
『
椿
説
弓
張
月
』

の
真
鶴
像

序曲
亭
馬
琴
は
多
く
の
読
本
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
の
読
本
の
魅
力

の
一
つ
に
登
場
人
物
の
面
白
さ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で

も
登
場
人
物
の
性
格
を
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
人
物
相
互
の

関
係
や
人
物
が
も
っ
過
去
な
ど
の
人
物
設
定
を
指
し
て
の
こ
と
で
あ

又
v

。馬
琴
が
描
く
人
物
像
は
よ
く
批
判
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
勧
善
懲
悪

そ
の
も
の
で
、
善
の
方
の
人
物
は
仁
・
義
・
礼
・
智
・
忠
・
信
・
孝
・

悌
を
わ
き
ま
え
た
完
全
な
善
人
で
あ
り
、
悪
の
方
の
人
物
は
徹
底
し

た
悪
人
で
あ
る
。
そ
の
点
は
坪
内
遁
遁
が
『
小
説
神
髄
』
で
述
べ
て

い
る
よ
う
に
現
実
的
で
な
く
、
面
白
み
に
欠
け
る
登
場
人
物
だ
と
い

え
よ
う
。
だ
が
そ
の
人
物
の
設
定
は
善
人
で
あ
れ
、
悪
人
で
あ
れ
、

ま
た
主
要
人
物
で
あ
れ
、
脇
役
で
あ
れ
非
常
に
詳
細
で
、
興
味
深
い

も
の
が
多
い
。

こ
の
『
椿
説
弓
張
月
』
に
も
主
人
公
の
為
朝
を
は
じ
め
白
縫
や
紀

岡

紀

子

田

平
治
、
阿
公
な
ど
百
人
以
上
も
の
人
物
が
登
場
す
る
が
、
そ
の
中
で

も
特
に
気
に
な
っ
た
の
が
真
鶴
と
い
う
女
性
で
あ
る
。

真
鶴
は
『
弓
張
月
』
の
後
半
、
す
な
わ
ち
琉
球
編
で
始
め
て
登
場

す
る
脇
役
の
一
人
で
あ
る
が
、
そ
の
設
定
の
細
か
さ
は
為
朝
の
妻
三

人
を
も
し
の
ぐ
程
で
あ
る
。
ま
た
「
真
鶴
」
と
い
う
名
前
に
し
て
も

何
か
意
味
あ
り
げ
で
、
話
の
前
半
に
多
く
登
場
し
た
鶴
と
の
関
連
性

を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
思
っ
た
。
そ
こ
で
私
は
、
何
故
真
鶴
に
こ
の

よ
う
な
設
定
が
与
え
ら
れ
た
の
か
を
考
え
、
さ
ら
に
そ
の
真
鶴
の
人

物
像
に
つ
い
て
論
を
す
す
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。

な
お
、
本
文
中
の
『
椿
説
弓
張
月
』
原
文
引
用
そ
の
他
は
全
て

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
（
岩
波
書
店
）
中
の
も
の
を
テ
キ
ス
ト
と

し
た
。
但
し
、
読
み
仮
名
は
適
宜
省
略
す
る
。
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第
一
章

真
鶴
の
存
在
に
つ
い
て

第
一
節

典
拠
と
の
比
較



真
鶴
と
い
う
女
性
は
根
本
的
に
は
典
拠
に
基
づ
い
て
創
作
さ
れ
た

登
場
人
物
の
一
人
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
占
め
る
位
置
は
あ
ま
り
に
大

き
く
、
果
た
す
役
割
も
非
常
に
多
い
。
そ
こ
で
私
は
真
鶴
を
典
拠
に

沿
っ
て
創
作
さ
れ
た
部
分
、
八
代
と
似
た
働
き
を
す
る
部
分
、
真
鶴

で
あ
り
な
が
ら
真
鶴
で
は
な
い
千
歳
の
部
分
の
三
つ
の
要
素
に
分
け

て
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
。
こ
の
章
で
は
典
拠
と
真
鶴
の
比
較
、

八
代
と
真
鶴
の
比
較
を
通
し
て
真
鶴
の
存
在
の
大
き
さ
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。

ま
ず
真
鶴
と
典
拠
の
比
較
だ
が
、
真
鶴
自
体
の
典
拠
は
地
誌
『
中

｛桂
1

｝

山
伝
信
録
』
巻
四
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
が
馬
琴
の
設
定
し
た
真
鶴

像
の
基
礎
で
、
そ
の
内
容
よ
り
真
鶴
は
作
品
全
体
を
通
し
て
健
気
で

勇
気
あ
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
部
分
に
概
当
す
る
彼
女
が
生
費
に
な
る
話
は
『
椿
説
弓
張
月
』

の
中
で
は
第
三
十
三
回
か
ら
三
十
五
回
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
て
い
る

が
、
典
拠
と
の
間
に
は
い
く
つ
か
の
違
い
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

（表
1
参
照
）

ま
ず
典
拠
で
は
こ
れ
は
義
本
王
の
時
の
出
来
事
で
あ
る
が
、
馬
琴

は
こ
れ
を
琉
球
国
天
孫
氏
二
十
五
世
尚
寧
王
の
時
代
に
設
定
し
た
。

こ
れ
は
舜
天
王
が
為
朝
の
息
子
で
あ
る
と
い
う
説
に
従
う
た
め
で
あ

り
、
馬
琴
自
身
も
「
こ
の
編
の
列
傍
、
お
の

f
k彼
書
に
載
た
る
人

物
を
抜
翠
し
て
、
私
に
名
を
設
け
ず
」
「
し
か
れ
ど
も
、
事
は
こ
L

に
説
と
こ
ろ
に
似
て
、
時
代
あ
は
ざ
る
も
の
あ
り
」
と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
他
に
も
生
賛
を
捧
げ
る
理
由
、
真
鶴
が
生
賛
と
し
て
名
乗
り

で
て
き
た
理
由
に
差
異
が
見
出
せ
る
。
こ
れ
は
真
鶴
を
親
孝
行
で
あ

る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
主
君
に
対
す
る
礼
儀
を
わ
き
ま
え
、
忠
誠
心
厚

い
人
物
に
描
こ
う
と
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

加
え
て
真
鶴
の
両
親
に
つ
い
て
や
、
彼
女
の
外
見
に
つ
い
て
の
詳

し
い
記
述
が
あ
る
の
も
『
弓
張
月
』
だ
け
で
あ
る
し
、
ま
た
生
賛
に

な
ろ
う
と
名
乗
り
で
た
そ
の
後
に
も
違
い
が
見
ら
れ
る
。

以
上
見
て
く
る
と
馬
琴
が
『
中
山
伝
信
録
』
と
い
う
典
拠
を
一
克
に

し
て
、
あ
る
と
こ
ろ
で
は
真
鶴
の
悲
劇
性
を
強
調
す
る
た
め
、
あ
る

と
こ
ろ
で
は
舜
天
王
が
為
朝
の
息
子
で
あ
る
と
い
う
設
定
に
合
わ
せ

る
た
め
、
ま
た
あ
る
と
こ
ろ
で
は
後
の
展
開
を
考
え
て
描
写
を
詳
細

に
し
た
り
、
時
代
を
ず
ら
し
た
り
、
他
の
典
拠
を
取
り
入
れ
た
り
し

て
こ
の
部
分
の
物
語
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
そ

う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
鶴
は
典
拠
の
中
の
一
人
物
か
ら
『
椿
説

弓
張
月
』
の
中
の
登
場
人
物
の
一
人
へ
と
生
ま
れ
変
わ
る
の
で
あ
る
。
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第
二
節

八
代
と
の
比
較

『
椿
説
弓
張
月
』
は
前
半
（
日
本
編
・
第
一
回
J
三
十
回
）
と
後

半
（
琉
球
編
・
第
三
十
一
回
J
六
十
八
回
）
と
が
各
々
独
立
し
た
感

じ
を
与
え
る
読
本
で
あ
る
。
こ
の
前
・
後
半
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て

石
川
秀
巳
氏
は
、
為
朝
の
一
生
の
中
で
最
大
の
山
場
で
あ
る
は
ず
の

保
元
の
乱
が
あ
ま
り
に
小
さ
く
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
保
元
の
乱



