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江
戸
時
代
初
期
観
世
流
整
版
謡
本
群
の
研
究
（
一
）

伊　

海　
　

孝　

充

は
じ
め
に

謡
本
刊
本
の
歴
史
は
慶
長
期（
一
五
九
六
～
一
六
一
五
）か
ら
始
ま
る
。
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
に
よ
り
、
大
陸
の
印
刷
技
術
が
日
本
に
伝
来
し
、

近
世
初
期
に
出
版
文
化
が
開
花
す
る
。
謡
本
の
刊
行
は
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
始
ま
り
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
出
版
物
の
中
心
に
あ
り
続

け
た
。

刊
本
謡
本
の
嚆
矢
は
、
書
家
の
鳥
養
道
晣
が
刊
行
し
た
整
版
車
屋
謡
本（
慶
長
六
年
に
後
陽
成
天
皇
に
献
上
）で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
整

版
謡
本
と
し
て
は
、
こ
の
本
の
刊
行
は
格
段
に
早
く
、
慶
長
期
ご
ろ
の
謡
本
は
古
活
字
版
が
中
心
で
あ
る
。
他
の
書
籍
と
同
様
に
、
謡
本

が
整
版
印
刷
へ
移
行
す
る
の
は
元
和
期（
一
六
一
五
～
一
六
二
四
）か
ら
寛
永
期（
一
六
二
四
～
一
六
四
四
）頃
で
あ
っ
た
。
観
世
流
謡
本
で
あ
れ
ば
、
慶
長

期
を
代
表
す
る
の
が
古
活
字
版
の
光
悦
謡
本
で
あ
り
、
元
和
・
寛
永
期
を
代
表
す
る
の
が
、
整
版
の
元
和
卯
月
本（
元
和
六
年
刊
記
）と
そ
れ
を

も
と
に
し
た
寛
永
卯
月
本（
寛
永
六
年
刊
記
）と
な
る
。
江
戸
初
期
の
観
世
流
謡
本
は
、
こ
の
二
つ
が
座
標
軸
と
な
り
系
統
が
把
握
さ
れ
る
こ
と

が
多
く
、
そ
の
後
万
治
二
年
に
山
本
長
兵
衛
が
謡
本
の
刊
行
を
始
め
る
と
、
観
世
流
の
謡
本
は
ほ
ぼ
こ
の
書
肆
が
独
占
的
に
出
版
す
る
と

い
う
歴
史
を
辿
る
。
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本
稿
で
考
察
す
る
の
は
、
そ
の
寛
永
期
か
ら
万
治
二
年
の
間
に
刊
行
さ
れ
た
観
世
流
謡
本（
以
下
、「
江
戸
初
期
観
世
流
整
版
謡
本
群
」

と
仮
称
）で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
時
代
に
刊
行
さ
れ
た
謡
本
に
は
、
前
代
と
異
な
る
特
徴
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
そ
の
一
つ

が
刊
行
者
で
あ
る
。

光
悦
謡
本
の
刊
行
者
と
し
て
有
力
視
さ
れ
て
い
る
の
が
、
出
版
事
業
に
尽
力
し
た
豪
商
の
角
倉
素
庵
で
あ
る
。
素
庵
は
観
世
身
愛
と
も

交
流
が
あ
り
、
謡
に
も
精
通
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
元
和
卯
月
本
は
身
愛
の
高
弟
で
あ
っ
た
石
田
少
左
衛
門
が
表
向
き
の
刊
行
者
で

あ
っ
た
が
、
こ
の
刊
行
に
は
正
田
仁
左
衛
門
と
北
村
与
兵
衛
と
い
う
商
人
ら
し
き
人
物
が
関
与
し
て
お
り（
表
き
よ
し
「
元
和
卯
月
本
刊
行
の
背
景
―

観
世
文
庫
蔵
「
正
田
・
北
村
起
請
文
」」『
銕
仙
』
四
四
〇
号
、
一
九
九
六
年
二
月
）、
身
愛
自
身
も
あ
る
程
度
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
両
本
は
装
幀

や
料
紙
も
豪
華
で
あ
る
点
か
ら
も
、
謡
に
精
通
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
あ
る
程
度
の
財
力
を
も
つ
者
た
ち
が
刊
行
し
た
本
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

こ
れ
に
対
し
て
江
戸
初
期
観
世
流
整
版
謡
本
群
は
、
他
の
書
籍
も
扱
っ
て
い
た
書
肆
た
ち
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
能

役
者
と
の
繋
が
り
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
特
に
謡
を
愛
好
し
て
い
た
形
跡
は
な
く
、
商
品
の
一
つ
と
し
て
謡
本
を
制
作
・
販
売
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
書
肆
は
複
数
お
り
、
同
じ
版（
も
し
く
は
覆
刻
版
）を
〝
共
有
〟
し
、
そ
れ
を
か
な
り
広
い
階
層
の

不
特
定
多
数
に
向
け
て
刊
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
環
境
で
刊
行
さ
れ
た
謡
本
は
、
前
代
の
も
の
と
比
べ
る
と
内
容
的
に
も
装
幀
的
に
も
大
き
く
変
容
し
た
。
す
な
わ
ち
、
観
世

流
謡
本
の
大
き
な
転
換
期
に
あ
た
る
の
だ
が
、
こ
の
時
代
の
謡
本
に
関
す
る
先
行
研
究
は
け
っ
し
て
多
い
と
は
い
え
ず
、
十
分
に
解
明
さ

れ
て
い
な
い
問
題
点
も
残
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
三
回（
予
定
）に
分
け
て
、
こ
の
江
戸
初
期
観
世
流
整
版
謡
本
群
を
以
下
の
三
つ
の
視

点
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。

１　

江
戸
初
期
観
世
流
整
版
謡
本
群
の
書
誌
的
視
点
の
特
徴
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２　

江
戸
初
期
観
世
流
整
版
謡
本
群
の
謡
本
と
し
て
の
特
質

３　

江
戸
初
期
観
世
流
整
版
謡
本
群
刊
行
に
関
与
し
た
書
肆
の
役
割

一
、
二
回
目
は
代
表
的
な
版
本
を
取
り
上
げ
、
主
に
１
・
２
に
つ
い
て
検
討
し
、
三
回
目
に
３
に
つ
い
て
考
察
す
る
予
定
で
あ
る
。
た
だ

し
、
謡
本
書
肆
に
関
す
る
資
料
は
僅
少
で
あ
り
、
現
段
階
で
は
ど
こ
ま
で
明
ら
か
に
で
き
る
か
不
透
明
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
１
・
２
の

分
析
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
で
、
３
を
考
察
す
る
上
で
の
有
益
な
視
点
を
発
見
し
た
い
。

一
、
江
戸
初
期
観
世
流
整
版
謡
本
群
研
究
の
問
題
点

　

寛
永
期
以
前
の
観
世
流
謡
本
史
は
、
以
下
の
よ
う
に
略
述
で
き
る
。
室
町
時
代
は
大
夫
系
と
ワ
キ
系
の
二
系
統
の
詞
章
が
あ
っ
た
が
、

九
世
観
世
身
愛
の
時
代
に
そ
れ
ら
が
統
一
さ
れ
た
。
そ
の
詞
章
を
基
に
し
た
謡
本
刊
行
が
始
ま
る
が
、
寛
永
期
以
前
ま
で
は
光
悦
謡
本

系
・
玉
屋
謡
本
系
・
元
和
卯
月
本
系
の
三
系
統
が
あ
り
、
こ
の
順
序
で
詞
章
が
変
化
し
て
い
っ
た
。
長
ら
く
こ
の
歴
史
が
定
説
と
な
っ
て

い
る
が
、
稿
者
は
こ
れ
ま
で
こ
の
定
説
に
対
し
て
、
い
く
つ
か
の
問
題
提
起
を
し
て
き
た（「
玉
屋
謡
本
の
研
究（
一
）～（
四
）」（『
能
楽
研
究
』
三
八
・
四
〇

～
四
二
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
・
二
〇
一
六
～
一
八
年
三
月
）、「
光
悦
謡
本
再
検
」（『
能
楽
研
究
』
四
六
号
、
二
〇
二
二
年
三
月
））。
そ
の
中
で
、
本
稿
に
深
く
関
わ
る
の
が
玉

屋
謡
本
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
私
見
で
あ
る
。

玉
屋
謡
本
は
古
活
字
本
と
整
版
本
が
あ
り
、
後
者
は
前
者
を
版
下
と
し
て
い
る
が
、
一
部
の
詞
章
を
改
変
し
て
制
作
さ
れ
て
い
る
。
古

活
字
本
に
は
奥
付
な
ど
は
な
く
刊
行
背
景
は
全
く
不
明
で
あ
る
が
、
整
版
本
に
は
「
玉
屋
」
と
刻
さ
れ
た
印（
墨
印
・
朱
印
）が
あ
る
た
め
、

こ
の
両
種
は
「
玉
屋
謡
本
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
両
種
は
謡
本
と
し
て
ま
っ
た
く
異
な
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
稿
者
の

研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
古
活
字
本
は
光
悦
謡
本（
特
に
袋
綴
本
）と
ほ
ぼ
同
種
で
あ
り
、
詞
章
面
で
は
光
悦
謡
本
の
一
種
と
位
置
づ
け

ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
整
版
本
は
光
悦
謡
本
を
下
地
に
「
観
世
黒
雪
」
の
章
句
を
用
い
て
改
変
し
た
詞
章
で
あ
り
、
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従
来
指
摘
さ
れ
て
い
た
通
り
、
光
悦
謡
本
と
元
和
卯
月
本
の
中
間
的
性
格
を
も
つ
本
だ
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
こ
の
整
版
本
を
も
っ
て
「
玉
屋
謡
本
系
」
と
い
う
系
統
が
存
在
す
る
と
い
え
る
か
、
と
い
う
点
に
疑
問
が
あ
る
。
前
述
の
と

お
り
、
整
版
玉
屋
謡
本
に
は
「
玉
屋
」
の
印
が
あ
る
が
、
こ
の
印
に
は
「
観
世
黒
雪
以
／
章
句
之
写
玉
屋
」
と
刻
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か

ら
観
世
黒
雪
の
詞
章
を
も
と
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
だ
が
、
光
悦
謡
本
の
異
本
と
い
え
る
古
活
字
本
を
も
と
に
、
一
部
の
詞
章
を

改
変
す
る
と
い
う
作
り
方
を
踏
ま
え
る
と
、
黒
雪
章
句
本
を
底
本
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
を
用
い
て
一
部
の
詞
章
を
改
訂
し

た
こ
と
を
「
章
句
之
写
」
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
本
を
一
つ
の
系
統
と
し
て
定
め
る
こ
と
が
適
当
な
の
か
は
、
検
討
の

