
な
か
で
既
に
慣
用
化
さ
れ
た
、　
一
種
の
故
実
語
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
五
節
に
お
け
る

「推
参
」
と
は
い
か

な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

〓
一　
殿
上
淵
酔
の

「推
参
」

的
辞
鵬
証
［
卿
』
な
０
」
確
¨
脚
動
は
「
餞
い
は
囃

行 っ
韓
畔
一
け
軽
い

力ヽ ぅ
脚
婦

宴
で
あ
っ
た
。
そ
の
次
第
は
、
十
月
初
に
舞
姫
点
定
が
あ
り
貢
進
の
公
卿
を
定

め
諸
国
か
ら
舞
姫
を
出
す
。
こ
れ
は
平
安
初
期
に
恒
例
化
し
て
国
司
の
役
と
し

て
調
進
す
る
装
東
等
の
華
美
を
競
う
も
の
と
な
っ
た
。
内
裏
の
常
寧
殿
を
五
節

所
と
し
て
帳
台
が
設
け
ら
れ
る
。
十
一
月
の
中
の
丑
日
に
帳
台
試
、
寅
日
に
御

前
試
、
卯
日
に
は
童
御
覧
が
行
わ
れ
、
天
皇
は
そ
れ
ぞ
れ
に
殿
上
人
の
い
ざ
な

い
取
り
ま
く
な
か
で
舞
を
御
覧
す
る
。
寅
卯
の
両
日
は
夜
に
入
っ
て
殿
上
淵
酔

が
あ
り
、
ま
た
辰
己
の
両
日
に
は
豊
明
節
会
が
催
さ
れ
る
。
五
節
は
単
な
る
遊

宴
で
な
く
、
そ
の
丑
日
は
神
祗
官
に
て
鎮
魂
祭
が
あ
り
、
卯
日
に
は
新
嘗
祭
が

師』］彙はつ自“制』̈
一れ̈
腋伊杵紳け嘴』緞『数坤罐椰嚇賜議「

（用
例
０
）
に
み
え
る
よ
う
に
、
新
帝
即
位
の
年
に
は
そ
の
ま
ま
大
嘗
会
の
日

程
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
五
節
は
ま
さ
し
く
天
皇
制
の
祭
祀
の
根

本
に
か
か
わ
る
儀
式
の
一
環
と
し
て
、
平
安
期
年
中
行
事
の
体
系
化
の
中
に
形

成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「推
参
」
は
多
く
、
そ
の
殿
上
淵
酔
の
と
こ
ろ
に
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
に
つ

いは眸蒔〔
『行藤̈
『性い勢型燕錫̈
一べ孵型魏動轍路で描きだされた

寅
の
日
、
殿
上
の
淵
酔
あ
り
。
朗
詠

。
今
様
な
ど
う
た
ひ
て
、
三
献
は
て

て
乱
舞

ゆあ
り
。
次
第
に
沓
を
は
き
て
、
女
官
の
戸
よ
り
の
ぼ
り
て
、
虫
を

にへ浴
咽４
要
饗
豪
詢
あ陣鱗
雌
『

「
を
し
て
ま
い
ら
ん
」
な
ど
う
た
う
。〕

后
宮

・
女
院
な
ど
、
淵
酔
あ

れ
ば
、
今
日
あ
す
の
程
な
り
。

（

〕
部
分
は
略
解
本
に
の
み
あ
り
。
後
補

か
）

加
う
る
に
二
条
良
基
の

『御
代
始
抄
』
は
、
即
位
の
大
嘗
会
に
関
連
し
て
殿
上

酬
嘲
¨
議
取
轍
働
』
猛
義
詳
し
く
、
そ
こ
に
故
実
化
し
て
行
わ
れ
る
芸
一
に
つ

御
前
の
召
に
、
今
様

・
物
ま
ね
な
ど
い
ひ
て
、
お
か
し
き
事
ど
も
あ
る
也
。

所
ど
ｔ
ろ
の
推
参
は
、
院
の
御
所
を
は
じ
め
て
、
郭
由
の
殿
上
人
な
ど
ま

ゐ
り
て
、
朗
詠

。
今
様

・
乱
舞
な
ど
あ
り
。

「思
の
津
」
と
い
ふ
事
を
う

た
ひ
て
、
殿
上
よ
り
御
前
に
参
上
す
る
事
あ
り
。

殿
上
淵
酔
は
、
五
節
の
寅
卯
日
の
儀
に
連
な
る
饗
宴
と
し
て
辰
日
の
豊
明
節

会
と
似
る
が
、
本
来
は
臨
時
の
非
公
式
的
性
格
の
遊
宴
で
あ
る
。
一天
皇
が
催
し

殿
上
人
が
主
役
を
つ
と
め
る
が
、
そ
こ
に
院
が
深
く
か
か
わ
り
中
世
あ
ら
た
に

恒
例
化
し
た
新
儀
で
あ
る
。
五
節
に
本
来
お
こ
な
わ
れ
る
大
歌
な
ど
古
風
な
そ

れ
と
対
照
的
に
、
朗
詠

。
今
様

。
乱
舞
な
ど
の
あ
た
ら
し
い
芸
能
が
演
ぜ
ら
れ

17



る
舞
台
で
あ
っ
た
。

『明
月
記
』
に
あ
る

「后
宮
淵
酔
」
そ
し
て

「院
推
参
」

「皇
后
宮
推
参
」

「姫
宮
推
参
」
は
こ
の
折
に
つ
い
て
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
い

ま
ひ
と
つ
、
中
世
歌
謡
の
な
か
に
う
た
い
込
ま
れ
た
殿
上
淵
酔
を
宴
曲
の

『
五

節
』

（『拾
果
集
』
上
）
に
偲
ぼ
う
。
さ
す
が
に
そ
こ
に
漂
っ
て
い
た
で
あ
ろ

う
気

卿

慇

証

鰤

盪

“
´

韓
］
）
ぎ
翻
鄭
懇
鱗

勘

蹴
載

高
く
聞
ゆ
る
沓
の
音
、
北
の
陣
を
渡
り
つ
ゝ
、
渡
殿
を
経
て
や
廻
る
ら
む
、

朝
飩
よ
り
色
々
に
、
繕
ひ
重
ぬ
る
出
衣
、
げ
に
言
ひ
し
ら
ず
や
見
え
つ
ら

む
。
后
の
宮
の
推
参
に
、
思
ひ
の
津
を
ぞ
囃
す
な
る
。

元
三
の
節
会
に
お
け
る
殿
上
淵
酔
も
ま
た
、
五
節
と
並
ん
で
同
様
に
諸
の
芸

能
が
演
ぜ
ら
れ
、
そ
し
て

「推
参
」
が
行
わ
れ
る
場
で
あ

っ
た
。

『建
武
年
中

行
事
』
に
は
、
そ
の
次
第
が
詳
し
く
み
え
て
い
る
。
ま
ず
清
涼
殿
の
主
上
の
御

座
に
て
行
い
、

「事
は
て
ヽ
、
中
官
に
推
参
す
。
そ
の
儀
同
じ
。」

と
言
う
。

こ
の
折
の
殿
上
淵
酔
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
に
行
わ
れ
る
芸
能
故
実
を
専
ら
伝
承

す
る
郭
山
の
家
な
る
綾
小
路
家
に
よ
り
編
ま
れ
た

『殿
上
淵
酔
部
類
』
が
中
世

の
記
録
を
類
衆
し
て
い
る
。
そ
こ
に

「推
参
」
の
語
は
院
政
期
迄
は
見
え
ず
、

鎌
倉
初
期
以
降
の
記
録
に
頻
出
す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
こ
に
注
目
す
べ
き
は
、
所
引
の

『野
宮
左
府
記
』
の
貞
応
二
年

（
一
三
二

権一̈
晰“暉性脱」Ч」脚哺競畔騨つし一御坤螂後罐婦浸帥副幣̈
わ

と
に
そ
れ
ぞ
れ
参
る
沙
汰
が
あ
り
、
后
官
が
里
亭

（
里
内
裏
）
に
御
座
す
時
に

も
な
お
参
る
べ
き
か
、
と
問
い
、
筆
者
は
五
節
に
は
然
な
り
と
答
え
て
い
る
。

さ
ら
に
、

「推
参
之
儀
」
の
た
め
広
廂
に
候
す
べ
き
か
否
か
の
不
審
に
、
筆
者

は
、
よ
く
覚
悟
せ
ぬ
由
を
答
え
、

「但
、
五
節
於
二
里
亭
淵
酔
之
儀
一臨
時
之
処

分
欺
。
年
始

（
元
三
）
淵
酔
、
如
レ此
列
参
之
条
、
未
弁
知
。」
と
言
い
、
皆
も

先
例
を
知
ら
な
か
っ
た
と
言
う
。
筆
者
は
の
ち
に

「祖
父
右
相
御
記
」
を
見
、

永
久
年
中

（
一
一
一
三
―
八
）
の
殿
上
淵
酔
に
貫
主
が
引
率
し
て
中
宮
待
賢
門

院
の
御
方
へ
参
っ
た
先
例
を
知
る
。
こ
の
時
は
官
の
殿
上
に
列
居
し
て

「郭
曲

乱
舞
数
反
」
が
あ
っ
た
。
更
に
の
ち
に
正
仏
房
資
時

（
源
家
流
の
郭
曲
相
承
者
、

資
賢
の
子
）
に
対
面
し
そ
の
不
審
を
間
う
が
、
彼
も
、
里
亭
に
参

・
る
猶
一直
襴
い

た
こ
と
が
な
く
、
内
裏
に
て
も
必
ら
ず
あ
る
事
で
は
な
い
、
「又
、
推
参
　
不
レ

申
。
只
、
是
淵
酔
也
」
云
々
と
言
い
、
推
参
の
儀
は
そ
こ
で
は
い
ま
だ
恒
例
と

さ
れ
て
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
臨
時
の
場
合
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
同
じ
く