と
琉
球
の
王
位
争
奪
戦
の
類
似
性
に
着
目
し
て
「
保
元
の
乱
の
構
図

が
琉
球
争
乱
の
中
に
言
わ
ば
擬
似
保
元
の
乱
と
し
て
再
現
さ
れ
、
相

似
た
二
つ
の
争
乱
が
対
比
的
構
造
を
な
し
て
為
朝
一
代
記
の
構
想
に

よ
っ
て
貫
か
札
守

γ
い
る
と
い
う
新
し
い
見
解
を
う
ち
だ
し
た
。
こ

の
石
川
氏
の
論
に
従
い
私
は
そ
れ
を
八
町
礁
紀
平
治
と
陶
松
寿
、
八

代
と
真
鶴
に
あ
て
は
め
て
考
え
て
み
た
。
な
お
該
当
す
る
場
面
は
第

九
回
と
第
四
十
回
・
四
十
一
回
の
そ
れ
ぞ
れ
の
女
主
人
（
白
縫
・
寧

王
女
）
が
襲
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
ず
紀
平
治
と
松
寿
を
比
較
す
る
。
一
一
人
の
最
大
の
共
通
点
は
こ

の
場
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
妻
を
失
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
テ
キ
ス
ト
中
の
後
藤
丹
治
氏
の
注
に
「
松
寿
が
妻
の
屍
を
見
て

悲
嘆
す
る
趣
向
は
第
九
回
で
紀
平
治
が
妻
の
八
代
の
討
死
に
し
た
姿

を
見
て
嘆
く
所
と
似
て
い
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
が
、

他
に
も
こ
の
争
い
の
前
の
期
間
主
君
の
た
め
に
妻
と
は
別
れ
て
暮
ら

し
て
い
た
こ
と
、
妻
の
臨
終
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
二

人
の
共
通
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
れ
か
ら
正
妻
の
他
に
も
う
ひ
と
り
妻
で
あ
る
人
物
が
登
場
す
る

の
も
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
紀
平
治
の
場
合
が
八
代
と
結
婚
す
る
よ

り
も
前
の
こ
と
で
、
相
手
は
阿
公
と
い
う
八
代
と
は
何
の
関
連
も
な

い
別
人
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
松
寿
の
方
は
真
鶴
と
死
に
別
れ
て
以

後
の
こ
と
で
、
相
手
が
千
歳
（
真
鶴
の
亡
霊
）
で
あ
る
と
い
う
違
い

が
あ
る
。
加
え
て
こ
の
阿
公
は
悪
人
、
千
歳
は
善
人
で
あ
り
阿
公
と

千
歳
に
は
ま
る
で
共
通
点
は
見
う
け
ら
れ
な
い
。

最
後
に
全
体
を
通
し
て
比
較
し
て
み
る
と
、
松
寿
よ
り
も
主
人
公

為
朝
の
第
一
の
家
来
で
あ
り
、
か
っ
日
本
編
と
琉
球
編
を
つ
な
ぐ
役

割
を
も
担
う
紀
平
治
の
方
が
断
然
扱
い
は
重
く
、
二
人
が
類
似
し
て

い
る
の
は
八
代
・
真
鶴
に
関
連
が
深
い
と
の
場
面
だ
け
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
従
っ
て
、
馬
琴
は
や
は
り
こ
の
二
つ
の
場
面
を
対
比
的

に
構
成
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
、
よ
っ
て
八
代
と
真
鶴
で
は
八
代
の

方
が
重
く
扱
わ
れ
て
い
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
入
代
と

真
鶴
と
を
実
際
に
比
較
し
て
み
る
と
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
の
だ
。

真
鶴
と
八
代
と
の
聞
に
は
重
要
な
共
通
点
が
二
つ
見
出
せ
る
。
そ

の
一
つ
は
夫
が
主
君
の
最
も
信
頼
す
る
忠
臣
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て

も
う
一
つ
は
女
主
人
に
仕
え
、
命
を
か
け
て
そ
の
主
人
を
守
ろ
う
と

す
る
が
力
つ
き
て
死
ん
で
し
ま
う
、
と
い
う
そ
の
人
生
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
二
人
の
死
の
場
面
を
中
心
に
も
う
少
し
細
か

く
比
較
を
進
め
て
い
き
た
い
。
（
表
2
参
照
）

ま
ず
、
二
人
に
共
通
す
る
の
は
主
人
へ
の
忠
誠
心
が
厚
く
、
夫
へ

の
愛
情
が
深
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
た
め
二
人
と
も
主
人
に
深

く
信
頼
さ
れ
て
、
そ
の
側
近
く
に
仕
え
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
い
き
な

り
の
敵
襲
に
親
と
と
も
に
死
の
う
と
す
る
主
人
を
諌
め
て
止
め
る
役

割
も
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

ま
た
主
人
の
た
め
に
追
手
の
人
聞
を
殺
す
だ
け
の
武
力
と
勇
気
を

も
っ
て
い
る
こ
と
も
二
人
に
共
通
し
て
お
り
、
そ
の
う
え
こ
の
戦
い
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ぷ
り
の
描
写
は
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
。

一
方
二
人
の
死
の
場
面
に
は
少
し
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
真
鶴
の

死
の
場
面
は
八
代
よ
り
も
ず
っ
と
悲
劇
的
で
、
む
し
ろ
野
風
の
死
の

場
面
に
類
似
し
て
い
る
よ
う
ね
匂

他
に
異
な
る
の
は
必
死
に
守
ろ
う
と
し
た
主
人
、
白
縫
が
八
代
の

方
は
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
紀
平
治
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
た
の
に
、

真
鶴
の
方
は
王
女
が
死
ん
で
か
ら
白
縫
の
亡
霊
に
助
け
ら
れ
た
こ
と

く
ら
い
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
に
舜
天
丸
を
無
理
な
く
琉
球
の
国
王

に
つ
け
る
た
め
の
馬
琴
の
考
え
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
八
代
と
真
鶴
は
こ
の
場
面
で
は
非
常
に
よ
く
似
た

役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
同
じ
脇
役
で
あ
っ
て
も
前
に
も

述
べ
た
よ
う
に
八
代
は
主
人
公
為
朝
の
第
一
の
忠
臣
八
町
礁
紀
平
治

の
妻
で
あ
り
、
真
鶴
は
琉
球
編
で
の
み
活
躍
す
る
陶
松
寿
の
妻
で
あ

る
か
ら
八
代
の
方
が
重
く
扱
わ
れ
で
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
が
、
実

際
の
作
中
で
は
全
く
そ
の
逆
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
八
代
が
第
九
回
で
討
ち
死
に
し
た
あ
と
は
そ
の
名
前
す

ら
も
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
の
に
対
し
て
、
真
鶴
に
は
悲
劇
的
に
死

に
別
れ
た
両
親
や
、
廉
夫
人
の
妹
で
あ
る
と
い
う
高
い
身
分
が
あ
り
、

そ
し
て
亡
霊
の
千
歳
と
し
て
蘇
る
と
い
う
設
定
ま
で
与
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
上
、
最
終
的
に
は
琉
球
国
の
玉
璽
の
一
つ
と
な
る
剣
に
そ

の
名
前
が
残
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
真
鶴
に
し
て
も
千
歳
に
し
て
も
そ
の
境
遇
は
あ
ま
り
に
も

悲
劇
的
で
、
そ
の
点
で
は
ヒ
ロ
イ
ソ
で
あ
る
白
縫
や
寧
王
女
、
修
江
、

長
女
に
も
勝
っ
て
い
る
。
で
は
な
ぜ
馬
琴
は
同
じ
よ
う
な
協
役
の
八

代
に
で
は
な
く
、
真
鶴
に
こ
れ
ほ
ど
の
設
定
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う

か。

第

節

真
鶴
、
が
作
中
に
占
め
る
位
置

真
鶴
は
そ
の
登
場
の
仕
方
か
ら
し
て
ず
い
ぶ
ん
印
象
的
で
あ
る
。

軍
王
女
の
身
代
わ
り
の
生
費
と
し
て
名
乗
り
出
て
来
た
時
、
真
鶴
は

十
五
才
で
そ
の
容
貌
に
つ
い
て
は
「
賎
女
な
が
ら
容
止
は
、
磨
か
で

清
き
玉
ぞ
巻
く
芭
蕉
布
の
単
衣
を
、
裾
短
に
引
折
て
、
麻
衣
の
帯
結

び
さ
げ
、
脊
に
負
た
る
藁
褒
の
軽
き
打
扮
も
愛
敬
づ
き
て
、
年
は
三

五
の
月
の
眉
、
含
る
花
を
見
る
が
ご
と
し
」
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は