余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
同
時
代
に
こ
う
し
た
本
が
複
数
存
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
そ
の
一
つ
と
し
て
鴻
山
文
庫
蔵
黒
雪
章
句
中
本（
一
番
綴
。

四
十
二
冊
）が
あ
る
。
こ
の
本
の
奥
付
に
は
「
此
百
番
者
観
世
黒
雪
斎
以
／
章
句
之
正
本
写
之
者
也
」
と
あ
り
、
や
は
り
黒
雪
の
章
句
に

基
づ
く
謡
本
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
奥
付
を
そ
の
ま
ま
信
じ
る
な
ら
、
黒
雪
の
正
本
と
い
え
る
も
の
が
存
在
し
、
そ
れ
を
底
本
に

し
て
刊
行
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
本
が
何
に
当
た
る
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
本
書
の
詞
章
は
玉
屋
謡
本
と
の
類
似
性
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
表
章
は
「
こ
の
本
は
玉
屋
本
系
統
の
詞
章
で
あ
る
。
古
活
字
玉
屋
本
か
ら
直
接
影
響
を
蒙
っ
た
曲
と
、
整
版
玉
屋
本

を
基
に
し
た
曲
と
が
混
じ
て
い
る
ら
し
く
、
整
版
玉
屋
本
が
古
活
字
本
の
文
句
を
改
め
た
部
分
に
つ
い
て
み
る
と
、
時
に
前
者
と
、
時
に

は
後
者
と
一
致
し
、
一
様
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る（『
鴻
山
文
庫
本
の
研
究
』
わ
ん
や
書
店
、
一
九
六
五
年
）。
こ
う
し
た
玉
屋
謡
本
と
の
一
致
点
と
相

違
点
を
踏
ま
え
る
と
、
整
版
玉
屋
謡
本
同
様
に
、
黒
雪
の
正
本
と
い
っ
た
明
確
な
底
本
が
あ
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
光
悦
謡
本（
古
活

字
玉
屋
謡
本
）の
よ
う
な
本
を
黒
雪
の
章
句
を
用
い
て
改
訂
を
加
え
た
詞
章
で
あ
っ
た
蓋
然
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
黒
雪
章
句
中
本
の
奥
付
と
覆
刻
関
係
の
そ
れ
を
持
つ
謡
本
と
し
て
、
肥
前
島
原
松
平
文
庫
蔵
「
観
世
黒
雪
本
謡
曲
」（
半
紙
本
。

九
十
二
冊
）が
あ
る
。
こ
の
本
も
光
悦
謡
本
を
基
に
元
和
卯
月
本
で
改
訂
し
た
よ
う
な
詞
章
で
あ
る
が
、
黒
雪
章
句
本
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
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ま
た
、
新
出
の
古
活
字
玉
屋
謡
本
に
は
整
版
本
「
杜
若
」
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
松
平
文
庫
本
と
同
版
で
あ
り
、
同
じ
装
幀
の
冊

も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
整
版
本
で
は
な
く
古
活
字
玉
屋
謡
本
と
接
近
し
た
環
境
で
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

加
え
て
、
奥
付
の
関
係
も
非
常
に
込
み
入
っ
て
い
る
。
松
平
文
庫
本
は
、
黒
雪
章
句
本
に
類
似
す
る
奥
付
の
ほ
か
に
、
整
版
玉
屋
謡
本

の
一
部
の
冊
や
鴻
山
文
庫
蔵
黒
雪
章
句
仮
名
印
本（
一
冊
。
井
筒
）に
み
え
る
「
く
わ
ん
せ
こ
く
／
せ
つ
の
し
や
う
／
く
の
う
つ
し
」
と
い
う

仮
名
印
が
押
捺
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
仮
名
印
本
は
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館（
五
番
綴
。
十
一
冊
）と
鴻
山
文
庫（
一
番
綴
。
五
冊
）に
所
蔵
さ

れ
る
寛
永
十
三
年
仲
春
刊
観
世
流
五
番
綴
本
の
「
井
筒
」
と
同
版
で
あ
る
が
、
こ
の
寛
永
十
三
年
本
は
黒
雪
章
句
本
と
覆
刻
関
係
に
あ
る

奥
付
「
此
百
番
者
観
世
左
近
／
太
夫
章
句
之
以
正
本
／
写
之
畢
／
寛
永
十
三
年
／
仲
春
上
旬
」
が
刻
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
寛
永
期
頃
刊
の
「
黒
雪
の
章
句
」
を
写
し
た
謡
本
は
、
複
雑
な
影
響
関
係
の
中
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
謡
本

を
「
玉
屋
謡
本
系
」
と
い
う
呼
び
方
で
括
っ
て
い
た
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
定
説
で
あ
っ
た
。
玉
屋
謡
本
系
は
、
光
悦
謡
本
と
元
和

卯
月
本
と
の
中
間
的
な
性
格
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
、
玉
屋
謡
本
中
心
に
右
に
あ
げ
た
謡
本
を
系
統
化
し
て
把
握
す
る
こ
と
も
可
能
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
を
「
玉
屋
謡
本
系
」
と
呼
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
は
、
以
下
の
二
点
に
問
題
が
あ
る
。

一
つ
は
、
こ
れ
ら
の
謡
本
が
玉
屋
謡
本
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
と
断
定
で
き
な
い
点
で
あ
る
。
玉
屋
謡
本
の
う
ち
、
古
活
字
本
は
明

ら
か
に
光
悦
謡
本
系
の
詞
章
な
の
で
、
新
た
な
系
統
と
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
整
版
本
の
方
は
光
悦
謡
本
や
元
和
卯
月
本
と
は
異

な
る
性
格
が
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
本
が
他
の
同
時
代
の
謡
本
へ
ど
れ
く
ら
い
影
響
を
与
え
た
か
は
不
透
明
で
あ
る
。
右
に
見

た
と
お
り
、
黒
雪
章
句
中
本
は
整
版
玉
屋
本
と
比
べ
る
と
、
似
て
い
る
曲
が
あ
る
一
方
で
、
そ
れ
と
は
異
な
る
曲
も
か
な
り
混
在
し
て
お

り
、
両
者
に
直
接
的
な
影
響
関
係
が
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
。
こ
う
し
た
謡
本
群
を
「
玉
屋
謡
本
系
」
と
呼
ん
で
し
ま
う
と
、
整
版
玉
屋

謡
本
が
こ
の
系
統
の
土
台
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
不
明
確
な
理
解
を
認
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
う
一
つ
は
各
本
の
成
り
立
ち
の
問
題
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
整
版
玉
屋
本
は
光
悦
謡
本
の
詞
章
を
も
つ
古
活
字
玉
屋
謡
本
を
版



30

下
と
し
て
、
そ
れ
を
黒
雪
の
章
句
を
用
い
て
部
分
的
に
改
訂
し
た
本
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
版
本
で
あ
り
な
が
ら
写
本
を
加
筆
訂
正
す
る

か
の
よ
う
に
版
下
を
作
成
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
謡
本
の
成
り
立
ち
は
、
整
版
玉
屋
謡
本
だ
け
に
当
て
は
ま
る
こ
と
だ
け
で
は
な

く
、
同
時
代
の
版
本
に
お
い
て
は
〝
普
通
〟
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
整
版
玉
屋
謡
本
と
黒
雪
章
句
中
本
と
松
平
文
庫
本
の

三
本
の
比
較
、
各
本
と
光
悦
謡
本
・
元
和
卯
月
本
の
比
較
を
重
ね
て
み
る
と
、
三
本
は
光
悦
謡
本
と
元
和
卯
月
本
の
中
間
的
位
置
に
あ
る

の
は
か
わ
ら
な
い
が
、
三
本
と
も
そ
の
距
離
感
が
異
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
三
本
が
一
致
す
る
曲
・
箇
所
も
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が

独
自
性
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
独
自
性
こ
そ
が
、
こ
の
時
代
の
謡
本
を
考
え
る
上
で
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
を
「
玉
屋
謡
本

系
」
と
括
っ
て
し
ま
う
と
、
光
悦
謡
本
時
代
と
元
和
卯
月
本
時
代
の
間
の
多
様
な
動
態
を
矮
小
化
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
問
題
は
、「
江
戸
時
代
初
期
観
世
流
整
版
謡
本
群
」
の
研
究
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
謡
本
に

は
以
下
の
よ
う
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

１　

装
幀
が
簡
素
で
あ
る
。

２　

多
く
の
謡
本
が
、「
玉
屋
謡
本
系
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

３　

多
く
の
謡
本
が
、
観
世
身
愛（
黒
雪
・
暮
閑
・
左
近
大
夫
）の
章
句
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
を
謳
う
奥
付
等
が
あ
る
。

４　

い
く
つ
か
の
謡
本
に
は
、
間
拍
子
が
施
さ
れ
て
い
る
。

５　

複
数
の
書
肆
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

１
の
装
幀
は
、
多
く
の
本
は
紺
表
紙
袋
綴
本
の
中
本
と
な
っ
て
い
る
。
光
悦
謡
本
や
元
和
卯
月
本
の
よ
う
な
豪
華
な
装
幀
は
持
っ
て
い

な
い
。
そ
の
た
め
か
、
良
好
な
状
態
で
現
存
し
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
、
表
紙
は
破
損
し
、
原
題
簽
が
残
っ
て
い
な
い
こ
と
も
多
く
、
後
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人
に
よ
っ
て
改
装
さ
れ
て
い
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
だ
け
、
広
い
階
層
に
向
け
て
刊
行
さ
れ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に

し
て
は
現
存
伝
本
が
少
な
く
、
ど
れ
ほ
ど
流
布
し
た
か
は
詳
し
い
検
討
を
要
す
る
。

２
は
詞
章
の
系
統
で
あ
る
が
、
先
行
研
究
で
は
玉
屋
謡
本
と
の
影
響
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
本
が
多
い
。
時
代
的
に
は
元
和
卯
月
本

か
ら
直
接
的
な
影
響
を
受
け
た
種
が
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
だ
が
、
そ
れ
は
皆
無
に
等
し
く
、
一
部
が
光
悦
謡
本
と
の
関
係
が
深
く
、
多
く

が
玉
屋
謡
本
系
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
玉
屋
謡
本
系
と
い
う
系
統
の
再
検
討
が
必
要
な
ら
、
こ
の
謡
本
群
の
性

格
も
大
幅
に
見
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

３
・
４
は
奥
付
に
関
わ
る
点
で
あ
る
。
江
戸
時
代
初
期
観
世
流
整
版
謡
本
群
の
ほ
と
ん
ど
の
種
に
は
、
奥
付
に
観
世
身
愛
の
章
句
に

