
は
じ
め
に

山
東
京
伝
は
、｢

天
明
年
中
よ
り
洒
落
本
の
新
作
、
春
毎
に
出
て
評
判
よ

か
ら
ぬ
は
な
く
、
小
本
・
臭
草
紙
共
に
、
滑
稽
洒
落
第
一
の
作
者
と
称
せ
ら

れ
た
り

(

１)｣

と

『

近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類』
に
て
、
評
さ
れ
た
よ
う
に
、

天
明
期
に
は
洒
落
本

(

小
本)

と
黄
表
紙

(

臭
草
紙)
を
以
っ
て
そ
の
地
位
を

確
立
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
筆
禍
を
経
て
洒
落
本
の
筆
は
折
る
こ
と
と
な
る

が
、
黄
表
紙
に
関
し
て
は
、
文
化
四
年
に
合
巻
形
態
の
作
品
を
刊
行
す
る
ま

で
、
時
流
に
合
わ
せ
て
作
風
を
変
化
さ
せ
つ
つ
継
続
的
に
執
筆
を
行
っ
た
。

そ
の
京
伝
黄
表
紙
の
影
響
作
は
散
見
す
る
が
、
と
り
わ
け
寛
政
期
後
半
か

ら
享
和
年
間
に
刊
行
さ
れ
た
見
立
て
な
ど
に
よ
っ
て
平
易
に
教
訓
を
図
示
し

た
作
品

(

以
下

｢

教
訓
見
立
て
も
の

(

２)｣

と
称
す
る)

か
ら
取
材
し
た
も
の
が
多
く

認
め
ら
れ
る
。
こ
の
現
象
は
、
そ
れ
ら
の
黄
表
紙
が
後
世
に
お
け
る
享
受
を

可
能
に
す
る
普
遍
性
を
有
し
た
素
材
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
後
世
に
お
け
る
影
響
と
い
う
観
点
か
ら
京
伝
黄
表
紙
の
文
学
史
的
位
置

付
け
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
そ
の
端
緒
と
し
て
、
文
化
末
期
に
刊
行
さ
れ
た
京
伝
自
身
お
よ

び
弟
の
山
東
京
山
に
よ
る
京
伝
黄
表
紙
に
依
拠
し
た
合
巻
作
品
に
つ
い
て
取

り
上
げ
た
い
。
京
伝
・
京
山
が
合
巻
と
い
う
媒
体
に
お
い
て
、
な
ぜ
京
伝
の

旧
作
黄
表
紙
を
利
用
し
た
の
か
、
ま
た
刊
行
時
期
が
文
化
末
期
頃
に
集
中
し

て
い
る
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
疑
問
を
軸
と
し
て
そ
の
出
板
背
景
を
考
察
し

て
ゆ
き
た
い
。

一
、
京
伝
・
京
山
の

｢

黄
表
紙
風
の
合
巻｣

文
化
期
に
は
、
黄
表
紙
か
ら
合
巻
へ
と
草
双
紙
の
様
式
に
変
遷
が
み
ら
れ

た
が
、
そ
の
形
式
の
変
化
は
、
敵
討
物
流
行
に
よ
る
黄
表
紙
の
長
編
化
を
受

け
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
文
化
後
期
は
合
巻
の
形
式
が
定
着
し
て
き
た
頃
と

さ
れ

(

３)

、
敵
討
物
や
御
家
騒
動
物
の
作
品
が
席
巻
し
て
い
た
が
、
一
方
で
、
旧

来
の
黄
表
紙
的
な
内
容
を
持
っ
た
作
品
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
。
例
え
ば
、

式
亭
三
馬
や
十
返
舎
一
九
が
多
数
の
黄
表
紙
的
な
内
容
の
合
巻
を
手
掛
け
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り

(

４)

、
吉
丸
雄
哉
氏
は
、
三
馬
作
の
合
巻
で
、｢

全
体

を
貫
く
大
き
な
筋
は
あ
る
も
の
の
、
一
丁
ご
と
に
趣
向
が
完
結
し
、
絵
と
文

が
と
も
に
相
ま
っ
て
笑
い
を
生
み
出
す
と
い
う
黄
表
紙
の
様
式
が
再
現
さ
れ

て
い
る｣
も
の
を
、｢

黄
表
紙
風
の
合
巻｣

と
呼
ぶ
こ
と
を
提
唱
し
た

(

５)

。
本

稿
で
は
そ
れ
に
倣
い
、
黄
表
紙
的
な
滑
稽
味
を
持
っ
た
合
巻
を

｢

黄
表
紙
風

の
合
巻｣

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

―��―
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文
化
期
に
は
、
京
伝
・
京
山
に
よ
る

｢

黄
表
紙
風
の
合
巻｣

も
刊
行
さ
れ

て
お
り
、
以
下
に
挙
げ
る
作
品
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。

○

『

万
福

ま
ん
ふ
く

長
者

て
う
じ
や

栄
華
談

ゑ
い
く
わ
も
の
が
た
り

』
(

京
伝
作
、
文
化
六
年
、
西
村
屋
与
八
板)

○

『

十
六
利り

勘
略

か
ん
り
や
く

縁
起

え
ん
ぎ』

(

合
巻
仕
立
滑
稽
本
、
京
伝
作
、
文
化
十
三
年
、
丸
屋

甚
八
板)

※
本
作
は
合
巻
仕
立
の
滑
稽
本
で
あ
る
が
、
京
伝
の
旧
作
黄
表
紙
を
利
用
し

て
お
り
、｢

黄
表
紙
風
の
合
巻｣

の
特
徴
を
有
す
る
。

○

『

人
心

ひ
と
ご
ゝ
ろ

掃�は
き
だ
め

壮
子

そ
う
じ』

(

京
山
作
、
文
化
十
三
年
、
森
屋
治
兵
衛
板)

○

『

気
替
而

き
を
か
へ
て

戯
作

け
さ
く

問
答

も
ん
ど
う』

(

京
伝
作
、
文
化
十
四
年
、
森
屋
治
兵
衛
板)

○

『

腹
中

ふ
く
ち
う

名
所

め
い
し
よ

図
会

ず

え』
(

京
伝
作
・
京
山
補
、
文
化
十
五
年
〈
文
政
元
年〉

、
森
屋

治
兵
衛
板)

○

『〈

息
子

む
す
こ

／
家
賦

か

ぶ

〉
身
持

み
も
ち

扇
あ
ふ
ぎ』

(

京
山
作
、
文
政
三
年
、
丸
屋
甚
八
板)

※
本
作
は
文
政
三
年
刊
行
で
あ
る
が
、
序
文
に
て
文
化
十
四
年
に
執
筆
し
た

原
稿
を
基
に
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

『

万
福
長
者
栄
華
談』

を
除
い
た

(

６)

五
作
の
刊
行
は
、
文
化
末
期
前
後
に
集

中
し
て
い
る
が
、
京
伝
は
文
化
十
三
年
九
月
七
日
に
没
し
て
い
る
た
め
、

『

気
替
而
戯
作
問
答』

(

以
下

『

戯
作
問
答』

と
略
す)

・『

腹
中
名
所
図
会』
・

『

身
持
扇』

は
没
後
の
刊
行
と
な
っ
て
い
る
。
京
伝
の
生
前
に
刊
行
さ
れ
た

『

十
六
利
勘
略
縁
起』

は
、
寛
政
十
一
年
刊
行
の
黄
表
紙

『

京
き
や
う

伝
主

で
ん
す

十
六

じ
ふ
ろ
く

利り

勘か
ん』

の
焼
き
直
し
で
あ
り

(

７)

、『

人
心
掃�
壮
子』

は
滑
稽
な
作
柄
の

｢

黄
表

紙
風
の
合
巻｣

で
は
あ
る
が
、
文
化
七
年
刊
行
の
京
山
作
滑
稽
本

『

鸚
鵡

お
う
む

八は
つ

芸け
い

台
所

だ
い
ど
こ
ろ

譚
も
の
が
た
り

』

を
踏
襲
し
た
内
容
で
、
京
伝
の
黄
表
紙
に
は
依
拠
し
て
い

な
い

(

８)

。
対
し
て
、
没
後
に
刊
行
さ
れ
た『

戯
作
問
答』

・『

腹
中
名
所
図
会』

・

『

身
持
扇』

か
ら
は
複
数
の
京
伝
旧
作
黄
表
紙
を
参
照
し
た
形
跡
が
窺
え
、

京
伝
の
死
の
前
後
で
方
法
の
差
異
が
見
受
け
ら
れ
る
。
は
た
し
て
こ
の
差
異

は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
、『

気
替
而
戯
作
問
答』

再
考

京
伝
が
没
し
た
翌
年
に
刊
行
さ
れ
た

『

戯
作
問
答』

は
、
京
伝
黄
表
紙
か

ら
の
利
用
が
最
も
直
接
的
に
行
わ
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
本
作
の
梗
概
に

つ
い
て
、
佐
藤
至
子
氏
が
簡
潔
に
纏
め
た
も
の
を
引
用
す
る
。

戯
作
者
・
難
答
庵
の
家
に
兎
屋
角
右
衛
門
・
蛭
屋
牙
蔵
・
亀
の
毛
庵
と

い
う
三
人
の
客
が
や
っ
て
き
て
、
様
々
な
話
題
に
つ
い
て
難
答
庵
に
問

い
か
け
る
。
そ
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
、
難
答
庵
は
も
っ
と
も
ら
し
く

こ
じ
つ
け
た
答
え
を
述
べ
る
。
こ
の
問
答
が
延
々
と
繰
り
返
さ
れ
る
。

一
つ
の
話
題
に
は
概
ね
半
丁
か
ら
見
開
き
一
丁
程
度
の
紙
面
が
費
や
さ

れ
、
こ
じ
つ
け
の
答
え
と
滑
稽
な
挿
絵
が
読
む
者
に
笑
い
を
催
さ
せ
る

も
の
に
な
っ
て
い
る
。
難
答
庵
の
鼻
が
獅
子
鼻
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
の

名
前
が
山
東
庵
を
ほ
の
め
か
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
山

東
京
伝
を
暗
示
す
る
人
物
と
い
っ
て
よ
い
。(

中
略)

／
さ
て
、
問
答

の
後
、
三
人
の
客
は
天
狗
の
姿
に
変
じ
、
難
答
庵
を

｢

先
生
は
古
今
稀

な
る
博
学
多
才｣

な
ど
と
褒
め
称
え
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
難
答
庵
が
高

慢
に
な
り
、
鼻
を
高
く
す
る
と
、
書
斎
に
か
け
て
あ
る

｢

我
心｣

と
い

う
額
か
ら

｢

心｣

の
字
が
抜
け
出
て
、
難
答
庵
を
た
し
な
め
る
。
そ
し

て

｢
卑
下｣

と
い
う
毛
で
作
っ
た
筆
で
難
答
庵
の
顔
を
な
で
、
一
時
は

高
く
な
っ
た
そ
の
鼻
を

｢

出
来
合
ひ
の
鼻｣

に
す
る
。
巻
末
に
は
難
答

庵
か
ら
獅
子
鼻
が
飛
び
去
る
様
子
が
描
か
れ
て
お
り
、
現
れ
た
面
長
の

―��―



顔
立
ち
は
縞
の
羽
織
に
襟
巻
き
を
し
た
格
好
も
含
め
て
、『

長
髦
姿
蛇

柳』

冒
頭
の
肖
像
に
よ
く
似
て
い
る
。

本
作
は
、
難
答
庵
と
客
と
の
問
答
を
一
場
面
ず
つ
連
ね
た
構
成
と
な
っ
て

い
る
。
問
答
の
話
柄
や
挿
絵
の
多
く
は
京
伝
の
旧
作
黄
表
紙
に
依
拠
し
て
お

り
、
京
伝
黄
表
紙
を
繋
ぎ
合
わ
せ
た
作
柄
で
あ
る
こ
と
が
、
先
行
研
究
に
よ
っ

て
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
山
本
陽
史
氏
は
そ
の
典
拠
に
つ
い
て
、

｢

主
と
し
て
寛
政
後
期
か
ら
享
和
年
間
に
か
け
て
の
、
教
訓
を
見
立
絵
本
的

に
図
示
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
性
の
希
薄
な
作
品
を
取
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

(

９)｣

と
述
べ
て
い
る
。

本
作
の
典
拠
研
究
と
し
て
は
、
山
本
氏
の
他
に
佐
藤
至
子
氏
に
よ
る
も
の

が
備
わ
る
。
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
改
め
て
分
析
を
行
っ
た
と