飾
ら
な
い
可
愛
ら
し
い
少
女
の
姿
が
伺
え
る
が
、
こ
の
少
女
は
こ
の

時
点
で
す
で
に
両
親
を
亡
く
し
て
お
り
、
そ
れ
を
微
塵
も
感
じ
さ
せ

て
い
な
い
と
い
う
点
で
か
な
り
強
い
少
女
で
あ
る
と
も
言
え
そ
う
だ
。

し
か
も
親
孝
行
で
忠
誠
心
厚
い
の
で
あ
る
か
ら
、
真
鶴
は
馬
琴
の
理

想
的
な
少
女
像
で
あ
る
。
そ
の
真
鶴
が
琉
球
編
で
単
な
る
脇
役
と
は

思
え
な
い
程
に
多
く
登
場
す
る
の
は
一
体
何
故
な
の
だ
ろ
う
か
。
い

く
つ
か
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
真
鶴
の
作
中
に
占
め
る
役
割
を
探
っ
て

い
き
た
い
。

ま
ず
、
挿
絵
の
効
果
も
あ
い
ま
っ
て
印
象
的
な
の
が
阿
公
が
彼
女

の
髪
を
掴
ん
で
荒
々
し
く
橋
か
ら
ひ
き
ず
り
だ
す
場
面
や
、
陶
松
市
舟
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が
彼
女
の
首
を
王
女
の
身
代
わ
り
に
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
場
面
で
は
読
者
は
真
鶴
に
深
く
同
情
し
、
彼
女
の
存
在
を
深
く
心

に
刻
み
こ
む
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
、
陶
松
寿
と
の
結
婚
が
王
女
を
守
ろ
う
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
た
め
一
緒
に
い
ら
れ
た
の
は
一
夜
限
り
で
あ
と
は
離
れ
離
れ
、

と
い
う
前
半
の
為
朝
と
の
縁
が
薄
か
っ
た
女
護
島
の
長
女
を
も
し
の

ぐ
設
定
も
彼
女
の
女
性
と
し
て
の
不
幸
な
印
象
を
強
め
て
い
る
。

何
よ
り
最
も
真
鶴
へ
の
同
情
を
強
め
る
の
は
、
彼
女
の
魂
が
千
歳

と
し
て
よ
み
が
え
り
、
夫
と
さ
さ
や
か
な
幸
せ
な
暮
ら
し
を
し
な
が

ら
王
女
へ
の
忠
義
を
尽
く
そ
う
と
し
て
い
た
の
を
、
為
朝
主
従
か
ら

疑
わ
れ
て
夫
か
ら
斬
ら
れ
て
し
ま
う
場
面
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
真
鶴
に
は
か
な
り
悲
劇
的
な
要
素
が
強
い
が
、
そ

れ
に
千
歳
の
亡
き
が
ら
が
卒
塔
婆
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
土
の
中
か
ら

子
供
を
生
み
お
と
す
こ
と
な
ど
の
怪
奇
的
な
要
素
が
加
え
ら
れ
、
全

体
と
し
て
か
な
り
複
雑
で
強
烈
な
印
象
を
与
え
る
人
物
と
な
っ
て
い

る
。
そ
の
う
え
、
そ
れ
ら
の
場
面
は
ど
れ
も
ス
ト
ー
リ
ー
の
要
所
で

乱
杭
が
ら
真
鶴
の
作
中
に
占
め
る
位
置
は
非
常
に
大
き
い
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。

中
で
も
、
阿
公
が
真
鶴
を
海
に
つ
き
お
と
そ
う
と
し
た
の
を
毛
園

鼎
が
理
路
整
然
と
か
ば
い
、
阿
公
自
身
に
そ
の
過
ち
を
み
と
め
さ
せ

た
が
ゆ
え
に
尚
寧
王
が
蚊
塚
に
興
味
を
も
ち
、
そ
の
結
果
膿
雲
を
目

覚
め
さ
せ
、
ひ
い
て
は
琉
球
争
乱
に
つ
な
が
る
こ
と
な
ど
は
そ
の
最

た
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
、
膿
雲
を
倒
し
た
武
器
の
ひ

と
つ
が
真
鶴
の
剣
と
名
を
変
え
ら
れ
た
鵜
の
丸
の
剣
で
あ
る
、
と
い

う
因
縁
も
後
（
第
六
十
一
回
）
に
で
て
く
る
。
こ
の
『
弓
張
月
』
を

貫
く
も
の
が
為
朝
の
崇
徳
院
へ
の
忠
誠
で
あ
る
以
上
、
鵜
の
丸
の
剣

が
真
鶴
の
剣
と
名
を
変
え
る
必
要
性
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
に
、
馬

琴
が
わ
ざ
わ
ざ
千
歳
の
件
を
設
定
し
て
ま
で
そ
う
し
た
の
に
は
何
か

理
由
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
そ
れ
が
真
鶴
の
典
拠

と
琉
球
神
話
と
の
関
連
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

元
々
の
琉
球
神
話
に
は
、
馬
琴
自
身
が
『
琉
球
国
事
略
』
『
琉
球

談
』
『
中
山
伝
信
録
』
な
ど
を
参
考
に
し
て
第
三
十
三
回
で
書
い
て

い
る
よ
う
に
琉
球
の
建
国
者
で
あ
る
天
孫
民
に
つ
い
て
国
王
の
始
祖

で
あ
る
こ
と
以
外
に
は
何
も
語
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
馬
琴
は
天

孫
氏
に
国
家
創
成
の
た
め
の
重
要
な
行
為
を
さ
せ
た
。
そ
れ
が
馬
琴

の
創
作
し
た
琉
球
神
話
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
往
古
太
平
山
の
前
の
海

に
一
ツ
の
此
あ
り
て
、
常
に
風
雨
を
起
し
洪
波
を
致
し
、
五
穀
を
損

ひ
洲
民
を
害
す
る
事
多
か
り
け
れ
ば
、
先
王
ふ
か
く
愁
ひ
て
天
地
に

祈
祷
し
、
み
ず
か
ら
潮
に
浸
り
て
彼
此
を
殺
し
、
是
を
瓶
架
山
の
東

盤
に
埋
給
ふ
。
今
の
奮
蚊
山
是
な
り
」
と
い
う
も
の
で
、
こ
の
蚊
の

骨
を
埋
め
た
所
に
石
を
建
て
松
を
植
え
て
標
と
し
た
古
迩
が
蚊
塚
で

あ
り
、
こ
の
較
塚
か
ら
あ
ら
わ
れ
た
の
が
後
半
の
最
大
の
敵
役
、
醸

雲
な
の
で
あ
る
。
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こ
の
馬
琴
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
琉
球
神
話
の
元
に
な
っ
た
も
の

に
つ
い
て
、
石
川
氏
は
『
和
漢
三
才
図
会
』
の
「
地
界
万
濡
腕
腕
若

鮫
水
中
」
が
琉
球
と
較
と
を
結
び
つ
け
る
発
想
の
核
と
な
っ
た
の
で

あ
ろ
う
、
と
推
測
し
、
さ
ら
に
「
「
超
自
然
」
が
「
比
輪
的
な
意
味

が
文
字
通
り
に
と
ら
れ
る
と
と
か
ら
生
じ
る
」
よ
う
に
、
「
此
の
水

中
に
浮
か
む
が
如
し
」
と
い
う
比
暗
か
ら
、
ま
さ
に
蚊
が
か
つ
て
棲

息
し
て
い
た
島
、
あ
る
い
は
そ
の
此
を
退
治
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成

立
し
え
た
固
と
い
う
ふ
う
に
発
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｛
守
ど
述
べ

て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
核
と
な
る
部
分
に
は
真
鶴
の
典
拠
も
加
え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
真
鶴
の
典
拠
に
つ
い
て
は
第
一
節
で
も
触