『部
類
』
所
引
の

『経
光
卿
記
』
安
貞
三
年

（
一
二
二
九
）

の
折
の
記
録
で
は
、
殿
上
儀
の
後
、
中
官
が
主
上
の
御
座
に
列
し
て
い
た
た
め
、

「無
二推
参
之
儀
「
遺
恨
也
」
と
い
う
。
ま
た
、
同
記
の
寛
喜
三
年

（
一
二
三

一
）
の
折
に
は
、
同
様
に
殿
上
よ
り
退
い
て
後
、

「可
レ有
二中
官
推
参
一ｒ
バ。

非
二御
同
宿
一之
時
、
有
二推
参
事
ご

と
言
い
、
更
に
言
を
次
い
で

「先
規
頗
稀

欺
。
然
而
、
如
レ此
事
、
依
二時
儀
一。
雲
客
沈
酔
之
余
、
有
二此
興
一欺
。」
と
、

そ
の
臨
時
性
を
把
え
て
、
時
に
と
っ
て
の
淵
酔
の
余
り
、
興
の
赴
く
処
に
推
参

と
は
な
さ
れ
る
も
の
だ
と
す
る
。
そ
の
後
、
同
記
所
引

『業
顕
卿
記
』
の
正
応

二
年

（
一
二
八
九
）
の
折
に
は
、
殿
上
人
が
座
を
起
っ
て
次
に
中
宮
御
方
へ
推

参
が
あ
っ
た
。

「其
所

（中
宮
御
方
）
公
卿
座
、
如
二
五
節
推
参
こ

と
あ
っ
て
、

さ
き
の
例
と
併
せ
て
元
三
節
会
の
推
参
は
五
節
に
も
と
づ
き
な
ぞ
ら
え
た
儀
で

あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

五
節
に
お
け
る
殿
上
淵
酔
の
様
相
が
詳
ら
か
に
知
ら
れ
る
最
も
古
い
記
録
の

ひ
と
つ
は
、

『兵
範
記
』
仁
安
二
年

（
一
一
六
七
）
十
一
月
の
折
の
も
の
で
あ

ろ
梵
″

と
り
わ
け
十
五
日
童
御
覧
の
後
は
そ
の
盛
儀
と
と
も
に
そ
こ
で
演
ぜ
ら

れ
た
芸
能
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
頭
中
将
が
雲
客
を
率
い
て
七
条
の
建
春
門
院



の
女
御
殿
へ
参
り
、
殿
上
に
群
集
し
た
。

「推
参
着
二寝
殿
西
廂
座
こ
。
此
処

れ
は
印
詢
制
い
胸
岬
計
鉄
ほ
「
嘲
縣
雌
一
制
輸
”
鮮
疇
”
わ
議
輝
”
嗣
牌
動
物

、

各
芸
能
こ
。　
一
座
の
人
々
は
朗
詠

。
今
様
に
始
ま
り
、
読
経
。
倶
舎

（頌
）
な

ど
さ
ま
ざ
ま
才
を
揮
い
、
ま
た
並
舞

（立
会
舞
）
し
て
勝
負
を
争
い

「不
レ知
〓

手
足
立
所
こ

と
い
う
熱
狂
し
た
状
況
の
ま
ま
暁
に
及
ん
だ
と
い
う
。
こ
の
間
、

後
白
河
院
は
廉
中
よ
り
ひ
そ
か
に
見
物
し
て
い
た
が
、
や
が
て
姿
を
顕
わ
し
て

感
嘆
さ
れ
た
と
い
う
。

ま
た
、
同
記
嘉
応
元
年

（
一
一
六
九
）
十
一
月
の
折
で
も
、
内
裏
の
儀
の
後

に
頭
中
将
以
下
の
議
に
よ
り
同
じ
く
七
条
殿
へ
参
り
、
急
ぎ
し
つ
ら
え
ら
れ
た

寝
殿
の
雲
客
座
に

「推
参
着
座
」
し
て
芸
能
が
始
ま
る
。
や
は
り
朗
詠

。
今

様

・
万
歳
楽
乱
舞
を
は
じ
め
□
山
を
演
じ
、
阿
音
に
よ
り
止
め

「皆
悉
乱
舞
逐

電
退
出
」
と
い
う
。

種
々
の
雑
芸
を
と
も
な
う
雲
客

（殿
上
人
）
の
乱
舞
が
、
こ
の
遊
宴
の
中
心

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
さ
な
が
ら
に
猿
楽
で
あ
り
、
そ
の
興
あ
ふ
れ
る
戯
れ
の
あ

］
い

つ ま
ｍ
に
響
』
動
稀
痒
獅
「
輸
脚
¨
醐
神
計
耀
牌
嗣
準
躊
し
ヽ

自 ェ
ロ
”
］
卿

の
忠
実
の

『殿
暦
』
、
ま
た
鳥
羽
院
政
期‐
に
お
け
る
頼
長
の

『台
記
』
を
見
る

に
、
何
れ
も
そ
の
寅
卯
両
町
の
次
第
は
ほ
ぼ
等
し
く
‐、

院
や
中
宮
・
女
御
の
方

へ
，

参
」
る
ご
と
も，
行
わ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し

「推
参
」
の
語
、
ま
た
淵
酔

の
余
り
多
く
の
芸
能
を
尽
す
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の

「比
興
」
は
記
さ
れ
な
い
。

記
録
者
の
性
格
に
も
よ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
″
雑
芸
時
代
″
と
も
評
さ
れ

『深
塵
秘
抄
』
を
生
ん
だ
後
白
河
院
の
時
代
に
至
っ
て
露
お
に
な
る
現
象
と
い

っ
て
よ
か
る
ヶ
。　
一

か
か
る
後
自
何
院
政
期
の
五
節
並
び
に，殿
上
淵
酔
の
様
相
は
、

『承
安
五
節

絵
』
ど
称
さ
れ
る
絵
巻
に
写
し
止
め
ら
れ
た
。
も
は
や
原
本
を
逸
し
模
本
に
そ

の
面
影
を
偲
ぶ
ば
か
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

『年
中
行
事
絵
巻
』
六
十
巻
を

は
じ
め
と
し
て
院
に
よ
り
宮
廷
の
旧
儀
の
復
興
が
計
ら
れ
た
機
運
に
と
も
な
っ

て
製
作
さ
れ
た
絵
巻
群
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
が
多
く
遊
宴

