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語文97(2011・ 12大阪大学国語国文学会)

曲
亭
馬
琴

『
三
七
全
伝
南
何
夢
』
考

―
―

「
三
す
ぢ
の
糸
」
に
導
か
れ
る
物
語
―
―

は
じ
め
に

曲
亭
馬
琴
の
中
編
読
本

『
三
七
全
伝
南
何
夢
』
（以
下

『南
何
夢
』
と
略

称
す
る
）
は
、
文
化
五
年

（
一
八
〇
八
）
正
月
、
榎
本
惚
右
衛
門
ほ
か
江
戸

三
書
津
か
ら
六
巻
六
冊
の
形
で
刊
行
さ
れ
た
半
紙
本
型
読
本
で
あ
る
。
美
濃

屋
三
勝

・
茜
屋
半
七
の
心
中
事
件
を
素
材
と
す
る
世
話
浄
瑠
璃

『艶

姿

難

舞
衣
』
（寛
政
八
年

［
一
七
九
六
］
初
演
Ｙ

『女

舞
剣

紅

楓
』
（延
享
三
年

［
一
七
四
六
］
初
演
）
を
下
敷
き
に
し
な
が
ら
も
、
三
勝

・
半
七
で
は
な
く
、

そ
の
親
を
身
代
わ
り
に
自
害
さ
せ
る
な
ど
馬
琴
独
特
の
方
法
に
よ

っ
て
勧
懲

を
正
し
た
本
作
は
、
同
じ
年
の
内
に
歌
舞
伎
化
さ
れ
る
な
ど
好
評
を
博
し
、

馬
琴
自
身
も
本
作
と

『椿
説
弓
張
月
』
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
を
合
わ
せ
て

「
三
大
奇
書
」
と
称
し
て
い
る
。

な
ぜ

『
南
桐
夢
』
は
そ
れ
だ
け
の
高
評
価
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ

う
か
。
本
稿
で
は
そ
の
所
以
を
、
趣
向
の
巧
み
さ
に
求
め
て
考
察
し
て
み
た

い
と
思
う
。
こ
こ
で
い
う

〈趣
向
〉
と
は
、
近
世
文
学
に
見
ら
れ
る
構
成
上

藪

根

矢日

美

の
特
色
で
あ
り
、
す
で
に
定
ま

っ
て
い
る
時
代
や
場
、
登
場
人
物
な
ど
の
構

成
、
す
な
わ
ち

〈世
界
〉
を
縦
筋
と
し
た
と
き
、
そ
の
世
界
に
横
筋
と
し
て

織
り
込
ま
れ
て
お
も
し
ろ
さ
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

一
口
に
趣
向
と
い
っ
て
も
様
々
な
レ
ベ
ル
が
あ
る
が
、
大
き
く
捉
え
れ
ば

『
南
何
夢
』
は
、
三
勝
半
七
の
心
中
劇
と
い
う

〈世
界
〉
に

『
三
国
志
演
義
』

『
捜
神
記
』
『
琵
琶
記
』
や

『
三
度
梅
全
伝
』
な
ど
の
白
話
小
説
を

〈趣
向
〉

と
し
て
織
り
ま
ぜ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
趣
向
は
、

物
語
進
行
の
原
動
力
を
荷
う
読
本
的
枠
組
と
し
て
、
ま
た
、
忠
臣
貞
女
を
描

く
と
い
う
本
作
の
主
意
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
諸
先
行
研
究
に
し
ば
し
ば

述
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
方
で
、　
一
見
す
る
と
な
ぜ
こ
の
場
に
配
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た

の
か
と
疑
間
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
趣
向
も
あ
る
。
そ
の
ひ
と

つ
が
、
ヨ

一

味
線
」
を
め
ぐ
る

一
連
の
趣
向
で
あ
る
。
本
作
に
は
、
巻
之

一
「丹
波
都
が

伝
」
に
は
じ
ま
り
、
い
く

つ
か
の
場
面
で

「
三
味
線
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が

登
場
す
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
馬
琴
の
勧
懲
主
義
と
結
び

つ
く



よ
う
に
は
見
え
ず
、
あ
く
ま
で
当
代
の
読
者
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
の

「慰

み
」
や
、
「勧
懲
を
正
す
」
と
い
う
第

一
義
的
な
要
素
の
下
位
に
配
さ
れ
る

（
４
）

も
の
に
す
ぎ
な
い
と
捉
え
ら
れ
た
た
め
か
、
従
来
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
る
こ

と
が
な
か

っ
た
。
唯

一
、
徳
田
武
氏
に
よ

っ
て
、
巻
之
五

「
覇
旅

の
宿

の

上
」
で
の
三
勝
の
、
病
身
の
夫

・
半
七
と
幼
い
娘
を
養
う
た
め
に
夜
ご
と
絃

歌
を
売
る
と
い
う
趣
向
が

『
琵
琶
記
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
・
趙
五
娘
の
落
塊
を
踏

ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
の
ご
指
摘
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

趙
五
娘
の
琵
琶
を
三
絃
に
持
ち
か
え
さ
せ
て
描
か
れ
る
三
勝
の
辛
苦
の
哀

れ
さ
が
、
『
南
何
夢
』
の
中
で
も
強
く
印
象
に
残
る
場
面
で
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
本
作
に
登
場
す
る

「
三
味
線
」
の
様
々
な
趣
向

ひ
と

つ
ひ
と

つ
を
改
め
て
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
の
用
い
ら
れ
方
は
非
常
に

多
岐
に
わ
た
り
、
か

つ
戦
略
的
で
、
作
品
を
構
成
す
る
の
に
大
き
な
役
割
を

担

っ
て
い
る
こ
と
が
気
付
か
れ
る
。
『
南
何
夢
』
の

「
三
味
線
」
を
め
ぐ
る

趣
向
に
つ
い
て
は
、
『
琵
琶
記
』
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
様
々
な
側
面
か
ら

の
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
論
文
は
こ
う
し
た
三
味
線
を
め
ぐ
る
趣
向
に
つ
い
て
検
討
し
、
『南
何

夢
』
を
趣
向
と
い
う

〈横
糸
〉
か
ら
読
む
こ
と
に
よ

っ
て
、
馬
琴
の
方
法
に

新
た
な

一
面
を
見
出
そ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

一

『南
何
夢
』
の
中
の
三
味
線

『南
何
夢
』
に
登
場
す
る

「
三
味
線
」
に

つ
い
て
考
え
る
に
あ
た

っ
て
、

以
下
に
ま
ず
、
物
語
の
構
成
全
体
に
関
わ
る
問
題
を
二
点
確
認
し
て
お
き
た

い
。

ひ
と
つ
目
は
、
生
き
別
れ
に
な
っ
て
い
た
三
勝

。
敷
浪
母
子
が
、
巻
之

一

「丹
波
都
が
伝
」
で
存
在
が
明
か
さ
れ
た
三
味
線
の
撥
を
割
符
と
し
て
、
巻

之
六
の
下

「長
町
の
五
味
」
で
よ
う
や
く
再
会
す
る
と
い
う
趣
向
で
あ
る
。

そ
の
間
、
楠
の
呪
い
を
受
け
て
臨
終
の
床
に
つ
い
た
半
七
の
母

・
編
篠
が
、

お
さ
ん
に

「神
仏
に
祈
念
し
て
。
ひ
か
れ
る
よ
る
べ
は
三
味
線
の
撥
を
割
符

に
環
会
。
親
子
の
名
告
し
給
へ
よ
」
（巻
之
二

「稚
兄
の
媚
夫
し

と
言
い
聞

か
せ
た
り
、
舞
々
と
な
っ
て
名
を
お
さ
ん
か
ら
改
め
、
「
こ
れ
も
父
丹
波
都

が
臨
終
に
、
し
ふ
ね
く
も
聞
え
お
き
し
、
彼
三
味
線
の
因
果
に
て
今
舞
々
と

な
る
な
ら
ば
。
割
符
の
撥
も
い
た
づ
ら
な
ら
で
。
母
に
あ
ふ
べ
き
よ
す
が
と

も
。
な
り
も
や
せ
ん
」
（巻
之
二

「大
柏
の
権
輿
し

と
述
懐
し
た
三
勝
が
、

三
條
河
原
で
半
七
と
再
会
し
た
際
に
も

「護
身
嚢
は
夫
の
紀
念
。
内
な
る
撥

は
母
に
あ
ふ
。
割
符
に
せ
よ
と
て
亡
父
の
。
遺
せ
し
も
侍
る
な
り
」
（巻
之

四

「夜
半
の
月
塊
し

と
語
る
な
ど
、
割
符
の
撥
の
存
在
が
折
に
ふ
れ
て
言

及
さ
れ
、
母
子
の
再
会
を
示
唆
す
る
伏
線
と
し
て
物
語
を
導
く
と
い
う
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
つ
目
に
挙
げ
る
の
は
文
辞
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
巻
之

