
近
枇
に
お
け
る
徒
然
草
大
流
行
の
仕
掛
け
人
の
一
人
は
、
間
違
い

な
く
細
川
幽
斎
で
あ
る
。
も
っ
と
も
彼
自
身
は
、
徒
然
草
に
関
し
て

ま
と
ま
っ
た
考
説
を
残
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
周
囲
の
人
々
に

対
し
て
、
さ
か
ん
に
そ
の
面
白
さ
、
新
し
さ
を
説
く
と
こ
ろ
が
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
徒
然
草
趣
味
に
追
随
し
、
こ
れ
を
客
観
的
に
検

証
し
よ
う
と
す
る
人
た
ち
の
中
か
ら
、
近
世
の
徒
然
草
学
は
始
ま
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
、
時
代
を
先
取
り
し
た
幽
斎
の
徒
然
草
趣
味
、
そ
の
影
響
の

第
一
波
は
、
彼
に
最
も
近
し
い
人
た
ち
の
間
に
そ
の
痕
跡
を
窺
う
こ

と
が
で
き
る
。
彼
の
第
三
子
幸
隆
（
妙
庵
）
が
そ
の
書
写
・
校
合
に

関
わ
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
幸
隆
本
」
は
つ
と
に
有
名
で
あ
る
が
（
注

1
参
照
）
、
そ
の
他
に
も
、

ー
『
徒
然
草
扇
面
』

（
光
寿
院
筆
、
熊
本
県
立
美
術
館
寄
託
永
青

文
庫
蔵
）

2

『
徒
然
草
』
（
細
川
忠
興
筆
、
熊
本
大
学
附
属
図
書
館
寄
託
永

青
文
庫
蔵
）

の
よ
う
な
資
料
が
伝
存
し
て
い
る
。

1
は
、
菊
花
・
流
水
・
雲
霞
を
配
し
た
扇
面
に
、
和
歌
一
首
（
典

拠
不
明
）
、
お
よ
び
徒
然
草
•
第
二
六
段
の
本
文
が
抄
写
さ
れ
た
も

の
。
筆
者
は
幽
斎
室
・
府
香
（
光
寿
院
）
と
伝
え
る
。
抄
写
さ
れ
た

第
二
六
段
は
、
幽
斎
が
「
古
歌
古
事
な
ど
を
も
か
す
ま
せ
て
、
二
重

も
三
重
も
上
を
か
き
た
る
」
（
『
耳
底
記
』
）
例
と
し
て
挙
げ
て
い
た

章
段
で
あ
り
、
幽
斎
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
見
な
し
て
よ
か
ろ
う
。

2
は
、
幽
斎
長
男
・
中
心
興
（
三
斎
）
が
徒
然
草
を
書
写
し
た
も

の
。
大
本
、
列
帖
装
二
冊
。
忠
興
は
正
保
元
（
一
六
四
四
）
年
十
二

月
二
日
に
没
し
て
い
る
か
ら
（
享
年
八
十
二
歳
）
、
そ
れ
以
前
の
成

立
。
延
宝
四
（
一
六
七
六
）
年
十
月
、
法
橋
牛
庵
（
随
世
）
の
加
証

奥
書
が
あ
る
。
齋
藤
彰
に
よ
れ
ば
、
幽
斎
本
系
統
第
II
類
に
分
類
さ

肥
後
八
代
城
主
松
井
家
と
徒
然
草

近
世
極
初
期
の
扇
面
と
屏
風
絵

川

平

敏

文
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と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
幽
斎
お
よ
び
そ
の
一
族
の
嗜
好
は
、
さ

ら
に
及
ん
で
そ
の
家
中
へ
も
影
響
を
与
え
た
ご
と
く
で
あ
る
。
細
川

家
筆
頭
家
老
•
松
井
家
に
伝
来
す
る
い
く
つ
か
の
徒
然
草
関
係
資
料

を
、
以
下
に
詳
し
く
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

近
世
松
井
家
の
初
代
康
之
は
、
戦
国
の
末
期
、
織
田
信
長
の
臣
下

と
な
っ
た
細
川
藤
孝
（
幽
斎
）
に
つ
い
て
武
功
を
挙
げ
、
そ
の
養
女

を
姿
っ
て
細
川
家
筆
頭
の
家
臣
と
な
る
。
そ
の
後
、
細
川
家
が
江
戸

開
幕
を
挟
ん
で
丹
後
、
豊
前
、
豊
後
、
肥
後
と
次
々
に
封
国
を
替
え

な
が
ら
大
大
名
へ
と
発
展
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
松
井
家
の
地
位
も

ま
す
ま
す
確
固
と
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
特
に
正
保
一
一
年
以
後

は
、
肥
後
の
南
方
に
君
臨
す
る
島
津
氏
の
抑
え
と
し
て
重
要
な
地
理

的
位
置
に
あ
る
八
代
城
の
守
衛
を
任
さ
れ
、
そ
の
城
下
を
中
心
に
、

三
万
石
も
の
知
行
を
領
し
た
。

さ
ら
に
松
井
氏
は
、
信
長
・
秀
吉
時
代
に
受
け
た
山
城
国
内
の
領

地
一
七
0
石
ほ
ど
を
、
徳
川
家
康
に
よ
り
引
き
続
き
安
堵
さ
れ
る
と

共
に
、
自
家
の
代
替
わ
り
、
将
軍
の
代
替
わ
り
な
ど
に
は
参
府
を
し

て
将
軍
に
御
目
見
え
す
る
と
い
う
、
大
名
に
準
ず
る
待
遇
を
受
け
て

い
た
。
そ
の
よ
う
な
点
で
も
、
松
井
家
は
細
川
家
の
家
臣
と
い
う
位

置
に
は
あ
り
な
が
ら
、
徳
川
将
軍
家
か
ら
も
特
別
に
目
を
懸
け
ら
れ

る
と
い
う
、
特
異
な
存
在
な
の
で
あ
っ
た
。

れ
、
上
冊
が
烏
丸
本
、
下
冊
が
正
徹
本
に
近
似
す
る
と
さ
れ
る
。

松
井
家
に
伝
来
す
る
武
具
・
典
籍
・
文
書
・
調
度
品
な
ど
は
、
現

在
松
井
文
庫
と
し
て
、
八
代
市
立
博
物
館
未
来
の
森
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

に
寄
託
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
徒
然
草
関
係
資
料
と
言
え
る
も

の
と
し
て
は
次
の
四
点
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

『
徒
然
草
」
（
細
川
幸
隆
筆
）

4

『
徒
然
草
]
（
筆
者
不
明
）

5

『
徒
然
草
扇
面
』
（
伝
徳
川
家
康
筆
）

6
『
徒
然
草
図
押
絵
貼
屏
風
』
（
筆
者
不
明
）

ま
ず
3
は
、
前
述
し
た
い
わ
ゆ
る
幸
隆
本
系
の
徒
然
草
写
本
で
、

先
行
研
究
に
「
松
井
明
之
氏
蔵
本
」
な
ど
と
記
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

列
帖
装
一
一
冊
、
縦
二
四
・
ニ
糎
X

横
一
七
・
ニ
糎
、
鶯
色
地
緞
子
表
紙
。

奥
書
に
「
以
愚
本
令
書
写
朱
墨
校
合
了
慶
長
八
暦
九
月
日
妙
庵

玄
又
[
印
こ
と
ぁ
る
o

妙
庵
は
細
川
幸
隆
の
号
o

慶
長
八
（
工
ハ
O
三
)