の
場
や
カ
ー
ニ
バ
ル
的
な
世
界
を
対
象
と
す
る
の
は
偶
然
の
こ
と
で
は
な
か
ろ

う
。
そ
れ
は
後
白
河
院
と
そ
の
時
代
の
特
質
を
紛
れ
も
な
く
象
ど
つ
て
い
る
。

絵
巻
は
、
丑
寅
卯
の
三
日
間
の
儀
を
詞
と
絵
と
各
九
段
に
分
っ
て
し
る
す
。
詞

中
に

「
こ
の
五
節
は
承
安
元
年
の
事
な
つ
」
と
あ
る
が
其
は
後
人
の
加
筆
ら
し

Ⅸｒ軸̈
』曜に等
「の議］』］蛯は続はれ【『疇̈
』鰤“舞摯・典迎・イヒ

七
段
に

「推
参
」
の
儀
は
み
え
て
お
り
、
淵
酔
の
果
て
に
殿
上
人
が
肩
脱
し
て

宮
中
を
め
ぐ
り
五
節
所
へ
赴
く
こ
と
を
述
べ
た
の
ち
の
第
七
段
が
そ
の
情
景
を

描
く
。か

た
ぬ
ぎ
は
て
ぬ
れ
ば
、
御
前
の
試
み
な
り
、
と
こ
ろ
ノ
ヽ
の
淵
酔
・
推

参
な
ど
に
ま
い
り
て
、
東
帯
に
て
返
”
ま
い
り
て
ヽ
舞
姫

・
童
な
ど
の
ぼ

せ
つ
れ
ば
、
御
前
の
御
装
東
な
を
し
て
、
殿
上
人
を
清
涼
殿
の
御
前
に
召

す
、
又
さ
ま
ノ
ヽ
舞
の
ヽ
し
る
な
り
。

『摯
い
情
麟
請
『
“
か
獅
窮
覧
『
崚
刺
れ
饉
卿
“

力ヽ ぁ
］
腱
鷺
″
嘲
碍
”
』
”
は

、

も
、
淵
酔
と
そ
こ
で
行
わ
れ
る
芸
能
は
殊
に
つ
よ
い
印
象
を
筆
者
に
与
え
た
も

の
ら
し
い
。

寅
の
日
は
、
宮
の
御
方
の
淵
酔
な
り
。
夜
も
肇
け
に
し
か
ば
、
御
所
も
御

夜
に
な
ら
せ
お
は
し
ま
し
た
り
し
が
、
自
薄
様
の
声
に
御
目
さ
ま
し
て
、

ま
た
出
で
さ
せ
お
は
し
ま
す
。
お
の
お
の
立
ち
て
舞
ひ
給
ふ
。

（
中
略
）

そ
の
夜
は
鎮
魂
の
祭
の
使
に
立
ち
た
り
し
に
、
顕
朝
の
弁
、
院
の
推
参
、



淵
酔
な
ど
果
て
て
参
り
た
り
し
か
ば
、
暁
に
な
り
て
…
…

ま
た
、
建
長
二
年

（
一
二
五
〇
）
元
三
の
殿
上
淵
酔

に
お
い
て
は
、
貫
主
が

「声
あ
る
人
々
、
手
を
つ
く
し
て
拍
さ
れ
」
つ
舞
い
了

っ
て
の
ち
、

や
が
て
皇
后
宮
の
御
方

へ
参
る
。
み
ち
ノ
ヽ

「思
ひ
の
津
に
船
の
よ
れ
か

し
」
と
は
や
し
′
ヽ
参
り
し
。
…
…

こ
れ
も
皇
后
宮
へ
の

「推
参
」
と
把
え
て
よ
か
ろ
う
。

さ
よ
う
な
、
中
世
に
形
成
さ
れ
た
五
節
と
殿
上
淵
酔
の
、
故
実
と
し
て
定
式

灘

は
あ

場

盛

震

家
颯

岬

れ

靭

晰

」
霧

鶴

れ
舞

ち
、

「永
徳
永
享
等
嘉
例
」
を
以

っ
て
註
し
た
と
い
う
次
第
に
は
、
丑
日
以
下

の
儀
に
際
し
て
謡
わ
れ
る
朗
詠
や
今
様
以
下
の
雑
芸
の
詞
章
が
多
く
し
る
さ
れ

る
。
そ
の
寅
日
の
殿
上
淵
酔
の
な
か
で
、
万
歳
楽
の
乱
舞
の
後
、
改
め
て

「於
ニ

准
后
御
休
慮
一推
参
事
」
が
は
じ
ま
る
。　
こ
の
最
初
に
う
た
わ
れ
る
の
は
、
さ

き
の

『弁
内
侍
日
記
』
と
同
じ

「思
の
津
」
と
い
う
今
様
で
あ
る
。
次
に

「令

月
」

「新
豊
」
の
朗
詠
、

「蓬
薬
山
」
の
今
様
、
下
薦
よ
り
順
に
万
歳
楽
の
乱

舞
、
物
云
舞
、

「水
猿

（宴
）
曲
」
、

「伊
佐
立
奈
牟
」
の
謡
、
再
び

「令
月
」

と

「新
豊
」
、
そ
し
て

「観
を
稿
た
」
の
今
様
、
最
後
に

「自
薄
様
」
の
乱
拍

子
に
て
舞
い
お
さ
め
る
、
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
更
に
ま
た

「仙
洞

（
院
）
推

参
事
」
あ
り
、

「於
二公
卿
座
広
廂
い
有
二推
参
之
儀
こ

と
い
う
。
そ
し
て
再

び
同
じ
番
組
が
繰
り
か
え
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「推
参
」
の
次
第
の
は
じ
め
に
は
、
そ
の
い
づ
れ
も
が

「思
の
津
」
を
う
た

う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
既
に
挙
げ
た

『建
武
年
中
行
事
』
追
記
や

『御
代
始
抄
』
で
も
そ
う
で
あ

っ
た
。
推
参
の
儀
に
、
殿
上
人
は
道
み
ち
こ
れ

を
謡
い
は
や
し
な
が
ら

「参
る
」
こ
と
が
習
い
と
な

っ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
う

し
て
そ
れ
は
遊
女
の
な
り
わ
い
を
邊
か
に
想
わ
せ
、
ま
さ
し
く

「推
参
」
と
い

う
こ
と
の
主
題
歌
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
詞
章
で
あ

っ
た
。

フ
モ
ヒ
ノ
ツ
ニ
　
フ
ネ
ノ
ョ
ン
カ
シ
　
ホ
シ
ノ
マ
キ
レ
ニ
　
ヲ
シ
テ
マ
イ

ラ
ウ
　
ヤ
レ
コ
ト
ン
ト
ウ

四
　

「押
シ
テ
参
タ
ル
」
者
の
位
相

殿
上
淵
酔
に
お
け
る

「推
参
」
の
す
が
た
は
、
既
に
古
く
物
語
―
説
話
の
世

∫
緯
夭
羮
辞
曇
張日
計
語＆
書
と

冒
頭
部
は
欠
字
に
よ
っ
て
時
代
と
人
物
を
さ
だ
か
に
し
な
い
態
で
記
さ
れ
る
話

が
そ
れ
で
あ
る
。
さ
る
老
受
領
、
前
国
司
の
暴
政
に
荒
廃
し
て
い
た
尾
張
国
を

め
で
た
く
復
興
し
、
そ
の
途
端
、
帝
よ
り
五
節
の
舞
姫
を
出
す
役
を
充
て
ら
れ

た
。
こ
れ
も
易
く
調
え
立
て
た
の
だ
が
、
彼
ら
受
領
の
一
族
は
永
く
官
廷
よ
り

離
れ
て
久
し
く
殿
上
を
許
さ
れ
ず
内
辺
の
事
は
何
ひ
と
つ
見
知
ら
ぬ
者
ば
か
り
。

こ
の

「鳴
呼
」
な
様
を
み
た
若
殿
上
人
た
ち
は
、
ひ
と
つ
彼
ら
を
か
ら
か
っ
て

や
ろ
う
と
謀
り
を
め
ぐ
ら
す
。
国
守
の
子
息
に
注
進
す
る
に
は
、
宮
中
の
人
が

皆
で
彼
ら
を
咲
い
た
も
の
に
し
よ
う
と

「有
卜
有
ル
殿
上
人
、
此
ノ
五
節
所
フ

群
サ
ー
・く
皆
、
紐
ヲ摯
ア穏
ィ
蒸
憂
ヲ騰
可
ζ

五
節′所
ノ一聖
ゴ
平
く

歌
フ
作
テ
歌
ハ
ム
ト
為
ル
也
」
と
予
告
す
る
。
そ
の
歌
と
は
、

第
夕
主
フ
ハ
　
ア
ユ
カ
セ
バ
コ
ソ
　
フ
カ
セ
バ
コ
ソ
　
コ懸
幣
驚
タ
レ

と
い
う
も
の
。
こ
れ
は
古
く
か
ら
五
節
に
付
き
も
の
の
催
馬
楽
な
の
で
あ
る
が
、

そ
の
詞
を
老
国
守
を
嘲
笑
す
る
意
に
こ
じ
つ
け
て
も

っ
と
も
ら
し
く
威
か
す
。

こ
れ
を
聞
い
た
守
は
、

「何
左
ア
帝
王
ノ
御
マ
ス
王
官
ノ
内
詈
ァ
、
紐
ラ
解
キ
稲
Ｆ

テ
ハ
狂
ヒ
可
歌
キ
ゾ
。
更
ニ
ヨ
モ
然
ル
事
不
有
ジ
ピ

自
分
た
ち
を
馬
鹿
に
す
る
虚

言
に
違
い
な
い
、
と
唄
る
。
と
こ
ろ
が
、　
い
よ
い
よ
そ
の
刻
限
と
な
れ
ば
、



縫
「しな覇
っ飾」璃
鵠
ｂ載
聾
馨
弓
干
計
を
ヽ

南

蔵
シ

ョ
リ
此
ノ
五
節
所
ノ
方
二
押
凝
テ
来
タ
ル
フ
見
レ
ベ
　
一
人
ト
シ
テ
尋
常

ナル春
ノ元
シ。
皆
、
感
ァ
蒸
ノた
ヲ尻
轟「
一た鰺
鷲
ァ
リ。
皆
、
手
ツ
ラ
カ

ヒ
ツ
割ヽ
載
ン
ヽ
読
懸
リテ内
ヱ
町
１
五
節′所
ヱ
別
ノ′感
ノい可
二、
都
癸

沓
ラ
脱
テ
居
、
或
ハ
寄
臥
シ
、
或
ハ
尻
ヲ
懸
テ
、
或
ハ
簾
二
寄
懸
リ
テ
内
ヲ
臨
ク
。

或
ハ
庭
二
立
を
プ
リ
。
亦
、
皆
諸
音
二
此
ノ
髪
夕
ヽ
ラ
ノ
歌
ラ
歌
フ
。

さ
て
は
実
に
言
う
如
く
で
あ
っ
た
と
五
節
所
の
一
同
は
怖
じ
ま
ど
う
。
な
か
に

も
守
は
、
殿
上
人
ら
が
総
出
で
例
の
歌
を
う
た
い
寄
り
来
る
の
に

「此
ノ
君
達
、

町
訓
鱚
閥
贈
磋
】菫
舞
肛”
パ時期

た
ち
は
し
て
や
っ
た
り
と
興
す
る
の
だ

っ
た
。
ま
こ
と
に
手
の
こ
ん
だ
悪
戯
を

し
か
け
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
仕
掛
は
五
節
の
折
の
殿
上
淵
酔
の
風
儀
を
ふ
ま
え