一
「丹
波
都

が
伝
」
で
は
、
半
六
の
過
失
に
よ
る
琵
琶
法
師
丹
波
都
の
死
と
、
そ
の
娘
お

さ
ん

（
の
ち
の
三
勝
）
と
半
七
の
出
会
い
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
瀕
死

の
丹
波
都
が
、
手
に
し
て
い
た
楽
器

（三
味
線
）
に
つ
い
て
語
る
場
面
に
次

の
よ
う
に
あ
る
。

又
わ
が
背
負
し
被

包
は
。
異
国
伝
来
の
楽
器
に
て
。
そ
の
形

院
に

似
た
れ
ど
院
な
ら
ず
。
三
條
の
線
を
か
け
て
弾
に
。
千
万
無

量
の
音

を
発
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｇ
南
何
夢
』
巻
之

一
「丹
波
都
が
伝
し



こ
れ
と
類
似
す
る
表
現
に
、
『
色
道
大
鏡
』
（藤
本
箕
山
作
、
延
宝
六
年

［
一
六
七
八
］
序
）
の
、
三
味
線
に
つ
い
て
書
い
た
記
事
中

「
三
筋
の
糸
を

か
け
て
ひ
く
に
、
無
尽
の
色
音
出
た
り
」
と
い
う

一
節
が
あ
る
が
、
こ
の

「
み
す
ぢ
の
い
と
を
か
け
」
、
あ
る
い
は

「
み
す
ぢ
の
い
と
」
と
い
う
言
葉
が

『南
桐
夢
』
の
中

に
何
度
も
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
も
、
本
作

に
お
け
る

「
三
味
線
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
重
要
性
を
考
え
る
上

で
注
目
さ
れ
る
。
以

下
に
そ
の
例
を
見
て
い
く
。

ｏ
さ
る
を
三
勝
が
信
々
し
く
。
昼
は
終
日
看

病
し
。
夜
は
恥
を
忍
び
。

か
ど
　
　
た
ち
　
　
お
や

一ヽ

区
ｒ
掟
」
ψ
　
　
た
ま

　
　

を

門
に
立
。
親
子
二
人
が
玉
の
緒
を
。
三
す
ぢ
の
糸
に
繋
ぎ
と
む
る
。
そ

の
三
味
線
の
手
の
内
を
。
受
る
扇
は
名
も
高
き
。
舞
の
太
夫
の
な
す
事

欺
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
之
五

「
轟
旅
の
宿
の
上
し

・
わ
れ
に
等
し
き
物
た
べ
の
目
鼻
の
あ
た
り
切
抜
し
。
紙
の
仮
面
も
あ
や

し
げ
に
。
撥
も

つ
腎
を
曲
物
の
桧
の
胴
に
竹
を
樟
。
三
條
の
糸
を
か
け

声
も
。
く
り
か

へ
し
く
り
か

へ
し
。
お
な
じ
唱
歌
を

一
口
に

「
と
ぞ
申

し
け
る
。
」
と
唄

つ
ゝ
。
ひ
と

つ
街
を
徘

徊
す
。
　
　
　
　
　
（同
右
）

・
死
ん
と
す
る
父
。
と
ゞ
む
る
母
の
。
心
も
し
ら
ぬ
哀
れ
さ
を
。
洩
聞
て

や
次
の
間
な
る
。
旅
客
が
探

埒

。
こ
れ
も
三
す
ぢ
の
い
と
け
な
き
。

女
児
も
耳
を

側

れ
は
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
右
）

。
お
も

へ
ば
わ
れ
は
涯

　

婦
。
愛
に
溺
れ
て
又
愛
を
。
失
ふ
因
果
は

忽

地
に
。
親
子
三
す
ぢ
の
い
と
迫
て
。
天
道
の
縛

は
。
割
符
を
合
す
罰

と
撥
、
面
目
な
や
と
身
を
投
臥
。
声
を
惜
ず
。
泣
母
の
脊
村
捺
る
三
勝

は
。
そ
を

理

と
も
い
ひ
か
ね
て
。
　

　

（巻
之
六
下

「長
町
の
五
味
し

こ
れ
ら
の
用
例
は
い
ず
れ
も
三
味
線
と
関
わ
る
場
面
に
あ
り
、
「
い
と
」

や

「
か
け
」
を
掛
詞
と
し
て
用
い
な
が
ら
文
辞
を
導
い
て
い
く
表
現
方
法
が

使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、　
一
旦
離
れ
ば
な
れ
に
な

っ
て

い
た
三
勝
と
半
七
が
再
会
を
果
た
す
の
は

「
三
條
河
原
」
で
あ
る
こ
と

（巻

之
四

「夜
半
の
月
塊
し
、
巻
之
五

「
覇
旅
の
宿
の
上
」
に
お
い
て
三
絃
を
奏

し
て
門
付
け
を
行
う
の
は
三
勝

・
笠
松
平
二
の
二
人

で
あ
る
こ
と
な
ど
、

『
南
何
夢
』
を
書
く
に
あ
た

っ
て
、
馬
琴
が

「
三
味
線
」
を
重
要
な
モ
チ
ー

フ
と
設
定
し
、
物
語
を
作
り
な
す
た
め
の

〈横
糸
〉
と
し
て
、
ヨ

直
、
ヨ

一

條
」
、
ヨ

一す
ぢ
の
糸
」
と
い
う
文
辞
を
意
識
的
に
語
り
に
織
り
込
ん
で
い
っ

た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。

一
一

「
丹
波
都
が
伝
」
と
三
味
線
伝
来

再
会
を
導
く
割
符
の
撥
の
存
在
と
、
語
り
に
織
り
込
ま
れ
た

「
三
す
ぢ
の

糸
」
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
か
ら
は

『
南
何
夢
』
の
展
開
を
追

い
な
が
ら
、
さ
ら
に

「
三
味
線
」
の
用
い
ら
れ
方
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

又
わ
が
背
負
し

被

包
は
。
異
国
伝
来
の
楽
器
に
て
。
そ
の
形

院
に

似
た
れ
ど
院
な
ら
ず
。
三
條
の
糸
を
か
け
て
弾
に
。
千
万
無

量
の
音

を
発
す
。
鄭
声
な
れ
ど

味

あ
れ
ば
。
只

私

に
二
味
線
と
名

つ
け
。

年
来
秘
蔵
す
る
と
い
へ
ど
も
。
世
に
稀
な
れ
ば
人
も
し
ら
ず
。
さ
れ
ば

夫
婦
が
別
れ
じ
と
き
。
こ
の

二
味
線

の
撥
を
折
。
再

会
の
紀
念
と
せ

し
。
そ
の
片
割
は
こ
ゝ
に
あ
り
。
親
の
な
き
子
と
憐
ま
れ
。
人
の
情
に

生
育
ば
。
恋
し
ゆ
か
し
と
お
も
ひ
子
の
。
お
さ
ん
が
母
に
名
告
あ
ふ
。

割
符
と
も
な
る
べ
け
れ
ば
。
こ
れ
は
女
児
に
と
ら
せ
た
し
。

「
南
何
夢
』
巻
之

一
「
丹
波
都
が
伝
し



引
用
し
た
の
は

『南
何
夢
』
に
初
め
て
三
味
線
が
登
場
す
る
場
面
で
あ
る
。

お
さ
ん

（後
の
三
勝
）
の
父
親
で
、
盲
人
の
琵
琶
法
師

・
丹
波
都
は
、
半
六

が
楠
の
大
木
を
切
り
倒
す
際
に
誤

っ
て
取
り
落
し
た
斧
に
う
な
じ
を
切
り
裂

か
れ
て
命
を
落
と
す
。
彼
は
死
ぬ
間
際
に
、
自
ら
の
出
自
、
生
き
別
れ
の
妻

の
こ
と
、
手
に
し
て
い
る
珍
し
い
楽
器
の
来
歴
な
ど
を
語
り
、
連
れ
て
い
た

娘
お
さ
ん
を
半
六

。
始
篠
夫
婦
に
託
す
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い

の
は
、
非
業

の
死
を
遂
げ
た
丹
波
都
が

「
異
国
伝
来

の
楽
器
」
に

コ
ニ
味

線
」
と
名
を

つ
け
た
そ
の
人
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的

な
年
代
こ
そ
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
丹
波
都
は
三
味
線
伝
来
に
深
く
関

わ
る
人
物
と
設
定
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

馬
琴
は
本
作
の
主
意
に
つ
い
て
、
序
の
中
で

「余
モ
亦
取

コ
ト
ア
ツ
テ
。

三
勝
半
七
ガ
奇
相
ヲ
述
。
名
ケ
テ
三
七
全
伝
南
何
夢
卜
謂
」
と
述
べ
る
。
い

ま
仮
に
こ
の
言
に
し
た
が
い
、
『南
何
夢
』
を

「
三
勝
半
七
が
奇
相
」
を
語

る
物
語
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
二
人

の
出
会
い
を
描
く

「
丹
波
都
が

伝
」
こ
そ
が
、
ま
さ
に

「
奇
綱
」
の
発
端
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し

て
ま
た
同
時
に

「
丹
波
都
が
伝
」
は
、
日
本
に
お
け
る
三
味
線
の
起
源
、
す

な
わ
ち
三
味
線
の
歴
史
の
発
端
を
語
る
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
『
南
桐
夢
』
の
物
語
は
、
冒
頭
に