こ
ろ
、
や
は
り
本
作
に
利
用
さ
れ
た
黄
表
紙
は
、
寛
政
か
ら
享
和
年
間
に
か

け
て
の

｢

教
訓
見
立
て
も
の｣

が
中
心
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た

(�)
。
絵
に

関
し
て
は
、
出
典
作
品
か
ら
の
摂
取
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
場
面
が
大
部

分
を
占
め
る
が
、
典
拠
と
な
る
絵
を
忠
実
に
再
現
し
た
箇
所
の
他
に
、
人
物
・

物
の
配
置
や
向
き
を
変
え
て
い
る
箇
所

(

図
一
・
図
二)

、
出
典
作
中
の
幾
つ

か
の
場
面
か
ら
要
素
を
抜
き
出
し
一
丁
に
配
置
し
直
し
た
箇
所

(
図
三
・
図

四
・
図
五
・
図
六)

な
ど
が
あ
り
、
場
面
に
よ
っ
て
方
法
は
異
な
っ
て
い
る
。

対
し
て
文
章
は
、
絵
に
比
し
て
出
典
作
品
に
依
拠
す
る
程
度
に
開
き
が
あ
り
、

文
章
を
殆
ど
そ
の
ま
ま
流
用
し
て
い
る
箇
所
や
、
一
部
の
み
を
利
用
し
た
箇

所
、
ま
た
絵
は
利
用
し
て
い
る
が
文
章
は
新
た
に
付
さ
れ
て
い
る
箇
所
な
ど

が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
絵
・
文
と
も
に
典
拠
と
な
る
京
伝
の
旧

作
が
確
認
出
来
な
か
っ
た
場
面
も
一
部
存
在
す
る
の
で
、
大
幅
に
京
伝
黄
表

紙
に
依
拠
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
を
単
純
に
繋
ぎ
合
せ
た
作
品
で
あ
る
と

は
一
概
に
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

―��―

図
一

『

戯
作
問
答』

五
オ

図
二

『

怪
談

く
わ
い
だ
ん

摸
摸
夢

も

も

ん

字
彙
じ

い』
(

享
和
三
年
刊)

十
二
ウ
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図
四

『

平
仮
名

ひ
ら

か

な

銭
神
せ
ん
じ
ん

問
答
も
ん
だ
う』

(

寛
政
十
二
年
刊)

七
ウ
八
オ

図
三

『

戯
作
問
答』

十
二
ウ
十
三
オ

Ａ

Ｃ

Ｄ

Ｂ
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序
年
記
に

｢

文
化
十
三
年
丙
子
壬
八
月
稿
成｣

と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
本

作
は
京
伝
が
執
筆
し
た

｢

京
伝
作｣

と
し
て
刊
行
さ
れ
た
作
品
で
あ
る

(『

腹
中
名
所
図
会』

は

｢

京
伝
作
・
京
山
補｣)

。
京
伝
の
絶
筆
で
あ
る
こ
と
や
、

内
容
が
複
数
の
旧
作
黄
表
紙
か
ら
抜
き
出
し
た
話
を
繋
ぎ
合
わ
せ
た
も
の
で
、

そ
の
頃
の
京
伝
の
合
巻
と
し
て
は
異
色
で
あ
る
と
い
っ
た
特
徴
ゆ
え
に
、
先

行
研
究
に
お
け
る
言
及
も
多
い
。
小
池
藤
五
郎
氏
や
水
野
稔
氏
は
、
本
作
は

物
語
性
を
重
視
し
た
合
巻
が
続
く
中
で
の
新
機
軸
で
は
な
か
っ
た
か
と
評
し

(�)

、

山
本
陽
史
氏
は
、
滑
稽
性
を
前
面
に
打
ち
出
し
た
形
式
は
他
の
京
伝
の
合
巻

に
は
ほ
と
ん
ど
例
を
見
な
い
こ
と
か
ら
、『

戯
作
問
答』

は
京
伝
が

｢

戯
作

回
帰｣

を
志
向
し
た
作
品
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
位
置
付
け
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
説
で
は
、
本
作
が
京
伝
の
生
前
に
成
稿
し
て
い
た

｢

京
伝
作｣

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
津
田
眞
弓
氏

は
、
作
中
に
京
山
に
所
縁
の
あ
る
商
品
の
広
告
が
大
き
く
書
か
れ
て
い
る
こ

と
、
巻
末
に
置
か
れ
た
京
伝
の
肖
像
画
は
死
絵
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
表
紙
・

見
返
し
に
京
山
が
揮
毫
し
て
い
る
こ
と
の
三
点
か
ら
、
本
作
に
は
京
山
の
関

与
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
を
示
し
た

(�)

。
さ
ら
に
佐
藤
至
子
氏

は
津
田
氏
の
言
説
を
受
け
、
京
山
の
関
与
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
本

作
の
再
検
討
を
行
っ
た
。
佐
藤
氏
は
、
京
伝
の
文
化
十
年
代
の
合
巻
は
本
作

を
除
け
ば
全
て
物
語
性
に
重
点
を
置
い
た
作
品
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
、

読
本
か
ら
挿
絵
や
登
場
人
物
を
再
利
用
し
た
例
や
、
自
作
の
黄
表
紙
を
焼
き

直
し
改
作
し
た
例
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
、
情
熱
を
傾
け
て
い
た『

骨
董
集』

の
刊
行
を
控
え
、
効
率
よ
く
合
巻
を
作
る
た
め
に
旧
作
の
再
利
用
を
行
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。
そ
う
し
た
執
筆
状
況
に
お
い
て
滑
稽
性
の
強

い
作
品
を
書
こ
う
と
思
い
立
つ
と
は
考
え
難
く
、
旧
作
黄
表
紙
の
繋
ぎ
合
わ

せ
と
い
う
消
極
的
な
方
法
を
用
い
た

『

戯
作
問
答』

は
、
従
来
評
価
さ
れ
て

―��―

図
五

『

平
仮
名
銭
神
問
答』

五
オ

図
六

『

平
仮
名
銭
神
問
答』

十
オ
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き
た
よ
う
な
京
伝
が
マ
ン
ネ
リ
化
し
た
作
風
を
打
開
し
よ
う
と
し
た
作
品
で

あ
る
と
か
、
戯
作
回
帰
を
意
図
し
た
作
品
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
述

べ
て
い
る
。
ま
た
、
津
田
氏
が
指
摘
し
た
京
山
の
関
与
と
い
う
点
に
関
し
て

は
、
旧
作
の
焼
き
直
し
と
い
う
方
法
が
追
善
作
を
作
る
時
に
よ
く
用
い
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
点

(�)
や
、
作
中
に
難
答
庵
が

｢

わ
し
が
身
内｣

と
言
う

｢

ぎ
や

う
山｣

と
い
う
人
物
が
登
場
す
る
点
な
ど
か
ら
、
本
作
が
京
伝
を
追
善
す
る

内
容
を
持
つ
と
と
も
に
、
亡
き
京
伝
と
の
つ
な
が
り
を
印
象
付
け
る
と
い
う

京
山
の
意
図
を
含
ん
で
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

先
行
研
究
に
お
い
て
争
点
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
本
作
が
京
伝
の
作
で
あ

る
の
か
そ
れ
と
も
京
山
に
よ
る
関
与
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
作
者
の
問
題

と
、
戯
作
的
な
内
容
へ
の
回
帰
を
積
極
的
に
試
み
た
作
品
で
あ
る
の
か
否
か
、

と
い
う
作
品
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
の
二
点
で
あ
る
。『

戯
作
問
答』

の
出

板
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
こ
の
二
点
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
を
加

え
た
い
。

ま
ず
、
京
山
の
関
与
と
い
う
点
に
関
し
て
、
津
田
氏
が
指
摘
し
た
三
点
に

つ
い
て
確
認
し
た
い
。
表
紙
・
見
返
し
に
つ
い
て
は
、
京
伝
が
九
月
に
亡
く

な
っ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
京
山
が
担
当
し
た
と
い
う
蓋
然
性
は
高
い

で
あ
ろ
う
。
巻
末
の
肖
像
に
つ
い
て
は
、
津
田
氏
が
京
山
の
筆
で
書
か
れ
て

い
る
と
指
摘
し
て
い
る

『

長
髦

な
が
か
も
じ

姿
す
が
た

蛇じ
や

柳
や
な
ぎ』

(

京
伝
作
、
文
化
十
四
年
刊)
口

絵
に
載
る
京
伝
の
肖
像
は
、
通
常
冒
頭
に
記
さ
れ
る
序
文
の
代
わ
り
に
死
絵

と
し
て
配
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
に
酷
似
し
た

『

戯
作
問

答』

の
京
伝
像
も
、
京
伝
の
死
を
受
け
て
加
え
ら
れ
た
一
種
の
死
絵
と
見
て

妥
当
で
あ
ろ
う
。
広
告
に
関
し
て
は
、
例
え
ば

『

琴
声

き
ん
せ
い

美
人

び
じ
ん

伝で
ん』

(

京
伝
作
、

文
化
十
三
年
刊)

を
見
て
み
る
と
、
前
編
最
終
丁
で
は

｢

山
東
京
山
製｣

の

商
品
が

｢

京
伝
家
伝｣

の
商
品
と
並
ん
で
宣
伝
さ
れ
て
い
る
が
、
後
編
最
終

丁
で
は

｢

京
伝
自
画
賛｣

｢

読
書
丸｣

と
い
っ
た
京
伝
商
品
が
大
々
的
に
扱

わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
比
し
て
本
作
の
最
終
丁
は

｢

珊
瑚
砕｣

や
篆
刻
な
ど

の
京
山
の
扱
っ
た
商
品
の
宣
伝
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
や
は
り
京
山
が
作
為

的
に
書
き
入
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
京
山
の
関
与
は
こ
の
よ
う
な
後
か
ら
の
加
筆
が
可
能
で
あ
る
謂
わ

ば
付
属
的
な
要
素
の
み
に
限
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
佐
藤
氏
は
、
難
答
庵
の

｢

身
内｣

で
あ
る

｢

ぎ
や
う
山｣

が
登
場
す
る

｢

恋
に
使
わ
れ
る
・
利
に
使

わ
れ
る
・
名
聞
に
使
わ
れ
る｣

(

場
面
の
仮
題
は
注
７
佐
藤
論
文
に
よ
る)

こ
と

を
め
ぐ
っ
て
の
問
答

(

二
十
一
ウ
二
十
二
オ)

の
場
面
に
つ
い
て
、
挿
絵
の
趣

向
は
京
伝
の
黄
表
紙

『

四
人

よ
に
ん

詰づ
め

南
片

な
ん
へ
ん

傀
儡

あ
や
つ
り』

(

寛
政
五
年
刊)

を
踏
ま
え
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
挿
絵
の
構
図
と
文
章
は
独
自
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
先
行
研
究
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同

じ
く
典
拠
が
確
認
で
き
な
い

｢

商
い
の
嘘｣

(

十
七
ウ
十
八
オ)

の
問
答
に
つ

い
て
は
、
文
政
三
年
刊
行
の
京
山
作
合
巻

『

身
持
扇』

に
、｢

商
人

あ
き
ん
ど

の
嘘う

そ

ハ

せ
ん
ご
く
の
謀
事

は
か
り
こ
と

。
あ
の
人
ハ
世
事

せ

じ

が
よ
い
と
言い

は
る
ゝ
人
ハ
嘘う

そ

を
上
手
に

つ
く
人
な
り｣

(

二
十
三
ウ)

と
類
似
し
た
話
柄
が
確
認
さ
れ
る
。
む
ろ
ん

『

戯
作
問
答』

か
ら
取
り
入
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
二
十
一
ウ
二
十
二

オ
と
同
様
に
先
行
作
が
見
出
せ
な
い
と
い
う
点
か
ら
、
京
山
が
手
掛
け
た
可

能
性
が
高
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
加
え
て
、
物
語
の
最
後
に

あ
た
る
高
慢
心
が
兆
し
た
難
答
庵
を

｢

心｣

の
字
が
嗜
め
る
場
面
に
も
注
目

し
た
い
。

汝な
ん
じつ

ね�
そ
の
身
の
不
才
を
知し

り
て
筆ふ

で

の
先さ

き

で
も
高
慢

こ
う
ま
ん

を
言い

わ
ず
、

獅し

子し

虎と
ら

伝
蔵
不
学

(

ふ
が
く)