年
十
一
月
、
三
十
七
歳
で
没
す
る
の
で
、
そ
の
最
晩
年
の
頃
の
写
本

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

4
は
、
筆
者
不
明
の
徒
然
草
写
本
。
列
帖
装
二
冊
、
縦
一
六
・
七

x
横
一
八
・
一
一
糎
、
薄
茶
色
地
緞
子
表
紙
。
奥
書
な
し
。
様
態
か
ら

み
て
、
江
戸
前
期
か
ら
中
期
頃
に
か
け
て
作
ら
れ
た
写
本
で
あ
ろ
う

か
と
推
測
さ
れ
る
。
本
文
系
統
は
、
試
み
に
上
冊
一

O
T、
下
冊

1
0
丁
程
度
を
サ
ン
プ
ル
調
査
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
烏
丸
本
系
統
の
、

万
治
二
（
一
六
五
九
）
年
刊
本
を
始
め
と
す
る
近
世
流
布
版
本
類
と

ほ
ぽ
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。
烏
丸
本
と
の
異
同
は
、
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「
徒
然
草
扇
面
』

「
松
井
家
先
祖
由
来
附
』
康
之
代
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
載
っ
て
い
る
。

文
禄
四
(
-
五
九
五
）
年
七
月
、
豊
臣
秀
吉
は
、
謀
叛
の
計
画
を

し
て
い
た
と
し
て
甥
・
秀
次
を
高
野
山
に
て
自
害
に
追
い
込
ん
だ

が
、
後
に
そ
の
嫌
疑
は
細
川
忠
興
に
も
及
ぽ
う
と
し
て
い
た
。
忠
興

が
秀
次
か
ら
黄
金
百
両
を
贈
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
、
軍
資
金

の
供
与
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
た
た
め
だ
。
忠
興
は
、
家

中
の
財
政
を
支
え
る
た
め
の
借
銀
で
あ
っ
た
と
秀
吉
に
釈
明
し
、
大

方
の
嫌
疑
は
解
け
た
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
も
黄
金
百
両
を
返
還

せ
よ
と
命
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
家
臣
•
松
井
康
之
が
資
金
繰
り
の
た

め
諸
方
へ
奔
走
す
る
が
、
な
か
な
か
返
す
目
処
が
立
た
な
い
。
最
後
に
、

以
前
よ
り
目
を
懸
け
て
く
れ
て
い
た
徳
川
家
康
に
懇
願
し
た
と
こ
ろ
、

内
々
に
借
用
に
応
じ
て
く
れ
る
と
の
こ
と
。
引
用
は
そ
の
場
面
で
あ
る
。

折
節
残
暑
強
、
御
紙
張
の
内
に
て
入
組
候
次
第
言
上
仕
、
大

に
つ
い
て

第
一
段
、
烏
丸
本
が
「
愛
敬
あ
り
て
こ
と
葉
お
ほ
か
ら
ぬ
こ
そ
」
と

す
る
と
こ
ろ
に
「
愛
行
」
と
い
う
漢
字
を
宛
て
る
こ
と
、
第
一
三
七

段
中
程
、
烏
丸
本
が
「
則
5
口j
い
と
を
そ
し
」
と
す
る
と
こ
ろ
を

「
み
も
の
」
と
す
る
こ
と
な
ど
が
そ
の
例
で
、
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
が
、

上
に
い
う
流
布
版
本
類
と
一
致
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
残
る

5
と
6
に
つ
い
て
、
以
下
に
詳
述
す
る
。

汗
に
相
成
候
体
被
御
覧
、
御
側
に
有
之
候
御
扇
子
を
被
遊
御
把
、

是
を
仕
ひ
汗
を
納
候
様
に
と
の
上
意
に
て
、
康
之
え
被
為
拝
領

候
、
此
御
扇
子
に
細
字
に
て
徒
然
草
の
内
、
花
は
さ
か
り
に
月

は
く
ま
な
き
の
章
を
初
、
所
々
の
文
旬
御
座
候
、
前
々
よ
り
東

照
宮
御
筆
の
由
申
伝
、
今
以
所
持
仕
候
。

す
な
わ
ち
、
残
暑
が
ひ
ど
か
っ
た
う
え
、
紙
帳
（
紙
で
つ
く
っ
た
蚊

帳
）
の
内
で
複
雑
な
こ
と
の
経
緯
を
説
明
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
た

め
、
康
之
が
大
汗
を
か
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
家
康
が
傍
に
あ
っ
た
扇

子
を
取
り
、
こ
れ
を
使
っ
て
涼
め
と
言
っ
て
康
之
に
下
賜
し
た
。
そ

こ
に
は
家
康
の
直
筆
で
、
徒
然
草
の
「
花
は
さ
か
り
に
」
の
段
そ
の

他
が
細
書
し
て
あ
っ
た
と
い
う
の
だ
。

本
資
料
は
こ
の
扇
子
に
相
違
な
い
。

家
康
の
直
筆
と
い
う
、
そ
の
筆
蹟
に
関
し
て
は
現
時
点
で
そ
の
真

贋
の
評
価
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
家
康
が
徒
然

草
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
、
林
羅
山
の
徒
然
草
注
釈
書
『
野

槌
』
（
元
和
七
〈
一
六
―
二
〉
年
成
・
刊
）
第
一
―

1
0
段
に
載
る
、
次

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
喚
子
鳥
鳴
く
時
、
招
魂

の
法
を
ば
行
ふ
次
第
あ
り
」
と
い
う
徒
然
草
本
文
に
つ
い
て
、
羅
山

が
自
身
の
経
験
を
踏
ま
え
て
記
述
し
て
い
る
く
だ
り
で
あ
る
。

・ママ―

其
の
ち
余
、
駿
河
に
侍
り
し
に
、
高
野
の
検
校
法
性
院
政
遍
と

い
へ
る
、
八
十
余
の
老
僧
来
り
ま
み
え
し
か
ば
、
太
相
国
こ
の

つ
れ
入
＼
草
の
招
魂
の
事
、
尋
よ
と
仰
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
余
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家
康
が
徒
然
草
に
関
心
を

よ
っ
て
、
筆
蹟
に
つ
い
て
は
今

ま
か
り
て
問
に
、
政
遍
、
我
宗
に
招
魂
の
法
を
こ
な
ひ
て
、
加

持
す
る
事
は
あ
り
。
さ
れ
ど
も
喚
子
烏
の
鳴
時
、
行
事
は
し
り

侍
ら
ず
。
魂
を
よ
ぶ
と
い
ふ
に
よ
り
て
、
か
く
申
に
や
と
こ
た

ヘ
け
る
を
、
則
太
相
国
へ
奏
し
侍
る
。

太
相
国
（
家
康
）
が
羅
山
に
、
徒
然
草
に
い
う
「
喚
子
鳥
」
と
「
招

魂
の
法
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
真
言
僧
・
政
遍
に
訊
ね
さ
せ
た
と

い
う
。
政
遍
は
高
野
山
第
一
―
一
八
世
寺
務
検
校
、
字
宥
俊
、
号
宝
性

院
。
豊
臣
秀
吉
、
の
ち
徳
川
家
康
の
寵
遇
を
受
け
た
。
慶
長
十
一

（
一
六

0
六
）
年
五
月
、
寺
務
検
校
に
補
せ
ら
れ
、
同
十
四
年
に
辞
職
。

同
十
七
年
五
月
、
家
康
か
ら
駿
府
に
召
さ
れ
て
論
議
と
な
る
が
、
そ

の
後
東
寺
の
寺
務
や
山
科
安
祥
寺
の
再
興
な
ど
に
貢
献
。
同
十
九
年

二
月
、
再
び
駿
府
に
召
さ
れ
て
論
議
と
な
り
、
同
年
四
月
二
日
、
安

祥
寺
に
て
寂
す
。
享
年
八
十
一
歳
（
鷲
尾
順
敬
編
『
増
訂
日
本
仏
家

人
名
辞
書
』
補
遺
編
に
よ
る
）
。

こ
の
政
遍
の
経
歴
と
、
羅
山
の
記
述
と
を
併
せ
見
れ
ば
、
羅
山
が

駿
府
で
政
遍
に
真
言
の
密
法
の
こ
と
を
尋
ね
た
と
い
う
の
は
、
政
遍

の
最
晩
年
、
慶
長
十
九
年
頃
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
も
し
「
八
十