「永
正
年
中
の
事
か
と
よ
」
（巻

之

一
「
深
山
路
の
楠
し

と
あ
る
よ
う
に
、
永
正
年
間

（
一
五
〇
四
～

一
五

二

一
）
を
舞
台
と
し
て
語
り
始
め
ら
れ
る
が
、
永
正
年
間
の
大
和
国
に
三
味

線
伝
来
に
関
わ
る
人
物
と
し
て
登
場
す
る
琵
琶
法
師

「
丹
波
都
」
の
設
定
に

は
、
実
際
の
日
本

へ
の
三
味
線
伝
来
の
歴
史
が
ど
の
程
度
ふ
ま
え
ら
れ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。

天
明
三
年

（
一
七
八
三
）
江
戸
伊
勢
屋
次
助
よ
り
刊
行
さ
れ
た
初
代
南
柚

笑
楚
満
人

の
黄
表
紙
初
作

『
敵
討
三
味
線
由
来
』
（画
工
北
尾
政
美
）
は
、

石
村
検
校
と
い
う
実
在
の
近
世
初
期
の
三
味
線
の
名
手
の
娘
の
悲
劇
と
敵
討

ち
と
幸
運
の
獲
得
の
話
を
軸
に
し
て
、
三
味
線
曲
に
関
す
る
最
も
基
礎
的
と

も
思
え
る
知
識
を
読
者
に
与
え
る
と
い
う
、
草
双
紙
本
来
の
効
能
に
徹
し
た

作
品
で
あ
る
が
、
そ
の
自
序
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

本
朝
の
糸
調
は
、
天

錮

女

命
の
庭
燎
の
唱

歌
よ
り
起
り
て
、
琴
藤
筆

琵
琶
に
か
ぎ
り
た
り
。
し
か
る
に
人
皇
百
七
代
正
親

町

院
の
御
宇
永

禄

二
年
、
琉
球
国
よ
り
蛇
皮
二
弦

の
楽
器

渡

て
、
和
泉
国
中
小
路

大
和
国
長
谷

の
霊
夢

に
よ

つ
て

一
絃
を
糸
加
し

て
三
味
線
と
号
、

門
人
石
村
妙
手
に
し
て
今
此

器
の
工
な
る
来
由
実
蔓
を
尋
て
、
児
女

出

精
の
便
に
も
と
、
州
紙
な
ら
し
む
。

こ
の
自
序
は
、
近
世
前
期
の
三
味
線
歌
謡
を
集
成
し
た
歌
謡
集

『
松

の

葉
』
（元
禄
十
六
年

［
一
七
〇
三
］
刊
）
に
倣

っ
た
も
の
で
あ
り
、
本
作

の

解
説
の
中
で
小
池
正
胤
氏
は
、
『
敵
討
三
味
線
由
来
』
編
中
に
引
か
れ
る
歌

謡
に
は

『松
の
葉
』
に
見
ら
れ
る
の
と
同

一
の
も
の
が
多
い
こ
と
を
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
こ
の

『松

の
葉
』
や
、
『
大
怒
佐
』
（作
者
不
明
。
貞
享
二
年

［
一
六
八
五
］
刊
）
は
、
『
敵
討
三
味
線
由
来
』
の
自
序
に
あ
る
通
り
永
禄
伝

来
説
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
永
禄
伝
来
説
の
も
と
に
な

っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
ヨ

一す
ぢ
の
糸
」
に
関
す
る
文
辞
の
考
察
で
も

す
で
に
触
れ
た
、
藤
本
箕
山
の

『
色
道
大
鏡
』
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の
記
事

を
引
用
す
る
。

三
味
線
の
お
こ
り
は
、
永
禄
年
中
に
、
琉
球
国
よ
り
是
を
わ
た
す
。
其



時
は
蛇
皮
に
て
は
り
て
、
二
絃
な
る
物
也
。
泉
州
堺
の
琵
琶
法
師
中
小

路
と
い
ひ
け
る
盲
目
に
、
人
の
と
ら
せ
た
り
け
る
を
、
此
盲
目
よ
ろ
こ

び
て
、
し
ら
べ
つ
ゝ
こ
ゝ
ろ
み
け
れ
ど
、
教
を
き
か
ざ
れ
ば
音
律
か
な

は
ず
。
是
を
心
う
く
お
ぼ
え
て
、
長
谷
の
観
世
音

へ
詣
て
、　
一
七
日
参

篭
し
、
引
や
う
を
祈
り
し
に
、
あ
ら
た
な
る
霊
夢
あ
り
て
、
階
を
く
だ

る
時
に
、
大
中
小
の
糸
三
筋
、
盲
目
が
足
に
か
ゝ
る
。
是
を
と
り
、
三

筋
の
糸
を
か
け
て
ひ
く
に
、
無
尽
の
色
音
出
た
り
。
そ
れ
よ
り
三
絃
に

き
は
む
る
故
に
、
三
味
線
と
し
か
い
ふ
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
三
味
線
は
、
「永
禄
年
中
」
に
琉
球
国
か
ら
伝
わ
り
、
も

と
は

「蛇
皮
に
て
は
り
て
二
絃
な
る
物
」
、
泉
州
堺
の
琵
琶
法
師
中
小
路
が

長
谷
寺
参
篭
の
際
に
霊
夢
を
受
け
て
、
今
の
三
弦
の
形
と
な
り
、
弦
が
三
本

あ
る
の
で

「
三
味
線
」
と
い
う
よ
う
に
な

っ
た
と
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
引
用

の
後

で
は
、
虎
沢
、
沢
住
、
播
州
加
賀
都

（
の
ち

の
柳
川
検
校
）
、
城
秀

（
の
ち
の
八
橋
検
校
）
と
い
っ
た
法
師
ら
が
、
そ
の
発
展
に
関
わ
る
重
要
な

人
物
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
三
味
線
永
禄
伝
来
説
は
、
こ
の
後
、

『
本
朝
世
事
談
綺
』
（菊
岡
浩
涼
作
。
享
保
十
九
年

［
一
七
三
四
］
刊
）
、
『
竹

豊
故
事
』
（浪
速
散
人

一
楽
作
。
宝
暦
六
年

［
一
七
五
六
］
刊
）
な
ど
に
も

引
き
継
が
れ
て
ゆ
く
。

ま
た

『
色
道
大
鏡
』
と
は
別
の
伝
来
説
を
示
す
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、

文
禄
伝
来
説
を
と
る
も
の
に
は

『
糸
竹
初
心
集
』
（中
村
宗
三
作
。
寛
文
四

年

［
一
六
六
四
］
初
版
）
、
冨

一味
線
間
答
』
（耳
見
斎
眼
聴
作
。
天
明
五
年

［
一
七
八
五
］
刊
）
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
説
で
は
三
味
線
を
伝
え
た
の

は

「
石
村
検
校
」
で
あ
る
と
す
る
が
、
琉
球
の
蛇
皮
で
張

っ
た
楽
器
が
由
来

で
あ
る
こ
と
は
、
永
禄
伝
来
説
と
同
じ
で
あ
る
。

ま
た
、
馬
琴
も
目
を
通
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
、
太
宰
春
台
の

『
獨

〓
Ｌ

（成
立
年
未
詳
。
春
台

［
一
七
八
七
年
没
］
の
晩
年
の
作
）
で
は
、
ヨ

一

線
は
琉
球
国
の
楽
器
な
る
を
、
慶
長
の
こ
ろ
と
や
ら
ん
、
此
の
国
に
伝

へ
し

（
‐２
）

と
云
ふ
」
と
、
慶
長
伝
来
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
日
本

へ
の
三
味
線
伝
来
に
関
す
る
諸
説
を
確
認
し
た
上
で

「
丹
波

都
が
伝
」
に
立
ち
戻

っ
て
み
る
と
、
三
味
線
を
名
付
け
た
丹
波
都
な
る
人
物

は
、
琵
琶
法
師
で
あ
る
と
い
う
点
は
諸
説
と
共
通
す
る
も
の
の
、
そ
れ
以
外

は
史
実
に
根
拠
を
も
た
な
い
ま

っ
た
く
の
創
作
上
の
人
物
な
の
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
勿
論
、
そ
の
丹
波
都
が
、
「
自
分
が
名
を
付
け
た
」
と
い

う
三
味
線
の
起
源
も
、
架
空
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
『
南
何
夢
』
の
中