た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
さ
よ
う
な
習
い
が
あ
る
と
い
う
宮
廷
故
実
の
知

識
の
あ
る
人
な
ら
ば
、
か
か
る
設
定
は
自
然
と
諒
解
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
上
で
、
物
語
は
、
当
時
の
官
廷
風
儀
に
無
知
な
田
舎
受
領
を
徹
底
し
て
咲

い
も
の
に
す
る
宮
廷
人

（―
京
童
）
の
人
の
悪
さ
を
浮
彫
り
に
す
る
。

こ
こ
に
描
写
さ
れ
た
の
は
、

『
承
安
五
節
絵
』
詞
に

「淵
酔
は
て
ぬ
れ
ば
、

か
た
ぬ
ぎ
て
、
渡
殿
ま
で
各
々
沓
を
は
き
て
、
後
涼
殿
の

難
し

よ
り
、
常
寧
殿

五
節
所
の

難
し

の
壇
の
う
へ
を
め
ぐ
る
な
り
」
と
あ
る
よ
う
な
、
五
節
の
次
第

の
な
か
で
も
狭
く
は
五
節
所
巡
り
と
称
さ
れ
る
局
面
だ
ろ
う
。
既
に
し
て
そ
こ

に
現
出
す
る
の
は
、
殿
上
淵
酔
と
い
う
言
葉
に
ふ
さ
わ
し
く
、
ま
さ
し
く
王
宮

の
内
に
て
の
酔
余
の

「狂
ヒ
」

歌
い
で
あ

っ
た
。
中
世
に
故
実
化
し
た

「推

参
」
の
儀
は
こ
の
後
に
控
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
延
長
線
上
に
出
来
す
る

も
の
と
把
え
て
ょ
か
ろ
う
。

こ
の
説
話
が
も
た
ら
す
興
趣
は
、
単
に
五
節
に
お
け
る

「推
参
」
を
背
景
と

し
て
い
る
故
で
は
な
い
。
そ
の

「推
参
」
は
、
も
は
や
既
に
宮
廷
人
の
あ
い
だ

で
常
識
化
し
た
風
儀
で
あ
る
け
れ
ど
、
し
か
し

「神
ノ
御
代
ョ
リ
以
来
、
此
ル
事

元
く

国
史
フ
見
せ
一敢
テ
不
記
サ
ズ
、
極
ク
成
ヌ
ル
世
ノ
中
カ
ナ
」
と
守
が
大
袈
裟

に
慨
歎
す
る
よ
う
に
、
当
時
あ
ら
た
に
生
じ
た
新
儀
な
の
で
も
あ

っ
た
。
そ

の
行
為
は
、
工
の
膝
下
に
演
ぜ
ら
れ
る
も
の
な
が
ら
、
饗
宴
の
極
み
に
あ
ら
わ

れ
る
日
常
を
逸
脱
し
た
反
秩
序
的
な
、
ま
さ
に
前
代
未
間
の

「
元
礼
」
を
み
せ

る
も
の
だ

っ
た
。
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
こ
そ
主
役
な
の
で
あ
る
。
物
語
の
巧
む

ル謝
中
の
仕
掛
け
、
転
倒
の
面
白
さ
も
、
そ
こ
に
根
ざ
し
て
い
る
で
か
ろ
う
。

物
語
の
興
を
支
え
る
、
人
間
と
社
会
と
の
関
わ
り
か
た
の

「極
」
き
位
相
と

し
て
の

「推
参
」
の
あ
り
よ
う
は
、
鳴
滸
な
笑
話
を
連
ね
る
巻
二
十
八
の
、
五

節
話
の
直
前
に
位
置
す
る

「円
融′
院′御
子′
日
〓雰
ま
梶
ぎ
虚
誰
籍
三
」
が
ま
た
し

て
も
活
写
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

円
融
院
が
主
催
す
る
船
岳
山
紫
野
に
お
け
る
子
の
日
の
遊
宴
に
は
、
殿
上
人

と
共
に

「和
歌
読
」
も
召
さ
れ
、
末
に
座
が
設
け
ら
れ
て
当
代

一
流
の
歌
人
ら

が
着
座
し
た
。
彼
ら
は

「兼
テ
院
ョ
上
町
シ
ｒ
ヲ
以
テ
丁
が
キ
由
糠
僣
ダ
リ
ヶ
レ
バ
ヽ

皆
衣
冠
シ
テ
参
タ
ル
」
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
時
、
座
の
末
に
、
烏
帽
子
狩
衣
姿
の

賤
げ
な
格
好
を
し
た
翁
が
来
て
坐
り
こ
ん
だ
。
何
者
か
と
見
れ
ば

「曽
タ
ム

（
丹
Ｙ
　
つ
ま
り
曽
祢
好
忠
で
あ
る
。
互
い
に
確
か
め
る
が
誰
も
召
し
た
者
は

い
な
い
。
殿
上
人
た
ち
の
あ
い
だ
に
ざ
わ
め
き
が
広
が
る
中
、
判
官
代
が

「此

ハ偲
二、
“
モ蒸
一ス
メ
７
滸
タ
ルゾ」
と
詰
間
す
れ
ば
、
彼
は
「歌
読
某
一
舞
キ

由
褥
僣
ル、
承
ハレバ、三フ
ルゾカヽ

郁
デカ石
参
ザ
ルベｔ
此
ム
窄
免
Ｅ

達
二丁
祭
キ身
ヵ
ご
と
昂
然
と
睡
え
る
。
そ
こ
で
判
官
代
は
、

雌
舞
″早
ゥ、
“
モ元
き
一、
澪
ル
容
グルび
ケリ。

と
断
じ
、
罷
り
い
で
よ
と
追
い
立
て
る
が
、
立
ち
あ
が
ろ
う
と
も
し
な
い
。
大



臣
ら
の
指
図
で
、
襟
首
を
つ
か
ま
れ
て
引
き
ず
り
出
さ
れ
、
殿
上
人
か
ら
随
身

や
小
舎
人
に
ま
で
踏
み
つ
け
ら
れ
て
散
々
な
目
に
遇
い
な
が
ら
、
曽
丹
は
逐
わ

れ
て
小
高
い
岳
に
走
り
あ
が
り
、
衆
人
を
見
返
し
て
、

「我
ハ
恥
モ
元
キ
身
ゾ
、

云
ハ
ム
、
聞
ヶ
ョ
」
と
、
己
れ
の
行
為
を
音
高
く
称
え
て
反
駁
し
た
後
、
咲
い
声

の
渦
ま
く
な
か
を
遁
走
し
去
る
。

こ
れ
は
当
時
評
判
の

ク
事
件
″
で
あ

っ
た
ら
し
く
、

『大
鏡
』
昔
物
語
に
も

輔

特

】
鋪

般

い
聘

静
務

試

な
酢

誌

鮮

糞

郭

聾

参
テ
、
此
″
恥
フ
見
シ
」
と
あ
く
ま
で
も
否
定
的
に
把
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
物
語
が
描
き
だ
す
曽
丹
の
振
舞
に
は
、
地
下
な
が
ら
歌
よ
み
の
わ
ざ
に
お

い
て
は
召
さ
れ
た
者
共
に
は
負
け
ぬ
と
い
う
、　
一
流
の
自
負
に
支
え
ら
れ
た
誇

り
が
感
じ
と
ら
れ
る
。
歌
の
道
を
立
て
る
者
の
衿
侍
と
自
己
主
張
が
彼
を
突
き

動
か
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
滑
稽
な
し
わ
ざ
と
し
て
宴
の
庭

に
お
い
て
道
化
と
し
て
嘲
笑
さ
れ
る
と
い
う
、
両
義
的
な
残
酷
さ
と
で
も
言
う

べ
き
表
現
が
物
語
に
は
創
り
だ
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
形
象
さ
れ
る
人
物
像
は