れ
た
が
、
比
較
し
て
み
る
と
蚊
が
暴
風
雨
を
お
こ
し
て
民
を
害
し
た

こ
と
や
、
こ
れ
を
倒
す
の
に
天
の
力
を
借
り
た
こ
と
な
ど
の
共
通
点

も
見
出
せ
る
し
、
ま
た
蚊
が
い
た
の
が
海
で
あ
っ
た
こ
と
も
作
中
の

真
鶴
が
典
拠
で
は
谷
で
あ
っ
た
の
に
、
海
に
投
げ
こ
ま
れ
か
け
る
場

面
と
の
関
連
性
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
、
腰
雲
（
巨
較
）

を
倒
し
た
の
が
真
鶴
の
剣
で
あ
っ
た
こ
と
が
そ
の
証
だ
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
石
川
氏
は
「
『
弓
張
月
』
は
、
物
語
の
基
底
に
据
え
た

建
国
神
話
を
蚊

1
膿
雲
の
存
在
と
し
て
実
体
化
し
、
そ
こ
に
琉
球
の

根
源
的
な
闘
争
を
語
ろ
う
と
す
る
の
で
」
あ
り
、
「
琉
球
編
の
基
本

構
想
は
、
此
の
霊
に
対
す
る
人
間
の
戦
い
に
集
約
さ
れ
る
の
で
あ

（世
6）

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
較
の
設
定
に
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

真
鶴
は
琉
球
編
に
お
い
て
こ
ん
な
に
も
多
く
登
場
し
、
読
者
に
強
く

印
象
づ
け
ら
れ
る
よ
う
設
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
章

御
伽
草
子
と
の
関
連

第
一
節

鶴
が
作
中
に
占
め
る
位
置

さ
て
、
こ
こ
で
物
語
前
半
に
多
く
登
場
し
た
鶴
に
目
を
向
け
て
み

R

－、
o

t
L
 

こ
の
鶴
は
第
三
回
で
初
め
て
登
場
し
て
為
朝
に
命
を
助
け
ら
れ
、

次
の
第
四
回
で
も
う
姿
を
消
す
が
、
第
六
回
の
琉
球
に
お
い
て
、
第

十
四
回
の
大
島
に
お
い
て
と
何
度
も
為
朝
の
前
に
姿
を
あ
ら
わ
す
。

そ
の
登
場
の
仕
方
に
は
三
通
り
あ
り
、
一
つ
目
は
鶴
自
身
が
為
朝
を

導
く
た
め
に
人
間
の
姿
を
借
り
て
現
れ
る
も
の
、
一
一
つ
目
は
福
禄
寿

仙
の
使
い
と
し
て
、
と
い
う
も
の
、
三
つ
自
は
こ
の
鶴
な
の
か
ど
う

か
が
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

一
つ
自
の
鶴
自
身
が
為
朝
を
導
く
の
は
一
度
き
り
で
、
こ
の
時
だ

け
は
福
禄
寿
仙
は
ま
る
で
関
係
し
て
こ
な
い
。
第
四
回
で
為
朝
に
正

妻
・
白
縫
を
め
あ
わ
せ
る
の
が
そ
う
だ
。
鶴
は
「
白
綾
の
桂
に
、
お

な
じ
い
ろ
の
袴
着
て
、
紅
な
る
一
枝
の
花
を
頭
挿
た
る
」
女
性
の
姿

で
為
朝
の
夢
の
中
に
あ
ら
わ
れ
、
為
朝
を
肥
後
の
阿
蘇
へ
と
導
き
、

ま
た
後
の
琉
球
で
の
再
会
を
予
言
し
て
い
る
。
そ
し
て
為
朝
は
こ
の
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鶴
を
神
に
通
じ
た
も
の
と
み
な
し
て
そ
の
予
言
の
通
り
に
行
動
し
、

結
果
と
し
て
、
こ
の
予
言
は
前
半
の
山
場
の
保
元
の
乱
、
お
よ
び
後

半
の
琉
球
へ
の
つ
な
が
り
と
な
る
。

二
つ
自
の
使
い
の
役
を
果
た
す
の
は
第
六
回
の
琉
球
で
の
再
会
と

第
十
四
回
の
大
島
で
の
再
会
の
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
が
福
禄
寿
仙
の

使
い
で
あ
っ
た
こ
と
は
第
六
十
七
回
に
福
禄
寿
仙
自
ら
が
述
べ
て
い

る
。
特
に
大
島
で
の
再
会
は
、
第
五
十
七
回
で
「
鶴
の
君
し
ら
ず
羽
」

に
似
た
短
冊
に
う
つ
さ
れ
て
い
た
和
歌
を
為
朝
が
（
漢
詩
の
返
歌
と

し
て
）
詠
む
場
面
で
あ
り
、
鶴
が
物
語
の
前
、
後
半
を
つ
な
ぐ
役
目

を
果
た
し
て
い
る
こ
と
の
証
明
で
も
あ
る
。

三
つ
目
は
、
舜
天
丸
誕
生
の
時
に
丹
頂
鶴
が
家
の
棟
に
と
ま
っ
て

三
声
鳴
い
て
南
の
方
へ
飛
ぴ
去
っ
た
こ
と
（
第
二
十
八
回
）
、
舜
天

丸
と
紀
平
治
が
姑
巴
島
に
お
い
て
黄
金
の
牌
と
白
い
鳥
の
羽
五
、
六

枚
を
見
つ
け
、
こ
の
羽
を
用
い
て
矢
を
作
る
こ
と
（
第
三
十
二
回
）
、

ま
た
そ
の
矢
が
臆
雲
を
倒
し
た
こ
と
、
そ
の
時
鶴
の
鳴
き
声
が
聞
こ

え
た
こ
と
（
第
六
十
五
回
）
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
三
つ
の
中
で
最
も
重
要
な
の
が
、
女
性
の
姿
で
為
朝
を
導
く

と
こ
ろ
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
助
け
ら
れ
た
鶴
が

女
性
の
姿
と
な
っ
て
恩
返
し
を
す
る
と
い
う
構
成
は
有
名
な
民
話

「
鶴
女
房
」
を
連
想
さ
せ
る
。
そ
こ
で
動
物
報
恩
曹
と
い
う
面
か
ら

鶴
を
見
つ
め
直
し
て
み
た
い
。

「
鶴
女
房
」
と
い
う
民
話
は
、
日
本
全
国
に
分
布
し
て
い
る
動
物

報
恩
を
伴
う
異
類
婚
姻
露
で
あ
る
。
し
か
し
『
弓
張
月
』
の
中
で
は

鶴
を
助
け
る
男
が
主
人
公
の
為
朝
で
あ
り
、
そ
の
正
妻
に
は
相
応
の

身
分
を
も
っ
た
女
性
を
あ
て
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
か
異
類
婚
姻
需

の
部
分
は
あ
ら
わ
れ
ず
、
動
物
報
思
曹
の
性
格
だ
け
が
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。こ

の
「
鶴
女
房
」
と
為
朝
が
鶴
を
助
け
る
場
面
と
を
比
較
す
る
と
、

ま
ず
命
を
助
け
ら
れ
た
鶴
が
女
性
の
姿
で
男
の
前
に
あ
ら
わ
れ
恩
返

し
を
し
、
鶴
の
姿
で
男
の
前
か
ら
姿
を
消
す
と
い
う
構
成
が
共
通
し

て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
。

一
方
こ
の
場
面
で
の
相
違
点
は
「
鶴
女
房
」
で
は
女
が
実
際
に
男

の
前
に
あ
ら
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
『
弓
張
月
』
で
は
女
は
為
朝
の

夢
の
中
に
登
場
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
に
も
述
べ
た
通

り
、
為
朝
の
妻
を
異
類
の
者
に
し
た
く
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
機
織
り
の
部
分
も
正
体
を
見
ら
れ
て
姿
を

消
す
と
い
う
部
分
も
削
除
さ
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
恩
返
し
の
仕
方

に
も
徴
妙
な
変
化
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
。
「
鶴
女
房
」
で
は
女
自

身
が
妻
と
な
っ
て
家
を
栄
え
さ
せ
る
が
、
作
中
で
は
鶴
は
「
艶
に
し

て
且
賢
き
妻
（
白
縫
）
」
と
「
よ
ろ
し
き
後
楯
（
白
縫
の
父
親
）
」

を
得
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
為
朝
を
幸
福
に
し
て
い
る
の
だ
。