で
架
空

の
三
味
線
伝
来
説
話
を
担
わ
さ
れ
た

「
丹
波
都
」
と
い
う
人
物
を
、
馬
琴
は

一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
設
定
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
か
。
続
い
て
は
、
「
丹
波
都
」
と
い
う
名
前
の
由
来
と
地
名
、

そ
し
て
三
味
線
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

〓
一　
地
名
を
結
ぶ

「
三
條
の
線
」

丹
波
都
は
、
自
分
の
死
骸
を
三
味
線
と
と
も
に
埋
め
て
く
れ
と
言
い
残
し

て
絶
命
し
、
半
六
は
遺
言
通
り
に
丹
波
都
を
佐
保
の
願
成
寺
に
埋
め
て
菩
提

を
弔
う
。
次
に
引
用
す
る
の
は
、
丹
波
都
の
臨
終
の
場
面
で
あ
る
。

望
が
ま
し
き
事
な
が
ら
。
こ
の
三
味
線
は
わ
が
骸
と
。
共
に
座
て
賜
給

へ
。
も
し
後
の
世
に
こ
の
楽
器
の
。

行

る
ゝ
日
も
あ
ら
ば
。
朽
ぬ
名

の
み
を
呼
れ
ん
と
。
い
ひ
遺
す
言
の
葉
は
。
今
も
大
和
の
城
下

郡
。



武
嗽
酢
の
璧
に
佐さ
酔
の崖
。っ
丹た
か
祀
と
呼ょ
ぶ
二
の
服
を
。
三み
鷹
の
継

に
象
り
し
は
。
是
こ
の
縁

故
な
る
べ
し
。

「
南
何
夢
』
巻
之

一
「丹
波
都
が
伝
し

丹
波
都
の
死
に
関
連
し
て

「
三
味
田
の
里
」
「佐
保
の
庄
」
「丹
波
市
」
と

い
う
三
つ
の
地
名
が
登
場
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ

「
三
味
線
」
、
沢
三
味
線

の
）
悼
」
、
そ
し
て
琵
琶
法
師

「丹
波
都
」
の
名
に
掛
け
ら
れ
た
も
の
と
考

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ヨ
一條
の
糸
に
象
」
ら
れ
る
と
い
う
こ
れ
ら
の
地
名
に

つ
い
て

『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』
を
参
照
し
て
み
る
と
、
「丹
波
市
」
「佐
保

の
庄
」
は
、
と
も
に
今
も
奈
良
県
天
理
市
に
残
る
地
名

（現

¨
丹
波
市
町

・

佐
保
庄
町
）
と
し
て
立
項
さ
れ
て
い
た
が
、
ヨ
一味
線
」
と
掛
け
ら
れ
て
い

る

「
三
味
田
」
と
い
う
地
名
だ
け
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
、
「佐
保

卜

控

Ｆ

ド

ｒ

ｌ

庄
村
」
の
項
に

「竹
ノ
内
村

。
三
昧
田
村
の
中
間
、
上
街
道
に
沿
う
村
」
と

あ
り
、
ヨ

一味
田
」
に
近
い
地
名
と
し
て

「
三
昧
田
」
と
い
う
場
所
が
あ
る

こ
と
が
確
認
で
き
た
。

そ
こ
で
さ
ら
に
、
馬
琴
蔵
書
に
も
見
え
る

「大
和
国
細
見
図
」
舎
子
保
二

（
‐５
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

〇
年
刊
）
で
確
認
を
し
て
み
る
と
、
「
丹
波
市
」
の
真
南
に

「
三
味
田
」
で

は
な
く

「
三
昧
田
」
が
、
そ
し
て
そ
の
東
に

「
佐
保
庄
」
が
上
街
道
沿
い
に

並
ん
で
位
置
し
て
お
り
、
や
は
り

「
三
味
田
の
里
」
は
、
ョ

一昧
田
」
を
も

と
に
、
ヨ

一味
線
」
に
こ
じ

つ
け
て
作
ら
れ
た
架
空
の
地
名
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
を
整
理
す
る
と
、
三
味
線
伝
来
と
関
わ
り
の
あ
る
人
物

「
丹
波

都
」
の
名
は
、
地
名

「
丹
波
市
」
か
ら
取
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

「
丹
波
市

（丹
波
都
Ｌ

と
ご
く
近
い
場
所
に
あ
る

「佐
保

（樟
と

と
に
繋
が
り
を
も

た
せ
る
べ
く
、
馬
琴
は
、
ヨ

一昧
田
」
を

「
三
味
田
」
と
敢
え
て
作
り
替
え

て
用
い
、
そ
の
上

で
三

つ
の
地
名
を
、
ヨ

一條
の
線
に
象
」
る
こ
と
に
よ

っ

て
結
び

つ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
丹
波
都
に
三
味
線
伝
来
を
語
ら

せ
る
と
い
う
本
作
の
趣
向
は
、
大
和
国
に
見
え
る
こ
の
三

つ
の
地
名
か
ら
生

ま
れ
た
と
言

っ
て
間
違
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

石
川
秀
巳
氏
は
、
〈巷
談
物
〉
と
分
類
さ
れ
る
作
品
群
の
構
造
を
探
る
論

考
の
中
で
、
そ
の
地
理
的
設
定
に
触
れ
、
多
く
の
場
合
そ
れ
ら
は
恣
意
的
で

あ
る
と
指
摘
し

つ
つ
も
、
『
南
何
夢
』
の
前
半
の
舞
台
が
大
和
国
に
設
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
典
拠
の
主
人
公
半
七
の
出
身
地
に
因
ん
で
選

ば
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
後
半
部
に
お
い
て
典
拠
の
舞
台
で
あ
る
浪
速

へ
移
動
す
る
こ
と
を
見
こ
し
て
の
設
定
で
も
あ

っ
た
と
し
て
積
極
的
な
意
義

（
‐６
）

を
認
め
て
お
ら
れ
る
。

し
か
し
、
『南
何
夢
』
の
発
端
に
据
え
ら
れ
、
物
語
を
展
開
さ
せ
る
上

で

重
要
な
役
割
を
担
う
三
味
線
の
伝
来
を
語
る

「
丹
波
都
」
が
、
地
名

「
丹
波

市
」
に
由
来
す
る
こ
と
、
ま
た
、
『
色
道
大
鏡
』
な
ど
に
見
え
る
三
味
線
起

源
諸
説
に

「大
和
国
長
谷
寺
の
観
音
の
与
え
た
霊
夢
」
が
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
大
和
国
に
お
い
て
物
語
が
語
り
始
め
ら
れ

る
こ
と
に
は
、
よ
り
強
い
必
然
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
架
空
の
人
物

「
丹
波
都
」
の
名
前
の
由
来
が
大
和
国
に
見
え
る
地

名

で
あ

っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
が
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
馬
琴
は

『
南
何

夢
』
の
中
に
架
空

の
三
味
線
起
源
を
語
り
、
ヨ

一昧
田
」
を

「
三
味
田
」
と

こ
じ

つ
け
て
ま
で
三
味
線
と
関
連
付
け
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で

は
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。



四
　
一二
味
線
の
出
来
を
語
る
物
語

琵
琶
法
師

・
丹
波
都
は
臨
終
の
際
に
、
「年
来
秘
蔵
」
し
て
い
た
楽
器
に

つ
い
て

「
も
し
後
の
世
に
こ
の
楽
器
の
。
行
る
ゝ
日
も
あ
ら
ば
。
朽
ぬ
名
の

み
を
呼
れ
ん
」
と
語
る
が
、
『
南
何
夢
』
の
中
で
こ
の
後
、
ま
さ
に
そ
の
流

行
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
る
に
此
ご
ろ
三
味
線
と
い
ふ
楽
器
世
に
行

れ
て
。
こ
れ
を
嗜
む

も
の
多
か
り
。
こ
れ
な
ん
三
勝
が
父
丹
波
都
が
弾
初
た
る
も
の
な
れ
ば
。

い
と
ゞ
昔
を
忍
ば
れ
て
。
三
勝
は
洛
に
あ
り
け
る
日
。
よ
く
倣
ひ
得
た

り
し
か
ば
。
彼
此
の
女
の
童
に
。
彼
三
味
線
を
教
。
（中
略
）
母
三
勝

が
。
毎
日
に
彼
此
の
女
の
童
に
教
る
を
。
聞
な
れ
て
。
ま
は
ら
ぬ
舌
に
。

椰
節
唄
ふ
も
可
愛
し
。
　
　
　

翁
南
何
夢
』
巻
之
四

「夜
半
の
月
塊
し

引
用
し
た
の
は
、
再
会
を
果
た
し
た
半
七
と
と
も
に
近
江
国
多
賀
荘
に
隠

れ
住
ん
だ
三
勝
が
、
都
で
習
い
覚
え
た
三
味
線
を
近
所
の
子
供
達
に
教
え
て

暮
ら
し
を
立
て
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
三
味
線
が
流
行
り
だ
し
た
と
い
う