権

サ
な
務
御
詢
彬
社
錠
）
は
軽
暉
ず

判

髯

萎

【

い
て
み
れ
ば
そ
の
鳴
滸
な
る
も
の
が
生
み
だ
す
物
語
の
興
は
、
根
底
に
お
い
て

「
召
モ
元
キ
ニ
、
押
テ
参
タ
ル
」
人
間
の
あ
り
よ
う
に
拠

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

や
は
り

「
フ
シ
テ
マ
イ
ラ
ウ
」
と
同
じ
く

「推
参
」
の
古
い
称
、
そ
の
原
型
に

は
か
な
ら
な
い
。

は
た
し
て
、
こ
の
出
来
事
を
伝
え
る
長
明
の

『
無
名
抄
』
で
は
、

「曽
祢
好

忠
と
云
ふ
者
、
人
数
に
も
あ
ら
ず
、
円
融
院
の
子
日
の
御
幸
の
推
参
さ
へ
し
て
、

を
こ
の
名
を
挙
げ
た
る
者
ぞ
か
し
」
と
表
現
す
る
の
で
あ
る
。

（
こ
の
こ
と
は
、

和
光
大
学
の
梁
塵
秘
抄
研
究
会
の
席
上
に
お
い
て
、
菅
野
扶
美
氏
に
お
教
え
い

た
だ
い
た
）

『今
昔
物
語
集
』
に
お
け
る
二
つ
の

「推
参
」
の
物
語
は
、
何
れ
も
王
の
許

で
の
遊
宴
の
場
を
舞
台
と
し
て
い
る
¨
ま
た
、
和ぅ
砕
よ
み
を
も
諸
道
の
ひ
と
つ

と
把
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
と
も
に
芸
能
者
な
い
し
芸
能
が
そ
こ
で
重
要

な
役
割
を
演
ず
る
。
と
り
わ
け
子
日
の
曽
祢
好
忠
が
演
じ
て
み
せ
た
、
身
分
の

秩
序
を
超
越
し
よ
う
と
す
る
比
興
な
る
人
間
の
あ
り
よ
う
は
、
宮
廷
の
祭
儀
を

成
り
立
た
せ
る
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
芸
能
を
担
う
者
と
、
そ
れ
を
演

ず
る
場
の
し
く
み
と
の
あ
い
だ
に
働
く
転
倒
し
た
位
相
の
力
学
を
、
象
徴
的
に

も
の
が
た
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

五
　
物
語
ら
れ
る
芸
能
と
し
て
の

「推
参
」
　
　
　
　
　
，

物
語
が
表
現
す
る
芸
能
の
場
の
論
理
と
し
て
の

「推
参
」
の
あ
り
よ
う
は
、

進
『ヵ、誡嫡舛語っ）継刹麟瑚わ稀約組̈
い行勒に「】癖［赫
「ら』伸れ一

の
段
。
物
語
の
大
筋
の
上
で
は
、
兄
弟
が
仇
討
決
行
を
目
前
に
し
て
母
の
許

ヘ

赴
き
、
最
後
の
暇
乞
の
た
め
対
面
す
る
く
だ
り
で
あ
る
。
そ
れ
を
物
語
は
、
不

孝
の
咎
に
よ
っ
て
母
よ
り
勘
当
さ
れ
た
五
郎
が
許
し
を
乞
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
曲

折
の
挙
句
つ
い
に
和
解
す
る
に
至
る
劇
的
な

一
幕
に
し
た
て
て
い
る
。
そ
こ
で

母
と
兄
弟
の
あ
い
だ
に
演
ぜ
ら
れ
る
葛
藤
と
緊
張
が
、
小
袖
を
乞
う
と
い
う
趣

向
に
象
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
物
語
の
展
開
を
逐
う
な
ら
ば
、
そ
れ
が
い
か
に
劇
的
な
場
を
仕
組
ん
で

い
る
か
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
御
前
に
か
し
こ
ま
り
狩
場
の
盛
儀
に
晴
の
装
い
と

し
て
小
袖
を
乞
う
十
郎
に
、
母
は
不
安
な
面
持
ち
な
が
ら
練
貫
の
小
袖
を
賜
ペ

る
。
し
か
し

一
方
で
五
郎
は
不
孝
の
身
と
し
て
対
面
を
許
さ
れ
ず
、
片
隅
で
涙



を
拭

っ
て
た
た
ず
む
。
そ
の
う
ち
に
ひ
と
つ
の
決
意
が
固
ま
る
。

ょ
く
ノ
ヽ
物
を
案
ず
る
に
、
母
の
不
孝
を
許
さ
れ
ず
し
て
死
な
ん
事
こ
そ

無
念
な
り
、
推
参
し
て
見
ば
や
。

と
、
母
の
方
へ
赴
く
が
、
さ
す
が
に
内
に
入
り
え
ず
、
障
子
越
し
に
自
分
に
も

小
袖
を
賜
わ
り
た
い
と
乞
う
。
対
面
を
拒
む
母
に
五
郎
は
人
伝
て
に
反
論
す
る

が
却
ら
て
怒
り
を
買
い
座
を
逐
わ
れ
る
。
五
郎
は
そ
こ
で

「
し
や
う
め
つ
婆
羅

門
」
の
故
事
を
語
り
、
重
ね
て

「慈
恩
寺
」
縁
起
諄
を
説
い
て
母
の
慈
悲
を
垂

れ
る
べ
き
証
と
す
る
が
、
母
は
こ
の
教
訓
に
い
よ
い
よ
立
腹
し
て
障
子
を
立
て

る
。
更
に
五
郎
は

「斑
足
王
が
事
」
を
引
い
て
母
に
許
し
の
功
徳
を
説
き
た
て

る
。
が
、
な
お
母
は
不
孝
に
固
執
し
て
許
そ
う
と
せ
ず
、
五
郎
は
も
は
や
術
も

な
く
泣
き
伏
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
を
見
か
ね
た
十
郎
は
取
り
な
し
て
頻
り
に
許

し
を
乞
う
。
と
こ
ろ
が
度
重
な
る
懇
願
に
も
か
か
わ
ら
ず
猶
も
許
さ
ぬ
母
に
向

い
、
最
後
の
手
だ
て
と
ば
か
り
、
十
郎
は
威
し
て
み
よ
う
と
扇
を
開
き
眼
を
怒

ら
せ
、

「と
て
も
か
く
て
も
、
生
き
甲
斐
な
き
冠
者
、
在
り
て
何
に
か
逢
ふ
ペ

き
。
御
前
に
召
し
出
し
、
細
首
う
ち
お
と
し
て
見
参
に
い
れ
ん
」
と
、
座
を
立

っ
て
板
敷
あ
ら
く
踏
み
な
ら
し
て
怒

っ
て
み
せ
る
。
驚
い
て
慌
て
て
す
が
り
つ

く
母
に
、
脅
迫
同
然
に
無
理
矢
理
許
し
を
得
る
の
で
あ

っ
た
。

母
の
許

へ
参
る
こ
と
を
得
て
涙
な
が
ら
の
両
者
の
述
懐
は
、
や
が
て
次
第
に

心
解
け
た
秀
句
の
応
酬
へ
と
う
っ
り
か
わ
る
。
母
は
酒
肴
を
取
り
よ
せ
て
兄
弟

に
勧
盃
し
、
飲
み
ほ
し
た
五
郎
に
舞
を
所
望
す
る
。
十
郎
は
横
笛
に
て
音
と
り
、

拍
子
を
た
て
れ
ば
、
五
郎
は
扇
を
と
り
、
祝
言
の
ワ
カ
を
三
反
踏
み
な
が
ら
舞

う
。
更
に
、
拍
子
を
踏
み
か
え
て
、

「別
れ
の
こ
と
さ
ら
悲
し
き
は
」
に
始
ま

る
愛
別
離
苦
を
う
た
う
今
様
を
二
返
、
責
め
に
踏
み
め
ぐ
り
、
内
心
の
深
き
思

ぃ
”
嘲
鄭

果 っ
“
摯
ぃ
ぃ
姜
師
』
だ

の
着
た
る
唐
綾
の
小
袖
を
と
ら
せ
″
。
ｒ
郎

は
衣
を
脱
ぎ
替
え
―
―
心
底
に
は
形
見
の
衣
と
し
て
―
―
立
ち
い
で
れ
ば
、
母

は
こ
れ
を
見
て
嘗
て
兄
に
与
え
た
衣
は
弟
に
着
せ
た
も
の
と
知
り
、
感
涙
を
流

す
。
兄
弟
は
母
よ
り
賜
わ
っ
た
小
袖
を
中
に
置
き
、

「う
れ
し
く
も
推
参
し
つ

る
物
か
な
、
只
今
許
さ
れ
ず
し
て
は
、
多
生
を
経
る
共
叶
ふ
ま
じ
」
と
感
激
を

語
り
あ
い
、
形
見
の
歌
を

一
首
づ
つ
手
跡
に
と
ど
め
て
託
す
の
で
あ
る
。

こ
の
一
段
が
、
挿
入
さ
れ
た
説
話
の
膨
大
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ひ
と
つ
の

有
機
的
な
劇
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
に
見
て
と
れ
る
。
そ
れ