「
依
拠
し
て
い
る
」、
も
し
く
は
「
写
し
て
い
る
」
旨
が
刻
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
前
述
の
通
り
身
愛
の
正
本
を
底
本
に
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
多
く
は
光
悦
謡
本
系
の
詞
章
を
身
愛
の
章
句
を
も
っ
て
改
訂
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
多
く
は
「
秘
密
之

章
句
」（
間
拍
子
）を
刻
し
て
い
る
点
が
前
代
の
謡
本
と
異
な
る
点
で
も
あ
る
。
こ
の
革
新
も
寛
永
期
頃
の
謡
本
を
考
え
る
上
で
重
要
な
点
で

あ
ろ
う
。

５
は
刊
行
者
の
広
が
り
で
あ
る
。
江
戸
時
代
初
期
観
世
流
整
版
謡
本
群
は
、
細
か
く
分
け
る
と
八
十
種
に
及
ぶ
謡
本
か
ら
な
る
が
、
刊

行
に
関
わ
っ
た
書
肆
も
十
以
上
に
及
ぶ
。
彼
ら
が
、
こ
の
謡
本
の
制
作
に
ど
れ
く
ら
い
関
与
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
前
代
の
謡
本
は
刊

行
者
が
主
導
で
謡
本
を
制
作
し
て
い
た
が
、
寛
永
期
以
降
の
謡
本
の
制
作
背
景
に
は
書
肆
の
関
与
が
見
え
て
こ
な
い
場
合
の
方
が
多
い
。

そ
の
一
方
で
、
書
肆
が
様
々
な
種
を
、
大
夫
な
ど
の
許
可
を
得
ず
、
能
楽
師
の
助
力
も
得
ず
、
自
由
に
刊
行
し
て
い
た
よ
う
に
も
見
え
る
。

こ
の
時
代
の
謡
本
の
広
が
り
を
考
え
る
上
で
書
肆
の
関
与
を
ど
の
よ
う
に
読
み
解
く
か
は
、
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

以
上
の
特
徴
を
踏
ま
え
て
、
主
要
謡
本
の
書
誌
的
特
徴
と
詞
章
系
統
の
分
析
と
出
版
に
関
与
し
た
書
肆
の
役
割
の
二
点
か
ら
、
江
戸
時

代
初
期
観
世
流
整
版
謡
本
群
を
考
察
し
て
い
く
。
ま
ず
、
前
者
に
つ
い
て
の
分
析
か
ら
行
な
う
が
、
そ
の
謡
本
種
は
以
下
の
も
の
を
予
定
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し
て
い
る
。

Ａ　

寛
永
中
本

Ｂ　

正
保
耶
査
本

Ｃ　

寛
永
十
年
三
月
刊
者
不
明
小
本

Ｄ　

寛
永
六
年
大
津
屋
市
郎
兵
衛
刊
本

Ａ
・
Ｂ
は
江
戸
時
代
初
期
観
世
流
整
版
謡
本
群
を
象
徴
す
る
種
で
あ
り
、
こ
れ
を
中
心
に
検
討
す
る
が
、
そ
れ
ら
と
は
系
統
の
異
な
る

Ｃ
・
Ｄ
を
加
え
て
考
察
し
て
い
く
。

そ
の
後
、
本
研
究
の
中
心
と
し
た
い
書
肆
の
役
割
に
つ
い
て
考
え
た
い
が
、
資
料
の
不
足
も
あ
り
、
考
察
が
難
航
す
る
と
予
想
さ
れ
る
。

そ
れ
を
補
う
た
め
に
も
、
謡
本
の
内
部
考
証
を
充
実
さ
せ
て
い
き
た
い
。

二
、
寛
永
中
本
概
説

江
戸
時
代
初
期
観
世
流
謡
本
群
を
代
表
す
る
種
は
、「
寛
永
中
本
」
と
称
さ
れ
る
謡
本
で
あ
る
。
こ
の
謡
本
に
つ
い
て
は
、
表
章
が
次

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　

�

寛
永
後
半
か
ら
慶
安
頃
に
か
け
て
多
種
が
刊
行
さ
れ
た
一
群
の
中
形
本
を
、
寛
永
中
本
と
仮
称
し
た
い
。
共
通
点
は
、
①
袋
綴
の
中

本
、
②
御
家
流
書
体
で
片
面
七
行
、
③
間
拍
子
入
で
内
題
な
く
、
④
節
付
様
式
は
卯
月
本
風
、
⑤
奥
付
が
「
此
本
者
以
観
世
左
近
入

道
章
句
／
写
之
并
秘
密
之
拍
子
ゑ
附
之
且
／
往
々
所
板
開
之
本
仮
名
使
誤
之
／
不
少
今
改
正
者
也
旹
／
寛
永
十
年
癸
酉
二
月
吉
日
」

の
形（
年
記
は
諸
本
で
異
な
る
）で
、
刊
語
が
同
じ
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
す
べ
て
粗
末
な
料
紙
で
、
表
紙
は
紺
ま
た
は
浅
葱
色
、
10（
伊

海
注
：
鴻
山
文
庫
蔵
異
書
体
中
本
）・
17（
伊
海
注
：
黒
雪
章
句
中
本
）等
と
同
種
同
書
体
の
長
形
刷
題
簽
を
貼
っ
た
冊
が
多
い
。
本
文
に
仮
名
を
多
用
し
、
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版
面
は
ゆ
っ
た
り
し
た
曲
と
字
数
を
詰
め
た
曲
と
が
混
在
す
る
。
節
付
は
卯
月
本
系
な
の
に
文
句
は
大
半
の
曲
が
玉
屋
本
系
で
、

17
・
25（
伊
海
注
：
鴻
山
文
庫
蔵
寛
永
六
年
七
月
刊
者
不
明
一
番
綴
中
本
）と
同
系
統
。
総
じ
て
25
の
影
響
が
強
い
ら
し
い
。
全
曲
に
間
拍
子
を
加
え
て

い
る
の
が
寛
永
中
本
の
最
大
の
特
色
で
、
習
い
事
の
一
種
だ
っ
た
間
拍
子
を
加
え
た
こ
と
が
歓
迎
さ
れ
て
広
く
流
布
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
高
級
な
半
紙
本
が
ま
だ
間
拍
子
を
加
刻
し
な
い
段
階
で
粗
末
な
中
本
が
先
立
っ
て
そ
れ
を
加
え
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。（『
鴻

山
文
庫
蔵
能
楽
資
料
解
題　

上
』
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
編
、
一
九
九
〇
年
）

傍
線
部
の
よ
う
に
、
寛
永
中
本
の
最
大
の
特
色
は
初
め
て
間
拍
子
を
刻
し
た
謡
本
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
工
夫
が
な
ぜ
求

め
ら
れ
た
の
か
、
何
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
は
、
こ
の
種
の
特
徴
を
考
え
る
上
で
は
重
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
が
、
今
回
は
特
に
次
の
二
点

に
つ
い
て
注
目
し
て
い
き
た
い
。

一
つ
目
は
書
誌
的
特
徴
で
あ
る
。
右
の
①
～
⑤
の
よ
う
に
、
伝
本
す
べ
て
に
多
く
の
共
通
項
が
あ
る
が
、
単
に
類
似
す
る
だ
け
で
な
く
、

伝
本
す
べ
て
が
先
行
す
る
伝
本
を
版
下
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
各
本
が
覆
刻
関
係
に
あ
る
の
だ
が
、
伝
本
の
先
後
関
係
を
把
握
す
る

の
が
難
し
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
先
行
研
究
で
は
版
高
を
基
に
各
種
の
先
後
関
係
が
判
断
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
整
版
本
の
覆
刻
関
係

を
考
え
る
上
で
は
重
要
な
視
点
で
あ
る
が
、
そ
の
点
も
再
考
す
る
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

も
う
一
つ
は
詞
章
の
系
統
で
あ
る
。
寛
永
中
本
の
詞
章
は
、
二
重
傍
線
部
の
よ
う
に
「
節
付
は
卯
月
本
系
、
文
句
は
大
半
の
曲
が
玉
屋

本
系
」
と
説
明
さ
れ
る
。
前
述
し
た
通
り
、
こ
の
特
徴
は
黒
雪
章
句
中
本
な
ど
こ
の
時
代
の
他
本
と
も
共
通
す
る
が
、
整
版
玉
屋
謡
本
と

完
全
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
曲
に
よ
っ
て
距
離
感
も
異
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
謡
本
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
の
か
、

と
い
う
点
が
本
研
究
に
お
け
る
重
要
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
寛
永
中
本
の
書
誌
的
特
徴
に
注
目
し
て
、
各
種
の
比
較
考
察
を
行
な
う
。
寛
永
中
本
は
、
奥
付
を
信
じ
る
な
ら
寛
永

十
年（
一
六
三
三
）か
ら
明
暦
二
年（
一
六
五
六
）の
間
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
種
は
数
冊
し
か
現
存
し
て
お
ら
ず
、
す
べ
て
が
一
〇
〇
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曲
ほ
ど
の
セ
ッ
ト
で
刊
行
さ
れ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
そ
の
中
で
、
能
楽
研
究
所
蔵
寛
永
十
年
二
月
中
野
道
伴
刊
本（
以
下
、「
能
研
本
」

と
表
記
）の
み
が
、
一
〇
〇
曲
が
セ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る（
十
曲
が
散
逸
）。
ま
ず
、
こ
の
本
の
書
誌
を
示
す
。

能
楽
研
究
所
蔵
寛
永
十
年
二
月
奥
付
中
野
道
伴
刊
観
世
流
謡
本　

十
八
冊（
箱
入
）

中
本
。
袋
綴
。
五
番
綴
。
後
補
寿
字
散
し
観
世
水
模
様
空
押
紺
表
紙（
二
〇
・
二
×
一
四
・
一
）。
横
長
大
型
題
簽（
七
・
一
×
一
〇
・
三
）に
所

収
曲
を
墨
書
、
左
下
に
組
番
号
を
朱
書
。
内
題
な
し
。
半
丁
六
行
。
一
行
は
十
～
十
二
字
程
度
で
あ
る
が
、
十
五
字
程
度
の
版
も
あ
る
。

版
心
に
曲
名
と
曲
ご
と
の
丁
付
を
刻
す
。
奥
付
「
此
本
者
以
観
世
左
近
入
道
章
句
／
寫
之
秘
密
之
拍
子
ゑ
附
之
且
／
往
々
所
板
開
之
本
假

名
使
誤
之
／
不
少
今
改
正
者
也
旹
／
寛
永
十
年
葵
酉
二
月
吉
日
」。
所
収
曲
は
以
下
の
通
り（
あ
～
を
は
、
そ
の
曲
を
所
収
別
種
本（
後
掲
）