記
述
と
と
も
に
、
ヒ
ロ
イ
ン
が
近
所
の
子
供
ら
に
こ
れ
を
教
え
る
と
い
う
展

開
は
、
前
述
し
た
楚
満
人
の

『敵
討
三
味
線
由
来
』
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
が
、
発
端
部
で
伝
来
が
語
ら
れ
、
巻
之
四
で
そ
の
後
の
三
味
線
の
盛
行

が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち

『南
何
夢
』
の
物
語
中
に
三

味
線
の
来
歴
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
言
え
よ
う
。
で
は
、

こ
う
し
て
三
味
線
の
来
歴
が
織
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
は
、
物
語
全
体
を
通
し

て
ど
の
よ
う
な
意
義
が
見
い
だ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
手
掛
り
に
な
る
の

が
、
『南
桐
夢
』
に
登
場
す
る
三
味
線
歌
謡
と
風
俗
で
あ
る
。

ま
ず
、
さ
き
ほ
ど
の
引
用
に
も
登
場
し
た

「椰
節

（投
げ
節
と

に
つ
い

て
考
え
る
。
近
江
国
多
賀
荘
に
隠
れ
住
ん
だ
三
勝
は
半
七
と
の
間
に
娘
お
通

を
も
う
け
る
が
、
そ
の
娘
が
母
を
ま
ね
て
謡
う
と
さ
れ
て
い
る
の
が

「椰

節
」
で
あ
る
。
こ
の
部
分
に
馬
琴
は
自
注
を
付
け
、
「椰
節

〈後
投
節
と
い

ふ
　
故
あ
り
略
レ
之
と

と
述
べ
て
お
り
、
馬
琴
に
と

っ
て
椰
節
と
投
げ
節
は

同
義
だ

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
『敵
討
三
味
線
由
来
』
に
も
、
主
人
公
朝
妻

が
廓
中
で
朋
輩
に
三
味
線
を
教
え
る
場
面
で
、
「
そ
の
こ
ろ
迄
は
東
に
は
三

味
線
ま
れ
な
り
け
る
を
、
朝
妻
多
く
朋
輩
に
教

へ
、
（中
略
）
中
に
も
投
げ

節
と
い
ふ
も
の
を

つ
く
り
て
謡
ひ
け
る
。
（中
略
）
此
投
げ
節
、
廓
の
名
物

と
な
り
て
家
ご
と
に
謡
ひ
け
る
。
」
と
し
て
、
投
げ
節
の
流
行
が
言
わ
れ
て

い
る
。
『敵
討
三
味
線
由
来
』
が
拠

っ
て
い
る
と
さ
れ
る

『
松
の
葉
』
の
第

五
巻
に
は

「
古
今
百
首
な
げ
ぶ
し
」
が
載
る
が
、
『
日
本
古
典
文
学
大
系
４４

中
世
近
世
歌
謡
集
』
の
浅
野
建
二
氏
頭
注
に
よ
れ
ば
、
こ
の

「
な
げ
ぶ
し
」

は
、
「
江
戸
弄
斎
の
後
を
承
け
て
明
暦
頃
よ
り
元
禄

・
享
保
頃
ま
で
行
わ
れ

た
流
行
歌
謡
」
で
あ
る
と
い
う
。

つ
ま
り
、
「椰
節

（投
げ
節
と

は
、
三
味

線
が
伝
来
し
た
と
さ
れ
る
永
禄
か
ら
、
あ
る
い
は

『
南
何
夢
』
の
舞
台
と
さ

れ
る
永
正
か
ら
は
遠
く
時
代
を
下

っ
た
、
近
世
初
期
の
風
俗
な
の
で
あ
る
。

同
様
の
こ
と
が
、
巻
之
五

「覇
旅
の
宿
の
上
」
に
登
場
し
、
実
は
三
勝
の

養
父
笠
松
平
三
が
そ
の
身
を
や

つ
し
て
い
る
と
い
う
物
た
べ
の
翁
の
謡
う

「
と
ぞ
申
け
る
」
と
、
半
七
に
求
め
ら
れ
て
お
通
の
謡
う
俗
謡

「赤
き
物
の

し
な
／
ヽ
」
に
も
言
え
る
。

ま
ず

「
と
ぞ
申
け
る
」
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
「按
ず
る
に
。
こ
の
後

宝
永
年
間
。
武
江
に
も
又
囲
園
日
Ⅲ
田
国
と
い
ふ
乞
食
あ
り
し
に
や
。
ち
か
こ



ろ
あ
る
人
の
所
蔵
。
お
で
ゞ
こ
双
六
と
い
ふ
も
の
を
見
し
に
。
又
こ
の
図
あ

（Ｂ
）

り
。
」
と
の
自
注
か
ら
も
、
こ
れ
は
近
い
世
の
近
世
の
風
俗
を
取
り
入
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
明
ら
か
な
の
は

『
馬
琴
中
編
読
本
集
成
　
第
七
巻
』
の
徳

田
武
氏
解
題
に
指
摘
の
あ
る
通
り
で
あ
る
。

ま
た
、
「
赤
き
物
の
し
な
／
ヽ
」
に
も

「
左
の
唱
尋
は
慶
安
二
年
の
印
本

尤
草
紙
。
上
の
巻
。
第
廿
九
張
に
見
え
た
り
。
編
者
の
自
注
に
。
是
は

一
ト

と
せ
し
ゆ
ら
く
の
城
の
時
分
。
京
童
の
小
ヨ
也
と
い
へ
り
」
と
自
注
が
付
け

ら
れ
て
お
り
、
「
衆
楽
の
城

の
時
分
」
と
あ
る
こ
と
に
留
意
は
必
要
な
も
の

の
、
馬
琴
が
見
た

『
尤
草
紙
』
が

「慶
安
二
年
の
印
本
」
で
あ

っ
た
と
い
う

こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
記
し
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。

つ
ま
り
、
明
暦

（
一
六
五
五
～

一
六
五
七
）
か
ら
元
禄

（
一
六
八
八
～

一

七
〇
三
）
。
享
保

（
一
七

一
六
～

一
七
三
五
）
に
流
行
し
た

「
椰
節

（投
げ

節
と
、
宝
永
年
間

（
一
七
〇
四
～

一
七

一
〇
）
の
武
江
に
見
ら
れ
る

「
と
ぞ

申
け
る
」
と
謡
う
乞
食
、
慶
安
二
年

（
一
六
四
九
）
の
印
本

『尤
草
紙
』
に

見
え
る
俗
謡

「赤
き
物
の
し
な
／
ヽ
」
は
、
す
べ
て
、
本
作
の
舞
台
で
あ
る

南
朝
で
は
な
く
、
近
世
初
期
の
、
よ
り
当
代
に
近
い
風
俗
、
さ
ら
に
言
え
ば
、

『南
何
夢
』
の
も
と
と
な

っ
た
三
勝
半
七
の
心
中
事
件
の
起
こ
っ
た
、
元
禄

八
年

（
一
七
〇
〇
）
に
よ
り
近

い
時
代

の
も
の
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

『南
何
夢
』
に
伝
来
か
ら
の
三
味
線
の
来
歴
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は

先
述
し
た
が
、
本
来
三
百
年
近
く
あ
る
そ
の
歴
史
を
作
中
に
凝
縮
し
て
う

つ

す
こ
と
に
よ

っ
て
、
馬
琴
は
、
作
品
の
舞
台
で
あ
る
永
正

（
一
五
〇
四
～

一

五
二

一
）
か
ら
水ヽ
禄

（
一
五
五
八
～

一
五
七
〇
）
と
、
実
際
の
心
中
事
件
が

起

っ
た
元
禄
八
年

（
一
七
〇
〇
）
ま
で
を
繋
ぐ
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
だ

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
稗
史
物
読
本
に
多
く
見
ら
れ
る
特
徴
と
し
て
、
舞

台
を
南
朝
に
設
定
し
た
史
伝
的
な
構
造
を
も
ち
、
中
世
と
近
世
の
風
俗
の
な

い
交
ぜ
に
な

っ
た
世
界
に
物
語
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
『南

何
夢
』
に
三
味
線
の
来
歴
を
織
り
込
む
と
い
う
構
成
に
は
、
そ
う
し
た
世
界

を
組
立
て
る
に
あ
た

っ
て
の
、
馬
琴
の
戦
略
的
な
試
み
を
見
て
取
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
ま
た
、
ヨ

一勝
半
七
が
奇
綱
」
の
発
端
で
あ
る

「
丹
波
都
が
伝
」

に
お
い
て
、
同
時
に
三
味
線
の
縁
起
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
、
『
敵
討
三
味
線

由
来
』
の
序
に
そ
の
起
源
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
の
と
同
じ
く
、
こ
れ
か
ら
物