の
身
な
れ
バ
、
大
筋

だ
い
き
ん

力り
き

み
の
心
な
し
と
喜

よ
ろ
こ

ん
で
ゐ
た

り
し
に
、
今
木こ

の
葉は

天
狗

て
ん
ぐ

ら
が
博
学

は
く
が
く

多た

才
と
ち
よ
つ
く
り
か
え
す
を
真ま

事
と
思お

も

ひ
、
少す

こ

し
う
か
れ
の
色い

ろ

見み

え
て
天
狗

て
ん
ぐ

道ど
う

に
入
ら
ん
と
す
る
ハ
、

―��―



大
い
な
る
誤

あ
や
ま

り
な
り
。
三
十
年
来ら

い

戯
作

け
さ
く

の
お
か
し
み
で
広ひ

ろ

め
た
名
な
れ

バ
、
言
は
ゞ
筆
先

ふ
で
さ
き

の
豆
蔵
と
異こ

と

な
ら
ず
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
戯
作

け
さ
く

者し
や�

と
安や

す

く
さ
れ
る
ハ
、
汝

な
ん
ぢ

が
生
涯

(

せ
う
が
い)

の
不
幸

ふ
か
う

な
り

(�)

。

こ
の
文
章
で
看
過
で
き
な
い
の
は
、｢

不
才｣

と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
京
山

は
自
身
を
形
容
す
る
際
に
、
し
ば
し
ば
こ
の
言
葉
を
使
用
し
て
い
る

(�)

。
当
箇

所
で
は
、
そ
れ
が
京
伝
を
擬
し
た

｢

難
答
庵｣

に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

わ
け
だ
が
、
京
山
が
戯
作
者
と
し
て
の
自
身
を
表
す
の
に
使
用
し
て
き
た

｢

不
才｣

と
い
う
言
葉
が
選
択
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
や
は
り
京
山
の

作
為
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
京
伝
の
通
称
で
あ
る

｢

伝
蔵｣

を

持
ち
出
し
て
い
る
点
も
京
伝
自
身
の
行
為
ら
し
く
は
な
く
、
如
何
に
も
京
伝

の
死
を
受
け
て
施
さ
れ
た
印
象
を
受
け
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
本
作
の
締

め
括
り
で
あ
る
当
場
面
は
、
京
山
が
全
面
的
に
手
掛
け
た
も
の
と
見
て
問
題

な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
内
容
か
ら
考
え
て
、
こ
の
文
章
は
京
伝
の
戯
作
者

と
し
て
の
生
涯
を
諧
謔
的
に
記
し
た
〈
追
善
文
〉
と
し
て
の
意
味
合
い
を
持
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
内
容
面
に
お
い
て
も
京
山
が
関
与
し
た
蓋
然
性
が
高
い

と
推
測
さ
れ
る
部
分
が
含
ま
れ
る
の
で
、｢

文
化
十
三
年
丙
子
壬
八
月
稿
成｣

｢

山
東
京
伝
作｣

と
い
う
額
面
通
り
、
京
伝
が
執
筆
し
た
草
稿
が
そ
の
ま
ま

の
形
で
出
板
さ
れ
た
と
は
考
え
難
い
。
佐
藤
氏
も
、｢

巻
末
に
死
絵
を
挿
入

し
た
と
こ
ろ
だ
け
が
京
山
の
発
案
で
、
獅
子
鼻
の
難
答
庵
と
客
の
問
答
と
い

う
趣
向
は
京
伝
の
考
え
た
も
の
で
あ
り
、
た
ま
た
ま
京
伝
が
急
死
し
た
た
め

に
そ
の
部
分
が
追
善
的
な
内
容
に
見
え
る
結
果
と
な
っ
た
、
と
も
考
え
ら
れ

る
。
偶
然
に
そ
う
し
た
内
容
の
も
の
が
遺
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ

が

(

中
略)

は
た
し
て
ど
こ
ま
で
が
京
伝
の
原
案
に
よ
る
も
の
な
の
か｣

と

疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
た
だ
佐
藤
氏
は
結
論
と
し
て
は
、｢『

気
替
而
戯
作
問

答』

は
、
作
り
方
の
面
で
京
伝
の
積
極
的
な
姿
勢
は
見
い
だ
せ
ず
、
内
容
的

に
は
急
死
し
た
京
伝
の
追
善
草
双
紙
と
し
て
も
読
め
る
。
京
伝
と
京
山
を
ほ

の
め
か
し
た
人
物
を
登
場
さ
せ
て
い
る
点
は
、
京
伝
没
後
に
京
山
が
行
っ
た

追
善
行
事
と
同
様
、
京
伝
・
京
山
兄
弟
の
つ
な
が
り
を
読
者
に
印
象
づ
け
る

意
図
も
感
じ
ら
れ
る

(

中
略)

『

気
替
而
戯
作
問
答』

は
や
は
り
異
色
の
作

品
で
あ
り
、
そ
の
成
立
に
京
山
が
深
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ

る
の
で
あ
る｣

と
、
そ
の
疑
問
に
つ
い
て
は
留
保
し
た
形
で
論
旨
を
纏
め
て

い
る
。
は
た
し
て
本
作
は
京
伝
の
草
稿
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
の
か
否
か
。

こ
こ
で
、
翌
文
化
十
五
年
に
刊
行
さ
れ
た

『

腹
中
名
所
図
会』

と
比
較
し

て
み
た
い
。
本
作
は
、
戯
作
者
で
あ
る
半
道
庵
が
見
立
て
名
所
巡
り
を
す
る

趣
向
で
、
痰
関
・
む
な
さ
き
宿
と
い
っ
た
人
体
を
見
立
て
た
名
所
、
し
あ
ん

桜
・
老
の
坂
と
い
っ
た
人
間
の
一
生
を
旅
に
見
立
て
た
名
所
、
て
に
は
村
・

不
学
庵
と
い
っ
た
学
問
の
階
梯
を
旅
に
見
立
て
た
名
所
を
見
物
す
る
。
人
生

行
路
を
道
中
記
見
立
て
に
よ
っ
て
説
く
趣
向
は
、『

貧
福

ひ
ん
ぷ
く

両
道

り
や
う
ど
う

中ち
う

之
記き』

(

寛
政
五
年
刊)

以
来
、『

凸
凹

た
か
び
く

話
は
な
し』

(

寛
政
十
年
刊)

・『

悟�ご
だ
う

迷
所

め
い
し
よ

独
ひ
と
り

案
内

あ
ん
な
い』

(

享
和
三
年
刊)

、『

分
解

ぶ
ん
か
い

道
中

だ
う
ち
う

双
六

す
ご
ろ
く』

(

享
和
三
年
刊)

な
ど
で
、
京
伝
が
度
々

焼
き
直
し
て
用
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
本
作
は
、
全
体
と
し
て
そ
れ
ら
の
京

伝
黄
表
紙
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
作
柄
と
な
っ
て
い
る
が

(

図
七
・
図
八)

、
挿

絵
の
中
に
は
前
掲
の
作
品
以
外
の
黄
表
紙
か
ら
も
着
想
を
得
た
と
推
察
さ
れ

る
部
分
も
複
数
見
ら
れ
る

(

図
九
・
図
十)

。

京
伝
黄
表
紙
へ
依
拠
す
る
程
度
を
比
較
し
た
と
き
、
本
作
は『

戯
作
問
答』

と
は
異
な
り
文
章
や
挿
絵
を
そ
の
ま
ま
摂
取
し
て
い
る
箇
所
は
殆
ど
見
ら
れ

ず
、
複
数
の
京
伝
黄
表
紙
の
要
素
を
摂
取
し
つ
つ
、
一
作
と
な
し
て
い
る
。

ま
た

『

戯
作
問
答』

に
は

｢

京
伝
作｣

と
記
さ
れ
て
い
た
が
、
本
作
の
場
合

に
は

｢

京
伝
作
・
京
山
補｣

と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
京
山
自
序
に
て

｢

山

―��―
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図
七

『

腹
中
名
所
図
会』

十
一
オ

図
八

『

貧
富
両
道
中
之
記』

六
オ

図
九

『

腹
中
名
所
図
会』

二
十
八
ウ

図
十

『

御お
ん

誂
染

あ
つ
ら
へ
ぞ
め

長
寿

ち
や
う
じ
ゆ

小
紋
ご
も
ん』

(

享
和
二
年
刊)

三
ウ



東
庵
主
か
の
骨
董
集
を
あ
ら
は
し
、
ほ
た
る
こ
い
く
の
窗
の
も
と
に
、
一い

つ

筒こ

の
気
格

き
か
く

を
た
て
し
よ
り
、
赤
本
の
作
は
蝋ら

う

を
嚼か

む

が
こ
と
し
。
さ
れ
バ
僅

わ
つ
か

に
そ

の
趣
向

し
ゆ
か
う

を
た
て
ゝ
い
ま
だ
稿こ

う

を
脱た

つ

せ
ざ
る
腹
中

ふ
く
ち
う

名
所

め
い
し
よ

図
会

づ

ゑ

の
作
あ
り
。
予よ

に

補ほ

綴せ
つ

せ
よ
と
い
ふ
。
こ
れ
ハ
ほ
せ
つ
に
も
な
い
事
と
固
辞

こ

じ

す
れ
ど
も
、
ゆ
る

さ
ゞ
れ
バ
、
い
な
舟
の
い
な
み
が
た
く
猪
牙
舟
の
ち
よ
つ
く
り
補
し
て
、
而そ

し

て
新
板
と
す

(�)｣

と
出
板
背
景
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
矛
盾
し

な
い
。

『

戯
作
問
答』

は
、
場
面
に
よ
っ
て
京
伝
黄
表
紙
へ
依
拠
す
る
程
度
に
差

異
が
あ
る
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
が
、｢

京
山
補｣

と
明
示
さ
れ
て
い

る

『

腹
中
名
所
図
会』

が
旧
作
の
繋
ぎ
合
わ
せ
で
は
な
く
全
体
を
通
じ
て
新

た
に
構
成
さ
れ
て
い
る
点
を
考
慮
す
る
と
、『

戯
作
問
答』

に
お
い
て
も
、

特
に
典
拠
と
な
る
京
伝
の
旧
作
が
確
認
で
き
な
い
場
面
な
ど
は
、
京
山
が
手

掛
け
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、『

戯
作
問
答』

刊
行
前
後
の
動
き
と
併
せ
て
検
討
を

進
め
て
ゆ
き
た
い
。

三
、
森
屋
治
兵
衛
と
京
伝
・
京
山
の

｢

戯
作
物｣

先
行
研
究
に
お
い
て
は
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
本
作
の
板
元
錦
森

堂
森
屋
治
兵
衛
は
、『

戯
作
問
答』

の
前
年
に
刊
行
さ
れ
た

『

人
心
掃�
壮

子』

と
、
翌
年
刊
行
の

『

腹
中
名
所
図
会』

の
板
元
で
も
あ
っ
た
。『

人
心

掃�
壮
子』

に
は
、｢

百
本
桜
猫
忠
信｣

と
い
う
作
品
の
予
告
が

｢

す
べ
て

猫
世
界

ね
こ
の
せ
か
い

に
て
、
千
本
桜
の
書か

き
か
へ
、
お
も
し
ろ
き
戯け

作
の
草く

さ

双そ
う

紙し

な
り｣

と
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に

｢

い
ろ
く
お
か
し
き
戯
作

け
さ
く

物も
の

、
京
伝
京
山
作

に
て
当
秋
よ
り
出
板
仕
候｣

と
い
う
一
文
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

京
伝
・
京
山
両
名
の

｢

戯
作
物｣

を
出
板
し
て
い
く
と
い
う
企
画
が
、
本
作

が
刊
行
さ
れ
た
文
化
十
三
年
の
時
点
で
構
想
さ
れ
て
い
た
事
実
が
窺
え
る
の

で
あ
る
。

津
田
氏
は
こ
の
予
告
か
ら
、｢

文
化
末
期
に
京
伝
が
戯
作
回
帰
志
向
を
持
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
兄
弟
の
連
名
で
意
欲
を
示
す
よ
う
に
、

山
東
庵
の
一
人
と
し
て
、
京
山
も
積
極
的
に
滑
稽
な
世
界
を
模
索
す
る

(�)｣

と

当
時
の
京
伝
・
京
山
の
執
筆
姿
勢
を
看
取
し
て
い
る
。
氏
は
、『

十
六
利
勘

略
縁
起』

や

『

戯
作
問
答』

、『

腹
中
名
所
図
会』

を
京
伝
の
戯
作
回
帰
と
捉

え
る
見
解
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
企
画
を
あ
く
ま
で
も
京
伝
の
戯