以
上
見
て
い
く
と
馬
琴
が
自
ら
の
作
品
の
中
に
さ
り
げ
な
く
「
鶴

女
房
」
の
骨
組
み
を
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
次
に

「
鶴
女
房
」
を
骨
子
に
成
立
し
た
御
伽
草
子
『
鶴
の
草
子
』
と
千
歳
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と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

第
二
節

『
鶴
の
草
子
』
に
つ
い
て

千
歳
に
つ
い
て
原
文
を
見
て
い
く
と
、
千
歳
の
比
輸
に
鶴
が
数
回

用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
気
づ
く
。
そ
こ
で
千
歳
と
前
半
登
場
し
た
鶴

と
の
聞
に
何
か
関
連
性
が
な
い
か
考
え
て
み
た
と
こ
ろ
、
私
は
そ
の

背
景
に
御
伽
草
子
の
『
鶴
の
草
子
』
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
推

測
し
た
。
こ
の
節
で
は
ま
ず
『
鶴
の
草
子
』
が
『
弓
張
月
』
中
に
利

用
さ
れ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

『
鶴
の
草
子
』
の
本
文
に
は
流
布
本
『
鶴
の
草
子
』
と
別
本
『
鶴

の
草
子
』
の
二
系
統
が
あ
る
。
こ
の
流
布
本
と
別
本
と
を
比
較
す
る

と
、
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
別
本
の
方
に
は
流
布
本
に
は
な
い

「
わ
ざ
わ
ひ
」
を
連
れ
て
来
る
、
と
い
う
難
題
型
の
要
素
が
つ
け
加

え
ら
れ
て
お
り
、
別
本
を
潤
色
し
た
も
の
が
流
布
本
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
こ
で
馬
琴
が
流
布
本
も
別
本
も
見
る
可
能
性
が
あ
可
が

こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
こ
の
二
つ
の
草
子
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て

『
鶴
の
草
子
』
と
み
な
す
こ
と
に
し
た
。
こ
の
よ
う
な
『
鶴
の
草
子
』

が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
部
分
が
『
弓
張
月
』
中
に
は
い
く

つ
か
見
出
せ
る
。

そ
の
例
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
が
「
異
郷
」
の
存
在
で
あ
る
。

『
鶴
の
草
子
』
で
は
異
郷
は
女
房
の
里
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
流

布
本
で
は
宰
相
が
こ
の
異
郷
で
不
老
不
死
の
酒
を
口
に
し
て
い
る
。

こ
れ
に
あ
た
る
の
が
『
弓
張
月
』
中
に
登
場
す
る
姑
巴
烏
で
あ
る
。

姑
巴
島
は
い
わ
ゆ
る
仙
境
で
、
こ
の
島
で
舜
天
丸
は
福
禄
寿
仙
の
力

に
よ
っ
て
息
を
ふ
き
か
え
す
。
そ
し
て
共
に
漂
着
し
た
紀
平
治
と
二

人
で
仙
果
の
桃
だ
け
を
食
べ
て
仙
童
に
成
長
し
、
や
が
て
そ
こ
に
為

朝
や
王
女
が
訪
れ
て
、
臆
雲
を
倒
す
力
を
養
う
こ
と
に
な
る
。
異
郷

を
訪
れ
て
幸
福
に
な
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
「
浦
島
太
郎
」
を
は
じ

め
と
す
る
他
の
昔
話
に
も
よ
く
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
そ
れ
が
取

り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
こ
の
異
郷
の
桃
が
先
に
述
べ
た
不
老

不
死
の
酒
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
『
鶴
の
草
子
』

の
異
郷
が
「
く
う
で
ん
ら
う
か
く
は
、
い
ら
か
を
な
ら
べ
。
し
つ
ほ

う
し
ゃ
う
ご
ん
の
、
ま
き
は
し
ら
。
き
ん
き
ん
の
か
わ
ら
を
、
し
き

な
ら
ベ
。
」
た
華
や
か
な
都
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

『
弓
張
月
』
の
異
郷
は
陶
淵
明
の
「
桃
花
源
記
」
を
意
識
し
た
仙
境

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
が
対
照
的
で
あ
る
。

次
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
「
わ
ざ
わ
ひ
」
と
い
う
獣
の
存
在
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
テ
キ
ス
ト
の
補
注
に
「
別
本
鶴
の
草
子
に
も
同
一

系
統
の
禍
獣
の
こ
と
が
見
え
て
い
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
『
鶴
の
草
子
』
で
は
こ
の
獣
を
連
れ
て
き
た

の
は
主
人
公
の
男
で
、
地
頭
の
息
子
の
難
題
に
応
え
、
こ
の
息
子
を

こ
ら
し
め
る
た
め
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
『
弓
張
月
』
で
は
尚
寧
王

の
要
請
に
応
え
て
醸
雲
が
こ
の
獣
を
出
し
、
そ
れ
を
悪
用
し
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
の
獣
の
利
用
の
仕
方
が
ち
ょ
う
ど
逆
に
な
っ
て
い
る
の
で
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あ
る
。そ

れ
か
ら
流
布
本
の
方
に
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
攻
め
寄
せ

て
き
た
宮
崎
の
軍
勢
を
追
い
払
う
た
め
に
女
房
が
異
形
異
類
の
も
の

を
呼
び
寄
せ
戦
う
「
（
女
房
が
）
じ
ん
じ
ゃ
う
に
い
で
た
ち
。
み
な

く
れ
な
い
の
、
あ
ふ
ぎ
を
も
ち
。
ひ
ろ
ゑ
ん
に
、
た
ち
い
で
。
こ
く

う
を
、
ま
ね
き
給
へ
ば
。
（
中
略
）
あ
ら
ふ
し
ぎ
や
。
に
は
か
に
、

や
ま
か
ぜ
、
は
げ
し
く
ふ
き
。
く
ろ
く
も
一
む
ら
、
た
な
び
き
て
、

や
か
た
の
う
へ
に
、
た
ち
お
ほ
ひ
け
る
が
。
く
も
の
う
ち
に
、
い
る

い
、
ゐ
ぎ
ゃ
う
の
、
も
の
と
そ
、
見
え
た
り
け
れ
」
と
い
う
件
に
よ

く
似
た
場
面
も
『
弓
張
月
』
中
に
見
出
せ
る
。
「
醸
雲
騒
ぐ
気
色
も

な
く
、
空
中
を
指
招
け
ば
、
一
染
の
烏
雲
ま
ひ
降
り
、
雲
の
中
に
一

軍
の
、
異
形
の
人
馬
立
顕
れ
」
と
い
う
第
五
十
六
回
の
醸
雲
が
術
を

用
い
て
異
形
の
軍
勢
を
出
現
さ
せ
る
所
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
禍

獣
と
同
様
に
利
用
の
仕
方
の
善
悪
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
千
歳
に
関
わ
る
例
と
し
て
、
流
布
本
『
鶴
の
草
子
』
で
は
鶴

と
男
と
が
結
婚
し
た
後
に
鶴
が
人
聞
に
転
生
し
て
子
供
を
な
す
の
に

対
し
て
、
『
弓
張
月
』
で
は
真
鶴
が
死
ん
だ
後
に
、
亡
霊
と
し
て
あ

ら
わ
れ
た
千
歳
が
松
寿
と
の
子
供
を
生
む
、
と
い
う
順
序
が
逆
で
は

あ
る
が
似
て
い
る
点
も
挙
げ
ら
れ
る
。

以
上
見
て
き
て
、
馬
琴
が
『
鶴
の
草
子
』
の
エ
ッ
セ

γ
ス
の
い
く

つ
か
を
他
の
典
拠
と
合
わ
せ
た
り
、
利
用
の
仕
方
を
変
え
た
り
、
と

少
し
ひ
ね
っ
た
形
で
作
中
に
と
り
入
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
と
思

ぅ
。
で
は
次
に
話
の
構
成
上
の
共
通
点
を
通
し
て
、
千
歳
が
作
中
に

占
め
る
位
置
を
考
え
て
み
た
い
。

第
三
節

真
鶴
と
鶴
の
背
景

千
歳
は
真
鶴
の
亡
霊
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
姿
は
真
鶴
と
は
別
人