を
示
す
）。

１
高
砂（
か
・
む
）・
盛
久（
あ
・
こ
・
し
・
せ
・
り
）・
仏
原
・
富
士
太
鼓（
み
）・
呉
服

２
養
老（
あ
）・
鈴
木
・
柏
崎（
あ
）・
女
郎
花（
と
・
ひ
・
る
）・
綱

３
邯
鄲（
さ
）・
景
清（
あ
）・
誓
願
寺（
お
）・
浮
舟
・
春
栄（
あ
）

４
芭
蕉（
あ
・
お
・
か
・
こ
・
せ
）・
俊
寛（
よ
）・
鸚
鵡
小
町（
こ
）・
千
手（
く
）・
姨
捨（
あ
）

５
松
虫
・
鵺
・
接
待
・
道
成
寺（
あ
）・
遊
行
柳（
さ
・
わ
）

６
白
鬚（
ら
）・
頼
政（
て
・
に
・
よ
）・
源
氏
供
養（
か
・
と
・
へ
）・
西
行
桜（
か
・
き
）・
夕
顔（
あ
・
え
）

７
賀
茂（
と
）・
兼
平（
あ
）・
班
女（
あ
・
よ
）・
阿
漕
・
春
日
龍
神（
あ
）

８
山
姥（
あ
・
は
・
れ
）・
角
田
川
・
志
賀（
あ
）・
野
宮（
あ
・
ふ
）・
通
小
町（
さ
）
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９
天
鼓（
せ
・
ひ
）・
舟
弁
慶（
こ
）・
采
女（
う
・
や
）・
杜
若（
け
・
な
）・
井
筒（
あ
・
せ
）

10
白
楽
天
・
安
宅（
の
・
ひ
）・
江
口（
あ
・
か
）・
善
界
・
鞍
馬
天
狗（
む
）

11
桜
川（
あ
・
た
）・
三
井
寺（
あ
・
か
・
せ
・
む
・
や
・
を
）・
大
会
・
田
村（
あ
・
そ
・
ま
）・
花
筐

12
龍
田（
あ
・
く
）・
実
盛（
け
）・
自
然
居
士（
あ
・
す
・
ち
）・
放
下
僧
・
鉢
木（
あ
・
か
）

13
海
士（
む
）・
忠
度（
あ
）・
羽
衣
・
二
人
静（
あ
）・
鵜
飼（
あ
）

14
難
波（
あ
・
く
・
た
・
ら
）・
熊
坂
・
卒
都
婆
小
町（
あ
）・
錦
木
・
葛
城

15
三
輪（
ゑ
）・
清
経（
あ
・
か
・
つ
）・
張
良（
あ
）・
善
知
鳥（
せ
）・
皇
帝（
あ
・
め
）

16
竹
生
島
・
敦
盛（
ね
・
ゆ
）・
当
麻
・
熊
野（
か
・
ろ
）・
蟻
通（
ゐ
）

17
葵
上
・
朝
長（
か
）・
軒
端
梅
・
芦
刈
・
東
岸
居
士（
き
）

18
鵜
羽
・
八
島（
か
・
せ
）・
紅
葉
狩
・
定
家（
あ
・
か
）・
猩
々

19
老
松（
あ
・
お
・
き
・
り
）・
藤
栄
・
吉
野
静
・
松
風（
は
）・
安
達
原

20
融（
し
・
め
）・
通
盛（
あ
・
に
）・
楊
貴
妃
・
藤
戸（
か
）・
関
寺
小
町（
あ
・
ぬ
）

本
来
一
〇
〇
曲
一
組
で
あ
っ
た
が
、
二
冊
十
曲（
11
と
18
）が
散
逸
し
て
い
る
こ
と
が
、
同
書
を
収
め
る
木
箱
の
箱
書
か
ら
判
明
す
る
。

こ
の
寛
永
十
年
本
を
含
め
て
、
鴻
山
文
庫
に
は
五
十
種
に
及
ぶ
寛
永
中
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
伝
本
を
あ
げ
る
。
な
お
、

い
く
つ
か
の
種
の
奥
付
の
写
真
を
後
に
付
す
。（【
若
林
】
は
『
鴻
山
文
庫
本
の
研
究
』
掲
載
の
若
林
正
治
蔵
本（
現
所
在
不
明
）、【
高
安
】
は
『
謡
曲
講
座
』「
古
板
謡
本
」
掲
載

本
、【
演
博
】
は
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
蔵
本（
番
号
は
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
所
蔵
特
別
資
料
目
録
５
『
貴
重
書　

能
・
狂
言
篇
』
に
拠
る
）、【
観
世
】
は
観
世
文
庫
蔵
本
、【
河
村
】
は
能
楽

研
究
所
河
村
隆
司
文
庫
蔵
本
。
★
は
能
研
本
に
含
ま
れ
な
い
曲
）。
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あ�
寛
永
十
年
二
月
中
野
道
伴
刊
本
〔
鴻
五
32
〕（
鵜
飼
・
姨
捨
・
★
七
騎
落
・
自
然
居
士
・
春
栄
・
★
殺
生
石
・
定
家
・
道
成
寺
・
難
波
・

野
宮
・
二
人
静
・
通
盛
・
盛
久
・
山
姥
・
養
老
／
★
百
万
・
班
女
・
三
井
寺
・
兼
平
・
忠
度
・
芭
蕉
・
老
松
・
皇
帝
・
江
口
・
龍
田
・

夕
顔
・
鉢
木
・
張
良
・
春
日
龍
神
・
志
賀
・
関
寺
小
町
・
清
経
・
★
西
王
母
・
桜
川
・
柏
崎
／
式
三
番
）【
若
林
：
井
筒
・
景
清
】【
高

安
16
】【
演
博
76
：
田
村
】【
河
村
：
卒
都
婆
小
町
】

い
寛
永
十
年
二
月
村
上
平
楽
寺
刊
本
〔
鴻
五
33
〕（
★
花
月
）

う
寛
永
十
年
二
月
三
葉
印
本
〔
鴻
五
34
〕（
采
女
）

え
寛
永
十
年
二
月
刊
者
不
明
本
〔
鴻
五
35
〕（
夕
顔
）

お
寛
永
十
年
二
月
鶴
丸
印
本
〔
鴻
五
36
〕（
老
松
・
誓
願
寺
・
芭
蕉
）

か�

寛
永
十
二
年
三
月
中
野
道
伴
刊
本
〔
鴻
五
38
〕（
源
氏
供
養
・
西
行
桜
・
★
玉
葛
・
芭
蕉
／
江
口
・
藤
戸
・
熊
野
）【
若
林
：
定
家
】【
高

安
18
】【
演
博
77
・
78
：
朝
長
・
三
井
寺
】【
河
村
：
清
経
・
八
島
・
★
花
月
・
高
砂
・
鉢
木
】
※
奥
付
年
記
以
外
、
あ
と
同
版
。

き
寛
永
十
二
年
三
月
林
印
本
〔
鴻
五
39
〕（
老
松
・
東
岸
居
士
・
西
行
桜
）

く
寛
永
十
二
年
三
月
不
明
印
本
〔
鴻
五
40
〕（
千
手
・
龍
田
・
難
波
）

け
寛
永
十
三
年
二
月
新
板
印
本
〔
鴻
五
42
〕（
杜
若
・
実
盛
）

こ
寛
永
十
三
年
三
月
中
野
道
伴
刊
本
〔
鴻
五
43
〕（
鸚
鵡
小
町
・
舟
弁
慶
・
盛
久
）【
若
林
：
芭
蕉
】

さ
寛
永
十
三
年
西
村
又
左
衛
門
刊
本
〔
鴻
五
44
〕（
通
小
町
・
邯
鄲
）【
演
博
80
：
遊
行
柳
】

し
寛
永
十
四
年
二
月
西
村
又
左
衛
門
刊
本
〔
鴻
五
45
〕（
融
・
盛
久
）

す
寛
永
十
五
年
二
月
三
葉
印
本
〔
鴻
五
46
〕（
自
然
居
士
）

せ�

寛
永
十
六
年
正
月
中
野
道
伴
刊
本
〔
鴻
五
47
〕（
井
筒
・
善
知
鳥
・
天
鼓
・
三
井
寺
）【
若
林
：
八
島
】【
演
博
81
：
芭
蕉
】【
演
博
82
：
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盛
久
】

そ
寛
永
十
六
年
正
月
誓
願
寺
前
加
刻
中
野
道
伴
刊
本
〔
鴻
五
48
イ
〕（
田
村
）

た
寛
永
十
六
年
正
月
丸
印
入
中
野
道
伴
刊
本
〔
鴻
五
48
ロ
〕（
★
小
袖
曽
我
・
桜
川
・
難
波
）

ち
寛
永
十
六
年
二
月
村
上
平
楽
寺
刊
本
【
河
村
：
自
然
居
士
】

つ
寛
永
十
六
年
六
月
不
明
印
本
〔
鴻
五
49
〕（
清
経
）

て
寛
永
十
六
年
暮
秋
西
村
又
左
衛
門
〔
鴻
五
50
〕（
頼
政
）

と
寛
永
十
七
年
正
月
中
野
道
伴
刊
本
〔
鴻
五
51
〕（
女
郎
花
・
源
氏
供
養
）【
若
林
：
賀
茂
】

な
寛
永
十
七
年
二
月
不
明
印
本
〔
鴻
五
53
〕（
杜
若
）

に
寛
永
十
八
年
正
月
み
の
や
刊
本
〔
鴻
五
54
〕（
通
盛
・
頼
政
）

ぬ
寛
永
十
八
年
二
月
一
印
本
〔
鴻
五
55
〕（
関
寺
小
町
）

ね
寛
永
十
八
年
村
上
平
楽
寺
刊
本
【
観
世
：
敦
盛
】

の
寛
永
十
八
年
暮
春
西
村
吉
兵
衛
刊
本
〔
鴻
五
56
〕（
安
宅
）

は
寛
永
十
八
年
六
月
三
印
本
〔
鴻
五
58
〕（
松
風
・
山
姥
）【
河
村
：
★
夜
討
曽
我
】

ひ
寛
永
十
九
年
二
月
新
板
印
本
〔
鴻
五
59
〕（
天
鼓
・
女
郎
花
・
★
殺
生
石
・
安
宅
／
★
弓
八
幡
）

ふ
寛
永
二
十
年
五
月
不
明
印
本
〔
鴻
五
60
〕（
野
宮
）

へ
寛
永
癸
未
林
甚
右
衛
門
刊
本
〔
鴻
五
61
Ａ
〕（
源
氏
供
養
）

ほ
寛
永
二
十
一
年
正
月
中
野
道
伴
刊
本
〔
鴻
五
61
Ｂ
〕（
★
百
万
）

ま
寛
永
二
十
一
年
三
月
み
の
や
刊
本
〔
鴻
五
62
〕（
田
村
）
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み
正
保
二
年
九
月
学
印
本
〔
鴻
五
63
〕（
富
士
太
鼓
）