作
回
帰
志
向
を
受
け
て
の
動
き
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
見
解
に
は
即
座
に
首
肯
し
か
ね
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
京
伝
・
京
山

の
戯
作
を
出
板
す
る
と
い
う
企
画
は
、
む
し
ろ
板
元
お
よ
び
京
山
主
導
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

京
伝
が
生
前
に
手
掛
け
た

｢

黄
表
紙
風
の
合
巻｣

は
、『

万
福
長
者
栄
華

談』

と

『

十
六
利
勘
略
縁
起』

の
二
作
で
あ
る
が
、
前
者
は

｢

合
巻
作
風
心

得
之
書｣

と
い
う
外
的
要
因
の
影
響
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
作
品
、
後
者
は

追
善
作
と
し
て
間
に
合
わ
せ
る
た
め
に
急
作
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
の
で
、

そ
こ
に
京
伝
の
積
極
性
は
見
出
せ
な
い
。
対
し
て
京
山
は
、
文
化
十
年
代
に

｢

絵
入
読
本｣

の
構
想
を
抱
い
て
い
た
。『

夏な
つ

が
文ふ

み

開あ
け

て
水
無
月

み

な

づ
き』

(

文
化
十
二

年
刊)

に

｢〈

ゑ
入
／
中
本
〉
仮
名
茶
話
文
詁｣

｢

猿さ
る

ひ
き
芸げ

い

二
郎
と
い
ふ
も

の
、
さ
ま�
の
芸げ

い

を
稽
古

け
い
こ

す
る
事
を
お
か
し
く
か
き
つ
ゞ
り
た
る
書
き
綴

り
た
る
書
也｣

(

文
政
六
年
刊
行

『

重
妻

か
さ
ね
づ
ま

岩
藤

い
わ
ふ
ぢ

模
様

も
や
う』

に
は
、｢

仮
名

か

な

茶
話

さ

わ

文ぶ
ん

庫こ｣

｢

絵ゑ

入
中
本
、
人
情
を
う
が
ち
た
る
長
物
語

も
の
が
た
り

の
落
話

お
と
し
ば
な
し

な
り｣

と
み
え
る)

、『

冬ふ
ゆ

編あ
み

笠が
さ

由ゆ
か

縁り
の

月
影

つ
き
か
げ』

(
文
化
十
三
年
刊)

に

｢

子
宝
船
七
人
兄
弟｣

(

同
年
刊
行
京
伝
作

『

琴
声
美
人
伝』

広
告
に

｢

七
人
の
兄
弟
が
心
く
に
世
を
わ
た
る
を
お
も
し
ろ
く
書
き

―��―



綴
り
た
る
戯
作
な
り｣

と
載
る)

な
ど
と
予
告
さ
れ
て
い
た
作
品
群
が
そ
れ
で

あ
る

(�)
。
津
田
氏
は
、
こ
の

｢

絵
入
読
本｣

は

｢

読
本
と
い
っ
て
も
京
山
が
文

化
六
、
七
年
で
中
断
し
た
江
戸
読
本
で
は
な
く
、
中
本
の
文
主
体
の
読
み
物

と
い
う
意
味
で
あ
る｣

と
し
、
試
み
の
背
景
と
し
て

｢

滑
稽
や
世
態
を
描
き

人
情
を
穿
つ
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
頃
の
京
山
の
胸
に
大
き
く
あ
っ
た｣

と

指
摘
し
て
い
る
。｢
仮
名
茶
話
文
庫｣

・｢

子
宝
船
七
人
兄
弟｣

は
そ
の
後
幾

度
も
予
告
さ
れ
た
が
、
何
れ
も
実
現
を
見
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の

｢

絵
入
読
本｣

が
し
ば
し
ば
予
告
さ
れ
て
い
た
の
と
同
時

期
に
刊
行
さ
れ
た
の
が
、『

人
心
掃�
壮
子』

で
あ
る
。
本
作
は
、
掃
溜
め

に
捨
て
ら
れ
た
家
財
道
具
が
各
々
の
身
の
上
話
を
語
る
と
い
う
趣
向
の
作
品

で
、｢

古
硯
の
旧
懐｣

｢

比
翼
莞
莚
の
む
か
し
が
た
り｣

な
ど
の
話
が
見
開
き

一
丁
で
展
開
さ
れ
る
。
諸
道
具
は
擬
人
化
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
挿
絵
に
も

そ
の
点
で
お
か
し
み
が
あ
る
が
、
本
書
の
眼
目
は
絵
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ

文
章
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
次
々
と
登
場
す
る
古
道
具
た
ち
が
、
人
間
よ
ろ

し
く
繰
り
広
げ
る
身
の
上
話
の
語
り
口
こ
そ
が
本
作
の
見
所
で
あ
り
、
こ
の

よ
う
な
作
柄
は

｢

絵
入
読
本｣

で
試
み
よ
う
と
し
た
も
の
と
軌
を
一
に
す
る

の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、『

人
心
掃�
壮
子』

に
予
告
さ
れ
た

｢

百
本
桜
猫
忠
信｣
は
、

未
完
に
終
わ
っ
た
と
見
え
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
猫
を
飼
う｢

人
情｣

や
飼
わ
れ
る
猫
の

｢

猫
情｣

を
描
い
た
京
山
作

『

朧
月

お
ぼ
ろ
づ
き

猫
ね
こ
の

草
紙

さ
う
し』

(

天
保

十
三
年
〜
嘉
永
二
年
刊)

を
想
起
さ
せ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る

(�)
。

｢

絵
入
読
本｣

お
よ
び

｢

百
本
桜
猫
忠
信｣

の
例
や
、『

人
心
掃�
壮
子』

が
挿
絵
よ
り
も
文
章
に
重
き
が
置
か
れ
た
作
柄
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
京
山

が
文
化
末
期
に
模
索
し
て
い
た

｢

戯
作｣

と
は
、
題
材
に
つ
い
て
い
か
に

｢

書
き
綴｣

る
か
と
い
う
こ
と
に
眼
目
の
置
か
れ
た
、
い
わ
ば
滑
稽
本
に
通

ず
る
お
か
し
み
を
持
つ
作
品
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
な
京
山
の
姿
勢
か
ら
、『

人
心
掃�
壮
子』

に
て
予
告
さ
れ
た

｢

い
ろ
く

お
か
し
き
戯
作
物｣

と
は
、
物
語
性
を
も
た
な
い
黄
表
紙
的
な
作
品
を
指
し

て
い
る
こ
と
に
は
相
違
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
京
山
と
し
て
は
、
京
伝
が
自
身

の
旧
作
を
焼
直
し
た
よ
う
な
黄
表
紙
を
直
接
的
に
利
用
す
る
の
と
は
異
な
る

方
法
で
の

｢

戯
作｣

を
志
向
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

仮
に
、
従
来
言
わ
れ
て
き
よ
う
に
京
伝
が
積
極
的
に
戯
作
的
な
作
風
へ
の

回
帰
を
試
み
て
い
た
な
ら
ば
、
予
告
に
は
京
山
作
の

｢

百
本
桜
猫
忠
信｣

の

み
な
ら
ず
、
京
伝
作
品
の
具
体
的
な
予
告
も
掲
載
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
板
元
と
し
て
も
当
然
そ
の
方
が
有
益
だ
っ
た
筈
な
の
で
、
京
伝

作
に
つ
い
て
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
時
点
に
お

い
て
、
京
伝
が
こ
の
企
画
に
具
体
的
に
取
り
組
ん
で
い
な
か
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
つ
ま
り

｢

戯
作
物｣

の
企
画
は
京
伝
で
は
な
く
、
度
々
戯
作
的
な

作
品
の
構
想
を
明
示
し
て
き
た
京
山
の
側
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
、

『

人
心
掃�
壮
子』

は
そ
の
皮
切
り
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
は
い
え
、
京
伝
の
意
向
を
確
認
せ
ず
に
こ
の
よ
う
な
予
告
を
載
せ
る
と

は
考
え
難
い
の
で
、
む
ろ
ん
こ
の
時
点
に
お
い
て
京
伝
側
の
了
承
は
得
て
い

た
だ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
も
憶
測
に
過
ぎ
な
い
が
、
森
治
と
京
山
と
の
間
で

｢

戯
作
物｣

刊
行
の
構
想
が
な
さ
れ
た
際
に
、
板
元
側
と
し
て
は
、
売
れ
行

き
を
考
慮
し
て
か
、
京
山
だ
け
で
は
な
く
、
京
伝
・
京
山
両
名
の
作
品
を
求

め
た
。
京
伝
と
し
て
も
、
自
身
の
旧
作
を
利
用
す
る
と
い
う
手
段
を
用
い
れ

ば
然
程
負
担
の
大
き
い
仕
事
で
も
な
い
の
で
受
諾
し
た
、
と
い
う
事
の
次
第

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
京
伝
作
の
方
に

は
具
体
案
は
な
く
、
何
か
旧
作
を
用
い
て
の
作
と
い
っ
た
程
度
の
見
込
み
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

―��―



『

人
心
掃�
壮
子』

以
降
森
治
か
ら
は
、
予
告
通
り

『

戯
作
問
答』

と

『
腹
中
名
所
図
会』

と
い
う
二
作
の

｢

戯
作
物｣

が
刊
行
さ
れ
た
。
津
田
氏

が
行
っ
た

『

人
心
掃�
壮
子』

の
諸
本
調
査
で
は
、
三
康
本
の
序
文
に

｢

文

化
乙
亥
の
大
み
そ
か｣

(

文
化
乙
亥
は
文
化
十
二
年
に
あ
た
る)

と
あ
り
、
同
じ

く
文
化
十
三
年
に
森
屋
か
ら
刊
行
さ
れ
た

『

道
雪

み
ち
ゆ
き

柳
や
な
ぎ
の

腰
帯

こ
し
お
び』

と
同
じ
広
告

を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
本
作
を
文
化
十
三
年
刊
行
と
判
断
し
て
い
る
が
、
京

大
本
の
見
返
し
に
は

｢
文
化
十
四
丁
丑
新
春｣

と
記
さ
れ
、
森
屋
の
文
化
十

四
年
の
新
板
広
告
に
も
本
書
の
名
が
載
っ
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

ま
た

『

腹
中
名
所
図
会』

は
、
外
題
に

｢

寅
初
春｣

序
文
に

｢

文
化
丁
丑
晩

春
脱
稿

同
仲
秋
梓
行｣

と
年
記
が
あ
る
の
で
一
般
に
文
化
十
五
年
刊
行
と

さ
れ
て
い
る
が
、
津
田
氏
は
、
諸
本
の
多
く
は
黄
表
紙
仕
立
て
か
後
印
本
で
、

そ
の
中
で
唯
一
摺
付
表
紙
を
有
す
る
の
は
三
康
本
で
あ
る
と
報
告
し
、
こ
の

三
康
本
に
つ
い
て

｢

三
康
本
は
改
題
本
か
。
外
題
｢

腹
中
和
合
神｣

。
後
光

が
差
す
か
の
よ
う
な
花
魁
の
図
の
擦
付
表
紙
で
六
冊
一
編
に
な
っ
て
い
る
。

序
文
の
年
記
が
削
ら
れ
て
お
り
、
全
体
と
し
て
改
題
さ
れ
た
後
印
本
の
印
象

が
あ
る
。
た
だ
し
、『

人
心
掃�
壮
子』

・
京
伝
作

『

気
替
戯
作
問
答』

な
ど

が
載
る

｢

丁
丑
新
版｣

(

文
化
十
四
年)

の
広
告
あ
り
。
他
の
本
が
後
印
の
廉

価
版
と
言
わ
れ
て
い
る
黄
表
紙
仕
立
て
だ
け
に
、
こ
ち
ら
が
先
に
あ
っ
て
、

文
化
十
四
年
刊
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
も
あ
る

(�)｣

と
述
べ
て
い
る
。

前
者
の
京
大
本
の
存
在
は
、『

戯
作
問
答』

の
刊
行
に
合
わ
せ
て
、『

人
心

掃�
壮
子』

を
文
化
十
四
年
の
新
板
と
し
て
再
板
し
た
も
の
だ
と
推
測
さ
れ

る
。
ま
た
後
者
に
関
し
て
は
、
文
化
十
四
年
に
起
き
た｢

合
巻
絵
草
紙
一
件｣

の
影
響
で
文
化
十
五
年
刊
行
の
合
巻
は
全
て
黄
表
紙
仕
立
で
あ
っ
た

(�)
こ
と
を

鑑
み
る
に
、
黄
表
紙
仕
立
は
廉
価
板
で
は
な
く
文
化
十
五
年
の
新
板
で
あ
る

と
判
断
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
三
康
本
は
外
題
が
異
な
り
年
記
も
削
ら