語
を
導
い
て
ゆ
く
三
味
線
の
由
緒
を
発
端
部
に
お
い
て
正
し
て
お
こ
う
と
す

る
と
い
う
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
次
頁
に

【
図
１
】
・
【
図
２
】
と
し
て

『南
何
夢
』
の
初
摺
本
と
後

摺
本
の
見
返
し
の
絵
を
掲
げ
た
。
初
摺
で
は
、
龍
を
か
た
ど

っ
た
円
の
中
に

文
字
が
配
置
さ
れ
て
い
た
の
が
、
後
招
で
は
、
蛇
皮
線

・
琵
琶
の
よ
う
な
二

本
の
楽
器
の
絵
に
変
え
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
徳
田
武
氏
は
前
掲

（
２‐
）

論
文
に
お
い
て
こ
れ
を
、
先
述
し
た
巻
之
五
の
三
勝
門
付
け
と
関
連
づ
け
て

述
べ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
三
味
線
の
来
歴
を
織
り
込
む
と
い
う

『南
何
夢
』

の
構
造
を
考
え
た
時
、
こ
の
見
返
し
の
絵
に
は
、　
一
場
面
の
趣
向
を
強
調
す

る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
別
の
意
図
が
見
え
て
こ
な
い
だ
ろ
う
か
。

後
招
本
見
返
し
の
絵
に
書
か
れ
た
句
を
見
て
み
る
と
、
右
に
は

「
原
是
何

等
物
非
院
還
非
琵
」
、
左

に
は

「琉
蛇
蛇
味
線
北
地
胡
不
児
」
と
あ
る
。

「
院
」
は

『
南
桐
夢
』
の
な
か
で
丹
波
都
が
三
味
線
を
説
明
す
る
際
に

「
院

に
似
た
れ
ど
院
な
ら
ず
」
（巻
之

一
）
と
述
べ
る
よ
う
に
三
味
線
に
似
た
楽



【
図
１
】
『南
何
夢
』
初
招
本
見
返
し

（『馬
琴
中
編
読
本
集
成
　
第
七
巻
し

【
図
２
】
『南
何
夢
』
後
摺
本
見
返
し

（『
日
本
名
著
全
集
第
十
三
巻
　
一Л
本
集
し

器
で
、
院
成
と
呼
ば
れ
る
も
の
。
前
掲
の
太
宰
春
台

『
獨
語
』
に

「昔
晋
院

成
が
造
り
し
楽
器
を
院
成
と
云
ふ
。
此
の
国
に
伝

へ
て
昔
は
翫
び
け
る
に
や
。

延
喜
式
に
載
せ
た
り
。
今
の
三
線
は
、
院
成
の
遺
制
な
り
と
云
ふ
は
い
か
ゞ

あ
ら
ん
。
院
成
は
い
か
な
る
制
に
て
か
有
り
け
ん
。
」
と
あ
り
、
院
成
を
三

味
線
の
起
源
と
す
る
説
も
あ

っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
「
琵
」
は
琵
琶
の
こ
と

で
あ
ろ
う
か
ら
、
右
の
句
は

「
院
成
で
は
な
く
、
琵
琶
で
も
な
い
。
そ
も
そ

も

一
体
こ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
」
と
楽
器
の
由
来
を
問
う
内
容
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
左
の
句
の

「琉
蛇
」
は

「琉
球
」
を
指
し
、

「胡
不
児
」
は
村
瀬
拷
亭
の
随
筆

『
机
苑
日
渉
』
（文
化
四
年

［
一
八
〇
七
］

初
版
刊
）
巻
之
四

「
三
絃
」
の
項
に

「
三
絃
此
云
二
沙
弥
線

二

名
渾
不
似
。

一
名
胡
不
児
。　
一
名
火
不
思
。
（中
略
）
皆

一
音
之
転
訛
耳
。
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
三
味
線
の
別
名
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
「北
地
」

が
ど
こ
を
指
す
か
は
未
考
で
あ
る
が
、
日
本
の
三
味
線
の
起
源
を
琉
球
の
蛇

皮
線
に
求
め
る
説
が
多
い
こ
と
は
既
に
確
認
し
た
通
り
で
、
左
の
句
は

「
琉

球
の
蛇
皮

（味
）
線
、
北
地
の
胡
不
児
」
と
、
日
本

へ
の
三
味
線
伝
来
の
起

源
と
い
わ
れ
る
楽
器
の
名
前
を
並
べ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

つ
ま

り
こ
の
見
返
し
の
絵
は
、
三
味
線
の
起
源
と
も
い
え
る
楽
器
の
絵
を
、
そ
の

起
源
を
問
う
内
容
の
句
と
と
も
に
描
い
た
も
の
、
す
な
わ
ち
読
者
に
三
味
線

の
起
源
を
強
く
印
象
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

見
返
し
は
表
紙
を
繰

っ
て
ま
ず
目
に
入
る
も
の
、
す
べ
て
の
物
語
の
は
じ

ま
り
に
置
か
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
三
味
線
の
起
源
を
問
う
こ
の
後
摺
本

見
返
し
の
絵
は
、
こ
の
あ
と
伝
来
に
始
ま
り
当
代
ま
で
の
来
歴
を
語
る
、
三

味
線
を
め
ぐ
る
物
語
と
し
て
の

『南
何
夢
』
の
冒
頭
に
ふ
さ
わ
し
い
意
匠
で

web公開に際し、画像は省略しました



あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
見
返
し
の
絵
の
改
変
が
誰
の
手
に
よ

る
も
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ

『南
桐
夢
』
が
三
味
線
の

来
歴
を
描
い
た
作
品
と
し
て
当
時
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
興
味
深
い

資
料
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

五

「
戯

　

曲
め
き
た
る
」
語
り

前
節
で
、
『
南
何
夢
』
に
は
三
味
線
を
通
し
て
当
代
の
風
俗
が
描
か
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
最
後
に
、
そ
の

一
例
と
し
て
興
味
深
い
場

面
を
紹
介
し
た
い
。

『
南
桐
夢
』
に
は
、
七
五
調
の
演
劇
風
の
語
り
が
非
常
に
印
象
に
残
る
場

面
が
い
く

つ
か
あ
る
。
例
え
ば
、
琵
琶
法
師

・
丹
波
都
が
瀕
死
の
状
態
で
語

る
場
面

（巻
之

一
「丹
波
都
が
伝
し
、
三
條
河
原
で
の
三
勝
半
七
の
再
会
の

場
面

（巻
之
四

「夜
半
の
月
塊
し
、
全
八
、
蝶
九
郎
ら
悪
者
と
蟻
松
曽
太
郎

の
立
ち
回
り

（巻
之
五

「
主
な
き
園
の
花
し
、
園
花
の
愁
嘆

（同
）
な
ど
で

あ
る
。
「愁
嘆
場
」
「
た
ち
ま
わ
り
」
で
七
五
調
が
積
極
的
に
用
い
ら
れ
、
作

品
に
演
劇
的
効
果
を
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
、
野
口
隆
氏
に

よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
今
回
、
そ
の
中
で
も
特
に
、
三
味

線
と
関
連
し
て
取
り
上
げ
た
い
の
が
、
巻
之
五

「
轟
旅
の
宿
の
上
」
で
病
を

得
て
自
害
を
決
意
す
る
半
七
と
、
そ
れ
を
必
死
で
止
め
よ
う
と
す
る
三
勝
、

泣
く
お
通
の
二
人
が
演
じ
る
愁
嘆
場
に
、
隣
室
か
ら
さ

っ
そ
う
と
笠
松
平
三

が
登
場
す
る
ま
で
の
場
面
で
あ
る
。
七
五
調
の
文
体
が
効
果
的
に
愁
嘆
の
雰

囲
気
を
盛
り
上
げ
、
物
語
の
中
で
も
も

っ
と
も
印
象
に
残
る
場
面
の
ひ
と

つ

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

死
ん
と
す
る
父
。
と
ゞ
む
る
母
の
。
心
も
し
ら
ぬ
哀
れ
さ
を
。
洩
聞
て

や
次
の
間
な
る
。
旅
客
が
礫

持
。
こ
れ
も
三
す
ぢ
の
い
と
け
な
き
。

女
児
も
耳
を

側

れ
は
。
三
勝
は
嫌
し
か
ね
て
。
や
よ
お
通
。
あ
れ
を

離
ず
や
。
駅
は
こ
の
手でを
腱
さ
れ
ず
。
催
な
が
ら
彿
攪
瀧
に
。
あ
は
じ

て
参
々
の
遺
言
を
。
聞
じ
給

へ
と
い
ふ
顔
を
。
さ
し
覗
き

つ
ゝ
う
ち

臨
薫
。
（中
略
）
獄
方た雌
方た
に
ま
つ
は
り
て
。
糠
子こ三
淵
倒
側
の
。
さ瞭

に
狂
ふ
意
馬
心
猿
。
繋
か
ね
た
る
玉
の
緒
も
。
今
や
断
ん
と
見
え
た
り

け
る
。
浩

処
に
次
の
間
よ
り
。
蒸

襖
を
押
開
き
。
や
よ
待
給
へ
婿
ど

の
。
と
呼
か
け
つ
ゝ
。
三
味
線
引
提
て
立
出
る
。
三
勝
こ
れ
を
見
か
へ

る
に
。
甲
夜
に
歌
り
し
旅
客
は
。
笠
松
平
三
な
り
し
か
ば
。
こ
は
思
ひ

か
け
ず
。
と
ば
か
り
に
。

恥

し
さ
と
喜
し
さ
に
。
し
ば
し
言
語
は
な

か
り
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
之
五

「覇
旅
の
宿
の
上
し

一
読
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
地
の
文
、
三
勝

。
平
三
の
発
話
の
す
べ

て
が
七
五
調
で
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
背
景
に
隣
室
か
ら
の
三
味