む
正
保
二
年
十
一
月
中
野
道
伴
刊
本
〔
鴻
五
64
〕（
三
井
寺
・
高
砂
・
鞍
馬
天
狗
）【
演
博
86
：
蜑
】

め
正
保
三
年
三
月
中
野
道
伴
〔
鴻
五
65
〕（
皇
帝
・
★
放
下
僧
）【
演
博
87
：
融
】

も
正
保
三
月
十
月
安
田
十
兵
衛
刊
本
〔
鴻
五
66
〕（
★
咸
陽
宮
・
★
百
万
）

や
正
保
三
年
霜
月
西
田
勝
家
印
本
〔
鴻
五
67
〕（
三
井
寺
）【
演
博
88
：
采
女
】

ゆ
正
保
四
年
正
月
不
明
印
本
〔
鴻
五
74
〕（
敦
盛
）
※
寛
永
中
本
か
存
義

よ
正
保
四
年
二
月
村
上
平
楽
寺
刊
本
〔
鴻
五
75
〕（
俊
寛
・
頼
政
・
班
女
）

ら
正
保
五
年
二
月
中
野
道
伴
刊
本
〔
鴻
五
77
〕（
白
髭
）【
若
林
：
難
波
】

り
正
保
五
年
仲
春
田
原
印
本
〔
鴻
五
78
〕（
盛
久
・
老
松
）

る
正
保
五
年
三
月
不
明
印
本
〔
鴻
五
82
〕（
女
郎
花
）

れ
慶
安
二
年
正
月
中
野
道
伴
刊
本
〔
鴻
五
87
〕（
山
姥
）

ろ
慶
安
二
年
正
月
不
明
印
本
〔
鴻
五
88
〕（
熊
野
）

わ
慶
安
三
年
二
月
本
屋
吉
兵
衛
刊
本
〔
鴻
五
101
〕（
遊
行
柳
）

ゐ
慶
安
三
年
季
冬
中
野
道
伴
刊
本
〔
鴻
五
103
〕（
蟻
通
）

ゑ
慶
安
四
年
三
月
本
屋
弥
兵
衛
刊
本
〔
鴻
五
104
〕（
三
輪
）

を
明
暦
二
年
十
月
吉
田
庄
左
衛
門
刊
本
〔
鴻
五
107
〕（
三
井
寺
）

以
上
の
よ
う
に
、
揃
本
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
種
が
一
～
二
曲
の
み
し
か
現
存
し
て
い
な
い
。
今
回
は
能
楽
研
究
所
・
演
劇
博
物
館
・
観
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【
寛
永
中
本
奥
付
写
真
】

あいう

おきくけさし

そたつてなに
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ぬのはふへ

みめもや

ゆりろわを
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世
文
庫
の
所
蔵
本
の
み
の
調
査
で
あ
る
の
で
、
他
機
関
を
調
査
す
れ
ば
、
も
う
少
し
伝
本
が
増
え
る
と
思
わ
れ
る
が
、
現
存
本
数
を
鑑
み

る
と
、
全
種
が
数
十
冊
か
ら
な
る
揃
本
で
あ
っ
た
可
能
性
は
低
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
奥
付
は
本
文
だ
け
で
な
く
、
改
行
箇
所
な
ど
形
も
同

じ
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
刊
年
・
刊
者
の
み
を
入
れ
替
え
て
刻
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
覆
刻
を
重
ね
て
い
た
の

か
は
、
寛
永
中
本
の
問
題
点
を
検
討
し
て
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

三
、
寛
永
十
年
二
月
中
野
道
伴
刊
本
の
問
題
点

寛
永
中
本
の
中
で
最
も
古
い
年
記
を
も
つ
本
は
寛
永
十
年
二
月
中
野
道
伴
本
で
あ
る
。
し
か
も
、
能
研
本
の
み
が
百
冊
の
揃
本
で
あ
る
。

表
章
の
研
究（『
鴻
山
文
庫
本
の
研
究
』『
鴻
山
文
庫
蔵
能
楽
資
料
解
題　

上
』。
以
下
、「
表
稿
」
と
表
記
）に
は
、
こ
の
年
記
の
信
憑
性
に

つ
い
て
疑
義
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
を
精
査
す
る
こ
と
が
、
寛
永
中
本
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
繋
が
る
だ
ろ
う
。

表
稿
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
能
研
本
の
特
徴
を
整
理
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①
能
研
本
は
寛
永
十
年
二
月
の
年
記
を
も
つ
が
、
原
装
表
紙
が
「
寿
字
散
し
観
世
水
模
様
空
押
紺
表
紙
」
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

実
際
刊
行
さ
れ
た
の
は
享
保
頃
ま
で
下
る
可
能
性
が
あ
る
。

②
寛
永
中
本
は
寛
永
十
年
に
刊
行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
能
研
本
と
あ
に
含
ま
れ
る
同
版
本
は
正
保
三
年
と
五
年
に
中
野
道
伴
が

刊
行
し
た
本（
み
・
ゆ
）と
同
版
な
の
で
、
実
際
は
こ
の
こ
ろ
に
刊
行
さ
れ
た
本
の
版
木
を
再
利
用
し
て
、
享
保
頃
に
刊
行
さ
れ
た
。

③
寛
永
十
年
以
降
の
年
記
を
も
つ
本
の
中
に
は
、
能
研
本
よ
り
も
版
高
の
高
い
種
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
能
研
本
よ
り
も
先
に
刊
行
さ
れ

た
種
が
複
数
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

④
能
研
本
の
版
高
は
、
初
刻
本
と
考
え
ら
れ
る
種
の
そ
れ
と
大
差
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
初
版
本
に
近
い
本
を
版
下
と
し
た
覆
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刻
本
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

⑤
姨
捨
・
皇
帝
・
白
髭
・
盛
久
の
よ
う
に（
や
や
生
硬
な
書
体
の
本
、
蟻
通
の
よ
う
に
柔
ら
か
い
書
体
の
本
を
含
む
の
で
、
百
番
が
一

度
に
ま
と
め
て
開
板
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
揃
本
の
所
収
曲
は
偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
。

⑥
能
研
本
は
、（
て
・
の
）の
乱
丁
を
訂
正
し
た
り
、
ぬ
の
節
を
詳
細
に
し
た
り
と
、
謡
本
と
し
て
改
善
が
見
ら
れ
る
点
か
ら
も
、
後
刻

本
と
考
え
ら
れ
る
。

表
稿
で
の
見
解
は
鴻
山
文
庫
蔵
本
を
精
査
し
た
上
で
の
も
の
で
あ
り
、
首
肯
す
べ
き
点
が
多
い
。
た
だ
し
、
表
稿
の
推
測
に
従
う
と
、
寛

永
中
本
が
あ
ま
り
に
も
複
雑
な
過
程
を
踏
ん
で
刊
行
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
点
に
疑
問
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
寛
永
十
二
年
三
月
中
野
道
伴

刊
本（
か
）も
複
数
の
冊
が
現
存
し
て
い
る
が
、
表
稿
で
は
、
能
研
本
よ
り
版
高
が
高
い
「
西
行
桜
」・「
芭
蕉
」
の
冊
は
寛
永
中
本
の
初
刻

本
と
し
、
能
研
本
と
同
程
度
の
版
高
の
「
江
口
」
は
覆
刻
本
と
推
測
し
て
い
る
。
ま
た
能
研
本
よ
り
版
高
が
低
い
「
源
氏
供
養
」・「
藤

戸
」・「
熊
野
」
に
つ
い
て
の
刊
行
時
期
は
明
言
し
て
い
な
い
が
、
能
研
本
よ
り
も
後
の
覆
刻
本
と
な
り
、「
江
口
」
よ
り
も
後
刻
本
と
な

る
だ
ろ
う
か
。
表
稿
に
従
う
と
、
寛
永
中
本
は
同
じ
年
記
を
持
ち
な
が
ら
、
刊
行
時
期
が
異
な
る
本
が
複
数
あ
る
こ
と
に
な
り
、
本
の
成

り
立
ち
が
か
な
り
複
雑
と
な
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
異
な
る
種
が
ど
こ
か
の
段
階
で
年
記
が
同
一
の
本
で
ま
と
ま
り
、
伝
来
し
て
き
た
こ
と

に
な
る
。
こ
の
疑
問
点
を
い
く
つ
か
の
視
点
か
ら
再
考
し
、
寛
永
中
本
の
刊
行
過
程
を
考
え
て
み
た
い
。

【
表
紙
・
料
紙
】

能
研
本
は
五
番
綴
で
、
紺
表
紙
に
型
押
し
模
様
が
施
さ
れ
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
。
他
種
は
す
べ
て
薄
手
の
紺
表
紙
・
浅
黄
色
表
紙

な
の
で
、
や
や
豪
華
な
装
幀
に
見
え
る
。
ま
た
、
箱
入
り
だ
っ
た
た
め
か
、
表
紙
も
料
紙
も
他
種
に
比
べ
て
格
段
に
状
態
が
良
好
で
あ
る
。
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問
題
は
こ
の
装
幀
が
原
装
で
あ
る
か
否
か
で
あ
る
。
本
の
綴
じ
穴
を
見
る
限
り
改
装
さ
れ
た
痕
跡
は
な
く
、
表
紙
と
料
紙
の
一
体
感
も

あ
る
の
で
、
表
稿
で
は
原
装
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
能
研
本
は
、
以
下
の
三
つ
の
理
由
か
ら
後
代
に
改
装
さ
れ
た
本
で
あ
る
と
断

定
で
き
る
。

一
つ
目
は
五
番
綴
と
い
う
装
幀
で
あ
る
。
寛
永
中
本
の
他
種
は
ほ
と
ん
ど
が
一
番
綴
で
あ
り
、
曲
ご
と
に
丁
付
が
刻
さ
れ
て
い
る
。
た

だ
し
、
五
番
綴
本
な
ど
で
も
曲
ご
と
に
丁
付
が
刻
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
根
拠
に
寛
永
中
本
が
本
来
一
番
綴
本
で
あ
っ

た
と
断
定
で
き
な
い
が
、
能
研
本
は
喉
の
部
分
が
詰
ま
っ
て
お
り
、
一
行
目
の
節
が
見
え
に
く
い
箇
所
も
あ
る
。（【
写
真
1
】）こ
れ
は
、

こ
の
本
が
元
々
一
番
綴
本
で
あ
っ
た
も
の
を
無
理
に
五
番
綴
に
仕
立
て
た
証
左
だ
と
い
え
る
。

二
つ
目
は
料
紙
の
変
色
具
合
で
あ
る
。
能
研
本
は
五
番
綴
に
改
装

さ
れ
た
と
き
に
、
端
が
切
り
落
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
小
口
を