れ
て
い
る
と
な
れ
ば
、
合
巻
の
装
丁
が
旧
に
復
し
て
か
ら
の
後
印
本
で
、
同

じ
く
京
伝
・
京
山
の

｢

戯
作
物｣

シ
リ
ー
ズ
で
あ
る

『

人
心
掃�
壮
子』

・

『

気
替
戯
作
問
答』

が
載
る
文
化
十
四
年
の
広
告
を
あ
え
て
付
し
た
と
い
う

可
能
性
に
思
い
当
た
る
。

こ
れ
ら
諸
本
の
存
在
か
ら
、
や
は
り
森
治
が

『

人
心
掃�
壮
子』

・『

戯
作

問
答』

・『

腹
中
名
所
図
会』

を
一
つ
の
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
展
開
し
、
新
作
の

出
板
に
際
し
旧
作
を
抱
き
合
わ
せ
て
販
売
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
、

些
か
疑
問
で
あ
る
の
は
、
内
容
ま
で
含
め
た
予
告
が
な
さ
れ
て
い
た
京
山
作

｢

百
本
桜
猫
忠
信｣

が
、
こ
の
動
き
の
中
で
出
板
に
至
ら
な
か
っ
た
点
で
あ

る
。
予
告
が
出
さ
れ
た
時
点
で
は
、
積
極
的
に

｢

戯
作｣

を
構
想
し
て
い
た

と
思
わ
れ
る
京
山
で
あ
る
が
、
結
果
と
し
て
は
、
自
身
の
作
品
に
優
先
し
て

『

戯
作
問
答』

と

『

腹
中
名
所
図
会』

と
い
う
二
つ
の

｢

戯
作｣

に
携
わ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四
、
京
伝
没
後
の

｢

京
伝
戯
作｣

『

戯
作
問
答』

巻
末
に
は
、｢

△
腹
中

ふ
く
ち
う

名
所

め
い
し
よ

図
会

づ

ゑ

〈
京
伝
作
／
豊
国
画
〉
森

治
板

右
は
丑
の
秋
よ
り
う
り
い
だ
し
申
候｣

と
い
う

『

腹
中
名
所
図
会』

の
広
告
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
看
過
で
き
な
い
の
は
、
そ
の
後
に
続
く

｢

此

外
京
伝
け
さ
く
品
々
所
々
の
地
本
問
屋
よ
り
出
板
仕
候｣

と
い
う
一
文
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
は
他
に
も
未
刊
作
の

｢

京
伝
戯
作

け
さ
く｣

が
存
在
し
て

お
り
、
そ
れ
を
今
後
出
板
し
て
ゆ
く
こ
と
を
謳
っ
て
い
る
よ
う
に
見
做
せ
る
。

し
か
し
結
果
的
に

｢

京
伝
戯
作｣

は

『

腹
中
名
所
図
会』

し
か
刊
行
さ
れ
な

か
っ
た
と
見
ら
れ
る
点
で
不
審
で
あ
る
か
ら
だ
。
実
際
に
京
伝
の
草
稿

(

草

案)

が
残
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
何
ら
か
の
形
で
日
の
目
を
見
て
い
て
も
お

―��―



か
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
な
れ
ば
、
こ
こ
で
宣
伝
さ
れ
て
い
る
企
画
の
内

実
は
、
京
山
が
執
筆
し
た

｢

京
伝
戯
作｣

を
京
伝
の
遺
稿
作
と
し
て
出
板
す

る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
証
左
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
の
が
、
や
は
り
京
伝
黄
表
紙
か
ら
の
影

響
が
見
ら
れ
る
京
山
作
の
合
巻

『

身
持
扇』

(

文
政
三
年
刊)

で
あ
る
。
本
作

は
、
前
編
に
は
京
伝
黄
表
紙
が
利
用
さ
れ
て
い
る
が
後
編
に
は
そ
の
利
用
は

見
ら
れ
ず
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
統
一
感
に
欠
け
た
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
よ
っ

て
、
そ
の
成
立
過
程
が
些
か
複
雑
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
、
先
行
研

究
に
お
い
て
は
内
容
も
含
め
た
詳
し
い
分
析
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
従
っ

て
、
ま
ず
そ
の
梗
概
と
京
伝
黄
表
紙
の
利
用
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

本
作
は
三
つ
の
話
題
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
前
編
で
は｢

親
苦
労
す
る
、

そ
の
子
楽
す
る
、
孫
乞
食
す
る｣

と
い
う
教
訓
を
説
い
た
一
丁
半
の
短
い
話

が
置
か
れ
た
後

(

Ａ
と
す
る)

、
欲
心
が
過
ぎ
た
男
の
失
敗
譚
が
続
く

(

Ｂ
と

す
る)

。
後
編
で
は
、
正
直
が
過
ぎ
る
商
人
の
息
子
株
の
話
が
展
開
さ
れ
る

(

Ｃ
と
す
る)

。
全
体
を
通
じ
て
、
何
で
も
行
き
過
ぎ
る
こ
と
は
良
く
な
い
と

い
う
教
訓
を
京
伝
黄
表
紙
よ
ろ
し
く
説
い
て
み
せ
る
が
、
そ
の
内
実
は
登
場

人
物
の
行
き
過
ぎ
た
行
動
か
ら
生
ま
れ
る
お
か
し
み
に
眼
目
が
置
か
れ
た
滑

稽
譚
で
あ
る
。

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
う
ち
、
Ａ
で
は
京
伝
黄
表
紙
が
全
面
的
に
利
用
さ
れ
て
お

り
、｢

親
苦
労
す
る
、
そ
の
子
楽
す
る
、
孫
乞
食
す
る｣

と
い
う
教
訓
話
に
、

命
に
関
す
る
様
々
な
事
柄
を

｢

命｣

と
い
う
字
を
利
用
し
た
見
立
て
に
よ
っ

て
示
し
た

『

御
誂
染
長
寿
小
紋』

(

享
和
二
年
刊)

を
取
り
合
わ
せ
た
構
成
と

な
っ
て
い
る
。
出
典
作
中
の

｢

命
を
延
ば
す｣

｢

金
ハ
命
を
釣
替｣

｢

女
で
命

を
削
る｣

｢

命
を
的
に
か
け
る｣

と
い
う
四
つ
の
題
材
を
、
挿
絵
は
殆
ど
そ

の
ま
ま
の
形
で
、
文
章
は
直
接
的
に
摂
取
す
る
の
で
は
な
く
話
柄
の
中
に
沿
っ

た
形
で
利
用
し
て
い
る

(

図
十
一
・
図
十
二
・
図
十
三)

。
Ｂ
に
関
し
て
は
、

一
部

『

平
仮
名
銭
神
問
答』

(

寛
政
十
二
年
刊)

に
取
材
し
た
図
像
が
見
出
せ

る
が
、
そ
の
他
は
善
玉
悪
玉
に
連
な
る
表
現
や
黄
表
紙
類
に
よ
く
見
ら
れ
る

小
判
や
銭
の
擬
人
化
な
ど
、
明
確
な
典
拠
は
指
摘
で
き
な
い
も
の
の
、
い
か

に
も
戯
作
ら
し
い
モ
チ
ー
フ
を
取
り
入
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

つ
ま
り
Ｂ
の
場
合
は
Ａ
と
は
異
な
り
、
挿
絵
の
中
に
僅
か
ば
か
り
そ
れ
ら
し

い
モ
チ
ー
フ
や
表
現
を
取
り
入
れ
た
と
い
う
程
度
に
留
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
後
編
の
Ｃ
に
至
る
と
、
話
柄
自
体
は
滑
稽
譚
で
あ
る
も
の
の
、
京
伝
黄
表

紙
か
ら
の
取
り
入
れ
は
一
切
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
挿
絵
も
戯
作
的
表
現
を
含

ま
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
Ａ
は
京
伝
黄
表
紙
を
全
面
的
に
利
用
し
た
も
の
で
あ
り
、

Ｂ
・
Ｃ
と
は
趣
き
を
異
に
す
る
。
Ｂ
は
戯
作
的
な
表
現
が
認
め
ら
れ
る
も
の

の
、
部
分
的
で
あ
り
、
そ
の
要
素
を
除
け
ば
絵
・
文
と
も
に
Ｃ
と
の
差
異
は

見
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
本
作
の
構
成
上
の
不
統
一
性
に
つ
い
て
考
え
る

上
で
、
自
序
お
よ
び
板
元
と
作
者
と
の
や
り
取
り
が
記
さ
れ
た
冒
頭
部
が
手

掛
か
り
と
な
り
そ
う
で
あ
る
。

自
序

此
草
子
は
文
化
十
四
年
夏
四
月
京
山
上
京
の
時
に
の
ぞ
ん
で
、
三
日
三

夜
に
こ
ぢ
つ
け
た
る
作
な
り
。
今
年
梓

あ
づ
さ

に
上の

ぼ

す
と
き
ゝ
て
再

ふ
た
ゝ
び

こ
れ
を

閲け
み

る
に
、
首

か
し
ら

ハ
戯
作

け
さ
く

の
ご
と
く
胴ど

う

ハ
心
学

し
ん
が
く

に
似に

て
尾を

ハ
盲
蛇

め
く
ら
へ
び

に
愕お

ぢ

ざ
る

戯た
は

言こ
と

な
れ
バ
、
鳴
声

な
く
こ
ゑ

あ
ん
ま
の
笛ふ

へ

に
似に

た
り
。
一
直

い
つ
ち
よ
く

な
さ
ん
ふ
り�

も
あ
れ
ど
、
一
道

い
ち
だ
う

の
□

い
と
す
じ

を
経た

て

バ
一
具

い
ち
ぐ

の
機
関

か
ら
く
り

が
ら
り
と
ち
が
ひ
て
、

丸
で
ま
る
直
さ
ね
バ
な
ら
ざ
か
の
こ
の
て
柏

か
し
は

の
恨

う
ら
む
く

ハ
、
梓
上

し
せ
う

の
恥は

ぢ

を

さ
ら
し
の
手
拭

て
ぬ
ぐ
ひ

硯
の
汗あ

せ

を
拭ぬ

ぐ

ふ
の
み
。

文
政
二
年
冬
十
月

山
東
庵
京
山

[

印：

巴
山
人]

―��―
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図
十
一

『

身
持
扇』

四
ウ
五
オ

図
十
二

『

御
誂
染
長
寿
小
紋』

四
ウ
五
オ



三
ウ
四
オ

今
年

こ
と
し

文
政
乙
卯
の
春は

る

何
事
も
打
捨す

て
ゝ
、
卯
月
の
十
五
日
月
影か

げ

の
さ
し

か
ゝ
り
た
る
用
向
ハ
あ
ら
か
た
隅
田

す
み
だ

川
へ
と
ぶ
ん
流な

が

し
、
す
で
に
西
遊

せ
い
ゆ
□

の
□
を
ひ
か
ん
と
す
る
に
、
赤
本
の
板
元
丸
甚
来
た
り
て
、
か
ね
ぐ
お

頼た
の

み
申
た
る
新
板は

ん

の
作
ハ
い
か
に
と
催
促

さ
い
そ
く

に

(

中
略)

空む
な

し
く
机

つ
く
ゑ

に
差さ

し
向む

か
ひ
、
煙
草

た
ば
こ

輪わ

に
吹ふ

く
折お

り

か
ら
伝
笑
様さ

ま

か
ら
お
遣つ

か

ひ
と
下
女
が
差さ

し
出
す
尺
一
を
披ひ

ら

き
見み

れ
ば
、
先
日
拝
借

は
い
し
や
く

の
御
本
返
上
と
の
文
言

も
ん
ご
ん

に
そ

の
本
を
披ひ

ら

い
て
見
れ
バ
、
彼か

の
其
磧

き
せ
き

が
例れ

い

の
す
さ
み
、
こ
れ
ぞ
よ
き
種た

ね

瓢ふ
く
べと

ま
き
残の

こ

し
た
る
種た

ね

を
拾ひ

ろ

い
て
、
つ
い
に
五
冊
の
筆ふ

で

を
は
し
ら
す
事

と
ハ
な
り
ぬ

(�)