余
の
老
僧
」
と
い
う
羅
山
の
認
識
に
多
少
の
間
違
い
が
あ
っ
た
と
し

て
も
、
政
遍
が
駿
府
に
初
め
て
召
さ
れ
た
の
は
慶
長
十
七
年
だ
か
ら
、

さ
ほ
ど
大
き
な
ズ
レ
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
や
や
時
代
は
降
る
が
、

抱
い
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

）
内
に
記
し
た
。

3
明
ら
か
な
不
審
箇
所
に
は
（
マ
マ
）
を
付
し
た
。

よ
そ
推
定
で
き
る
も
の
は
、
文
字
を
四
角
で
囲
ん
だ
。

2

虫
損
・
破
損
な
ど
で
判
読
不
能
の
文
字
は
口
で
表
し
た
。
た
だ
し
お
お

後
の
裏
付
け
を
待
っ
と
し
て
も
、
本
資
料
が
家
康
か
ら
下
賜
さ
れ
た

こ
と
自
体
を
疑
う
必
要
は
あ
る
ま
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
家
康
の
徒
然

草
へ
の
関
心
は
慶
長
初
年
ま
で
遡
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
が
、
そ
れ
は
徒
然
草
受
容
史
的
に
見
て
も
か
な
り
早
い
時
期
で

あ
り
、
特
記
す
べ
き
で
あ
る
。
幽
斎
周
辺
か
ら
広
が
っ
た
と
見
ら
れ

る
、
時
代
の
最
先
端
の
趣
味
を
取
り
入
れ
た
文
物
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

左
に
そ
の
本
文
を
翻
字
す
る
。

1

最
小
限
の
読
点
を
私
に
付
し
た
。
た
だ
し
清
濁
・
改
行
は
原
本
ど
お
り
。

4
該
当
す
る
文
章
の
章
段
番
号
を
（

（
第
一
三
七
段
）

花
は
さ
か
り
に
月
は
く
ま
な
き
を
の
み

み
る
も
の
か
は
、
雨
に
む
か
ひ
て
月
を
こ
ひ

た
れ
こ
め
て
春
の
行
衛
を
し
ら
ぬ

も
、
猶
あ
は
れ
に
情
ふ
か
し

（
第
一
四
0
段）

身
死
て
財
残
る
こ
と
は
、
智
者
の

[
凡
例
]

-4-



せ
さ
る
所
な
り

（
第
六
段
）

子
孫
お
は
せ
ぬ
こ
そ
よ
く
侍
る
、
末
の

を
く
れ
た
る
は
、
あ
し
き
な
り
、
聖
徳

太
子
の
、
御
墓
を
か
ね
て
つ
か
せ
給
時
も

こ
、
を
き
れ
、
か
し
こ
を
た
て
、
子
孫
あ
ら

せ
し
と
思
ふ
な
り
と
そ

（
第
七
段
）

あ
た
し
野
々
露
、
と
り
辺
山
の

煙
た
ち
さ
ら
て
の
み
、
す
み
は
つ
る

な
ら
ひ
な
ら
は
、
物
の
哀
も
な
か
ら
ん
、
よ
は

さ
た
め
な
き
こ
そ
い
み
し
け
れ
、
命

あ
る
も
の
を
み
る
に
、
人
は
か
り
ヒ
サ
シ
キ
は

な
し
、
か
け
ろ
ふ
の
夕
部
を
ま
つ
、
な
つ
の

虫
の
春
秋
を
し
ら
ぬ
も
あ
る
そ
か
し

（
第
二
六
段
）

人
の
心
の
風
も
吹
あ
へ
ぬ

（
第
五
五
段
）

家
を
つ
く
る
は
夏
を
む
ね
と
す
へ
し

-ママ｝

冬
は
い
か
な
る
所
に
も
す
、
ろ

□

口
、
あ
っ

き
比
わ
ろ
き
住
居
は
た
へ
か
た
き

（
第
五
七
段
）
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人
の
語
り
出
た
る
歌
物
語
の
、
歌
の

わ
ろ
き
こ
そ
本
意
な
け
れ
、
い
と
も
し

ら
ぬ
道
の
も
の
か
た
り
し
た
る
は
、
か
た
は
ら

い
た
く
聞
に
く
し

（
第
五
九
段
）

大
事
を
思
ひ
た
、
ん
人
は
、
去
か
た
＜

に
く
き
こ
と
を
も
す
つ
へ
き
な
り

（
第
九
一
段
）

赤
舌
日
と
云
こ
と
陰
陽
の
み
ち
に
に

さ
た
な
き
事
也
、
む
か
し
の
人
こ
れ
を

い
ま
す
、
比
な
に
も
の
い
ひ
出
て
、
い
み
は
し

め
け
る
に
哉
、
此
日
あ
る
こ
と
、
末
と
ロ
ロ
ロ

其
日
い
ひ
出
し
た
る
事

□

ロ
ロ

た
り
し
物
は
失
つ
、
た
の
み
し

□

口

ロ
ロ
ロ
を
ろ
か
な
り
、
吉
日
を
え
ら
ひ
て

全
体
的
に
、
徒
然
草
の
本
文
を
忠
実
に
写
し
た
と
い
う
よ
り
は
、

語
末
の
改
変
、
語
句
の
省
略
な
ど
を
適
宜
行
っ
た
跡
が
見
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
本
資
料
に
は
第
六
段
に
関
す
る
抜
粋
が
あ
る
が
、
当
段

は
本
来
、
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

わ
が
身
の
や
ん
ご
と
な
か
ら
ん
に
も
、
ま
し
て
、
数
な
ら
ざ

ら
ん
に
も
、
子
と
い
ふ
も
の
な
く
て
あ
り
な
ん
。

前
中
書
王
・
九
条
大
政
大
臣
・
花
園
左
大
臣
、
み
な
、
族
絶

え
ん
事
を
願
ひ
給
へ
り
。
染
殿
大
臣
も
、
「
子
孫
お
は
せ
ぬ
ぞ

よ
く
侍
る
。
末
の
お
く
れ
給
へ
る
は
、
わ
ろ
き
事
な
り
」
と
ぞ
、

世
継
の
翁
の
物
語
に
は
言
へ
る
。
聖
徳
太
子
の
、
御
墓
を
か
ね

て
築
か
せ
給
ひ
け
る
時
も
、
「
こ
、
を
切
れ
。
か
し
こ
を
断
て
。

子
孫
あ
ら
せ
じ
と
思
ふ
な
り
」
と
侍
り
け
る
と
か
や
。

本
資
料
は
こ
の
傍
線
部
の
み
を
取
り
出
し
、
し
か
も
文
末
を
「
な
り

と
そ
」
と
簡
略
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
扇
の
形
状
に
し
た
が
っ
て
適
宜
、
筆
写
者
が
本
文
を
改
変

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
資
料
の
本
文
系
統
を
正
確

に
見
定
め
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
全
く
注
目
す
べ
き
点
が
な
い

で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
第
七
段
「
な
つ
の
虫
」
云
々
と
い
う
部
分

で
、
諸
本
こ
こ
は
「
夏
の
蝉
」
な
ど
と
し
て
い
て
、
「
虫
」
で
は
な
い
。

こ
こ
を
「
虫
」
と
す
る
の
は
、
英
王
堂
旧
蔵
本
、
お
よ
び
本
稿
前
節

に
紹
介
し
た
細
川
忠
興
筆
本
（
永
青
文
庫
蔵
）
と
い
っ
た
、
い
ず
れ

も
室
町
末
期
か
ら
江
戸
初
期
の
古
写
本
で
、
本
資
料
の
書
写
が
、
そ

の
よ
う
な
古
い
伝
本
を
用
い
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
家
康

下
賜
と
い
う
由
緒
を
、
時
代
的
な
側
面
か
ら
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ

、つ
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「
徒
然
草
図
押
絵
貼
屏
風
』

本
屏
風
は
六
曲
一
双
、
紙
本
著
色
。
徒
然
草
か
ら
―
二
の
章
段
を

選
ん
で
絵
画
化
し
、
余
白
部
分
に
そ
の
詞
書
き
を
付
し
た
も
の
。
各

本
紙
、
縦
七
九
・
ニ
糎

x
横
三
九
・
七
糎
。
『
松
井
文
庫
名
品
展
ー

松
井
文
庫
の
絵
画
と
書
蹟
』
（
昭
和
六
十
二
年
、
熊
本
県
立
美
術
館
）

一
四
三
頁
に
、
大
倉
隆
二
に
よ
る
解
説
が
備
わ
っ
て
い
る
。

大
倉
は
、
「
絵
は
、
樹
木
の
輪
郭
線
な
ど
に
側
筆
を
多
用
し
て
柔

ら
か
味
を
み
せ
、
大
和
絵
系
の
絵
師
の
手
に
な
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
ま
た
、
建
物
の
屋
台
引
き
や
牛
車
な
ど
の
描
写
は
堅
実
で
、
し

か
も
人
物
や
動
物
の
動
き
も
自
然
で
伸
び
や
か
さ
が
あ
り
、
絵
師
の

安
定
し
た
画
技
を
物
語
っ
て
い
る
」
と
し
、
ま
た
年
代
に
つ
い
て
は
、

「
書
画
と
も
に
室
町
末
期
頃
の
様
式
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
で
、
下
っ

て
も
桃
山
時
代
ま
で
の
作
と
推
定
さ
れ
る
」
と
し
た
う
え
で
、
徒
然

草
絵
の
中
で
も
「
お
そ
ら
く
本
屏
風
は
現
存
最
古
の
遺
品
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

果
た
し
て
然
り
と
す
れ
ば
、
本
資
料
は
重
要
な
存
在
で
あ
る
が
、

惜
し
む
ら
く
は
全
体
的
に
色
褪
せ
が
著
し
く
、
加
え
て
摩
擦
・
虫
害

な
ど
に
伴
う
料
紙
の
損
傷
が
激
し
い
。
大
ま
か
に
い
っ
て
、
全
体
の

三
分
の
二
程
度
が
辛
う
じ
て
原
本
の
姿
を
残
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
、
詞
書
き
の
本
文
が
い
か
な
る

系
統
に
位
置
付
け
で
き
る
か
、
ま
た
、
描
画
さ
れ
た
場
面
が
他
の
現

に
つ
い
て

存
す
る
絵
巻
類
に
比
し
て
い
か
な
る
特
徴
を
持
つ
か
と
い
う
二
点
に

つ
い
て
、
考
量
し
た
結
果
を
述
べ
て
み
た
い
。

左
に
詞
書
き
部
分
を
翻
字
す
る
（
凡
例
は
先
に
同
じ
）
。
な
お
、

右
隻
・
左
隻
の
別
は
判
断
が
つ
き
か
ね
る
の
で
、
い
ま
仮
に

A
隻
．

B

隻
と
し
、
た
と
え
ば

A

隻
•
第
一
扇
を
【
A
1

】
の
ご
と
く
に
表

示
し
た
。

【A
1
】
（
第
八
七
段
）

下
部
に
酒
飲
ま
す
る

こ
と
は
、
心
す
へ
き
事
な
り

宇
治
に
住
け
る
を
の
こ
京
に

具
覚
房
と
て
な
ま
め
け
る
遁
世
の

僧
を
こ
し
う
と
な
り
け
れ
は
、
口
に
申
む
つ
ひ
け
り

あ
る
時
迎
に
馬
を
つ
か
は
し
た
り
け
れ
は
、
は
る
か
な
る

ほ
と
な
り
、
く
ち
つ
き
の
を
の
こ
、
木
幡
の
ほ
と
り

に
て
、
な
ら
口
師
の
、
兵
士
あ
ま
た
具
し
て

逢
た
る
に
、
此
男
た
ち
む
か
ひ
て
、
日
暮
に
た
り

山
中
に
あ
や
し
き
そ
、
と
ま
り
候
へ
と

い
ひ
て
、
太
刀
を
ひ
き
ぬ
き
け
れ
は
、
人
も

み
な
た
ち
ぬ
き
、
矢
は
け
な
と
し
け
る
を

具
覚
房
手
を
す
り
て
、
う
つ
し
心
な
く

酔
た
る
も
の
に
て
候
、
ま
け
て
ゆ
る
し
給
は
ら
ん
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【A隻］

【B隻】
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【

A
2
】
（
第
八
九
段
）

お
く
山
に
猫
ま
た
と
い
ふ
も
の
あ
り
て
人
を

く
ら
ふ
な
る
と
人
の
い
ひ
け
る
に
、
山
な
ら
ね
と
も

こ
れ
ら
に
も
、
ね
こ
の
へ
あ
か
り
て
、
猫
ま
た
に

な
り
て
、
人
と
る
こ
と
は
あ
な
る
物
な
と

い
ふ
も
の
有
け
る
を
、
な
に

阿
弥
陀
仏
と
か
や
、
連
歌

し
け
る
法
師
の
、

行
願
寺
の
辺
に

あ
り
け
る
か

聞
て
、
ひ
と
り

あ
り
か
ん
身
は

心
す
へ
き
こ
と
に

こ
そ
と
思
ひ

け
る
比
し
も
、
あ
る

所
に
て
夜

□

く
る

ま
て
連
か
し
て
、
ロ
ハ

ひ
と
り
帰
け
る
に
、
小
川
の
は
た
に
て

音
に
き
、
し
猫
ま
た
、
あ
や
ま
た
す

あ
し
も
と
へ
ふ
と
き
た
り
て
、
や
か
て

と
い
ひ
け
れ
は
、
を
の
／
＼
あ
さ
け
り
て
過
ぬ

た
り
け
り
、
か
ひ
け
る
犬
の
、
く
ら
け
れ
と
主
を

し
り
て
、
と
ひ
つ
き
た
り
け
る
と
そ

【

A
3
】
（
第
二
ニ
一
段
）

建
治
弘
安
の
比
は
、
祭
の
口
の
放
免
の
つ
け

物
に
、
こ
と
や
う
な
る
紺
の
布
四
五
端
に
て

馬
を
つ
く
り
て
、
尾
・
髪
に
は
灯
心
を

し
て
、
く
も
の
ゐ
か
き
た
る
水
干
に

つ
け
て
、
口
の
心
な
と
い
ひ
て
わ
た
り
し

こ
と
、
つ
ね
に
見
お
よ
ひ
侍
し
な
と
を
、

興
か
り
て
し
た
る
心
ち
に
て
こ
そ

侍
し
か
と
、
老
た
る
道
志
と
も
の

今
日
も
か
た
り
侍
る
な
り
、
此
こ
ろ
は

つ
け
も
の
、
年
を
送
り
て
過
差

こ
と
の
外
に
な
り
て
、
万
の
お

も
き
物
を
お
ほ
く
つ
け
て
、
左
右

の
袖
を
人
に
も
た
せ
て
、
み
つ

か
ら
は
ほ
こ
を
た
に
も
た
す

）し か
き
っ
く
、

小
川
へ
こ
ろ
ひ
人
て
、
た
す
け
よ
や
猫
ま
た

ママ・

ょ
ゃ
く
と
さ
け
へ
は
、
家
々
よ
り
松
と
も
し
て
い
つ

み
れ
は
、
み
し
れ
る
僧
な
り
、
こ
は
い
か
に
と
、
河
の
中
よ
り
お
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【Al](部分）