見
る
と
、「
海
人
」
冊
の
「
羽
衣
」、「
白
楽
天
」
冊
の
「
鞍
馬
天
狗
」、

「
葵
上
」
冊
の
「
の
き
は
の
梅
」
の
よ
う
に
料
紙
の
変
色
具
合
が
異

な
る
曲
を
含
む
冊
が
あ
る
。
こ
れ
は
も
と
も
と
五
番
綴
で
あ
っ
た
場

合
は
考
え
が
た
い
こ
と
で
あ
り
、
本
来
一
番
綴
で
あ
っ
た
本
を
五
冊

に
合
綴
し
直
し
た
た
め
に
生
じ
た
現
象
だ
と
い
え
よ
う
。

三
つ
目
は
喉
の
様
子
で
あ
る
。「
高
砂
」
冊
、「
芭
蕉
」
冊
の
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
冊
で
は
原
装
表
紙
ら
し
い
紙
が
喉
の
隙
間
か
ら
見

ら
れ
る
。
後
補
表
紙
と
同
じ
色
の
た
め
判
別
し
づ
ら
い
が
、
他
種
の
表
紙
と
同
質
の
紙
の
跡
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
も
能
研
本
が
改
装
本
で

あ
る
有
力
な
証
拠
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
改
装
さ
れ
た
の
は
い
つ
ご
ろ
だ
ろ
う
か
。
表
稿
で
は
刊
行
時
期
を
享
保
頃
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
特
に
示
さ
れ
て
い

【
写
真
１
】
能
研
本
「
柏
崎
」
17
丁
裏
・
18
丁
表
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な
い
が
、
享
保
十
八
年（
一
七
三
三
）仲
呂
山
本
長
兵
衛
刊
本
表
紙
と
の
関
係
を
重
視
し
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
山
本
本
は
能
研
本
と

同
じ
寿
字
散
し
観
世
水
模
様
空
押
表
紙
で
あ
り
、
し
か
も
同
じ
型
を
用
い
て
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。（【
写
真
2
】）

【写真２】

A能研本 

B 元禄三年六月山本長兵衛刊本 

C享保十八年仲呂山本長兵衛刊本 

こ
の
表
紙
の
特
色
は
、「
観
世
大
夫
の
紋
所
」
と
も
称
さ
れ
る
観
世
水
の
模
様
が
施
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
謡
本
に
は
、「
波
形
」

「
水
紋
」「
巻
水
」
な
ど
と
称
さ
れ
る
〝
水
〟
を
形
象
化
し
た
模
様
が
複
数
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、
観
世
水
は
江
戸
時
代
末
期
か
ら
大
正

期
に
か
け
て
謡
本
の
表
紙
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
観
世
流
謡
本
を
代
表
す
る
模
様
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
模
様
は
扇
な
ど
に
も
用
い
ら
れ

る
が
、
い
つ
か
ら
観
世
流
を
象
徴
す
る
模
様
に
な
っ
た
の
か
定
か
で
は
な
い
。
明
和
年
間
以
降
の
俳
諧
関
係
書
に
も
「
観
世
水
」
の
語
が

見
え
る
の
で
、
江
戸
時
代
後
期
に
は
広
く
流
布
し
、
定
着
し
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
れ
の
上
限
は
俄
に
定
め
が
た
い
。
た
だ
し
、
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謡
本
に
関
し
て
い
え
ば
、
元
禄
期
く
ら
い
ま
で
は
遡
れ
る
。
管
見
に
入
っ
た
限
り
、
観
世
水
模
様
表
紙
を
も
つ
謡
本
の
古
い
例
は
、
元
禄

三
年
六
月
の
年
記
を
も
つ
山
本
長
兵
衛
刊
本
で
あ
る（
五
番
綴
、
六
冊
。
三
十
番
揃
。
鴻
山
文
庫
五
235
）。
こ
の
本
は
、
明
暦
三
年
野
田
弥

兵
衛
刊
本（
通
称
「
野
田
本
」）の
覆
刻
曲
や
、
書
体
や
版
式
の
異
な
る
曲
も
含
ん
で
い
る
謡
本
で
あ
る（
表
稿
参
照
）。
こ
う
し
た
謡
本
で

あ
る
の
で
、
元
禄
三
年
の
年
記
の
信
憑
性
も
問
題
と
な
る
が
、
刊
行
年
代
を
引
き
下
げ
る
べ
き
根
拠
も
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
能
研

本
も
元
禄
年
間
く
ら
い
に
五
番
綴
へ
と
改
装
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
観
世
水
と
い
う
後
に
観
世
流
を
代
表
す
る
模
様
を
型
押
し

し
た
表
紙
を
中
野
道
伴
や
そ
の
後
継
者
が
作
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
の
で
、
後
人
が
山
本
本
の
表
紙
を
転
用
す
る
か
た
ち
で
整
え
た
の
が
、

能
研
本
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
同
版
本
と
の
関
係
】

表
稿
に
よ
れ
ば
、
能
研
本
は
あ
の
寛
永
十
年
二
月
中
野
道
伴
刊
本
の
大
半
と
、
め
の
正
保
三
年
三
月
中
野
道
伴
刊
本
と
ら
の
同
五
年
二

月
中
野
道
伴
刊
本
と
同
版
で
あ
る
。
本
稿
の

調
査
に
お
い
て
も
、
同
じ
結
果
と
な
り
、
鴻

山
文
庫
の
中
に
は
他
の
同
版
本
は
な
い
と
考

え
ら
れ
る
。
同
版
関
係
の
調
査
は
欠
損
部
分

の
一
致
を
確
認
す
る
こ
と
が
有
効
だ
が
、
能

研
本
と
あ
の
一
部
・
め
・
ら
は
複
数
箇
所
の

欠
損
部
分
が
一
致
し（【
写
真
3
】）、
確
実
に

同
版
だ
と
判
明
す
る
。
問
題
は
各
種
の
前
後

【写真３】
A能研本「皇帝」８丁裏 

Bめ「皇帝」８丁裏
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関
係
で
あ
る
。

ま
ず
、
め
と
能
研
本
の
前
後
関
係
は
判
然
と
し
な
い
。
欠
損
部
分
も
同
一
で
あ
り
、
刷
り
の
状
態
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、【
写
真
3
】

の
よ
う
に
め
の
方
は
、
欠
損
が
悪
化
し
て
い
る
の
で
、
能
研
本
が
先
印
と
考
え
た
い
。
一
方
、
ら
は
能
研
本
よ
り
も
後
印
と
断
定
し
て
よ

さ
そ
う
で
あ
る
。
欠
損
部
分
を
比
べ
る
と
、
明
ら
か
に
ら
の
方
は
破
損
が
進
ん
で
お
り
、
刷
り
の
状
態
も
能
研
本
よ
り
も
悪
い
。
め
・
ら

の
正
保
の
年
記
を
信
じ
る
な
ら
、
能
研
本
は
少
な
く
と
も
そ
れ
以
前
に
は
印
刷
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
め
・
ら
も
正
保
よ
り

後
年
に
印
刷
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
装
幀
・
料
紙
・
版
面
い
ず
れ
を
見
て
も
刊
行
時
期
を
下
げ
て
考
え
る
根
拠
は
見
当
た
ら
な
い
。

次
に
あ
と
の
関
係
を
検
討
す
る
。
こ
の
種
は
寛
永
十
年
と
い
う
最
も
古
い
年
記
を
も
つ
点
と
、
刊
者
が
中
野
道
伴
で
あ
る
点
が
能
研
本

と
同
一
で
あ
る
。
鴻
山
文
庫
本
は
一
番
綴
の
イ
と
五
番
綴
の
ロ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
ロ
は
後
人
に
よ
る
合
綴
本
で
あ
り
、
元
は
一
番

綴
で
あ
っ
た（
河
村
文
庫
本
も
寛
永
十
二
年
刊
本
四
冊
と
の
五
番
綴
本
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
後
人
に
よ
る
合
綴
本
）。
表
稿
で
は
「
柏
崎
」（
イ
）・「
自
然
居
士
」
の
み
が

覆
刻
本
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
全
丁
に
わ
た
っ
て
「
柏
崎
」
は
１
セ
ン
チ
、「
自
然
居
士
」
は
２
セ
ン
チ
弱
、
能
研
本
の
版

高
が
高
く
、
本
文
も
節
も
細
部
が
明
ら
か
に
異
な
る（
能
研
本
「
柏
崎
」
だ
け
、
最
終
丁
の
版
心
曲
目
が
な
い
と
い
う
差
異
も
あ
る
）。
加
え
て
、「
難
波
」
も
同

じ
理
由
で
覆
刻
関
係
に
な
る
と
断
定
で
き
る（
版
高
は
、
能
研
本
が
２
セ
ン
チ
程
度
高
い
）。
い
ず
れ
も
能
研
本
の
版
高
の
方
が
高
い
の
で
、
表
稿
で
は

い
ず
れ
も
能
研
本
が
先
行
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
後
で
再
考
し
た
い
。

あ
の
演
劇
博
物
館
蔵
「
田
村
」・
河
村
文
庫
蔵
「
卒
都
婆
小
町
」
を
含
め
て
、
残
り
の
伝
本
は
す
べ
て
能
研
本
と
同
版
で
、
ほ
と
ん
ど

が
能
研
本
よ
り
先
印
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
中
に
は
、「
春
栄
」「
山
姥
」「
養
老
」
の
よ
う
に
先
後
関
係
が
判
然
と
し
な
い
冊
が
あ
る

が
、
他
冊
は
刷
り
の
鮮
明
度
、
共
通
欠
損
部
分
の
侵
食
具
合
、
欠
損
部
分
の
数
な
ど
か
ら
能
研
よ
り
先
に
刷
ら
れ
た
と
判
断
で
き
る
。

重
要
な
の
は
あ
の
刊
行
年
月
で
あ
る
。
表
稿
で
は
覆
刻
本
や
追
加
本
も
古
い
奥
付
で
刊
行
さ
れ
た
と
考
え
、
た
と
え
ば
か
の
「
西
行

桜
」「
芭
蕉
」・
き
の
「
老
松
」「
西
行
桜
」・
く
の
「
龍
田
」「
難
波
」
は
あ
お
よ
び
能
研
本
よ
り
実
際
の
刊
行
が
早
い
初
刻
本
と
考
え
ら
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れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
表
稿
で
は
、
ど
の
冊
か
は
明
言
さ
え
て
い
な
い
が
、
あ
の
中
に
は
初
刻
本
も
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
刊
行
年
は
奥

付
ど
お
り
の
「
寛
永
十
年
二
月
」
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
詳
細
な
調
査
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
基
準
に