。

二
つ
の
文
章
を
併
せ
る
と
、
文
政
三
年
の
新
板
を
板
元
か
ら
依
頼
さ
れ
た

際
に
、
文
化
十
四
年
に
執
筆
し
て
い
た
草
稿

(

種)

を
利
用
し
よ
う
と
し
た

が
、
そ
の
ま
ま
で
は
相
応
し
く
な
か
っ
た
の
で
、
江
島
其
磧
の
浮
世
草
子

『

善
悪
身
持
扇

(�)』

の
趣
向
を
用
い
て
新
し
く
構
成
し
直
し
た
と
い
う
経
緯
が

推
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
に
、｢

文
化
十
四
年
夏
四
月
京
山
上
京
の

時
に
の
ぞ
ん
で
、
三
日
三
夜
に
こ
ぢ
つ
け
た
る
作｣

で
あ
る

｢

ま
き
残
し
た

る
種｣

は
、
Ａ
の
部
分
に
利
用
さ
れ
、
Ｂ
お
よ
び
Ｃ
が
、
新
し
く
趣
向
を
立

て
直
し
た
部
分
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
Ａ
が
ど
の
程
度
そ

の
草
稿
の
原
型
を
留
め
て
い
る
か
は
判
断
し
か
ね
る
が
、
Ｂ
・
Ｃ
と
は
明
ら

か
に
趣
を
異
に
す
る
の
で
、
Ａ
が
本
来
Ｂ
・
Ｃ
と
は
異
な
る
趣
向
で
書
か
れ

た
も
の
で
あ
る
と
想
定
す
れ
ば
、
全
体
と
し
て
統
一
感
に
欠
け
る
こ
と
も
合

点
が
ゆ
く
の
で
あ
る
。
な
お
、
Ｂ
に
も
戯
作
的
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る

理
由
に
つ
い
て
は
明
確
な
見
解
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
Ａ
と
共
に
前

編
に
収
め
る
に
あ
た
っ
て
全
体
の
雰
囲
気
を
整
え
る
た
め
に
、
物
語
の
筋
を

邪
魔
し
な
い
程
度
に
取
り
入
れ
た
と
推
測
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
こ
こ
で
再
び『

戯
作
問
答』

巻
末
の｢

此
外
京
伝
け
さ
く
品
々
所
々

の
地
本
問
屋
よ
り
出
板
仕
候｣

と
い
う
宣
伝
を
鑑
み
る
と
、
文
化
十
四
年
に

編
ま
れ

『

身
持
扇』

に
そ
の
痕
跡
を
残
す
と
推
定
さ
れ
る
草
稿
は
、
こ
こ
で

い
う

｢

京
伝
戯
作｣

の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
恐

ら
く
そ
れ
は

『

御
誂
染
長
寿
小
紋』

を
趣
向
の
中
心
に
据
え
た
作
品
で
あ
っ

た
が
、
何
ら
か
の
理
由
で
未
刊
行
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
未
刊
作

と

『
腹
中
名
所
図
会』

と
の
執
筆
時
期
が
同
時
期
で
あ
る
点
に
加
え
て
、

『

身
持
扇』
に

｢

辛
抱

し
ん
ぼ
う

と
い
ふ
棒ぼ

う

に
か
じ
り
つ
き
て
見
事
番
頭

ば
ん
と
う

に
な
り｣

(

四

ウ)

と
あ
る
の
は
、『

腹
中
所
図
会』

に

｢

し
ん
ぼ
う｣

と
い
う
棒
に
取
り

付
い
て
身
代
を
傾
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
ろ
と
説
く
場
面

(

二
十
八
ウ

―��―

図
十
三

『

御
誂
染
長
寿
小
紋』

五
ウ



二
十
九
オ)

と
同
例
で
、
さ
ら
に
両
者
と
も
全
体
を
通
じ
て

｢

分
相
応
に
生

き
よ｣

と
い
う
教
訓
を
説
く
と
い
う
点
で
も
共
通
し
て
い
る
事
実
は
、
や
は

り
京
山
が
複
数
の

｢

京
伝
戯
作｣

を
同
時
期
に
構
想
し
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、『

身
持
扇』

に
そ
の
草
稿
が
京
山

自
身
の
作
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
以
上
、『

腹
中
名
所
図
会』

も

｢

僅
に
そ
の
趣
向
が
た
て｣

ら
れ
て
い
た
も
の
を

｢

補
綴｣

し
た
と
い
う
の

は
京
伝
の
遺
稿
作
と
仕
立
て
る
た
め
の
方
便
で
あ
っ
て
、
や
は
り
京
山
に
よ

る
企
画
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
っ
た
蓋
然
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

『

腹
中
名
所
図
会』

の
狂
言
回
し
で
あ
る

｢

半
道
庵｣

は

｢

巴
山
人｣

の

印
を
顔
に
持
ち
、
本
文
に

｢

兄
弟
そ
ろ
い
し
へ
ぼ
作
者
あ
り
け
り｣

(

一
オ)

と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
京
伝
の
み
な
ら
ず
京
山
を
も
包
括
し
た
よ
う

な
人
物
設
定
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(�)
。
こ
う
い
っ
た
点
か

ら
も
京
山
の
作
為
が
看
取
さ
れ
る
。

五
、
京
山
と

｢

山
東
庵
の
戯
作｣

『

腹
中
名
所
図
会』

・『

身
持
扇』

の
分
析
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
は
京
山
が

編
集
・
企
画
し
た
京
伝
遺
稿
作
と
し
て
の

｢

京
伝
戯
作｣

で
あ
っ
た
可
能
性

に
つ
い
て
言
及
し
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
改
め
て

『

戯
作
問
答』

に
つ
い
て

検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

『

腹
中
名
所
図
会』

に
て
、
明
ら
か
に
京
伝
と
京
山
と
を
包
括
し
た
造
詣

が
な
さ
れ
た
戯
作
者
が

｢

半
道
庵｣

と
命
名
さ
れ
て
い
た
が
、『

戯
作
問
答』

に
お
け
る

｢

難
答
庵｣

と
い
う
名
も
、
問
答
と
い
う
趣
向
に
合
わ
せ
た

｢

山

東
庵｣

の
捩
り
と
い
う
以
上
の
意
図
を
含
ま
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
も
、
か
つ
て
京
伝
が
自
作
に
獅
子
鼻
を
も
っ
た
作
者
や
語
り
手
を

登
場
さ
せ
た
際
に
用
い
た
名
称
は
、｢

方
便
和
尚｣

・｢

講
師
京
伝｣

・｢

赤
本

先
生｣

な
ど
で
あ
り
、｢

山
東
庵｣

を
捩
っ
た
も
の
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
だ
。

獅
子
鼻
を
も
つ

｢

難
答
庵｣

は
確
か
に
京
伝
個
人
を
暗
示
し
た
人
物
で
あ
る

も
の
の
、
京
山
も
包
括
す
る

｢

山
東
庵｣

と
い
う
号
を
名
称
に
用
い
た
こ
と

に
は
、『

腹
中
名
所
図
会』

と
同
様
に
京
山
の
作
為
を
思
わ
せ
る
。
そ
の
場

合
に
、
難
答
庵
と
客
と
の
問
答
と
い
う
枠
組
自
体
も
京
山
が
発
案
し
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
に
行
き
当
た
り
、
や
は
り
本
作
も

｢

京
伝
戯
作｣

の
構
想
を
抱
く
京
山
が
執
筆
し
た
作
品
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、『

戯
作
問
答』

の
中
で
、
京
伝
黄
表
紙
に
大
幅
に
依
拠

し
た
場
面
と
そ
う
で
は
な
い
場
面
が
混
在
す
る
点
に
関
し
て
は
些
か
疑
問
が

残
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
京
伝
・
京
山
の

｢

戯
作
物｣

刊
行

と
い
う
企
画
が
構
想
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
一
つ
の
傍
証
と
な
り
そ
う

で
あ
る
。
そ
の

｢

戯
作
物｣

の
企
画
と
し
て
、
多
忙
で
あ
っ
た
京
伝
は
自
身

の
旧
作
黄
表
紙
を
継
ぎ
接
ぎ
に
し
た
作
品
を
用
意
し
て
い
た
が
刊
行
を
見
ず

に
亡
く
な
り
、
京
山
は
そ
の
草
稿
を
利
用
し
つ
つ
も
、｢

難
答
庵｣

と
の
問

答
と
い
う
枠
組
み
を
た
て
、
さ
ら
に
新
た
に
構
成
し
た
場
面
も
加
え
る
こ
と

で
、
京
伝
を
偲
び
か
つ
自
身
を
喧
伝
す
る
意
図
を
含
ん
だ
作
品
に
仕
上
げ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『

腹
中
名
所
図
会』

の
場
合
に
は
、
時
間
的
な
余

裕
も
あ
っ
た
の
で
、
京
伝
黄
表
紙
に
倣
っ
た
新
た
な
戯
作
を
執
筆
し
た
の
で

あ
ろ
う
。

ま
た
、
一
連
の
作
品
の
刊
行
は
、
凡
そ
以
下
の
よ
う
な
経
緯
で
な
さ
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。『

人
心
掃�
壮
子』

が
刊
行
さ
れ
た
文
化

十
三
年
頃
に
は

｢
い
ろ�
お
か
し
き
戯
作
物
、
京
伝
京
山
作
に
て
当
秋
よ

り
出
板
仕
候｣

と
い
う
企
画
が
構
想
さ
れ
て
い
た
が
、
刊
行
に
至
る
前
に
京
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伝
が
急
死
し
た
。
京
伝
の
死
を
受
け
た
京
山
は
、
そ
の
企
画
が
あ
っ
た
こ
と

を
逆
手
に
と
っ
て
、『

戯
作
問
答』

と
い
う

｢

京
伝
戯
作｣

と
し
て
成
稿
し

た
。
同
時
に
、
そ
の
他
に
も

｢

京
伝
戯
作｣

を
刊
行
し
て
ゆ
く
こ
と
を
企
画

し
、
そ
の
一
つ
と
し
て

『

腹
中
名
所
図
会』

が
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
他
に

準
備
さ
れ
て
い
た
作
品
は
未
刊
に
終
り
、
企
画
も
立
ち
消
え
と
な
っ
た
。

本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
提
示
し
て
お
く
が
、
あ
く
ま
で

も
周
辺
事
項
か
ら
の
推
測
に
過
ぎ
ず
、『

戯
作
問
答』

・『

腹
中
名
所
図
会』

が
、
京
伝
の
存
命
中
に
稿
成
し
て
い
た
可
能
性
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
は

出
来
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
作
品
が
、
追
善
事
業
が
営
ま
れ
る
時
期
の
出

板
物
と
し
て
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
加
え
て

｢

京
伝
戯
作｣

刊
行
が
公
に
宣
伝
さ
れ
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
当
初
の

京
伝
・
京
山
作
の

｢

戯
作
物｣

の
企
画
が
、
遺
稿
作
出
板
と
い
う
事
業
の
中

に
回
収
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も

｢

戯
作｣

を
遺
稿
作
と

し
て
刊
行
す
る
こ
と
を
試
み
た
背
景
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

『

腹
中
名
所
図
会』

が
刊
行
さ
れ
た
文
化
十
五
年

(

文
政
元
年)

に
は
、
京

山
の
単
独
作
品
は
刊
行
さ
れ
て
お
ら
ず
、
京
伝
・
京
山
含
め
本
作
が
唯
一
の

作
で
あ
っ
た
。
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
津
田
氏
は
、｢

関
西
遊
歴
の
翌
年

(

文
政
元
年)

と
、
火
事
で
家
を
失
っ
た
文
政
十
二
年
の
翌
年
を
除
い
て
、

京
山
は
毎
年
数
部
ず
つ
戯
作
を
出
し
て
い
く
。
こ
の
二
度
の
出
板
が
な
い
年

と
い
う
の
は
、
即
ち
京
伝
店
の
建
て
直
し
が
必
要
だ
っ
た
時
で
あ
る
。
い
ず

れ
の
場
合
も
店
が
軌
道
に
乗
る
ま
で
、
常
よ
り
刊
行
す
る
本
の
数
が
少
な
く

な
る
の
で
、
店
の
経
営
が
生
業
の
根
幹
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

特
に
京
伝
亡
き
後
の
数
年
は
、
極
端
に
少
な
い
。
後
妻
の
百
合
は
一
人
で
店

を
守
っ
て
い
た
時
に
八
十
両
の
赤
字
を
出
し
た
と
い
う
し
、
何
よ
り
看
板
の

京
伝
が
不
在
と
な
っ
て
、
必
死
に
立
て
直
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か｣