【AS】（部分）
-10-



【

A
4
】
（
第
四
五
段
）

公
世
の
二
位
の
せ
う
と
に
、
良
覚
僧
正
と
聞
え
し
は
、

き
は
め
て
腹
あ
し
き
人
あ
り
け
り
、
坊
の
か
た
は
ら
に
、

大
き
な
る
榎
の
木
の
あ
り
け
れ
は
、
人
、
榎
の
僧
正
と
そ

い
ひ
け
る
、
此
名
然
る
へ
か
ら
す
と
そ
、
彼
木
を
き
ら
れ
に

け
り
、
其
根
の
有
け
れ
は
、
き
り
＜
ゐ
の
僧
正
と

い
ひ
け
り
、
い
よ
／
＼
は
ら
を
た
て
、
き
り
＜
ゐ
を
ほ
り
す
て

た
り
け
れ
は
、
其
跡
お
ほ
き

な
る
堀
に
て
そ

あ
り
け
れ
は

ほ
り
け
の
僧
正
と
そ
い
ひ
け
る

【

A
5
】
（
第
四
一
段
）

五
月
五
日
、
賀
茂
の
く
ら
へ
馬
を
み
侍
し
に
、
車
の
前
に
雑
人
立

へ
た
て
、
見
え
さ
り
し
か
は
、
各
お
り
て
、
ら
ち
の
き
は
に
よ
り

た
れ
と
、
口
と
口

人
お
ほ
く
た
ち
こ
み
て
、
分
入
ぬ
へ
き
や
う
も
な
し
、
か
、
る
折

に
、
む
か
ひ

口
口
あ
ふ
ち
の
木
に
、
法
師
の
、
ほ
り
て
、
木
の
ま
た
つ
い
ゐ
て

い
と
、
口
く
る
し

い
き
つ
き
く
る
し
む
あ
り
さ
ま
、

泥
土
の
中
に
こ
ろ
ひ
入
、
そ
の
詞
の

あ
や
ま
ら
さ
る
こ
と
を

物
み
る
あ
り
、
と
り
つ
き
な
か
ら
、
い
た
う
眠
て
、
お
ち
ぬ
へ
き

時
に固

を
固
ま
す
事
、
度
々
な
り
、
是
を
み
る
人
あ
さ
け
り
あ
さ

因
て
、
世
の
し
れ
も
の
か
な
、
か
く
あ
や
う
き
枝
の
上
に
て

や
す
因
心
あ
口
て
ね
ふ
る
ら
ん
と
い
ふ
に
、
我
心
に
ふ
と
思
ひ
し

ま
、
に
、
口
ら
か

生
死
匝

□

口

只
今
に
も
や
ロ
ロ
ロ

そ
れ
を
忘
て
物
み
て
日
を
く
ら
す

を
ろ
か
な
る
こ
と
か
な

【

A
6
】
（
第
二
三
八
段
）

ーママ―宕
勝
光
院
の
辺
に
て
、
を
の
こ
の

馬
を
は
し
ら
し
む
る
を
み
て

今
一
度
馬
を
は
す
る
物
な
ら
は

馬
た
ふ
れ
て
落
へ
し
、
し
は
し
見
給
へ
と
て

た
ち
と
ま
り
た
る
に
、
又

馬
を
は
す
、
と
、
む
る

所
に
て
馬
を
ひ
き

た
ふ
し
て
、
の
る
人
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【

B
l
_
（
第
一
―
段
）

神
無
月
の
比
、
く
る
す
野
と
云
所
を

過
て
、
あ
る
山
里
に
尋
人
こ
と
侍
し
に

は
る
か
な
る
苔
の
細
道
を
ぶ
み
分
て

心
ほ
そ
く
住
な
し
た
る
庵
あ
り
、
木
の

莱
に
う
つ
も
る
A

か
け
ひ
の
雫
な
ら
て

は
露
を
と
な
ふ
も
の
な
し
、
あ
口
棚
に

菊
も
み
ち
な
と
折
ち
ら
し
た
る

さ
す
か
に
住
人
の
あ
れ
は

成
へ
し
、
か
く
て
も
あ
ら
れ

け
る
よ
と
哀
に
み
る
ほ
と
に

か
な
た
の
庭
に
、
お
ほ
き
成
柑
子

の
木
の
、
枝
も
和
は
、
に
な
り
た
る
か

ま
は
り
を
き
ひ
し
く
か
こ
ひ
た
り
し
こ
そ
、
少

心
な
ら
ん
人
と
こ
と
さ
め
て
、
此
木
な
か
ら

ま
し
か
は
と
覚
え
し
か

【

B
2
_
（
第
二

0
七
段
）

亀
山
殿
た
て
ら
れ
ん
と
て
地
を

ひ
か
れ
け
る
に
、
大
き
な
る
く
ち
な
は

人
困
な
か
囚
す

【

B
4
】
（
第
一
六
二
段

か
す
も
し
ら
す
こ
り
あ
つ
ま
り
た
る

塚
有
け
り
、
此
所
の
神
な
り
巴
い

l

ひ
て
、
こ
と
の
よ
し

を
申
け
口
訓
問
有
け
る
に
、
皇
居
を
た
て

ら
れ

□

ロ
ロ
ロ
五
囚
り
か
な
す
へ
き

鬼
腫
は
邪

□

し
、
と
か

む
へ
か
ら
口
と
図

蛇
を
は
大
井
川
に

な
か
し
に
け
り

さ
た
口
な
ら
ね
と
、

に
、
こ
き
さ
し
ぬ
き
、

【

B
3
】
（
第
四
四
段
）

あ
や
し
き
竹
の
あ
み
戸
の
口
ち
よ
り

い
と
若
き
お
と
こ
の
、
月
か
け
に
色
あ
ひ

つ
や
A

か
な
る
か
り
衣

い
と
ゆ
へ
つ
き
た
る

さ
ま
に
て
、
さ
、
や
か
な
る
わ
ら
は

ひ
と
り
を
く
し
て
、
は
る
か
な
る

田
の
中
の
ほ
そ
み
ち
を
、
稲
葉

の
露
に
口
ほ
ち
つ
、
分
行

ほ
と
、
笛
を
え
な
ら
す
吹
す
さ
ひ

た
る
、
あ
は
れ
と
き
こ
ゆ
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つ
み た

く
む
法
師
と
も
あ
り
、
風
流
の
破
子
や
う
の
物
、
念
比
に
い
と

そ
は
ん
と

遍
照
寺
の
承
仕
法
師
、
池
の
鳥
を
日
比

□

ひ
つ
け
て

堂
の
う
ち
ま
て
え
を
ま
き
て
、
一
戸
ひ
と
つ
あ
け
た
れ
は

数
も
し
ら
す
い
り
こ
も
り
け
る
後
、
お
の
れ
も
人
て

た
て
こ
め
て
、
と
ら
へ
つ
、
こ
ろ
し
け
る
、
お
と
ろ
／
＼

し
く
聞
え
け
る
を
、
草
か
る
わ
ら
は
き
、
て

人
に
つ
け
け
れ
は
、
む
ら
の
お
の
こ
と
も
お
こ
り
て

入
て
み
る
に
、
大
雁
共
ふ
た
め
き

あ
へ
る
中
に
、
法
師
ま
し
り
て
、

う
ち
ふ
せ
ね
ち
こ
ろ
し

け
れ
は
、
此
法
師
を
と
ら
へ
て
、
所
よ
り
し
ち
ゃ
う
へ
出

し
た
り
け
れ

【

B
5
】
（
第
五
四
段
）

御
室
に
い
み
し
き
ち
こ
の
有
け
る
を
、

い
か
て
さ
そ
ひ
出
し
て
あ

な
み
出
て

箱
風
情
の
物
に
し
た
、
め
入
て
、
な
ら
ひ
の
岡
の
便
よ
き
所
に
う

を
き
て
、
も
み
ち
ら
し
か
け
て
を
き
け
る
に
、
験
の
あ
ら
ん
僧
た
ち

祈
り
心
み
ら
れ
よ
な
と
い
ひ
し
ろ
ひ
て
、
う
つ
み
つ
る
木
の
も
と
に

む
き
て
数
珠
を
し
す
り
、
印
こ
と
／
＼
し
く
む
す
ひ
出
な
と

[B6】（部分）
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し
て
、
口
葉
を
か
き
の
け