は
、
酒
宴
の
挙
句
の
興
余
と
し
て
の
歌
舞
を
頂
点
と
し
て
い
る
が
、
舞
い
手
を

含
め
て
そ
の
座
に
在
る
人
々
の
思
い
の
高
ま
り
を
そ
こ
に
託
す
と
い
う
点
で
、

て『』雌翻」端』̈
嘲脚櫛̈
慟嘲最つ同一訳げ演社鰤罐力ヽ説蝙設謳響鋤れヽ

今
様
や
和
歌
と
並
ん
で
曲
舞
の
語
り
と
し
て
把
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
力、
。
説

話
と
と
も
に
こ
の
趣
向
も
真
名
本
曽
我
物
語
に
は
み
ら
れ
な
い
。
た
だ
兄
弟
の

求
め
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
小
袖
を
賜
い
兄
弟
は
己
れ
の
着
た
る
衣
を
替
り
に

形
見
と
し
て
水
茎
の
跡
と
と
も
に
止
め
る
ば
か
り
で
あ
る
。
流
布
本
は
、
た
ん

に
説
話
を
増
補
し
た
の
で
は
な
い
。
い
わ
ば
真
名
本
の
こ
の
枠
組
の
な
か
に
芸

能
説
話
と
も
い
う
べ
き
趣
向
を
導
入
し
て
脚
色
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、

母
よ
り
兄
弟
―
―
と
り
わ
け
五
郎
に
与
え
ら
れ
る
小
袖
は
、
五
郎
の
歌
舞

（
自

拍
子
）
の
芸
能
に
部
で
て
賜た
べ
下
さ
れ
Ｌ
壁
鴫
に
ひ
と
し
い
。
こ
れ
は
、
当
時

の
芸
能
の
場
に
お
け
る
約
束
事
を
ふ
ま
え
て
、
そ
こ
に
演
ぜ
ら
れ
て
そ
の
場
を

象
っ
た
芸
能
説
話
を
下
敷
に
つ
く
り
だ
さ
れ
た
物
語
な
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、

五
郎
の

「推
参
」
と
は
、
ま
さ
し
く
芸
能
者
の
そ
れ
を
意
識
し
て
読
み
か
え
ら

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
物
語
が
、
た
ん
に
母
子
と
し
て
の
関
係
で
は
な
く

「不

孝
」
の
咎
め
を
建
前
と
し
て
の
主
従
関
係
を
描
い
て
い
る
の
も
、
そ
れ
に
対
応

し
て
い
る
一
そ
こ
で
は
十
郎
も

「推
参
」
か
ら

「見
参
」
へ
の
転
換
を
は
た
す



と
い
う
重
要
な
役
割
を
担

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
兄
弟
は
互
い
に
離
れ
が
た
い

二
人
で
一
組
の
芸
能
を
演
ず
る
も
の
と
し
て
登
場
し
、
そ
の
巧
み
―
―
芸
に
よ

っ
て
思
い
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。

語
り
に
お
け
る
芸
能
的
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
の

「推
参
」
は
、
さ
ら
に
物
語

の
世
界
で
あ
ら
た
な
展
開
を
み
せ
る
。

古く室町中期にはすでに座頭の語りものとして海道上に演誦され

領ぃ杜れれぃ膨『坤硼嘲ォリ（工浄嘲シ璃ヨ御ン前拗婦｝漱一輔赫畔人．際隷唯〔

律〔れ翻もれな雌」婉利『制離れ本「締に製婢好一後れ薫剥師浸勧曝。

翻
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熙埒髪

鍵ヵ、押訪赫謁Ｆ）昴独ｒｔの物語が仕組むひとつの重要な趣向を示す

り時動婿数は雌せっな聾割国へ知はぃはれ議た計わけは］罐［れｒ蹴い
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間
見
し
た
御
曹
司
は
、

「都
に
あ
り
し
時
、
幾
ら
∝
内
裏
の
女
房
た
ち
、
や
ん

ご
と
な
き
上
薦
た
ち
を
、
五
節
の
遊
び
あ
り
し
時
見
た
て
ま
つ
れ
ど
も
、
か
は

ど
の
美
人
は
い
ま
だ
見
ず
。」
か
よ
う
な
人
に
こ
そ
、
と
懸
想
す
る
。
折
し
も

管
絃
の
遊
び
を
は
じ
め
る
と
こ
ろ
、
笛
を
合
せ
奏
す
れ
ば
、
そ
の
音
色
に
魅
せ

ら
れ
た
姫
に
請
ぜ
ら
れ
て
音
楽
の
座
に
連
な
り
、
試
み
よ
う
と
す
る
女
房
た
ち

が
問
い
か
け
る
古
文
聖
教
の
不
審
に
易
々
と
答
え
、
め
で
た
く
も
て
な
さ
れ
る
。

や
が
て
酒
宴
な
か
ば
、
し
き
り
に
留
る
の
を
辞
し
、　
一‐命
も
つ
れ
な
く
候
は

ゞ
、
め
ぐ
り
め
ぐ
り
て
、
ま
た
こ
そ
御
見
参
」
と
暇
乞
い
し
て
去
る
。
し
か
し
、

姫
の
面
影
に
心
あ
く
が
れ
、

「死
な
ん
命
は
惜
し
か
ら
ず
、
忍
び
て
見
ば
や
」

と
、
夜
ふ
け
て
簾
中
ふ
か
く
忍
び
入
り
、

「誰
請
ず
る
と
は
な
け
れ
ど
も
、
浄

瑠
璃
御
前
の
宿
り
給
ふ
床
の
錦
の
上
近
く
に
入
」
り
込
み
、
ま
ど
ろ
む
姫
の
許

へ
課
ダ
の
だ
っ
た
。
こ
の

ュ
粥
の
段
」
に
お
け
る
御
曹
司
の
日
説
き
は
じ
め
の

詞
の
末
は
、
次
の
一
節
に
よ
っ
て
し
め
く
く
ら
れ
る
。

黙
″
説
春
が
　
今こ離
し
も
　
掘
易
申
し
て
候
な
り
　
い
か
に
や
君

以
下
に
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
の
は
、
恋
す
る
男
と
恋
わ
れ
る
女
と
の
艶
に
し
て

ま
た
緊
張
に
み
ち
た
応
酬
で
あ
る
。

姫
は

ク
及
ば
ぬ
恋
ク
を
さ
と
し
て
去
ら
せ
よ
う
と
す
る
が
、
御
曹
司
は
様
々

な
恋
の
例
を
挙
げ
て

「凡
夫
が
凡
夫
を
恋
ひ
た
ら
ん
は
、
な
に
か
は
苦
し
う
候

べ
き
、
い
か
に
や
君
」
と
反
論
す
る
。
さ
れ
ば
と
姫
は
こ
の
間
入
者
に
、
鵡
翼

に
仰
せ
て
死
罪
流
罪
と
も
な
ろ
う
と
お
ど
し
、
ま
た
千
部
経
読
誦
の
誓
い
を
立

て
た
身
ゆ
え
精
進
の
最
中
な
り
と
す
か
し
て
心
を
逸
ら
そ
う
と
す
る
が
、
思
い

切

っ
た
御
曹
司
は
、
ま
た
幾
ら
も
恋
の
由
来
を
説
き
、
自
ら
も
万
部
経
を
読
む

者
と
て

「
精
進
と
精
進
が
寄
り
合
ひ
て
、
何
か
苦
し
か
る
べ
き
」
と
駁
す
。
な

お
も
仏
神
の
畏
れ
を
楯
に
と
り
求
愛
を
拒
む
姫
に
、
彼
は

「仏
も
恋
を
召
さ
る

れ
ば
こ
そ
」
と
仏
神
も
恋
ゆ
え
顕
わ
れ
た
例
を
連
ね
、
法
門
間
答
の
か
た
ち
で

「仏
法
に
な
ぞ
ら
へ
て
」
の
口
説
に
言
葉
を
尽
す
。
さ
す
が
に
姫
は
こ
の
賢
し

き

既
り

に
伏
し
て
黙
し
て
し
ま
い
、
最
後
に
言
い
か
け
ら
れ
た
大
和
言
葉
の
謎

か
け
に
答
え
ざ
る
を
得
ず
、
こ
れ
を
解
い
た
と
こ
ろ
で
よ
う
や
く
心
と
け
、
あ

い
馴
れ
て
、

「宵
は
酒
盛
り
、
夜
中
は
間
答
、
小
夜
ふ
け
方
の
こ
と
な
る
に
、

た
が
ひ
に
見
参
め
さ
れ
け
り
」。



「推
参
」
か
ら

「見
参
」

へ
、
そ
の
駆
け
引
き
は
、
恋
の
論
義
間
答
と
い
う

べ
き
中
世
物
語
の
趣
向
の
集
大
成
と
し
て
綺
羅
の
綾
を
織
り
な
し
て
い
る
が
、

そ
こ
で
恋
の
成
就
―
―

一
夜
の
契
り
へ
至
る
二
人
の
関
係
の
転
換
を
象
る
こ
の

言
葉
は
、
ま
こ
と
に
興
ふ
か
い
。

そ
れ
は
進
か
に
宮
廷
の
殿
上
淵
酔
に
お
け
る

「推
参
」
と
響
き
合

っ
て
い
る
。

宵
の
酒
宴
ょ
り
始
ま
り
深
更
に
屋
形
ふ
か
く
赴
く
と
こ
ろ
、
内
裏
を
巡
り
舞
姫

や
后
妃
後
宮
女
房
ら
の
許

へ
歌
い
舞
い
な
が
ら
お
し
か
け
る
若
殿
上
人
の
情
景

が
、
遊
君
の
長
者
の
姫
の
局

へ
花
や
か
に
装
い
な
が
ら
訪
れ
る
御
曹
司
の
姿
に

重
な
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
朗
詠
や
管
絃
、
和
歌
、
物
語
に
至
る
ま
で
、