と
指
摘
し
て
お
り
、
首
肯
さ
れ
る
。
京
伝
作
品
は
、
京
伝
店
の
宣

伝
媒
体
と
も
な
っ
て
い
た
。
そ
の
宣
伝
は
京
山
の
作
品
中
で
も
な
さ
れ
て
き

た
が
、
主
人
な
き
後
の
京
伝
店
の
人
気
の
維
持
を
考
え
る
と
、
当
然

｢

京
伝

作｣

と
し
て
出
板
し
た
方
が
店
の
宣
伝
の
為
に
都
合
が
よ
か
っ
た
と
思
わ
れ
、

自
作
に
優
先
さ
せ
て
、『

腹
中
名
所
図
会』

の
よ
う
な
京
伝
遺
稿
作
を
出
板

し
た
こ
と
は
、
店
の
為
と
い
う
事
情
が
窺
え
る
。

そ
の
一
方
で
、
唯
一
の
刊
行
作
が

｢

戯
作｣

的
な
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
に

は
、｢

山
東
庵｣

と
い
う
看
板
を
背
負
う
戯
作
者
と
し
て
の
京
山
の
拘
り
が

存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
同
じ
く
京
山

が
京
伝
遺
稿
を
補
作
し
、
前
編
が
京
伝
作
、
後
編
が
京
山
作
と
し
て
刊
行
さ

れ
た

『

家
桜

い
へ
さ
く
ら

継
穂
之

つ
ぎ

ほ

の

鉢
植

は
ち
う
ゑ』

(

文
政
五
年
刊)

の
場
合
に
は
、
京
伝
没
後
に
板

元
か
ら
後
編
の
補
作
を
依
頼
さ
れ
た
が
断
っ
た
と
い
う
経
緯
が
自
序
に
記
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
刊
行
が
遅
れ
た
理
由
と
し
て
、
文
化
十
四
年
は
旅

に
出
て
い
て
、
そ
の
後
も
京
伝
店
の
再
建
で
忙
し
く
、
日
が
経
っ
て
し
ま
っ

た
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
例
は
、
板
元
か
ら
の
依
頼
で
あ
っ

た
と
し
て
も
断
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
単
に
京
伝
遺
稿
作
を

刊
行
す
る
と
い
う
話
な
ら
ば

『

腹
中
名
所
図
会』

以
外
に
も
選
択
肢
が
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
年
の
新
板
と
し
て

『

腹
中
名
所
図
会』

が
採

用
さ
れ
た
こ
と
は
、
積
極
的
な
選
択
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ

る
(�)

。こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
が
、『

戯
作
問
答』

と
同
じ
く
文
化
十
四
年
刊
行

の
京
山
作

『

二
人

ふ
た
り

若
衆

わ
か
し
ゆ

対
つ
い
の

紫
色

む
ら
さ
き』

の
口
絵
で
あ
る
。
本
作
の
口
絵
部
分
は
、

京
山
の
書
斎
に
赤
本
時
代
か
ら
人
気
の
あ
っ
た
化
け
物
や
、
京
伝
黄
表
紙
で

人
気
だ
っ
た
艶
二
郎
や
悪
玉
が
、
出
番
を
求
め
に
や
っ
て
く
る
と
い
う
内
容

と
な
っ
て
お
り
、
本
編
の
筋
と
は
関
係
が
な
い
こ
と
か
ら
京
伝
の
没
後
に
書
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か
れ
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

(�)

。
そ
の
文
中
に
艶
二
郎
の
台
詞
と
し
て
、

｢
お
な
じ
み
ふ
か
き
一
代
目
の
司
馬
全
交

(

し
ば
ぜ
ん
か
う)

、
お
名
の
高た

か

い
喜
三
二

き
さ
ん
じ

さ
ん
も
故こ

人じ
ん

と
な
ら
れ
、
頼た

の

み
に
思お

も

ふ
京
伝
子

(

し)

は
、
寄よ

つ

て
も
つ
か
れ
ぬ
骨
董
集

(

こ
つ
と
う
し
ふ)

、
近
年

真ま

面じ

目め

で
馬
が
あ
は
ず
。
戯け

作
で
ひ
ろ
め
た
山
東
の
看
板

か
ん
ば
ん

か
け
た
京
山
子

(

し)

、

昔む
か
しの

戯け

作
に
帰か

へ

す
へ
き
、
復
古

(

ふ
つ
こ)

の
心
が
あ
ら
ふ
な
ら
、
再

ふ
た
ゝ

び
世
に
出
る
善ぜ

ん

玉

し
い

(�)｣

と
あ
り
、｢
戯
作
で
ひ
ろ
め
た
山
東
の
看
板
か
け
た
京
山
子｣

と
い

う
部
分
か
ら
は
、
敵
討
物
が
席
巻
す
る
中
で
物
語
性
の
あ
る
作
品
を
手
掛
け

て
き
た
が
、
や
は
り
作
者
の
ブ
ラ
ン
ド

｢

山
東
庵｣

と
し
て
は

｢

戯
作｣

こ

そ
が
看
板
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
の

｢

山
東｣

の

｢

看
板｣
た
る

｢

戯
作｣

、
換
言
す
れ
ば
、｢

山

東
庵
の
戯
作｣

と
い
う
意
識
が
体
現
さ
れ
て
い
る
の
が
、『

戯
作
問
答』

・

『

腹
中
名
所
図
会』

と
い
う

｢

京
伝
戯
作｣
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

京
山
は
、
京
伝
作
品
の
魅
力
は
見
立
て
な
ど
の
趣
向
が
縦
横
無
尽
に
用
い

ら
れ
た
〈
絵
〉
に
あ
り
、
京
伝
ひ
い
て
は
山
東
庵
の
戯
作
の
真
骨
頂
は
、
そ

の
よ
う
な
〈
絵
〉
の
要
素
が
主
と
な
る
作
品
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
っ
た
評
価
が
、
見
立
て
な
ど
に
よ
る
〈
絵
〉
の
面

白
さ
が
と
り
わ
け
多
分
に
発
揮
さ
れ
た
寛
政
・
享
和
期
の
京
伝
黄
表
紙
を
、

｢

京
伝
戯
作｣

の
題
材
と
し
て
選
択
さ
せ
た
の
だ
と
推
察
さ
れ
る
。

ま
た
、
作
中
に

｢

ぎ
や
う
山｣

や

｢

半
道
庵｣

な
ど
京
山
を
想
起
さ
せ
る

人
物
を
登
場
さ
せ
る
に
は
、
物
語
性
の
あ
る
合
巻
よ
り
も

｢

黄
表
紙
風
の
合

巻｣

の
方
が
、
形
式
上
都
合
が
よ
か
っ
た
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。

『

身
持
扇』

が
刊
行
さ
れ
た
文
政
三
年
に
は
、｢

合
巻
絵
草
紙
一
件｣

の
主

導
者
で
あ
っ
た
永
田
備
後
守
が
前
年
四
月
に
死
去
し
た
こ
と
で
、
合
巻
体
裁

が
復
活
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
中
で
刊
行
さ
れ
た
本
作
は
、
既
述
し
た

通
り
全
編
を
通
じ
て
滑
稽
な

｢

黄
表
紙
風
の
合
巻｣

で
は
あ
る
が
、
後
編
に

は
京
伝
黄
表
紙
か
ら
の
取
材
は
見
ら
れ
ず
、
挿
絵
も
通
常
の
合
巻
と
同
様
の

も
の
で
あ
っ
た
。
本
作
中
に
は
前
後
編
と
も
に
芝
居
へ
ゆ
く
場
面
が
あ
り
、

そ
の
部
分
の
挿
絵
に
は
舞
台
の
様
子
が
役
者
似
顔
絵
の
人
物
と
と
も
に
描
か

れ
て
い
る
。
こ
の
場
面
は
筋
の
展
開
と
連
関
が
な
く
挿
入
さ
れ
て
い
る
印
象

を
受
け
る
の
で
、
合
巻
体
裁
が
復
活
し
華
や
か
な
作
柄
を
求
め
る
要
請
と
の

兼
ね
合
い
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
考
え
る
に
、
わ

ざ
わ
ざ
文
化
十
四
年
に
執
筆
し
た
草
稿
を
利
用
す
る
必
要
も
な
か
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
、
む
し
ろ

『

御
誂
染
長
寿
小
紋』

を
利
用
し
た
冒
頭
部
は
無
理
や

り
挿
入
さ
れ
て
い
る
感
が
否
め
な
い
の
で
あ
る
。

京
山
は
本
作
に
て
自
身
の
顔
を
京
伝
が
使
用
し
て
い
た
印

｢

巴
山
人｣

で

表
し
、
序
文
の

｢

山
東
庵
京
山｣

と
い
う
署
名
に
も

｢

巴
山
人｣

の
印
を
添

え
て
い
る
が
、
こ
の
行
為
は
、
事
実
上
京
伝
の
二
代
目
を
自
認
し
て
い
た
京

山
が
自
ら
そ
れ
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

(�)

。
穿
ち
す
ぎ

か
も
し
れ
な
い
が
、
い
よ
い
よ
正
式
に
二
代
目
の
巴
山
人
で
あ
る
こ
と
を
表

明
す
る
機
会
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、｢

京
伝
戯
作｣

と
し
て
執
筆
し
た

『

御
誂

染
長
寿
小
紋』

に
取
材
し
た
作
品
を
わ
ざ
わ
ざ
こ
こ
に
用
い
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

『

身
持
扇』

と
い
う
作
品
に
も
、
や
は
り

｢

巴
山
人｣

と
し
て
の

｢

山
東

庵
の
戯
作｣

へ
の
意
識
が
現
出
し
て
い
る
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
文
化
末
期
の
京
伝
・
京
山
の

｢

黄
表
紙
風
の
合
巻｣

の
分
析

を
通
じ
て
、
そ
れ
ら
の
作
品
は
京
山
が
企
画
・
編
集
し
た

｢

京
伝
戯
作｣

で

―��―



あ
り
、
一
連
の
行
為
か
ら
は
、
京
伝
亡
き
あ
と
の

｢

山
東
庵｣

(

お
よ
び

｢

京

伝
店｣)

を
継
承
し
盛
り
立
て
て
ゆ
く
様
子
が
看
取
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を

考
察
し
て
き
た
。
さ
ら
に
、｢

京
伝
戯
作｣

の
題
材
と
し
て
、｢

教
訓
見
立
て

も
の｣
の
黄
表
紙
が
採
用
さ
れ
て
い
る
点
に
は
、
〈
絵
〉
と
い
う
要
素
こ
そ

が
そ
の
真
髄
で
あ
る
と
い
う
、
京
山
の

｢

山
東
庵
の
戯
作｣

(｢

京
伝
戯
作｣)

に
対
す
る
意
識
が
垣
間
み
え
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。

京
伝
黄
表
紙
の
影
響
作
は
以
降
も
多
数
刊
行
さ
れ
て
ゆ
く
が
、
そ
の
範
囲

は
草
双
紙
な
ど
の
小
説
類
に
留
ま
ら
ず
、
浮
世
絵
と
い
う
媒
体
に
お
い
て
も

享
受
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
善
玉
悪
玉
の
他
、『

戯
作
問
答』

・『

腹

中
名
所
図
会』

・『

身
持
扇』

に
も
利
用
さ
れ
た
道
中
記
見
立
て
も
の
の
作
品

や

『

御
誂
染
長
寿
小
紋』

に
お
け
る
心
の
見
立
て
を
題
材
と
し
た
作
例
が
確

認
さ
れ
る
が
、
こ
う
い
っ
た
事
例
は
京
伝
黄
表
紙
に
お
け
る
〈
絵
〉
と
い
う

要
素
が
、
そ
れ
自
体
で
完
結
し
た
存
在
た
り
得
る
事
実
を
示
し
て
い
よ
う
。

黄
表
紙
の
挿
絵
が
絵
画
化
さ
れ
る
例
を
他
作
者
に
お
い
て
は
知
ら
ず
、
京
伝

黄
表
紙
の
享
受
に
は
、〈
絵
〉
が
も
つ
魅
力
や
普
遍
性
が
大
き
く
寄
与
し
て

い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
の
考
察
は
、
文
化
末
期
の
山
東
庵
に
よ
る

｢

黄
表
紙
風
の
合
巻｣

の
事
例
の
み
に
留
ま
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
京
伝
黄
表
紙
の
位
置
付
け
を
再
検