と
し
て
「
年
紀
は
三
十
あ
ま
り
に
し
て
、
山
ふ
と
こ
ろ
に
は
い
と
似

げ
な
き
、
顔
色
八
九
分
の
趣
あ
れ
ど
、
天
目
一
の
命
の
炊
妾
に
や
、

偏
目
盲
た
る
賎
婦
が
、
芭
蕉
布
織
て
ゐ
た
り
け
り
（
中
略
）
霧
の
中

な
る
花
か
と
お
．
ほ
し
く
、
昔
を
し
の
ぶ
面
影
は
、
由
緒
あ
る
も
の
L

零
落
て
葎
の
宿
に
世
を
や
避
け
ん
」
と
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
何
か

理
由
の
あ
り
そ
う
な
怪
し
げ
な
雰
囲
気
が
真
鶴
に
は
な
い
千
歳
の
特

徴
で
あ
る
。
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ま
た
自
分
の
家
に
為
朝
主
従
を
迎
え
て
の
彼
女
の
行
動
も
為
朝
の

万
に
目
を
と
め
た
り
、
わ
ざ
と
「
一
人
田
土
夫
婦
」
と
書
い
た
板
を

落
と
し
た
り
、
と
疑
念
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
ば
か
り
で
、
自

然
と
読
者
が
こ
の
新
し
い
登
場
人
物
に
興
味
を
抱
く
よ
う
に
設
定
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
依
田
学
海
氏
が
「
か
の
海
裳
を
醸
雲
の
幻
術

に
し
て
利
勇
を
惑
は
す
未
生
の
人
物
と
し
た
る
は
工
に
過
ぎ
て
反
て

｛註
8｝

よ
か
ら
す
」
と
批
判
し
た
海
業
の
件
に
し
て
も
、
為
朝
が
千
歳
を
疑

う
理
由
の
一
つ
に
す
る
た
め
に
設
定
し
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ

こ
ま
で
し
て
馬
琴
は
な
ぜ
こ
の
千
歳
と
い
う
人
物
を
生
み
出
し
、
さ

ら
に
詳
細
な
設
定
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。



そ
の
理
由
を
い
く
つ
か
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
ひ
と
つ
は
馬
琴
が

作
中
で
寧
王
女
に
「
妻
と
は
な
り
ぬ
れ
ど
、
只
一
チ
日
も
ひ
と
つ
に

住
ず
、
そ
の
身
闘
難
に
死
し
た
れ
ば
、
さ
そ
な
遺
憾
か
ら
め
。
さ
れ

ば
に
や
年
を
経
て
、
そ
の
霊
は
翠
都
婆
に
愚
て
、
更
に
良
人
に
斉
眉

た
る
」
と
語
ら
せ
て
い
る
よ
う
に
真
鶴
を
陶
松
寿
と
暮
ら
さ
せ
て
や

る
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（桂
9）

そ
れ
か
ら
楊
文
鳳
の
「
吊
夫
婦
墓
」
と
い
う
詩
の
内
容
を
『
弓
張

月
』
に
よ
り
生
か
す
た
め
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
第
二
章

で
も
述
べ
た
よ
う
に
鵜
の
丸
の
名
を
真
鶴
の
剣
と
変
え
さ
せ
る
た
め

の
手
段
で
も
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
程
詳
し
く
描

写
し
、
設
定
し
て
い
る
か
ら
に
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
え

る
の
だ
。

『
鶴
の
草
子
』
の
基
本
的
な
骨
組
み
は
〔
善
良
な
男
が
鶴
を
助
け

る
〕
↓
〔
女
が
あ
ら
わ
れ
自
然
に
男
の
妻
と
な
る
〕
↓
〔
幸
せ
な
日
々
〕

↓
〔
外
来
者
に
よ
る
別
れ
の
き
っ
か
け
〕
↓
〔
子
供
が
生
ま
れ
る
〕

で
あ
る
。
こ
の
男
が
幸
せ
に
な
る
ま
で
の
部
分
が
い
わ
ゆ
る
動
物
報

恩
で
、
鶴
が
男
の
女
房
に
な
る
部
分
が
異
類
婚
姻
、
そ
し
て
こ
の
次

に
別
れ
が
く
る
の
は
人
間
と
異
類
と
の
婚
姻
は
必
ず
絶
た
れ
る
約
束

に
な
っ
て
い
た
た
め
だ
。

こ
れ
は
ほ
ぼ
陶
松
寿
と
千
歳
の
件
に
あ
て
は
ま
る
。
す
な
わ
ち
、

松
寿
が
廉
夫
人
と
真
鶴
の
た
め
に
卒
塔
婆
を
建
て
た
帰
り
に
偶
然
千

歳
に
出
会
い
、
「
い
つ
と
な
く
妻
と
呼
ぴ
、
良
人
と
呼
ば
れ
」
る
間

柄
と
な
っ
て
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
た
と
こ
ろ
へ
為
朝
主
従
が
あ
ら
わ

れ
て
千
歳
に
疑
い
を
い
だ
き
、
松
寿
に
妻
を
殺
さ
せ
る
き
っ
か
け
を

作
る
。
そ
し
て
争
乱
が
お
さ
ま
っ
た
後
に
真
鶴
の
卒
塔
婆
塚
よ
り
二

人
の
子
供
が
生
ま
れ
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

ま
た
細
か
い
部
分
で
も
、
例
え
ば
男
の
住
ん
で
い
た
家
と
、
松
寿
・

千
歳
が
暮
ら
し
て
い
た
家
の
様
子
ゃ
、
男
と
女
が
一
緒
に
暮
ら
し
始

め
た
後
に
自
然
と
夫
婦
に
な
る
こ
と
等
の
共
通
点
が
見
出
せ
る
。

そ
し
て
こ
れ
に
日
本
編
の
鶴
が
助
け
ら
れ
る
と
い
う
要
素
を
組
み

込
む
と
、
ち
ょ
う
ど
構
成
が
『
鶴
の
車
子
』
と
重
な
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
馬
琴
も
千
歳
に
謎
め
い
た
印
象
を
与
え
た
上
に
、
初

登
場
の
場
面
で
彼
女
に
「
鶴
女
房
」
を
意
識
し
た
機
織
り
を
さ
せ
て

い
た
り
、
千
歳
と
い
う
名
に
つ
い
て
松
寿
の
口
か
ら
「
鶴
の
齢
を
象

り
て
」
と
言
わ
せ
た
り
、
寧
王
女
に
「
（
亡
霊
の
千
歳
が
土
の
中
で

子
供
を
出
産
し
た
こ
と
に
つ
い
て
）
「
鶴
は
五
百
年
に
し
て
遊
牝
せ

ず
、
雌
雄
相
見
て
苧
む
」
と
い
ふ
な
る
。
こ
れ
も
只
気
を
感
じ
て
苧

め
り
」
と
語
ら
せ
た
り
し
て
、
鶴
の
比
喰
を
多
用
し
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

麻
生
磯
次
氏
は
、
馬
琴
の
読
本
の
特
色
で
も
あ
る
複
雑
で
、
や
や

も
す
れ
ば
不
自
然
に
な
り
が
ち
な
人
間
関
係
や
事
件
は
ど
れ
も
偶
然

の
よ
う
な
印
象
を
読
者
に
与
え
る
が
、
実
は
仏
教
で
い
う
と
こ
ろ
の

【
住
叩
｝

「
因
縁
」
の
た
め
に
そ
う
い
う
結
果
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と

述
べ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
鶴
と
千
歳
の
聞
に
『
鶴
の
草
子
』
お
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よ
ぴ
「
鶴
女
房
」
を
意
識
し
た
根
底
で
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
と
い

う
の
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
千
歳
は
真
鶴
の
亡
霊
な
の
だ
か
ら
、
琉
球
編
に
お
け
る
真

鶴
の
重
要
性
を
併
せ
て
考
え
る
と
、
一
見
単
な
る
脇
役
と
し
か
見
え

な
い
真
鶴
に
は
予
想
以
上
に
大
き
な
役
目
が
あ
っ
た
の
だ
、
と
考
え

ら
れ
る
。

結
び

以
上
、
真
鶴
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
き
た
が
、
彼
女
が
典
拠
と