た
れ
口
、
つ
や
／
＼
物
も

み
え
す
、
御
所
へ
ま
い
り
た
る

ま
に
ぬ
す
め
る
な
り
け
り

興
あ
ら
ん
と
す
る
こ
と
は

か
な
ら
す
あ
い
な
き
も
の
な
り

【
B
6
】
（
第
五
三
段
）

た
、
力
を
た
て
、
引
給
へ
と
て
、
わ
ら
の
し
へ
を

ま
は
り
に
さ
し
入
て
、
か
ね
を
へ
た
て
、
く
ひ
も
ち
き
る

は
か
り
引
た
る
に
、
み
、
は
な
か
け
う
け
な
か
ら
ぬ
け
に

け
り
、
か
ら
き
命
ま
う
け
て
久
し
く
や
み
居
た
り
に
け
り

こ
の
詞
書
き
部
分
の
本
文
を
、
試
み
に
近
世
の
流
布
本
の
祖
と
さ

れ
る
烏
丸
本
と
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
漢
字
仮
名
の
区
別
を
除
き
、
用

言
の
活
用
語
尾
、
助
詞
の
使
い
方
や
そ
の
有
無
な
ど
に
、
い
く
つ
か

相
違
点
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
上
段
が
本
資
料
（
以
下
、
松
井
本
と
略
称
）
、
下
段
が
烏
丸
本
。
【
A

1
】
の
ご
と
き
表
示
は
、
右
の
翻
字
に
対
応
す
る
。••• 

【
A
1
】
四
行
目
な
ま
め
け
る
な
ま
め
き
た
る

【
A
2
】

三

行

目

こ

れ

ら

に

こ

れ

ら

に

も

【
A

3
】
六
行
目
見
お
よ
ひ
侍
し
な
と
を
1

見
及
び
侍
し
な

ど
も

【
A
4
】
四
行
目
然
る
へ
か
ら
す
と
そ
然
べ
か
ら
ず
と
て

傍
点
を
私
に
付
し
た
部
分
に
、
微
妙
で
は
あ
る
が
相
違
が
見
て
取
れ

ょ‘つ。ま
た
、
長
い
章
段
の
場
合
、
文
が
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
し
ば

し
ば
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
【
A
2
】
に
お
い
て
、
烏
丸
本
に
、

や
が
て
か
き
っ
く
ま
、
に
、
頸
の
ほ
ど
を
く
は
ん
と
す
、
肝
心

も
う
せ
て
ふ
せ
が
ん
と
す
る
に
、
力
も
な
く
足
も
た
、
ず
、
小

川
へ
こ
ろ
び
入
て
、

と
あ
る
部
分
は
、
松
井
本
で
は
、

や
か
て
か
き
っ
く
、
小
川
へ
こ
ろ
ひ
入
て

と
の
み
あ
っ
て
、
傍
線
部
分
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
烏
丸
本
と
の
異
同
箇
所
は
、
諸
本
（
注
6
参
照
）
に
一
致

す
る
も
の
を
見
出
せ
な
い
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
は
松
井
本
独
自
の
本

文
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
文
章
全
体
の
比
率
か
ら
す
れ
ば
一
部
に

限
ら
れ
る
し
、
ま
た
そ
の
多
く
は
、
松
井
本
筆
者
の
単
純
な
誤
写
や

改
変
、
本
文
の
分
量
を
考
慮
し
て
の
省
略
な
ど
で
は
な
か
っ
た
か
と

思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
松
井
本
は
、
基
本
的
に
は
近
世
の
流
布
本

で
あ
る
烏
丸
本
系
統
の
本
文
が
基
調
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。し

か
し
な
が
ら
、
右
の
他
に
、
や
や
注
目
す
べ
き
異
同
も
い
く
つ

か
あ
る
。

ま
ず
【
A
2
】
一
九
行
目
の
本
文
「
ふ
と
き
た
り
て
」
。
こ
こ
は
諸
本
、
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A

「
ふ
と
よ
り
き
て
」
と
す
る
も
の
と
、

B

「
ふ
と
き
て
（
来
て
）
」

と
す
る
も
の
に
分
か
れ
る
（
「
よ
り
」
の
有
無
）
。
後
者
は
正
徹
本
・

延
徳
本
・
陽
明
文
庫
所
蔵
本
・
八
坂
神
社
所
蔵
本
・
宝
玲
文
庫
旧
蔵

本
な
ど
で
、
松
井
本
は
こ
れ
に
同
じ
。

次
に
【
A

4
】
六
行
目
の
本
文
「
は
ら
を
た
て
」
。
こ
こ
は
諸
本
、

A

「
は
ら
た
ち
て
」
「
は
ら
た
て
、
」
と
す
る
も
の
と
、

B

「
は
ら

を
た
て
」
「
腹
を
た
ち
て
」
と
す
る
も
の
に
分
か
れ
る
（
「
を
」
の
有
無
）
。

後
者
は
常
縁
本
・
陽
明
文
庫
所
蔵
本
・
宝
玲
文
庫
旧
蔵
本
・
正
徹
本
・

延
徳
本
な
ど
で
、
松
井
本
は
こ
れ
に
同
じ
。

同
じ
く
【

A

4
】

1
0
行
目
の
本
文
「
ほ
り
け
の
僧
正
」
。
こ
こ

は
諸
本
、

A

「
ほ
り
い
け
の
僧
正
」
と
す
る
も
の
と
、

B

「
ほ
り
け

の
僧
正
」
と
す
る
も
の
に
分
か
れ
る
（
「
い
」
の
有
無
）
。
後
者
は
八

坂
神
社
所
蔵
本
・
浄
教
房
所
持
本
・
常
縁
本
・
正
徹
本
・
延
徳
本
・

宝
玲
文
庫
旧
蔵
本
・
伝
幽
斎
筆
本
（
吉
田
幸
一
氏
蔵
）
な
ど
で
、
松

井
本
は
こ
れ
に
同
じ
。

そ
し
て
【
A

5
】
八
行
目
。
こ
こ
は
諸
本
、

A

「
ね
ふ
る
ら
ん
よ
」

と
す
る
も
の
と
、

B

「
ね
ふ
る
ら
ん
」
の
よ
う
に
す
る
も
の
に
分
か

れ
る
（
「
よ
」
の
有
無
）
。
後
者
は
八
坂
神
社
所
蔵
本
・
宝
玲
文
庫
旧

蔵
本
・
宝
玲
文
庫
旧
蔵
第
一
一
本
・
常
縁
本
な
ど
で
、
松
井
本
は
こ
れ

に
同
じ
。

松
井
本
に
お
け
る
こ
れ
ら
四
つ
の
異
同
は
、
諸
本
に
あ
ま
り
類
例

を
見
な
い
特
殊
な
本
文
で
あ
る
が
、
そ
の
四
例
す
べ
て
に
お
い
て
松

井
本
と
一
致
す
る
の
が
宝
玲
文
庫
旧
蔵
本
で
、
常
縁
本
・
延
徳
本
・

正
徹
本
・
八
坂
本
の
三
例
が
そ
れ
に
続
く
。
高
乗
に
よ
れ
ば
、
宝
玲

文
庫
旧
蔵
本
・
延
徳
本
は
「
正
徹
本
系
」
、
八
坂
本
は
「
常
縁
本
同
類
本
」

と
分
類
さ
れ
る
（
注
4
、
1
8
|
1
9
頁）。

以
上
か
ら
、
松
井
本
は
烏
丸
本
系
統
の
本
文
を
基
調
と
し
つ
つ
も
、

ま
ま
正
徹
・
常
縁
両
系
統
の
本
文
が
混
交
し
た
本
文
だ
と
結
論
づ
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
松
井
本
の
制
作
年
代