な
っ
て
い
る
の
が
「
版
高
」
で
あ
る
。
こ
の
判
断
基
準
の
信
憑
性
に
つ
い
て
は
次
項
で
検
討
す
る
が
、
稿
者
は
あ
の
種
に
は
右
の
よ
う
な

覆
刻
本
も
含
ま
れ
る
が
、
寛
永
十
年
二
月
に
刊
行
さ
れ
た
初
刻
本
が
多
く
含
ま
れ
る
と
考
え
た
い
。

こ
の
版
高
以
外
に
、
あ
に
は
刊
行
年
を
考
え
る
上
で
注
意
す
べ
き
差
異
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
書
体
で
あ
る
。
表
稿
で
は
、「
七
騎
落
」

「
西
王
母
」
は
書
体
・
版
式
が
他
と
異
な
る
た
め
、
後
で
刊
行
さ
れ
た
本
だ
と
推
測
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
冊
は
確
か
に
、
他
冊
に
比
べ
て
大
ぶ
り
の
文
字
で
刻
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴

で
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
書
体
は
「
柏
崎
」（
イ
）「
姨
捨
」、
能
研
本
「
姨
捨
」「
善
界
」
な
ど

に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
書
体
の
差
異
は
刊
行
年
の
違
い
で
は
な
く
、
制
作
過
程
の
問

題
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
か
ら
各
冊
の
先
後
関
係
を
推
測
す
る
の
は
難
し
い
。

も
う
一
つ
は
奥
付
で
あ
る
。
表
稿
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
が
、
あ
に
は
少
な
く
と
も
四

種
類
の
奥
付
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。（【
写
真
4
】）

Ｗ
…�

鵜
飼
・
殺
生
石
・
野
宮
・
二
人
静
・
盛
久
・
柏
崎
・
定
家
・
芭
蕉
組
・
関
寺
小
町
組
・

百
万
組

Ｘ
…
姨
捨
・
七
騎
落
・
春
栄
・
道
成
寺
・
通
盛
・
山
姥
・
養
老

Ｙ
…
自
然
居
士
・
難
波

Ｚ
…
夕
顔
組

一
瞥
で
は
す
べ
て
同
じ
に
見
え
る
が
、
細
部
を
点
検
す
る
と
明
ら
か
に
異
な
る
。
状
態
が
悪

【
写
真
４
】
あ
の
奥
付
の
一
部

ＷＸＹＺ
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く
、
刷
り
が
不
明
瞭
な
冊
も
あ
る
た
め
、
判
断
に
悩
む
箇
所
も
多
い
。
Ｗ
は
さ
ら
に
二
種
類
に
分
か
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
奥
付
の

差
異
が
刊
行
順
を
示
し
て
い
る
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
あ
の
刊
行
時
期
が
一
様
で
な
い
こ
と
の
証
左
だ
と
言
え
る
。

【
覆
刻
関
係
再
検 
─
版
高
と
節
付
─
】

前
項
で
、
年
記
が
寛
永
十
年
以
降
で
も
初
刻
本
と
考
え
ら
れ
て
い
る
種
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
た
び
た
び
触
れ
て
い
る
よ
う
に
そ

の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
が
「
版
高
」
で
あ
る
。
整
版
本
の
覆
刻
本
は
、
版
下
に
し
た
版
よ
り
も
一
セ
ン
チ
程
度
版
高
が
低
く
な
る
と
言

わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
三
～
四
セ
ン
チ
も
版
高
に
差
異
が
生
じ
て
い
る
場
合
は
、
何
度
も
覆
刻
を
繰
り
返
し
た
結
果
だ
と
考
え
ら
れ

る
。（【
写
真
5
】）

こ
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
表
稿
は
各

種
の
先
後
関
係
を
推
測
し
て
い
る
の
で
、

版
高
が
高
い
種
の
方
を
初
刻
本
と
判
じ
て

い
る
。
こ
れ
は
客
観
的
な
断
定
方
法
だ
と

い
え
る
が
、
こ
の
版
高
の
高
低
が
版
の
先

後
関
係
を
特
定
す
る
絶
対
的
な
基
準
に
な

る
か
が
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
堀
川

貴
司
『
書
誌
学
入
門　
古
典
籍
を
見
る
・
知
る
・
読
む
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）で
は
、「
一
般
的
に
、
覆
刻
の
方
が
元
の
も
の
よ
り
も
数
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
か
ら
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
小
さ
く
な
る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
和
紙
は
他
の
原
因
で
も
伸
縮
す
る
の
で
、
常
に
当
て
は
ま
る
と
は

限
り
ま
せ
ん
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
版
高
は
初
刻
か
後
刻
か
を
判
断
す
る
一
基
準
で
は
あ
る
が
、
絶
対
的
な
規
範
と
は
い
え
な
い
の
で
、

【写真５】「難波」１丁表
左からく・能研本・た。各本３cm程度版高が 
異なる。
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他
の
観
点
か
ら
点
検
す
る
こ
と
も
必
要
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
ま
ず
能
研
本
と
同
版
関
係
に
あ
る
あ
種
か
ら
再
検
し
て
み
た
い
。
前
述
の
と
お
り
、
あ
は
全
冊
が
能
研
本
と
同
版
で
あ
る
わ

け
で
は
な
く
、
異
版
本
も
含
む
。
そ
の
中
で
、
注
視
す
べ
き
は
同
版
と
異
版
が
混
在
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
冊
で
あ
る
。
表
稿
で
は
、

あ
の
「
老
松
」
が
第
一
丁
目
の
み
能
研
本
と
覆
刻
関
係
に
あ
り
、
他
丁
は
す
べ
て
同
版
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
判
断

さ
れ
た
根
拠
は
も
ち
ろ
ん
版
高
の
差
異
で
あ
り
、
第
一
丁
目
の
み
能
研
本
の
版
高
が
二
セ
ン
チ
ほ
ど
高
い
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
あ
の

一
丁
目
の
み
が
能
研
本
よ
り
後
刻
で
あ
り
、
あ
と
は
同
版
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
一
丁
目
の
版
面
を
比
べ
る
と
、

同
じ
箇
所
に
傷
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る（【
写
真
6
】）。
こ
れ
は
異
版
本
で
は
起
こ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
の
で
、
こ
の
一
丁
目
も
同
版
と

考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
寛
永
中
本
で
は
覆
刻
と
い
う
理
由
以
外
で
も
版
高
の
差
異
が
生
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る（
あ
の

「
老
松
」
の
同
版
と
考
え
ら
れ
て
い
る
丁
で
も
、
一
セ
ン
チ
程
度
の
版
高
の
差
異
が
見
ら
れ
る
）。
す
な
わ
ち
、
初
刻
か
後
刻
か
を
判
断
す

る
場
合
は
、
版
高
だ
け
で
な
く
、
他
の
視
点
か
ら
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
。

で
は
、
表
稿
で
初
刻
と
判
断
さ
れ
た
種
を

取
り
上
げ
、
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
え

の
寛
永
十
年
二
月
刊
者
不
明
本
「
夕
顔
」
で

あ
る
。
こ
の
本
は
、
あ
や
能
研
本
に
比
べ
て

二
セ
ン
チ
弱
版
高
が
高
い
。
表
稿
で
は
、
こ

の
版
高
の
違
い
の
み
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

両
種
は
他
に
も
違
い
が
あ
る
。
覆
刻
関
係
に

あ
る
の
で
、
本
文
に
は
違
い
は
な
い
が
、
節

【写真６】
A能研本

Bあ

両本を比べると、能研本の方が、欠損具合が 
進んでいる。
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付
に
僅
か
な
違
い
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
三
丁
表
五
行
目
の
「
雨
」、
七

丁
裏
三
行
目
の
「
る
」
の
よ
う
に（
そ
の
下
「
ま
」
は
後
人
の
直
シ
）、
ゴ
マ
点
の
上
げ

下
げ
に
関
す
る
異
同
が
三
、四
箇
所
に
見
ら
れ
る（【
写
真
7
】）。
こ
れ
ら
を
他
の
謡
本

と
比
べ
る
と
、
え
の
方
が
光
悦
謡
本
・
元
和
卯
月
本
と
同
じ
で
あ
る
の
で
、
能
研
本
・

あ
が
誤
刻
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る（
節
を
改
め
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
）。
こ
う
し

た
差
異
を
踏
ま
え
る
と
、
あ
の
誤
り
を
え
が
修
正
し
た
、
す
な
わ
ち
あ
が
初
刻
と
考
え

た
く
な
る
が
、
そ
う
単
純
に
捉
え
る
こ
と
に
も
躊
躇
さ
れ
る
。
寛
永
中
本
は
覆
刻
本
を

作
る
時
、
本
文
は
忠
実
に
版
下
と
し
た
本
を
再
現
し
て
い
る
が
、
節
付
は
修
正
し
て
い

る
か
、
後
か
ら
別
に
刻
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
覆
刻
関
係
に
あ
る
本
を
比
べ
る
と
、

節
付
に
差
異
が
な
く
て
も
ゴ
マ
点
の
雰
囲
気
が
か
な
り
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の

で
、
本
文
だ
け
を
覆
刻
し
、
節
は
後
か
ら
刻
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
あ
種
が
覆
刻
さ
れ
た
時
に
、
節
付
を
誤
っ
た

可
能
性
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
だ
け
の
材
料
で
先
後
関
係
は
判
断
し
が
た
い
。

同
じ
く
初
刻
本
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、
能
研
本
・
あ
よ
り
も
二
セ
ン
チ
弱
版
高
が
高
い
寛
永
十
二
年
三
月
中
野
道
伴
刊
本
「
西
行

桜
」（
か
）で
あ
る
。
こ
の
冊
と
あ
の
節
付
を
比
べ
る
と
、
ゴ
マ
点
の
表
記（
ハ
ネ
ゴ
マ
・
平
ゴ
マ
・
下
げ
ゴ
マ
の
違
い
）の
異
同
、
間
拍

子
・
ト
ル
の
差
異
、
振
り
ゴ
マ
の
有
無
な
ど
、
異
同
が
五
箇
所
程
度
あ
る
が
、
や
は
り
こ
れ
ら
か
ら
先
後
関
係
を
考
え
る
の
は
難
し
い
。

こ
の
異
同
箇
所
を
光
悦
謡
本
・
整
版
玉
屋
謡
本
・
元
和
卯
月
本
と
比
較
す
る
と
、
こ
の
三
本
が
あ
と
一
致
す
る
箇
所
と
か
と
一
致
す
る
箇

所
が
半
々
程
度
な
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
は
、
表
稿
で
初
版
と
判
じ
ら
れ
た
寛
永
十
二
年
三
月
林
印
本
「
老
松
」「
西
行
桜（
か
と
同
版
）」