そ
こ
に
芸
能
の
興
趣
が
満
ち
て
い
る
こ
と
も
そ
の
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
。

そ
れ
は
ま
た
、
祗
王
の
物
語
に
お
け
る

、選
ぶ
ゲ
推
参
」
と
は
逆
に
、
遊
女

に
た
い
し
て

「推
参
」
を
し
か
け
る
態
の
設
定
で
あ
る
。
そ
の
転
位
の
面
白
さ

を
含
め
て
、
宗
教
的
な
る
世
界
を
ふ
ま
え
、
そ
の
道
具
立
て
を
用
い
な
が
ら
転

じ
て
恋
の
日
説
き
と
な
し
て
し
ま
う
、
そ
の
転
倒
も
、
ま
さ
し
く
芸
能
の
演
ぜ

ら
れ
る
場
と
し
て
の

「推
参
」
が
予
期
し
、
な
し
と
げ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
。
そ
こ
に
、
さ
き
に
み
た

『曽
我
物
語
』
小
袖
乞
の
段
と
の
共
通
性

が
う
か
び
あ
が
る
。
何
れ
も
、

「推
参
」
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
芸
能
が
決
定

的
な
転
換
を
う
み
だ
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
芸
能
が
発
現
し
、
そ
れ
に
よ
る
転

換
が
な
し
と
げ
ら
れ
る
た
め
に
、
物
語
が
要
請
す
る

ク
磁
場
″

と
し
て

「推

を

は
導
き
入
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一（
　

「推
参
」
を
生
き
る

「推
参
」
と
は
何
で
あ

っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
抗
い
が
た
い
誘
惑
と
し
て
、

衝
迫
的
な
は
た
ら
き
か
け
る
力
と
し
て
、　
ク
場
ク
を
生
じ
、
人
を
其
処
へ
否
応

な
し
に
赴
か
せ
て
し
ま
っ
た
り
、
ま
た
捲
き
こ
ん
で
し
ま
お
う
と
す
る
、
そ
の

よ
う
な
運
動
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
定
ま
っ
た
制
度
で
な
く
、

ま
し
て
や
成
文
化
し
た
法
で
は
な
い
。
反
対
に
、
む
し
ろ
そ
れ
を
逸
脱
す
る
如

き
も
の
と
し
て
、
祭
儀
や
遊
宴
の
場
に
必
ら
ず
芸
能
を
伴

っ
て
な
さ
れ
る
行
為

―
―
否
、
芸
能
そ
の
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
営
み
で
あ

っ
た
。

た
と
え
ば
そ
れ
は
、
日
常
世
間
の
人
々
に
と

っ
て
、
他
界
よ
り
祝
福
を
携
え

て
訪
れ
る
異
人
と
し
て
の
芸
能
者
に
刻
印
さ
れ
た
表
徴
で
あ

っ
た
。
鎌
倉
時
代

の
辞
書

『名
語
記
』
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

千
秋
万
歳
ト
テ
、
コ
ノ
ゴ
ロ
正
月
一ス
、
散
所
ノ
乞
食
法
師
ガ
、
仙
人
ノ
装

ダ
毎
ｒ郷二松孫
行
）・ファ讐
．ド
ダ
や響
『

中
世
に
千
秋
万
歳
は
歳
旦
つ
ね
に
内
裏
に
参
り
芸
を
奉
り
、
そ
れ
よ
り
貴
賤
の

家
門
に
赴
い
た
。
彼
ら
が
目
指
し
た
、
そ
の
王
を
頂
点
と
す
る
中
世
社
会
の
体

制
序
列
の
、
可
視
的
な
枠
組
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
た
の
は
、
禁
制
や
掟
書
等

に
象
ら
れ
る
主
従

・
親
縁

。
年
薦

・
性
な
ど
が
画
す
身
分
階
級
で
あ
る
。
そ
の

う
え
に
成
り
た
つ
権
力
を
在
ら
し
む
る
演
劇
的
装
置
と
し
て
の
祭
礼

・
儀
式
は
、

そ
の
構
造
に
必
須
の
過
程
と
し
て
饗
宴
ひ
い
て
は
芸
能
を
要
求
し
、
そ
の
演
じ

手
た
る
芸
能
者
を
導
き
入
れ
る
に
至
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
は

「推
参
」
の

な
さ
れ
る
場
で
あ
っ
た
。

こ
の

「推
参
」
を
常
の
習
い
と
し
、
却
っ
て
そ
れ
を
故
実
と
い
う
コ
ー
ド
に

託
し
て
儀
礼
体
系
の
な
か
に
組
み
込
む
な
ら
ば
、
そ
の
次
第
を
忠
実
に
再
演
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
調
和
は
保
た
れ
、
秩
序
は
再
生
す
る
で
あ
ろ
う
”
芸
能
者

が
恒
例
と
し
て
そ
う
し
た
役
割
を
負
わ
さ
れ
、
先
例
な
る
に
よ
り
召
し
催
さ
れ

て

「参
入
」
す
る
と
い
う
逆
説
的
現
象
も
ま
た
絶
え
ず
生
起
し
た
。
芸
能
者
の

「参
」
る
こ
と
に
つ
い
て
記
録
上
に
残
さ
れ
た
の
は
大
部
分
が
さ
よ
う
な
場
合

25



で
あ
り
、
さ
れ
ば
我
々
は
そ
れ
が
当
然
と
錯
覚
し
て
し
ま
う
。
王
に
最
も
近
く

お
こ
な
わ
れ
る

「推
参
」
た
る
殿
上
淵
酔
の
そ
れ
も
、
殿
上
人
を
撰
び

（
や
が

て
は
郭
曲
の
家
に
）
演
ぜ
じ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
故
実
の
な
か
に
そ
の
構
造

を
制
度
化
し
固
定
化
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
な
お

「推
参
」
の
半
面
、
そ
の
断
片
化
さ
れ
た
現
象
の
一

端
を
把
え
る
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。

″
一

「
方

嗽
』
灘
鯵
け
れ
げ
［
］
「
い
か
「
稀
は
ほ
螂
浸
浸
“
な

つ 芸
灘
蹴
郡
剛
撃

年
正
月
、
伏
見
宮
貞
成
親
王
の
御
所
へ
の
柳
原
散
所
の
松
柏

（
千
秋
万
歳
芸
の

当
時
の
呼
称
）
の

「推
参
」
は
、
幕
府
よ
り
洛
中
で
の
手
猿
楽
興
行
を
制
禁
さ

れ
た
な
か
で
、
あ
え
て
朝
廷
に
許
容
を
求
め
て
参
上
し
て
の
上
で
の
こ
と
で
あ

極 っ
韓
夏

鴻

瞥
一
に
隣

誦

螺

離
い
に

誅

¶
マ

彎

締

『

御

来
よ
り
参
入
し
得
た
も
の
と
は
異
な
る
芸
能
が
舞
台
を
獲
た
瞬
間
の
稀
有
な
記

録
で
は
あ
る
ま
い
か
。
さ
に
あ
ら
ず
と
も
、
芸
能
と
は
常
に
脆
く
も
あ
や
う
い

「
参
」
の
境
界
線
上
に
戯
れ
る
も
の
で
あ
り
、
「推
参
」
は
絶
え
ず
彼
ら
の
生
の

う
ち
に
在

っ
た
ろ
う
。

「推
参
」
は
、
芸
能
を
触
発
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
る
興
―
―
因

果
論
で
な
く
互
い
に
循
環
す
る
運
動
と
し
て
の
―
―
そ
う
い
う
芸
能
の
本
質
と

深
ぐ
か
か
わ
っ
た
人
間
の
あ
つ
か
た
と
言

っ
て
も
よ
い
。
そ
の
興
が
も
た
ら
す

転
倒
や
転
換
は
、
世
の
制
限
や
規
範
を
逸
脱
し
乗
り
超
え
さ
せ
て
し
ま
う
。
何

と
な
れ
ば
、
そ
の
う
な
が
し
は
現
世
の
秩
序
の
進
か
彼
方
に
あ

っ
て
、
世
界
を

変
化
さ
せ
て
し
ま
う
根
源
的
な
力
に
根
ざ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、

か
よ
う
な

「推
参
」
を
生
き
る
人
間
の
存
在
の
す
が
た
は
、
物
語
の
次
元
に
お

い
て
こ
そ
真
に
実
現
さ
れ
る
も
の
な
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