線
の
音
が
流
れ
て
い
る
と
い
う
設
定
は
、
七
五
調
の
文
体
と
あ
い
ま
っ
て
、

ま
る
で
眼
前
に
浄
瑠
璃
を
鑑
賞
し
て
い
る
よ
う
な
臨
場
感
を
与
え
て
い
る
と

一百
え
よ
う
。

本
作
が
、
文
化
四
年
に
成
り
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
読
本
の
中
で
は
、
抜
群

に
七
五
調
の
語
り
の
多
い
作
品
で
あ
る
と
は
、
野
口
隆
氏
の
述
べ
ら
れ
る
通

り
で
あ
り
、
『南
桐
夢
』
の
語
り
の
浄
瑠
璃
節
へ
の
接
近
に
つ
い
て
は
、
結

び
で
馬
琴
自
身
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

▲
作
者
馬
琴
こ
の
書
を
稿
じ
を
は
る
の
夕
。
燈
を
掲

案
を
村
し
。
ひ

と
り
嘆
じ
て
云
。
む
か
し
信
濃
前
司
行
長
入
道
の
平
家
物

語
は
。
原



謡

せ
ん
と
て
作
り
た
る
を
。
後
の
人
は
よ
く
も
見
ざ
れ
ば
。
只
尋
常

の
軍
記
と
の
み
思
ふ
め
り
。
今
わ
が
南
何
夢
は
。
読
せ
ん
と
て
作
り
た

れ
ど
。
閲
　
者
そ
の
戯

　

曲
め
き
た
る
を
笑
ふ
も
あ
る
べ
し

「
南
何
夢
』
巻
之
六
末
尾
）

野
口
隆
氏
は
ま
た
、
前
掲
論
文
で
文
辞
の
浄
瑠
璃

へ
の
接
近
に
つ
い
て
述
べ

る
中
で
、
主
語
を
大
幅
に
省
く
、
述
語
末
に
く
ぎ
り
め
を
置
か
ず
連
体
修
飾

に
よ

っ
て
あ
と
に
続
け
る
と
い
っ
た

「構
文
上
の
性
格
」
に
つ
い
て
も
触
れ

ら
れ
る
が
、
そ
う
し
た
浄
瑠
璃
的
な
七
五
調
の
背
景
に
、
さ
ら
に
三
味
線
の

調
べ
を
置
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
浄
瑠
璃
舞
台
を
ま
る
ご
と
読
本
の
中
に
う

つ

し
て
し
ま
う
と
い
う
趣
向
は
、
ま
さ
に
馬
琴
の
言
う

「戯

　

曲
め
き
た
る
」

語
り
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
本
論
の
主
旨
か
ら
い
え
ば
、

こ
の
趣
向
は
、
浄
瑠
璃
と
い
う
当
代
風
俗
を
作
品
に
盛
り
込
む
と
同
時
に
、

「
読
せ
ん
」
と
し
て
作
ら
れ
る
読
本
と

「戯

　

曲
」
と
を
、
三
味
線
の
音
色

に
よ

っ
て
つ
な
ぐ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
通
り
、
三
味
線
を
め
ぐ
る
趣
向
に
注
目
し
た
と
き
、

『南
何
夢
』
は
、
発
端
部
に
馬
琴
に
よ
る
虚
構

の
伝
来
が
語
ら
れ
、
そ
の
由

緒
が
た
だ
さ
れ
た
三
味
線
の
縁
、
ヨ

一す
ぢ
の
糸
」
に
よ

っ
て
導
か
れ
る
物

語
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
地
名
に
三
味
線
を
織
り
込
ん
だ
り
、
物
語
の
発

端
に
三
味
線
伝
来
を
置
い
た
り
、
文
辞
に

「
三
す
ぢ
の
糸
」
ヨ

一條
」
を
織

り
込
む
な
ど
、
ヨ

一味
線
」
モ
チ
ー
フ
の
用
い
ら
れ
方
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、

そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
地
名
を
結
び

つ
け
、
文
辞
を

つ
な
ぎ
、
離
れ
ば
な
れ
に

な

っ
た
人
々
を
再
会
に
導
く
な
ど
、
「
つ
な
ぐ
」
役
割
を
果
た
し
て
い
る
点

は
興
味
深
い
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
ま
た
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
趣
向
は
三
味
線

の
来
歴
と
い
う
大
き
な
流
れ
に
乗
り
な
が
ら

つ
な
が
り
あ

っ
て
、
物
語
が
紡

が
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
馬
琴
に
と

っ
て
三
味
線
と
は
、
そ
の
伝
来
か
ら
盛

行
ま
で
の
来
歴
を
織
り
込
む
こ
と
に
よ

っ
て
、
舞
台
で
あ
る
南
朝
と
当
代
と

を

つ
な
ぎ
、
読
本
と
浄
瑠
璃

の
表
現
を

つ
な
ぎ
、
ま
た
、
典
拠
作

『
琵
琶

記
』
の
世
界

へ
と
作
品
を

つ
な
ぐ
恰
好
の
ア
イ
テ
ム
で
あ

っ
た
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

付
記『

南
桐
夢
』
本
文
の
引
用
は

『
馬
琴
中
編
読
本
集
成
　
第
七
巻
』
（鈴
木
重

三

・
徳
田
武
編
、
汲
古
書
院

　

一
九
九
七
）
に
よ
り
、
翻
刻
に
際
し
て
適
宜
、

漢
字
を
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。
ま
た
、
か
ぎ
括
弧
付
き
の
引
用
で
は
原
則