八
代
と
千
歳
と
い
う
異
な
る
三
つ
の
要
素
か
ら
成
る
人
物
で
あ
る
こ

と
が
確
認
で
き
た
と
思
う
。

ま
ず
そ
の
三
つ
の
要
素
の
う
ち
の
「
典
拠
」
、
す
な
わ
ち
『
中
山

伝
信
録
』
に
み
え
る
真
鶴
の
描
写
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
れ
が
真
鶴

が
生
費
に
さ
れ
か
け
る
場
面
の
典
拠
で
あ
る
と
同
時
に
『
椿
説
弓
張

月
』
琉
球
編
の
構
想
の
典
拠
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
第
一
章
第
三
節
で

述
べ
た
よ
う
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
真
鶴
の

琉
球
編
に
占
め
る
位
置
は
自
然
と
大
き
く
な
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ

ヲ
匂
。

ま
た
、
真
鶴
の
脇
役
に
し
て
は
不
自
然
な
存
在
の
大
き
さ
に
つ
い

て
は
、
日
本
編
に
の
み
登
場
し
た
「
八
代
」
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
よ
り
明
確
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
比
較
を
通
し
て
得
ら
れ
た
二

人
の
相
似
性
は
逆
説
的
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
『
弓
張
月
』
中
の
二
つ

の
大
き
な
争
乱
が
対
比
的
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
も

あ
る
。最

後
に
「
千
歳
」
に
つ
い
て
だ
が
、
千
歳
と
鶴
と
が
『
鶴
の
草
子
』

を
媒
介
に
し
て
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
々
独
立
し
た
物
語
の

よ
う
に
も
見
え
る
『
弓
張
月
』
の
前
、
後
半
が
確
実
に
つ
な
が
っ
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
よ
う
な
三
通
り
の
方
法
で
、
一
見
脇
役
に
し
か
見
え
な
い
真

鶴
が
、
実
は
『
椿
説
弓
張
月
』
と
い
う
作
品
の
構
想
の
一
部
を
担
う

程
の
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
、
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

注
注
－
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中
国
の
地
理
書
で
六
巻
か
ら
な
る
。
清
の
除
藻
光
撰
。
一
七

二
一
年
成
立
。
琉
球
国
の
王
府
の
事
情
や
中
国
と
の
外
受
関
係
、

玉
系
、
地
理
、
制
度
、
風
俗
、
言
語
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

注
2

「
琉
球
争
乱
の
構
図
（
上
）
｜
｜
『
椿
説
弓
張
月
』
試
論
｜

i
」
石
川
秀
巳

山
形
女
子
短
期
大
学
紀
要
一
五
昭
和
五
人
・
三

注
3

真
鶴
の
死
の
場
面
は
野
風
の
死
の
場
面
に
、
千
歳
の
死
の
場

面
は
山
雄
の
死
の
場
面
に
各
々
類
似
し
て
い
る
。

注
4

他
の
例
と
し
て
は
、
千
歳
の
件
が
醸
雲
を
倒
す
剣
を
真
鶴
の

剣
と
改
名
さ
せ
る
理
由
づ
け
と
な
っ
て
い
る
こ
と
（
第
六
一
回
）

ゃ
、
真
鶴
（
千
歳
）
が
土
中
か
ら
生
ん
だ
子
供
が
舜
天
丸
を
守

る
為
に
死
ん
だ
高
間
太
郎
と
磯
萩
の
生
ま
れ
か
わ
り
で
あ
っ
た



注注
7 6 

こ
と
（
第
六
六
回
）
、
さ
ら
に
そ
の
女
の
子
が
い
ず
れ
舜
天
丸

の
后
と
な
る
こ
と
（
第
六
八
回
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

「
琉
球
争
乱
の
構
図
（
下
）
｜
｜
『
椿
説
弓
張
月
』
試
論
｜

｜
」
石
川
秀
巳

山
形
女
子
短
期
大
学
紀
要
一
七

注
2
に
同
じ
。

注
5 

昭
和
六

0
・

テ
キ
ス
ト
（
下
）
の
補
注
五
一
「
禍
獣
」
の
項
に
別
本
『
鶴

の
草
子
』
に
つ
い
て
ふ
れ
て
あ
り
「
御
伽
草
子
は
馬
琴
に
よ
っ

て
採
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
後
藤
丹
治
氏
が
述
べ
て
い

ヲ
匂
。

「
椿
説
弓
張
月
細
評
」
依
田
学
海
出
版
月
評
一
一

J
一
四

明
治
一
二
・
六
J
九
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
『
馬
琴
』
収
録

注
9

テ
キ
ス
ト
（
下
）
の
注
に
「
楊
文
鳳
の
夫
婦
墓
の
史
実
は
今

詳
か
で
な
い
が
、
馬
琴
は
そ
の
夫
婦
基
の
名
を
借
り
て
、
弓
張

月
の
夫
婦
墳
の
話
を
創
作
し
た
」
と
あ
る
。

注
目
「
馬
琴
の
読
本
と
因
果
観
」
麻
生
磯
次

学
」
＝
一
一
一

i
四
昭
和
三

0
・
四

注
8 

「
国
語
と
国
文

参
考
文
献

『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
第
九
巻
横
山
重
他
編

昭
和
五
八
・
二
・
二
八
発
行
角
川
書
店

典
拠
と
の
比
較
（
表
1
）

犠為とし 息雨と 祐淳中に 単宮『

暴之 為tを 当え き北

る。 条の
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宜
野
湾
の
章
氏
の
女
真
鶴
募
め
に
応
じ