討
し
て
ゆ
く
上
で
、
作
品
の
享
受
と
〈
絵
〉
と
い
う
視
点
か
ら
の
事
例
研
究

に
関
し
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

【

注
】

(

１)

引
用
は
徳
田
武
校
注

『

近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類』

(

岩
波
書
店
、

二
〇
一
四
年)

に
拠
る
。

(

２)

こ
の
名
称
は
、
山
本
陽
史
氏
が

｢

山
東
京
伝
の

｢

抵
抗｣

―
寛
政
八

年
か
ら
文
化
三
年
ま
で
―｣

(『

応
用
言
語
学
研
究』

四
、
二
〇
〇
二
年
三

月)

に
て
、
提
唱
し
た
も
の
で
あ
る
。

(

３)

鈴
木
重
三

｢

合
巻
に
つ
い
て｣

(

文
化
講
座
シ
リ
ー
ズ
９
、
大
東
急

記
念
文
庫
、
一
九
六
一
年)

、�
木
元

｢

草
双
紙
の
十
九
世
紀
―
メ
デ
ィ

ア
と
し
て
の
様
式
―｣

(『

江
戸
読
本
の
研
究
―
十
九
世
紀
小
説
様
式
攷
―』

、

ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
五
年)

。

(

４)

三
馬
作
品
は
、
本
田
康
雄

『

式
亭
三
馬
の
文
芸』

(

笠
間
書
院
、
一

九
七
三
年)

棚
橋
正
博

『

式
亭
三
馬』

(

ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
七
年)

、

一
九
作
品
は
、
康
志
賢

｢

艶
二
郎
も
の
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
の
転
用
と
趣
向
―

十
返
舎
一
九
作
合
巻

『

色
男
大
安
売』

を
通
し
て
―｣

(『

国
語
国
文』

七

七
・
三
、
二
〇
〇
八
年
三
月)

参
照
。

(

５)
｢

式
亭
三
馬
の

｢

黄
表
紙
風
の
合
巻｣｣

(

吉
丸
雄
哉

『

式
亭
三
馬
と

そ
の
周
辺』

二
章
三
節
、
新
典
社
、
二
〇
一
一
年
。
初
出

『

国
語
国
文』

七
四
・
四
、
二
〇
〇
五
年
四
月)

。

(

６)

文
化
五
年
の

｢

合
巻
作
風
心
得
之
書｣

に
よ
る
影
響
で
刊
行
さ
れ
た

作
品
と
さ
れ
、
文
化
末
期
の
諸
作
と
は
作
柄
も
異
な
る
の
で
考
察
に
加
え

な
い
。

(

７)

佐
藤
至
子

｢

山
東
京
伝
の
合
巻

『

気
替
而
戯
作
問
答』

に
つ
い
て
―

京
山
に
よ
る
追
善
作
の
可
能
性
―｣

(『

語
文』

一
三
二
、
二
〇
〇
八
年
一

二
月)

。
以
下
本
稿
に
お
け
る
佐
藤
氏
の
言
説
は
、
本
論
文
に
拠
る
も
の

と
す
る
。

(

８)
林
美
一
校
訂

『

腹
筋
逢
夢
石』

(

江
戸
戯
作
文
庫
、
河
出
書
房
新
社
、

一
九
八
四
年)

、
津
田
眞
弓

『

山
東
京
山
年
譜
稿』

(

ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇

〇
四
年)

、
同『
江
戸
絵
本
の
匠

山
東
京
山』

(

新
典
社
、
二
〇
〇
五
年)

。

(

９)

山
本
陽
史｢
戯
作
者
の
晩
年
―
山
東
京
伝
の
戯
作
回
帰
―｣

(『

解
釈』

―��―



三
五
・
五
、
一
九
八
九
年
五
月)

。
以
下
本
稿
に
お
け
る
山
本
氏
の
言
説

は
本
論
文
に
拠
る
も
の
と
す
る
。

(

10)
先
行
研
究
に
て
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
典
拠
と
し
て
、
六
ウ
七
オ
の
絵
・

文
が

『
枯
木

か
れ
き
の

花は
な

大
悲

だ
い
ひ
の

利
益

り
や
く』

(

享
和
二
年
刊)

十
一
オ
を
利
用
し
て
い
る

点
、
一
四
ウ
一
五
オ
の
絵
が

『

弌
刻

い
つ
こ
く

価
あ
た
へ

万
両

ま
ん
り
や
う

回
春

く
わ
い
し
ゆ
ん

』
(

寛
政
十
年
刊)

に
基
づ
く
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

(

11)

小
池
藤
五
郎

『
山
東
京
傳
の
研
究』

(

岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
。

初
版
一
九
三
五
年)

、
水
野
稔

｢

京
伝
合
巻
の
研
究
序
説｣

(『

江
戸
小
説

論
叢』

、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年)

(

12)

注
８
津
田
前
掲
書

『

山
東
京
山
年
譜
稿』

(

13)

例
え
ば
、『

十
六
利
勘
略
縁
起』
は
自
序
に

｢

故
人
松
緑
羅
漢
に
扮

し｣

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
文
化
十
二
年
十
月
に
亡
く
な
っ
た
歌
舞
伎
役
者

初
代
尾
上
松
緑
の
追
善
作
と
見
ら
れ
る
。
佐
藤
氏
は
黄
表
紙

『

京
伝
主
十

六
利
勘』

を
利
用
し
た
の
は
、
松
緑
の
当
た
り
役
で
あ
っ
た
羅
漢
を
趣
向

に
据
え
て
い
る
か
ら
だ
と
し
、
追
善
作
と
し
て
刊
行
を
間
に
合
わ
せ
る
た

め
に
急
を
要
し
た
の
で
、
旧
作
の
焼
き
直
し
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
。

(

14)

引
用
は
、
都
立
中
央
図
書
館
特
別
文
庫
蔵
本

(

九
六-

二)

に
よ
る
。

本
稿
で
は
板
本
の
翻
刻
に
際
し
て
、
一
部
本
文
を
漢
字
に
改
め
、
適
宜
句

読
点
を
施
し
た
。

(

15)

内
田
保
広

｢｢

不
才｣

の
作
家
―
山
東
京
山
試
論
―｣

(

水
野
稔
編

『

近
世
文
学
論
叢』

、
明
治
書
院
、
一
九
九
二
年)

(

16)

引
用
は
、
上
田
市
立
上
田
図
書
館
花
月
文
庫
蔵
本

(

外
題

『

腹
の
内

名
所
図
会』

、[

二
一
六])

に
よ
る
。

(

17)

注
８
津
田
前
掲
書

『

江
戸
絵
本
の
匠

山
東
京
山』

。
以
下
本
稿
に

お
け
る
津
田
氏
の
言
説
は
、
特
に
断
り
が
な
い
場
合
は
本
書
に
拠
る
も
の

と
す
る
。

(

18)
｢

絵
入
読
本｣

の
広
告
文
の
引
用
は
、
注
８
津
田
前
掲
書

『

山
東
京

山
年
譜
稿』

に
拠
っ
た
。

(

19)

注
８
津
田
前
掲
書
、
同

｢

山
東
京
山
作

『

朧
月
猫
草
紙』

に
み
る
合

巻
の
本
文
と
戯
作
性｣

(『

江
戸
文
学』

三
五
、
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
六

年
一
二
月)

(

20)

注
８
津
田
前
掲
書

『

山
東
京
山
年
譜
稿』

(

21)

文
化
十
四
年
初
春
に
合
巻
の
高
価
さ
と
装
丁
の
華
美
に
対
す
る
咎
め

が
出
さ
れ
、
新
板
の
草
双
紙
は
一
時
発
売
停
止
と
な
り
、
翌
年
の
合
巻
は

五
丁
綴
じ
の
黄
表
紙
体
裁
で
の
発
売
と
な
っ
た
。

(

22)

引
用
は
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本

(

ヘ13-02378-34)

に
よ
る
。

(

23)

享
保
十
五
年
、
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
。
章
題
に
俚
諺
を
用
い
、
そ

れ
に
相
応
す
る
話
を
仕
立
て
た
短
編
集
。

(

24)

注
８
津
田
前
掲
書

『

山
東
京
山
年
譜
稿』

(

25)
｢

合
巻
絵
草
紙
一
件｣

の
影
響
に
よ
り
、
文
化
十
五
年
の
刊
行
物
は

黄
表
紙
的
な
内
容
を
持
つ
作
品
の
割
合
が
常
よ
り
多
く
な
っ
て
お
り

(

鳥

居
直
子

｢｢

合
巻
絵
草
紙
一
件｣

考｣
『

近
世
文
芸
研
究
と
評
論』

五
一
、

一
九
九
六
年
十
一
月
。
鳥
居
氏
は
、
規
制
は
内
容
に
関
す
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
が
、
黄
表
紙
体
裁
に
せ
よ
と
い
う
通
達
に
板
元
た
ち
が
過
敏
に
反

応
し
た
結
果
で
あ
る
と
指
摘
す
る)

、『

腹
中
名
所
図
会』

も
そ
の
状
況
に

適
合
し
た
作
品
で
あ
っ
た
と
い
う
側
面
は
あ
る
が
、
京
山
の
場
合
に
は
前

年
の
時
点
で

｢

京
伝
戯
作｣

を
宣
伝
し
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た

い
。
ま
た

｢
京
伝
戯
作｣

の
刊
行
が

『

腹
中
名
所
図
会』

の
み
を
も
っ
て

立
消
え
に
な
っ
た
理
由
と
し
て
、
文
政
二
年
に
は
多
少
規
則
が
緩
ま
っ
た

―��―



と
い
う
事
実
が
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
当
年
の
京
山
作
は
、『

桂
か
つ
ら

川が
わ

都
み
や
こ
の

聞
書

き
ゝ
が
き』

(

森
屋
治
兵
衛
板)

・『

隅
田

す
だ
の

春は
る

芸
者

げ
い
し
や

容
気

か
た
ぎ』

(

西
村
屋
与
八

板)
の
二
作
で
い
ず
れ
も
物
語
性
の
あ
る
合
巻
で
あ
る
。
両
板
元
と
も
同

年
に
一
九
の

｢

黄
表
紙
風
の
合
巻｣

を
刊
行
し
て
い
る
の
で
、
板
元
が
前

年
の
痛
手
を
取
り
戻
し
た
い
と
考
え
る
中
で
、
一
九
と
の
兼
ね
合
い
な
ど

も
あ
り
、
京
山
に
は
物
語
性
の
あ
る
合
巻
が
求
め
ら
れ
た
と
い
う
事
情
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(

26)

注
８
津
田
前
掲
書

『
江
戸
絵
本
の
匠

山
東
京
山』

(

27)

引
用
は
、
都
立
中
央
図
書
館
特
別
文
庫
蔵
本

(

九
三-

一
八)

に
拠

る
。

(

28)

注
８
津
田
前
掲
書

『

江
戸
絵
本
の
匠

山
東
京
山』

【

使
用
図
版
】

図
一
、
図
三『

戯
作
問
答』

、
都
立
中
央
図
書
館
特
別
文
庫
蔵
本(

九
六-

二)

、

国
文
学
研
究
資
料
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
資
料

(25-105-13)

図
二

『

怪
談
摸
摸
夢
字
彙』

、『

山
東
京
傳
全
集』

第
五
巻

(
ぺ
り
か
ん
社
、

二
〇
〇
九
年)

図
四
・
図
五
・
図
六

『

平
仮
名
銭
神
問
答』

、『

山
東
京
傳
全
集』
第
四
巻

(

ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
四
年)

図
七
、
図
九

『

腹
中
名
所
図
会』

、
上
田
市
立
上
田
図
書
館
花
月
文
庫
蔵
本

(

外
題

『

腹
の
内
名
所
図
会』

、[

二
一
六])

、
国
文
学
研
究
資
料
館
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
資
料

(92-39-4)

図
八

『

貧
富
両
道
中
之
記』

、『

山
東
京
傳
全
集』

第
三
巻

(

ぺ
り
か
ん
社
、

二
〇
〇
一
年)

図
十
、
図
十
二
、
図
十
三

『

御
誂
染
長
寿
小
紋』

、『

山
東
京
傳
全
集』

第
四

巻

(

ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
四
年)

図
十
一

『

身
持
扇』

、
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
早
稲
田
大
学
図
書
館
古
典

籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

(

ヘ13-02378-34)

【

付
記
】
図
版
の
掲
載
を
許
さ
れ
た
都
立
中
央
図
書
館
、
上
田
市
立
上
田
図

書
館
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

(

す
ず
き
・
な
お

千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
在
学)

―��―