（
き
）、
寛
永
十
三
年
三
月
中
野
道
伴
刊
本
「
鸚
鵡
小
町
」（
こ
）、
寛
永
十
四
年
二
月
西
村
又
左
衛
門
刊
本
「
盛
久
」（
し
）、
寛
永
十
五
年

【
写
真
7
】「
夕
顔
」
7
丁
裏
3
行
目

Ａ 
能
研
本

Ｂ 

え
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二
月
三
葉
印
本
「
自
然
居
士
」（
す
）、
寛
永
十
六
年
正
月
中
野
道
伴
刊
本
「
善
知
鳥
」

（
せ
）も
同
じ
で
あ
る
。
異
同
数
に
は
違
い
が
あ
る
が
、
や
は
り
節
付
の
異
同
か
ら
、
あ

よ
り
初
刻
で
あ
る
と
断
定
で
き
る
ほ
ど
の
根
拠
は
見
い
だ
せ
な
い
。

さ
ら
に
こ
の
こ
と
は
、
能
研
本
・
あ
が
初
刻
と
考
え
ら
れ
て
い
る
本
で
も
同
じ
で
あ

る
。
例
え
ば
、
か
の
「
源
氏
供
養
」（
版
高
は
能
研
本
が
三
セ
ン
チ
ほ
ど
高
い
）は
一
箇
所（
十
四
丁

表
一
行
目
）の
み
能
研
本
と
の
異
同
が
あ
る
が（【
写
真
8
】）、
か
は
光
悦
謡
本
・
整
版

玉
屋
謡
本
と
一
致
し
、
能
研
本
は
元
和
卯
月
本
と
一
致
す
る
。
節
付
面
で
は
一
箇
所
と

は
い
え
、
卯
月
本
に
近
づ
い
た
能
研
本
の
方
が
後
刻
と
考
え
た
く
な
る
が
、
版
高
の
面

か
ら
は
能
研
本
が
初
刻
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
版
高
か
ら
先
後
関
係
を

推
測
し
た
場
合
、
節
付
の
異
同
が
適
切
に
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
同
じ
く
、
か
の
「
江
口
」（
能
研
本
・
あ
の
版
高
は
ほ
ぼ
同
一
）の
節
付
に
は

あ
・
能
研
本
と
五
箇
所
程
度
の
異
同
が
あ
る
が
、
卯
月
本
の
節
付
と
一
致
す
る
の
は
半
数
程
度
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
複
雑
な
節
付
の
差
異
に
は
、
誤
り
を
正
し
た
箇
所
、
正
し
か
っ
た
も
の
を
誤
刻
し
た
箇
所
、
新
し
い
節
付
に
基
づ
い
て
訂
正

し
た
箇
所
な
ど
様
々
な
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
。
節
付
の
異
同
は
ほ
と
ん
ど
ゴ
マ
点
の
表
記
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
異
同

は
写
本
間
で
は
頻
繁
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
謡
本
の
系
統
や
制
作
時
期
を
特
定
す
る
上
で
重
要
な
意
味
を
も
た
な
い
こ
と
も
多
い
。

た
だ
し
、
そ
れ
以
外
の
差
異
の
中
に
は
、
以
下
の
二
例
の
よ
う
に
注
視
す
べ
き
も
の
も
含
ま
れ
る
。

（
１
）能
研
本
と
か
「
西
行
桜
」
四
丁
表
一
行
目
の
異
同（【
写
真
9
】）

（
２
）能
研
本
・
あ
と
か
「
江
口
」
十
四
丁
表
二
行
目
の
異
同（【
写
真
10
】）

【
写
真
８
】「
源
氏
供
養
」
14
丁
表
１
行
目

Ａ 
能
研
本

Ｂ 

か
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二
例
と
も
音
階
に
関
わ
る
記
号
の
異
同
で
あ
る
が
、（
１
）は
、

「
下
」
と
す
る
能
研
本
・
あ
が
光
悦
謡
本
と
整
版
玉
屋
謡
本
の
一
致

し
、「
中
」
と
す
る
か
が
元
和
卯
月
本
と
一
致
す
る
。（
２
）は
「
下
」

の
位
置
の
差
異
で
あ
る
が
、
同
じ
く
能
研
本
・
あ
は
光
悦
謡
本
と
整

版
玉
屋
謡
本
と
一
致
し
、
か
は
元
和
卯
月
本
と
一
致
す
る
。
こ
の
二

例
に
注
目
し
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
異
同
が
光
悦
謡
本
と
元
和
卯
月
本

の
間
で
頻
繁
に
生
じ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る（
伊
海
稿
「
玉
屋
謡
本
の

研
究（
四
）─
玉
屋
謡
本
の
節
付
表
記
を
め
ぐ
る
試
論
─
」、「
光
悦
謡
本
帖
装
本
再
検
─
版
式
・
分

類
・
刊
年
・
刊
行
者
の
諸
問
題
─
」）。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
異
同
は
誤
植
の
訂
正
で
は
な
く
、
節
付
の
変
化
に
基
づ
く
訂
正
だ
と
い
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
光
悦
謡
本
の
節
付
に
近
い
能
研
本
・
あ
の
方
が
先
に
刻
さ
れ
、
元
和
卯
月
本
を
踏
ま
え
た
か
が

後
刻
と
考
え
ら
れ
る
。
問
題
は
、
現
段
階
で
は
こ
の
異
同
が
二
例
し
か
提
示
で
き
な
い
こ
と
と
、「
西
行
桜
」「
江
口
」
以
外
の
能
研
本
・

あ
所
収
曲
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
か
で
あ
る
が
、
寛
永
中
本
の
節
付
の
変
化
は
総
数
と
し
て
多
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
中
で
、
観
世
流

謡
本
全
体
の
変
化
に
符
号
す
る
異
同
が
寛
永
十
年
と
同
十
二
年
中
野
道
伴
刊
本
の
間
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
重
要
視
し
て
も
よ
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

小　

括

以
上
、
書
誌
的
側
面
か
ら
寛
永
中
本
の
特
徴
を
考
え
て
き
た
。
右
の
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、
表
稿
で
後
刻
本
と
考
え
ら
れ
て
い
た
あ
や

【
写
真
9
】

Ａ 
能
研
本

Ｂ 

か

【
写
真
10
】

Ａ 

能
研
本

Ｂ 

か
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能
研
本
は
、
そ
の
年
記
を
信
用
し
て
、
寛
永
十
年
に
刊
行
さ
れ
た
本
を
多
く
含
む
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
の
中
に

も
書
体
の
違
い
、
奥
付
の
違
い
も
見
ら
れ
、
刊
行
時
期
が
一
様
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
あ
や
能
研
本
の
多
く
は
寛
永
十
年

か
ら
さ
ほ
ど
期
間
を
置
か
ず
、
刊
行
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。「
期
間
を
置
か
ず
」
と
い
う
の
は
、
か
が
刊
行
さ
れ
る
寛
永
十
二
年
以
前

だ
っ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。
従
来
は
版
高
の
差
異
が
重
要
視
さ
れ
て
き
た
が
、
む
し
ろ
注
視
す
べ
き
は
細
か
な
改
変
が
加
え
ら
れ
て
い

る
節
付
の
方
で
あ
り
、
こ
れ
を
さ
ら
に
精
査
す
る
こ
と
で
、
寛
永
中
本
の
刊
行
背
景
が
さ
ら
に
明
確
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
主
張
に
基
づ
き
、
寛
永
中
本
各
種
の
成
り
立
ち
を
再
考
す
る
と
、
表
稿
の
見
解
と
は
逆
に
な
る
。
表
稿
で
は
、
寛
永
十
年
か
ら
少

し
ず
つ
寛
永
中
本
の
刊
行
が
始
ま
り
、
そ
れ
ら
が
享
保
ご
ろ
に
集
成
さ
れ
た
の
が
能
研
本
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
む
し
ろ
寛
永
十
年
ご

ろ
に
百
番
ほ
ど
の
本
が
刊
行
さ
れ
、
そ
の
後
増
補
・
改
訂
が
進
み
、
複
数
の
書
肆
が
関
与
し
な
が
ら
複
数
の
種
が
刊
行
さ
れ
た
と
推
測
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
右
の
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、
次
の
二
点
の
新
見
が
提
示
で
き
る
。

一
つ
は
、
寛
永
中
本
が
た
だ
覆
刻
を
繰
り
返
し
て
き
た
本
で
は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
表
稿
の
見
解
ど
お
り
、
寛
永
中
本
は
複
数

回
に
わ
た
っ
て
覆
刻
が
行
わ
れ
た
曲
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
刊
行
に
関
わ
っ
た
書
肆
が
制
作
し
た
単
な
る
コ
ピ
ー（
海
賊
版
）で
は
な
く
、

〈
改
訂
本
〉
と
呼
び
う
る
本
な
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
と
お
り
、
本
文
の
文
字
遣
い
は
同
版
と
見
違
う
ほ
ど
似
て
い
る
が
、
ゴ
マ
点
の
雰

囲
気
は
明
確
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
し
か
も
ど
こ
か
が
変
化
し
て
い
る
。
前
述
の
と
お
り
、
そ
れ
は
誤
刻
で
あ
っ
た
可
能
性
も

あ
る
が
、
中
に
は
当
時
の
節
付
の
変
化
に
呼
応
す
る
箇
所
も
あ
り
、
新
た
に
知
り
得
た
節
付
を
加
え
、
改
良
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
寛
永
中
本
は
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
以
上
に
、
楽
譜
と
し
て
の
こ
だ
わ
り
が
内
包
さ
れ
た
本
だ
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

も
う
一
つ
は
、
そ
の
節
付
の
変
化
の
仕
方
で
あ
る
。
寛
永
中
本
は
本
文
が
玉
屋
謡
本
系
で
あ
り
、
節
付
が
元
和
卯
月
本
系
と
位
置
づ
け
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ら
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
観
世
流
謡
本
が
光
悦
謡
本
か
ら
元
和
卯
月
本
へ
と
変
化
す
る
中
で
、
よ
り
元
和
卯
月
本
へ
と
接
近
し
た
本
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
寛
永
中
本
の
節
付
の
変
化（
揺
れ
）は
、
そ
の
公
式
で
は
説
明
し
づ
ら
い
箇
所
が
あ
る
。
こ
れ
を
ど
う
捉
え

る
べ
き
か
は
、
寛
永
中
本
の
詞
章
が
整
版
玉
屋
謡
本
・
元
和
卯
月
本
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
を
再
検
討
す
る
こ
と
で
考
え
て
み

た
い
。

�

（
未
完
）

【
付
記
】
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助
成
金
基
盤
研
究（
Ｃ
）「
謡
本
出
版
揺
籃
期
に
お
け
る
書
肆
の
活
動
と
謡
本
伝
播
を
め

ぐ
る
研
究
」（
研
究
課
題
：20K

00349
）の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