〔注
〕

（１
）

島
津
忠
夫

「祗
王
説
話
と
平
家
物
語
」

『
国
語
と
国
文
学
』
五
三
―
四

（
一
九
　
２６

七
六
）。

（２
）

『
邦
訳
日
葡
辞
書
』
岩
波
書
店
版

（
一
九
八
〇
）。

（３
）

今
堀
太
逸

「
法
然
の
絵
巻
と
遊
女
」
上
。
下

『
鷹
陵
史
学
』

二

。
一
二

（
一

九
八
六
―
七
）。

（４
）

注
③
前
掲
論
文
。
拙
稿

「
聖
俗
の
た
わ
む
れ
と
し
て
の
芸
能
」

『
大
系

・
仏
教

と
日
本
人
第
七
巻

・
芸
能
と
鎮
魂
』
春
秋
社

（
一
九
八
八
）
所
収
。

（５
）

『
日
本
国
語
大
辞
典
』

「推
参

（す
い
さ
ん
と

の
項
に
所
引
。

（６
）

注
⑤
同
前
。

（７
）

佐
藤
武
義

「
和
製
漢
語
の
成
立
過
程
と
展
開
―
―

「
を
こ
」
か
ら

「尾
籠
」
へ

―
―

『
文
芸
研
究
』
六
五

（
一
九
七
〇
）。

（８
）

『
岩
波
古
語
辞
典
』

（
一
九
七
四
）
・
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は
、
上

一
段
活

用
の
「
ま
い
る
」
に
「
入
る
」
の
付
い
た
と
こ
ろ
か
ら
変
化
し
た
も
の
、
と
把
え

て
い
る
。

（９
）

佐
藤
武
義

「往
来
物
の
語
彙
」

『講
座
日
本
語
の
語
彙
第
４
巻

・
中
世
の
語

彙
』
明
治
書
院

（
一
九
八
一
）
に
は

『
雲
州
往
来
』
等
の
往
来
物
に
お
け
る
謙
譲

語
彙
と
し
て
の

「参
」
の
複
合
し
た
語
例
を
挙
げ
て
お
り
、
当
時
の
規
範
の
一
端

が
察
せ
ら
れ
る
。

*3つ 貧6（・４
）

『新
訂
増
補
故
実
叢
書
』
第
二
三
巻

（
一
九
五
一
）
所
収
本
に
拠
る
。

（・５
）

『続
群
書
類
従
』
第
十
輯
下

・
公
事
部
所
収
。

（・６
）

『史
料
大
成

・
兵
範
記
』
第
二
巻
所
収
。　
こ
の
記
事
は
、
既
に
林
屋
辰
三
郎

『中
世
芸
能
史
の
研
究
』
岩
波
書
店

（
一
九
六
〇
）
第
二
部
第
三
章

（三
五
八

頁
）
に
詳
し
く
論
ぜ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（・７
）

渡
辺
晴
美

「
五
節
と
源
雅
兼
―
―

『
今
鏡
』
藤
波
の
下
第
六

「
雁
が
ね
」
よ
り

―
―
」

『
国
文
』
六
九

（
一
九
八
九
）

国
書
刊
行
会
版

『明
月
記
』
第

一
巻
―
三
巻

（
一
九

一
一
）
に
拠
っ
た
。

『年
中
行
事
秘
抄
』

『年
中
行
事
御
障
子
文
』
十

一
月
条
。

和
日
英
松

『
建
武
年
中
行
事
註
解
』
明
治
書
院

（
一
九
〇
一じ
。

本
文
中
の

（
＊
）
で
示
し
た
部
分
は

『
註
解
』
に
は

「
ま
い
た
ん
」
と
あ
り
、
和

蜘願力ヽ士い
「新峨嚇産『州論̈
“衆数集獅類』』「綿い請昭“家前後の



（・８
）

源
豊
宗

「
承
安
五
節
絵
に
つ
い
て
」

『
人
文
論
究

（関
西
学
院
大
学
ご

一
二

―
―
四

（
一
九
六
二
〉。
引
用
は
同
論
文
付
載
の
翻
刻
に
拠
り
私
に
読
み
や
す
く

訂
し
た
。

（Ю
）

玉
井
幸
助
校
注

『
丼
内
侍
日
記
新
注
』
大
修
館
書
店

（
一
九
五
八
）
に
拠
る
。

（２０
）

伴
信
友

『中
古
雑
唱
集
』
所
収

「綾
小
路
俊
量
卿
記
」
之
内

（高
野
辰
之
編

『
日
本
歌
謡
集
成
』
中
古
篇
所
収
）。
綾
小
路
家
旧
蔵

『朗
詠
注
秘
抄
』
・
京
都

大
学
蔵
菊
亭
文
庫

『
部
曲
』

（徳
江
元
正

『室
町
芸
能
史
論
致
』
三
弥
井
書
店

（
一
九
八
四
）
に
翻
刻
）
に
も
含
ま
れ
る
。

（２．
）

日
本
古
典
文
学
大
系

『
今
昔
物
語
集
〓
』
に
拠
る
。

（２２）と』へ円嘲雛炒″油ルいヽ
い̈財］帥嘲け韓臨「漱い力ヽヵ、」疇動れ』贅叶

を
え
ら
ば
ず
和
喜
を
賞
せ
さ
せ
絵
は
ん
に
、
げ
に
い
ら
ま
に
し
き
こ
と
に
は
ぺ
れ

ど
、
か
く
ろ
へ
に
て
優
な
る
専
を
よ
み
い
だ
さ
ん
だ
に
、
い
と
無
礼
に
侍
る
べ
き
。

こ
と
に
、
座
に
た
ヽ
つ
き
に
つ
き
た
り
し
、
あ
さ
ま
し
く
侍
り
し
こ
と
ぞ
か
し
。

小
野
官
殿

・
閑
院
大
将
殿
な
ど
ぞ
か
し

『
ひ
き
た
て
よ
ノ
ヽ
』
と
を
き
て
さ
せ
給

」

し
は
。
み
つ
ね
が
別
禄
給
は
る
に
、
た
と
へ
し
き
再
よ
み
な
り
か
し
。
専
い
み
じ

く
と
も
、
お
り
ふ
し
。
き
り
め
を
み
て
、
つ
か
う
ま
つ
る
べ
き
な
り
。
け
し
う
は

あ
ら
ぬ
薔
よ
み
な
れ
ど
、
か
ら
う
お
と
り
に
し
こ
と
そ
か
し
。」
ま
た
、
『
大
鏡
』

裏
書
参
照
。

（”
）

『名
語
記
』
巻
第
七
「
ネ
ノ
ヒ
」
条
。

（３０
〉

『看
聞
日
記
』
嘉
吉
三
年
正
月
十
四
日
条

（林
屋
辰
三
郎
注
∞
前
掲
書
所
引
）。

こ
の
他
に
も
、
同
記
に
は
何
例
か
芸
能
者
や
そ
の
他
の
「推
参
」
が
見
え
て
い
る
。

（３．
）

市
古
貞
次

「幸
着
舞
。
曲
舞
年
表
」

（『中
世
小
説
と
そ
の
周
辺
し

所
引

『管

見
記
』
嘉
吉
二
年
五
月
十
二
日
条
。

（３２
）

『管
見
記
』
嘉
吉
二
年
六
月
二
十
日
条
。

（付
記
）

「推
参
」
の
、
文
芸
に
お
け
る
あ
り
か
た
と
不
可
分
で
あ
り
、
ま
た
深
層
を

な
す
と
思
わ
れ
る
、
宗
教
世
界
の
次
元
に
お
け
る
「推
参
」
の
様
相
に
つ
い
て
は
、

既
に
次
の
別
稿
に
論
し
た
。

「女
人
禁
制
と
推
参
」

『
シ
リ
ー
ズ
女
性
と
仏
教

（四
〉
巫
と
女
神
』
平
几
社

（
一
九
八
九
・
七
刊
）
所
収
。

本
稿
と
は
、
い
わ
ば
合
せ
鏡
の
ご
と
き
関
係
を
な
す
も
の
と
し
て
御
参
照
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

―
―
大
阪
大
学
文
学
部
助
手
―
―

Э
貶

評

稲
褥

地鴫
ぽ
木

ナ〔鋤一鱗
響

刺
瞥
赫
勢
客
り
一略
赫
輔
燿罐
観
一悔
摯
≠
一炒
Ｆ
「
認

（Ｌ
鯉
遷
靭
糾

『曽
我物
語
』
に拠
ゑ

（る）と総悧痢哺塔燎岨隷拗嘲け
「が五「叶『歩衆薇̈
“̈
泌いだｔ昴）は筋が

弱

刺
攀
卿
醐
鞭
際
婆
罪
上
壽

２
共
モ

臨
鰭
Ｌ
発
塑
略
知
預
攀
蒙
Ｌ
戒
蟹
）。

８
に鶴
讃
魏
類
撃
編
鶉
鎌
拗
鍼
鐸
縫
跡
リ
ク
スト　
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