と
し
て
ル
ビ
を
省
略
し
た
。
な
お
引
用
文
中
の
傍
線
は
、
特
に
注
記
の
な
い

限
り
す
べ
て
簸
根
に
よ
る
。

注（１
）

「曲
亭
の
読
本
数
十
種
新
奇
砂
か
ら
す
と
い
へ
と
も
就
中
弓
張
月
南
何
夢

八
大
伝
を
三
大
奇
書
と
称
せ
ら
る
」
（木
村
三
四
吾
編

『近
世
物
之
本
江
戸

作
者
部
類
』
八
木
書
店
　
一
九
八
八
）

（２
）

『琵
琶
記
』
、
「
一度
梅
全
伝
』
と

『南
何
夢
』
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、

徳
田
武

「コ
一七
全
伝
南
何
夢
』
と

『
三
度
梅
全
伝
』
『琵
琶
記
ヒ

（
日
本
書

誌
学
大
系
５‐

『
日
本
近
世
小
説
と
中
国
小
説
』
青
裳
堂
書
店
　
一
九
八
七
）

に
詳
細
な
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。



（３
）

大
高
洋
司

「文
化
五
、
六
年
の
馬
琴
読
本
」
「
讀
本
研
究
　
第
五
輯
上

套
』

一
九
九

一
。
九
）

（
４
）

中
村
幸
彦

『戯
作
論
』
第
七
章

「戯
作
表
現
の
特
色

（
二
）
―
構
成
法

―
」
翁
中
村
幸
彦
著
述
集
　
第
八
巻
』
中
央
公
論
社
　
一
九
八
二
）

（
５
）

注

（２
）
徳
田
氏
論
文
参
照
。

（
６
）

巻
第
七

「
翫
器
部
」
よ
り
。
引
用
は

『新
版

色
道
大
鏡
』
（八
木
書
店

二
〇
〇
六
）
に
よ
っ
た
。

（
７
）

小
池
正
胤
氏
の
解
説

（『
叢
　
十
六
号
』
［叢
の
会
　
一
九
九
四
∪

に
よ

Ｚ
つ
。

（
８
）

『
敵
討
三
味
線
由
来
』
の
本
文
は
小
池
正
胤
氏
の
翻
刻

（注

（
７
）
参
照
）

に
よ
り
、
簸
根
が
適
宜
か
な
に
漢
字
を
あ
て
て
、
句
読
点
を
付
し
た
。
以
下

『敵
討
三
味
線
由
来
』
引
用
の
際
は
同
じ
。

（９
）

巻
第
七

「
翫
器
部
」
よ
り
。
引
用
は

『
新
版

色
道
大
鏡
』
（八
木
書
店

二
〇
〇
六
）
に
よ
っ
た
。

（
１０
）

本
文
は
以
下
の
通
り
。
「暫
し
て
、
虎
沢
と
い
ひ
し
盲
日
、
是
を
引
か
た

め
、
本
手

・
破
手
と
い
ふ
事
を
定
め
て
、
人
に
こ
れ
を
つ
た
ふ
。
其
後
、
沢

住
と
い
ふ
盲
目
あ
り
て
是
を
ひ
き
お
ぼ
え
、
歌
に
載
て
引
出
し
た
り
。
そ
れ

よ
り
公
家

・
武
家
の
内
に
も
、
賞
翫
せ
さ
せ
給
ふ
か
た
お
ほ
く
あ
り
て
、
み

づ
か
ら
も
ひ
か
せ
た
ま
ふ
。
（中
略
）
其
後
平
家
の
悌
に
し
て
、
浄
瑠
璃
と

い
ふ
も
の
は
じ
ま
り
つ
ゝ
、
か
た
り
出
た
り
し
か
ば
、
平
家
に
の
せ
て
琵
琶

を
ひ
く
ご
と
く
に
、
浄
瑠
璃
に
の
せ
て
三
味
線
を
引
は
じ
め
た
る
は
、
沢
住

が
な
す
と
こ
ろ
也
。
而

‐
后
寛
永
の
は
じ
め
、
摂
州
大
坂
に
加
賀
都

・
城
秀

と
い
ふ
座
頭
両
人
世
に
出
て
、
三
味
線
を
引
出
す
に
、
此
堪
能
な
る
事
、
古

今
に
独
歩
せ
り
。
（中
略
）
加
賀
都
は
柳
川
検
校

・
城
秀
は
八
橋
検
校
と
な

れ
り
。
今
に
い
た
り
、
三
味
線
に
お
い
て
、
柳
川
流

・
八
橋
流
と
い
ふ
は
是

也
。
」
（使
用
テ
キ
ス
ト
は
注

（９
）
に
同
じ
。
）

（Ｉ
）

馬
琴
蔵
書
に
よ
っ
て
所
蔵
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
『獨
語
』
の
中
に
は
、

「淫
奔
」
を
扱

っ
た
浄
瑠
璃
の
流
行
に
つ
い
て
嘆
じ
て
い
る
部
分
が
あ
る
が
、

馬
琴
が
こ
の
発
言
に
目
を
通
し
て
お
り
、
影
響
を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
こ

と
が
、
大
屋
多
詠
子

「馬
琴
の
演
劇
観
と
勧
善
懲
悪
―
巻
談
物
を
中
心
に

―
」
（
日
本
文
学
』
五
二
上

一
［通
巻
六
〇
六
号
］
二
〇
〇
三

・
一
二
）
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
‐２
）

引
用
は

『
日
本
随
筆
大
成

〈第

一
期
〉
１７
』
釜
口川
弘
文
館
　
一
九
七
六
）

に

よ

っ
た

。

（
‐３
）

石
川
秀
巳
氏
は
、
ズ
巻
談
物
〉
の
構
造
―
馬
琴
読
本
と
世
話
浄
瑠
璃
―
」

「
日
本
文
芸
の
潮
流
』
［お
う
ふ
う
　

一
九
九
四
∪

の
中
で
、
「巻
説
の
起

源
説
話
を
虚
構
し
て
み
せ
る
、
〈付
会
〉
の
方
法
」
に
つ
い
て
述
べ
て
お
ら

れ
る
。
こ
れ
は
、
「虚
構
だ

っ
た
は
ず
の
こ
の
物
語
こ
そ
が
真
実
で
あ
り
、

そ
れ
が
訛
化
し
た
の
が
近
世
の
巻
説
で
あ
る
と
強
弁
す
る
」
と
い
う

〈巻
談

物
〉
の
構
造
を
指
摘
し
た
も
の
で
、
架
空
の
人
物

・
丹
波
都
が
虚
構
の
三
味

線
伝
来
を
語
る
と
い
う
本
作
の
趣
向
も
こ
れ
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

（
‐４
）

服
部
仁

編

『馬
琴
研
究
資
料
集
成

第
五
巻

自
撰
自
集
雑
稿
ほ
か
』
（
ク

レ
ス
出
版
　
一
一〇
〇
七
）

（
‐５
）

海
野

一
隆
、
織
田
武
雄
、
室
賀
信
夫
、
中
村
拓
編

『
日
本
古
地
図
大
成
』

（講
談
社
　
一
九
七
二
）
所
収
の

「大
和
国
大
絵
図
」
を
参
照
し
た
。

（
‐６
）

注

（
１３
）
前
掲
論
文
。

（
‐７
）

『敵
討
三
味
線
由
来
』
下
巻

・
十

一
丁
表
に
、
「其
頃
三
味
線
や
う
／
ヽ
は

や
り
出
し
、
毎
日
／
ヽ
あ
そ
こ
こ
ゝ
へ
呼
ば
れ
、
内
に
居
る
間
も
な
く
は
や

り
け
る
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
、
船
頭
弥
作
と
朝
妻
と
の
間
に

「今
は
や
り
出

し
の
三
味
線
じ
や
か
ら
、
人
に
教

へ
て
や
ら
し
や
つ
た
ら
□
過
が
で
き
そ
う

な
も
の
だ
」
「御
心
ざ
し
泰
な
ふ
ご
ざ
り
ま
す
」
と
い
う
や
り
取
り
が
行
わ

れ
て
い
る
。

（
‐８
）

四
角
囲
み
は
、
影
印
の
表
記
に
よ
る
。

（
‐９
）

京
都

・
藤
井
吉
兵
衛
刊
。
初
版
は
寛
永
九
年

（
一
六
三
二
）
。
ほ
か
に
、

寛
永
十

一
年

。
中
野
道
伴
刊
の
再
版
本
、
婦
屋
仁
兵
衛
刊
の
無
刊
記
本
も
あ



る
。
慶
安
二
年
本
は
三
版
に
あ
た
る
。

（２０
）

大
高
洋
司
氏
は
、
「文
化
五
、
六
年
の
馬
琴
読
本
」
（注

（３
）
前
掲
論

文
）
の
中
で

『南
何
夢
』
の
構
成
に
つ
い
て
、
「
南
何
夢
』
の
ば
あ
い
、
展

開
部
で
は
適
度
に
巻
説
を
と
り
込
み
な
が
ら
、
世
話
物
臭
、
演
劇
臭
が
む
し

ろ
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
終
結
部
に
入
る
と
、
世
話
物

的
色
彩
は
、
今
度
は
意
図
的
に
強
め
ら
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

世
話
物
的
色
彩
の
具
体
例
と
し
て
、
巻
之
五
の

「半
七
の
病
臥
の
た
め
に
困

窮
す
る
夫
婦
の
愁
嘆
」
や
信
州
沓
掛
宿
の
客
店
を
行
き
交
う
様
々
な
下
層
民

の
描
写
、
「
と
ぞ
申
け
る
」
と
称
す
る
芸
能
者

（実
は
笠
松
平
三
）、
お
通
の

謡
う

『
尤
草
紙
』
所
収

の

「赤
き
物

の
し
な
／
ヽ
」
等
を
挙
げ
、
「近
世

初

。
中
期
の
風
俗

・
文
物
が
踏
ま
え
ら
れ
、
京
伝
読
本
を
思
わ
せ
る
」
と
指

摘
さ
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
世
話
物
的
色
彩
に
、
三
味
線
を
用
い
た
趣
向
に
数

え
ら
れ
る
も
の
が
多
く
含
ま
れ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク

ス
に
向
け
て
演
劇
の
色
彩
を
濃
く
す
る
と
い
う
構
成
に
、
ョ
一味
線
」
が
重

要
な
役
割
を
担

っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

（２‐
）

注

（２
）
参
照
。

（
２２
）

引
用
は

『
日
本
随
筆
大
成

〈第

一
期
〉
１７
』
釜
口
川
弘
文
館
　
一
九
七
六
）

に

よ

っ
た

。

（２３
）

引
用
は
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵

『税
苑
日
渉
』
（文
政
二
年
、
石
川
之
肇

重
校
。
［文
化
四
年
、
林
伊
兵
衛
他
刊
の
後
刷
∪

の
画
像
デ
ー
タ

（電
子
資

料
館
マ
イ
ク
ロ
／
デ
ジ
タ
ル
資
料

・
和
古
書
所
蔵
目
録
）
に
よ
っ
た
。

（２４
）

野
口
隆

「『椿
説
弓
張
月
』
の
七
五
調
」
翁
近
世
文
芸
』
七
二
　
一
一〇
〇

〇

・
七
）

（２５
）

注

（２４
）
に
同
じ
。

（
や
ぶ
ね

。
と
も
み
　
本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
）