て
身
を
捨
て
母
を
養
う
。

伯
を
祭
慰
め
給
は
ば
、
神
の
鎮
り
給
ふ

事
も
あ
り
な
ん
。
も
し
し
か
し
給
は
ず

は
、
圏
中
荒
廃
れ
て
、
忌
ミ
し
き
大
事

に
及
ぶ
ベ
し
」
と
い
ら
へ
け
り
。

「
j
i－
－
－
彼
は
宜
野
湾
の
山
里
に
、
い

と
饗
し
く
て
母
を
養
ひ
、
芭
蕉
布
を
織

て
生
活
と
な
す
も
の
な
る
が
、
恐
け
れ

ど
、
王
女
と
同
庚
に
し
て
、
し
か
も
三

月
、
辰
の
日
辰
の
時
に
生
れ
し
と
ぞ
。

「
j
i
－
－
－
今
度
大
王
よ
り
、
辰
の
年
月

日
時
に
生
れ
し
女
子
あ
ら
ば
、
犠
に
進

ら
せ
よ
と
圏
中
に
令
し
ら
し
て
、
普
く

募
給
へ
ど
も
、
参
る
も
の
な
か
り
し
か

は
、
王
女
み
づ
か
ら
お
ん
婦
を
捨
て
、

犠
に
な
り
給
ふ
、
と
風
声
す
。
わ
が
母

こ
れ
を
閲
て
、
大
に
驚
き
、
真
鶴
に
い

へ
り
け
る
は
、
「
（
中
略
）
母
子
忠
義

に
命
を
隙
し
て
多
ミ
の
汚
名
を
雲
む
べ

き
は
こ
の
時
な
り
。
：
：
：
：
」

孝
天
神
を
感
ぜ
し
め
、
鮫
を
滅
し
、
害
一
毛
園
鼎
阪
を
聡
ら
し
、
「
阿
公
、
君
を

を

除

く

一

惑

し

て

婦

女

子

を

犠

と

す

。

も

し

其

験

一
を
得
ざ
る
と
き
は
、
罪
な
き
人
を
殺
し

一
給
ふ
、
君
王
の
御
俣
と
な
る
べ
し
。
小

臣
こ
れ
を
思
ふ
が
放
に
、
水
神
を
こ
L

へ
迎
て
、
犠
を
受
る
や
、
受
ざ
る
や
を

試
ん
と
す
。
是
を
禁
る
も
の
は
忠
臣
に

あ
ら
ず
わ
れ
何
の
罪
あ
っ
て
、
縛
を
受

ベ
き
や
o
」
と
呼
る
。
（
中
略
）
躯
て
真

鶴
を
扶
披
て
、
壇
の
辺
に
参
り
、
き
て

園
王
に
ま
う
す
ゃ
う
、
「
阿
公
が
好
計
、

玉
大
い
に
喜
び
、
以
て
王
子
に
配
す
。

八
代
と
真
鶴
の
比
較
（
表

2
）

既
に
護
顕
た
り
。
今
よ
り
人
を
も
て
犠

と
し
給
ふ
事
は
、
思
ひ
と
H
A

ま
り
給
へ
。

・・・」

尚
寧
王
点
頭
て
、
「
今
日
の
事
、
も
し

毛
園
鼎
な
か
り
せ
ば
、
中
主
亭
比
な
き
少

女
を
殺
す
の
み
な
ら
ず
、
大
に
徳
を
損

ひ
て
、
民
の
望
み
を
失
ふ
ベ
し
。
（
中

略
）
絡
の
叙
に
、
わ
れ
み
づ
か
ら
彼
山

に
登
り
て
、
件
の
塚
を
渡
せ
は
や
、

と
思
ふ
な
り
。
」

「
j
i
－
－
－
真
鶴
は
、
命
婦
た
り
。
彼
を

ば
中
城
に
終
て
か
へ
り
て
、
寧
王
女
に

給
事
さ
せ
よ
。
：
：
・
：
」

八

代

（

第

九

回

）

「
わ
ら
は
が
失
紀
平
治
も
、
浴
に
て
討
一
「
：
：
：
・
め
づ
ら
か
な
り
陶
松
寿
、
汝

死
し
侍
り
つ
ら
ん
と
思
へ
ば
、
た
え
て
一
員
鶴
と
婚
姻
せ
し
夜
、
只
一
た
び
見
つ

存
命
べ
き
こ
与
ろ
な
し
と
い
へ
ど
も
、
一
る
の
み
に
て
、
移
の
年
を
過
し
た
れ
ば
、

な
ほ
か
く
て
侍
る
な
る
は
、
夫
の
忠
義
一
王
女
も
わ
が
身
も
面
忘
れ
し
に
、
年
来

を
思
ひ
く
み
君
の
先
途
を
見
と
ど
け
ま
一
恋
し
、
と
思
ふ
良
人
な
れ
ば
こ
そ
、
員

ゐ
ら
す
べ
う
思
へ
ば
也
。
さ
は
八
代
が
一
鶴
は
は
や
、
足
音
に
で
も
し
り
つ
ら
め
。

胸
く
る
し
さ
を
も
し
ら
せ
給
ひ
、
一
旦
一
・
：
：
：
：
」

大
殿
の
御
こ
’
ふ
ろ
を
安
め
て
、
な
ほ
赴
一
松
寿
は
真
鶴
に
胸
し
て
、
声
を
ふ
り
立
、

れ
が
た
く
は
そ
の
時
に
、
と
も
か
く
も
一
「
怜
側
は
お
は
し
ま
せ
ど
も
、
さ
す
が

な
ら
せ
給
へ
か
し
。
」
と
し
ば
／
＼
諌
一
は
婦
女
子
の
見
識
な
り
。
死
す
る
を
孝

て
わ
り
な
く
馬
に
抱
き
乗
せ
、
み
づ
か
一
と
お
ぼ
す
に
や
。
賊
臣
を
滅
し
て
、
民

ら
轡
づ
ら
を
引
向
て
、
西
の
門
よ
り
落
一
を
救
ふ
は
王
者
の
孝
也
。
再
て
討
手
の

行

け

り

。

大

勢

を

向

ら

れ

な

ば

、

い

か

に

し

て

脱

れ
給
は
ん
。
い
ひ
が
ひ
な
し
。
」
と
諌

め
つ
嫌
し
つ
、
夫
婦
か
ひ

A
Kし
く
扶

披
て
、
後
門
よ
り
落
し
ま
ゐ
ら
せ
ん
、

と議する・－－－－－－－－。

－
真
鶴
（
第
四

0
・
四
一
回
）
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白
縫
は
日
来
雄
ミ
し
き
か
ひ
あ
り
て
、

鋲
打
た
る
鉢
巻
し
て
、
小
具
足
に
祉
甲

さ
し
か
た
め
白
柄
の
長
万
を
わ
き
は
さ

み
て
、
紀
平
治
が
妻
の
八
代
以
下
、
廿

品
開
人
の
女
使
を
、
み
な
一
般
に
打
扮
せ
、

さ
る
程
に
白
縫
は
、
八
代
等
廿
徐
人
の

女
使
を
終
て
、
西
の
門
よ
り
走
り
出
る

八
代
は
、
白
縫
を
落
さ
ん
潟
、
潜
に
引

下
り
て
ふ
た
L
ぴ
逐
ひ
来
る
敵
を
拒
、

三
騎
に
襲
負
は
せ
、
二
騎
を
切
倒
し
、

首
を
取
て
立
あ
が
る
・

．．．． 

折
し
も
、
矢
一
ツ
来
り
て
八
代
が
、
坑

の
あ
た
り
へ
丁
と
立
ば
、
し
ば
し
も
た

ま
ら
ず
倒
る
与
を
、
軍
兵
四
五
騎
下
り

た
ち
て
、
首
を
と
ら
ん
と
競
ひ
か
与
る
。

坑
よ
り
項
ま
で
、
箆
中
過
て
射
徹
さ
れ
、

血
に
塗
れ
つ
L
手
に
も
て
る
、
太
刀
の

刃
は
み
な
腐
れ
て
、
鋸
に
異
な
ら
ね
ば

紀
平
治
は
、
松
の
枯
枝
を
伐
お
と
し
、

死
骸
の
上
に
積
か
け
て
、
焦
火
を
さ
し

つ
け
っ
、
「
南
無
」
と
念
ず
る
声
と
と

もに・・・・・・・・・。

大
床
に
桂
ら
れ
た
る
、
花
笠
を
と
り
お

ろ
し
て
廉
夫
人
に
負
し
奉
れ
ば
、
員
鶴

は
殿
内
な
る
、
先
王
廟
の
木
獅
子
を
う

ち
被
ぎ
て
、
王
女
を
後
方
に
隠
し
入
れ
、

主
従
四
人
、
祭
記
の
ね
り
物
に
打
紛
て
、

巷
口
を
投
て
狂
ひ
出
づ
。

寧
王
女
は
、
民
鶴
に
扶
披
れ
、
掛
也
舞
に

打
扮
て
主
従
木
獅
子
を
う
ち
被
ぎ
、
里

の
総
角
に
ま
じ
ら
ひ
っ
L
、
姑
場
搬
の

北
の
か
た
、
越
来
を
投
て
落
た
ま
ふ
。

民
す
梓
棒
を
、
剣
を
抜
て
切
挽
ひ
、
右

に
嘗
り
左
に
柱
、
縦
績
無
碍
に
挑
み
戦

ひ
、
三
人
に
手
を
負
し
、
二
人
を
矢
庭

に
研
伏
た
り
。

民
鶴
は
、
そ
の
身
鉄
石
に
あ
ら
ざ
れ
は
、

肩
を
打
し
腕
を
折
れ
、
終
に
多
勢
に
賞

り
が
た
く
、
株
に
鉄
き
、
破
と
破
ベ
は
、

阜
県
皆
得
た
り
、
と
棒
と
り
直
し
、
乱
打

に
打
程
に
、
憐
む
べ
し
真
鶴
は
、
肉
破

れ
骨
砕
け
、
今
宵
ぞ
死
出
の
山
蔭
を
、

越
来
の
露
と
消
に
け
る
。

頼
な
る
か
な
員
鶴
は
、
王
女
と
お
な
じ

年
に
生
れ
て
、
廉
夫
人
の
妹
な
れ
ば
、

面
影
も
よ
く
品
目
た
り
。
今
真
鶴
が
首
を

も
て
、
寧
王
女
の
お
ん
身
が
は
り
と
し
、

利
勇
を
歎
き
得
た
ら
ん
・
・
・
・
・
・
・
・
・
0
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緯
切
て
も
な
ほ
放
さ
H
A

る
、
居
間
鶴
が
剣

（
松
寿
は
）
民
鶴
が
首
を
析
は
な
ち
て
、

錦
の
半
骨
に
押
褒
み
、
屍
は
川
へ
衝
流

し
て
、
形
の
ご
と
く
水
葬
L
i－－：：。