が
烏
丸
本
流
布
以
前
（
慶
長
以
前
）
に
遡
る
可
能
性
を
有
す
る
こ
と

を
物
語
っ
て
い
る
。

次
に
、
画
と
し
て
選
択
さ
れ
た
場
面
（
章
段
）
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

松
井
本
は
、
八
七
、
八
九
、
ニ
ニ
一
、
四
五
、
四
一
、
二
三
八
、
一
―
‘

―
1
0
七
、
四
四
、
一
六
―
-
、
五
四
、
五
三
の
各
章
段
が
採
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
、
現
存
す
る
い
わ
ゆ
る
「
徒
然
草
絵
」
と
比
較
し
て
、
ど
の

よ
う
な
特
徴
を
持
つ
で
あ
ろ
う
か
。
先
行
研
究
を
た
よ
り
に
考
え
て

み
る
。い

ま
比
較
例
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、
江
戸
前
期
に
成
立
し
た
可
能

性
の
あ
る
絵
巻
・
屏
風
・
画
帖
類
で
あ
る
。
な
お
そ
の
う
ち
、
百
以

上
の
章
段
の
画
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
、
一
段
の
み
を
対
象
と
し
た

も
の
は
、
比
較
の
対
象
外
と
し
た
。
ま
た
、
下
部
の
英
字
は
参
考
文

献
の
符
号
で
あ
る
。

①
住
吉
如
慶
筆
『
徒
然
草
絵
巻
』
（
模
本
、
金
沢
文
庫
蔵
）
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②
伝
住
吉
如
慶
筆
「
徒
然
草
図
屏
風
』
（
熱
田
神
宮
蔵
）

③
住
吉
具
慶
筆
「
徒
然
草
画
帖
』
（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）

④
狩
野
常
信
筆
『
徒
々
草
図
」
（
模
本
、
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）

⑤
狩
野
常
信
他
筆
『
つ
れ
づ
れ
草
絵
巻
」

瀬
文
庫
蔵
）

⑥
狩
野
寿
信
筆
『
徒
然
草
図
屏
風
」
（
板
橋
区
立
美
術
館
蔵
）

（
模
本
、
西
尾
市
立
岩

*
A
D
 

⑦
狩
野
寿
信
筆
『
徒
然
草
屏
風
』
（
『
思
文
閣
古
書
資
料
目
録
』

183
号）

*
A
E
 

⑧
筆
者
未
詳
『
奈
良
絵
本
つ
れ
メ
ヽ
草
』
（
実
践
女
子
大
学
蔵
）

⑨
筆
者
未
詳
「
奈
良
絵
本
徒
然
草
」
（
金
沢
文
庫
蔵
）

⑩
筆
者
未
詳
『
徒
然
草
図
屏
風
』
（
上
杉
博
物
館
蔵
）

*
A
 

そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
つ
い
て
、
描
か
れ
た
章
段
数
を
分
母
と
し
、
そ

の
う
ち
松
井
本
と
合
致
す
る
数
を
分
子
と
し
て
「
分
子
／
分
母
」
の

要
領
で
記
せ
ば
、
以
下
の
通
り
の
結
果
と
な
る
。

*
B
 

*
B
 

*
A
B
 

*
A
B
 

*
A
B
 

*
A
C
 

*
A
B
 

3
/
2
5
 

3
/
1
9
 

2
 

9
／
ー7

 

6
/
2
 

こ
う
し
て
み
る
と
、
②
⑥
⑦
あ
た
り
の
比
率
が
高
い
こ
と
が
分
か
る
。

た
だ
し
②
⑥
は
、
分
母
が
松
井
本
の
分
母
よ
り
少
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
も
し
こ
れ
ら
が
松
井
本
と
同
程
度
の
章
段
数
を
選
ん
だ
と
す
る

な
ら
ば
、
一
致
す
る
章
段
の
比
率
も
変
わ
っ
て
く
る
可
能
性
が
あ

る
。
逆
に
分
母
が
松
井
本
以
上
の
も
の
は
、
松
井
本
と
同
程
度
以
上

の
章
段
を
選
び
な
が
ら
、
一
致
す
る
章
段
は
そ
の
数
に
留
ま
る
と
い

う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
②
⑥
の
一
致
率

は
参
考
と
い
う
程
度
に
留
め
て
お
い
た
方
が
よ
い
こ
と
に
な
り
（
特

に
②
）
、
当
面
⑦
が
、
松
井
本
と
最
も
近
似
す
る
伝
本
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
た
だ
し
⑥
は
⑦
と
同
じ
狩
野
寿
信
の
作
品
で
あ
る
か
ら
、

一
致
率
で
は
参
考
デ
ー
タ
に
留
ま
る
も
の
と
は
い
え
、
⑦
に
準
ず
る

資
料
と
し
て
考
え
て
お
く
。

そ
こ
で
⑥
⑦
に
つ
い
て
図
柄
を
対
照
さ
せ
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
と

松
井
本
と
の
間
に
、
明
ら
か
な
関
係
が
あ
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が

る
。
⑥
は
一
一
、
四
一
、
四
五
、
五
三
、
八
七
、
八
九
、
一
六
二
、
ニ
―
五

の
各
章
段
を
絵
画
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
七
つ
の
図
柄

は
、
他
の
伝
本
に
お
け
る
同
じ
章
段
の
図
柄
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら

な
い
ほ
ど
、
松
井
本
と
酷
似
し
て
い
る
。
ま
た
⑦
は
―
-
、
四
一
、
四

⑩ ⑦ ④ ① 

⑧ ⑤ ② 

2
/
3
 

2
/
1
2
 

2
/
2
1
 

⑨ ⑥ ③ 

2
 

3
／
ー

7 1 
/ / 
8 52 
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四
、
四
五
、
五
三
、
五
四
、
六

0
、
八
七
、
八
九
、
一
六
二
、
一
九
五
、
ニ
―

五
の
各
章
段
を
絵
画
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
⑥
と
ほ
ぽ

同
じ
七
図
を
含
む
九
図
が
、
松
井
本
と
酷
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
⑥
⑦
の
絵
師
で
あ
る
狩
野
寿
信
と
は
何
者
で
あ
る
か
。
⑥

の
図
版
を
掲
載
す
る
目
録
（
注

8
、
D
)
解
説
で
は
、
こ
れ
を
幕

末
•
明
治
に
活
躍
し
た
猿
屋
町
代
地
狩
野
家
の
絵
師
で
、
『
本
朝
画

家
人
名
辞
書
』
（
明
治
一
一
十
六
年
）
の
著
者
（
別
号
素
川
、
文
政
三

〈
一
八
―

1
0
〉
＼
明
治
三
十
三
〈
一
九

0
0
〉
)
で
あ
る
と
す
る
。
一
方
、

⑦
の
図
版
を
掲
載
す
る
目
録
（
注
8
、
E
)
解
説
は
、
本
資
料
を
「
近

世
前
期
写
」
、
「
落
款
に
よ
り
絵
師
は
「
安
春
寿
信
」
な
る
人
物
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
が
、
こ
の
絵
師
は
画
伝
書
に
顕
わ
れ
な
い
」
と
す

る
。
幕
末
・
明
治
と
近
世
前
期
で
は
ま
っ
た
＜
懸
け
離
れ
て
い
る
が
、

落
款
は
両
資
料
と
も
に
「
安
春
寿
信
」
で
あ
り
、
別
人
と
は
見
な
し

が
た
い
。

な
お
、
「
狩
野
派
決
定
版
』
（
別
冊
太
陽
、
平
成
十
六
年
、
平
凡
社
）

付
録
の
狩
野
派
系
図
に
よ
れ
ば
、
．
狩
野
永
仙
の
子
・
乗
信
か
ら
数
え

て
五
代
目
に
「
寿
信
」
の
名
が
見
え
（
生
没
年
未
詳
）
、
そ
の
父
（
宗

順
、
？

i
-
六
九
七
）
の
没
年
か
ら
推
定
す
る
と
、
十
八
世
紀
初
頭

頃
に
活
躍
し
た
絵
師
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
⑦
の
解
説
で
推

定
さ
れ
る
年
代
に
や
や
近
い
と
言
え
る
。

寿
信
の
生
存
年
代
に
つ
い
て
は
、
か
く
の
ご
と
く
諸
説
紛
々
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
先
に
述
べ
た
詞
書
き
の
検

(
4
 

3
 

(
2
 

証
結
果
と
も
合
わ
せ
考
え
れ
ば
、
松
井
本
の
古
色
蒼
然
た
る
画
面
が
、

寿
信
作
品
に
先
ん
じ
て
成
立
し
た
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
。
け
だ

し
、
松
井
本
の
よ
う
な
構
成
を
持
つ
「
徒
然
草
絵
」
が
、
一
種
の
粉

本
と
し
て
、
寿
信
の
よ
う
な
後
代
の
絵
師
達
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

以
上
の
考
察
を
ま
と
め
れ
ば
、
松
井
本
は
、
現
存
す
る
「
徒
然
草

絵
」
の
中
で
も
恐
ら
く
最
初
期
に
属
す
る
、
重
要
な
作
品
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
る
。
な
お
「
徒
然
草
絵
」
全
般
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、

松
井
本
の
よ
う
に
、
「
徒
然
草
絵
」
に
、
そ
れ
に
対
応
す
る
詞
書
き

が
付
随
し
て
い
る
場
合
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
松

井
本
の
存
在
は
注
目
に
値
す
る
と
言
え
よ
う
。

【注】
(
1
)

拙
稿
「
細
川
幽
斎
と
徒
然
草
ー
『
墨
池
』
所
収
色
紙
に
つ
い
て
ー
」
（
森

正
人
・
鈴
木
元
編
『
戦
塵
の
中
の
学
芸
（
仮
題
）
」
笠
間
書
院
、
平
成

二
十
二
年
刊
行
予
定
）
。

第
16
回
永
青
文
庫
展
図
録
『
国
文
学
と
美
術
」
（
熊
本
県
立
美
術
館
編
、

昭
和
六
十
二
年
）
六
六
頁
参
照
。

齋
藤
彰
『
徒
然
草
の
研
究
」
（
平
成
十
年
、
風
間
書
院
）
所
収
「
幽
斎
本

系
統
第
二
類
の
性
格
」
。
ま
た
本
書
は
『
細
川
家
永
青
文
庫
叢
刊
』
第
―
二

巻
（
昭
和
五
十
九
年
、
汲
古
書
院
）
に
そ
の
影
印
・
解
説
が
収
ま
る
。

高
乗
勲
『
徒
然
草
の
研
究
」
（
昭
和
四
十
三
年
、
自
治
日
報
社
）
参
照
。
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7
 

(
6
 

5
 

E

思
文
閣
出
版
編
『
思
文
閣
古
書
資
料
目
録
」
第
一
八
一
二
号
（
平
成

十
八
年
）

D
 祭

特
別
展
図
録
、
昭
和
六
一
年
）

c
 

六
年
）

B

神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
編
『
兼
好
と
徒
然
草
』
（
特
別
展
図
録
、
平
成

A

島
内
裕
子
『
徒
然
草
文
化
圏
の
生
成
と
展
開
」
（
平
成
二
十
一
年
、
笠

8
ー
以
下
の
図
書
・
図
録
類
を
参
考
に
し
た
。

と
注
釈
さ
れ
て
い
る
。

五
十
一
年
、
明
治
書
院
）
所
載
の
伝
細
川
幽
斎
筆
本
（
吉
田
幸
一
氏
蔵
）
、

な
お
高
乗
は
こ
れ
ら
流
布
版
本
を
、
烏
丸
本
と
は
別
に
「
貞
徳
本
系
」
の

八
代
古
文
書
の
会
『
八
代
市
史

代
市
教
育
委
員
会
）
。

近
世
史
料
編
珊

j

(
平
成
十
一
年
、
八

高
乗
勲
『
徒
然
草
の
研
究
」
（
前
掲
）
所
載
の
諸
本
校
異
、
ま
た
特
に

幽
斎
本
系
統
の
諸
本
と
し
て
、
桑
原
博
史
『
徒
然
草
研
究
序
説
」
（
昭
和

細
川
幸
隆
奥
書
本
（
東
京
大
学
文
学
部
国
語
学
研
究
室
蔵
本
、
勉
誠
社
文

庫
35
に
影
印
所
収
）
、
細
川
忠
興
築
本
（
注
3
参
照
）
を
確
認
し
た
。

ま
た
、
こ
こ
を
「
虫
」
と
す
る
異
本
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
『
徒
然
草
寿

命
院
抄
』
（
慶
長
九
〈
一
六

0
四
〉
年
刊
）
に
「
夏
ム
シ
、
ト
ア
ル
本
ア
リ
」

間
書
院
）
第

w部

神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
編
『
徒
然
草
の
絵
巻
と
版
本
」
（
神
奈
川
芸
術

板
橋
区
立
美
術
館
編
『
板
橋
区
立
美
術
館
蔵
狩
野
派
全
圏
録
」
（
平
成

一
類
と
し
て
分
類
し
て
い
る
（
同
書
一
七
頁
）
。

，
 

立
博
物
館
未
来
の
森
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
鳥
津
亮
二
氏
、
熊
本
県
立
図
書
館

の
大
倉
隆
二
氏
に
種
々
ご
高
配
を
賜
っ
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
資
料
の
調
査
・
考
察
に
際
し
て
は
、
八
代
市

付
記
資
料
の
図
版
掲
載
を
御
許
可
い
た
だ
い
た
財
団
法
人
松
井
文
庫
に
感

「
徒
然
絵
」
で
は
珍
し
い
」
と
す
る
（
注
1
3
A
、
二
八
八
頁
）
。

考
に
な
る
。

そ
の
他
、
論
考
と
し
て
は
、
松
原
茂
「
住
吉
具
慶
筆
「
徒
然
草
画
帖
」

制
作
期
と
そ
の
背
景
」
（
『
断
面
日
本
絵
画
史
』
所
収
、
昭
和
六
十
三
年
、

木
耳
社
）
、
同
五
笠
形
意
斎
と
徒
然
草
屏
風
」
（
金
沢
文
庫
編
図
録
『
徒
然

草
の
絵
巻
と
版
本
』
所
収
、
昭
和
六
十
一
年
）
、
平
塚
泰
三
「
徳
川
美
術
館

た
絵
巻
の
一
例
」
（
『
金
鮭
叢
書
』
第
二
三
輯
、
平
成
八
年
）
な
ど
が
参

島
内
裕
子
は
、
斎
宮
歴
史
博
物
館
蔵
・
住
吉
派
『
徒
然
草
図
』
を
解
説
し
て
、

「
こ
の
よ
う
に
本
文
が
上
部
に
書
か
れ
、
そ
の
下
に
絵
が
描
か
れ
る
形
式
は

蔵
「
な
ぐ
さ
み
草
絵
巻
」
に
つ
い
て
（
上
）
『
徒
然
草
』
を
題
材
と
し

十
五
年
）
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