
一

「
西
鶴
独
吟
百
韻
自
註
絵
巻

（
注
１
）

」
は
元
禄
五
年
頃
の
成
立
と
推
定
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
西
鶴
晩
年
の
俳
諧
観
を
表
す
作
品
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
注

釈
は
、
近
藤
忠
義
氏

（
注
２
）

・
野
間
光
辰
氏
・
加
藤
定
彦
氏

（
注
３
）

に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
お
り

（
注
４
）

、

い
ず
れ
に
お
い
て
も
「
独
吟
百
韻
」
と
西
鶴
の
他
作
品
と
の
表
現
の
類
似
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

加
藤
氏
は
、
そ
の
作
品
解
説
〔
内
容
・
価
値
〕
の
中
で
、「
貞
享
元
年
（
一

六
八
四
）
の
『
大
矢
数
』
以
後
、
目
立
っ
た
俳
諧
活
動
を
し
て
い
な
」
か
っ
た

西
鶴
が
元
禄
四
年
の
『
俳
諧
石
車
』
に
よ
っ
て
再
び
活
動
を
再
開
さ
せ
て
い
る

こ
と
に
触
れ
、「
独
吟
百
韻
」
を
「
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
の
西
鶴
の
作
風
と
俳

諧
観
を
う
か
が
う
こ
と
の
出
来
る
無
二
の
資
料
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
続
け

て
、
発
句
か
ら
第
三
ま
で
の
自
註
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
、
こ
の
作
品
の
価

値
に
つ
い
て
の
説
明
を
以
下
の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
。

し
か
し
、
何
よ
り
も
目
立
つ
の
は
、
遊
女
・
役
者
を
評
判
し
た
部
分

で
、
自
注
の
範
囲
を
は
る
か
に
逸
脱
し
て
い
る
。
地
方
の
お
大
臣
に
島

原
や
道
頓
堀
の
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
、
西
鶴
の
も
っ
と
も
得
意
と

す
る
分
野
で
あ
り
、
効
き
目
の
あ
る
サ
ー
ビ
ス
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
他
、
彼
の
浮
世
草
子
と
共
通
す
る
素
材
・
趣
向
・
用
語
・
用
字
が
随

所
に
散
見
し
、
西
鶴
の
俳
諧
と
浮
世
草
子
の
関
係
を
考
え
る
上
で
極
め

て
興
味
深
い
。

加
藤
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
、「
独
吟
百
韻
」
の
自
註
に
は
「
浮
世
草
子
と
共

通
す
る
素
材
・
趣
向
・
用
語
・
用
字
が
随
所
に
」
見
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、「
独

吟
百
韻
」
の
注
釈
を
行
う
際
に
は
、
浮
世
草
子
の
用
例
と
の
比
較
検
討
が
必
要

不
可
欠
で
あ
る
。
浮
世
草
子
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
諸
氏
の
注
釈
に
お
い
て

既
に
多
く
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
十
分
と
は

い
え
な
い
。
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な
か
で
も
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
『
西
鶴
織
留
』（
元
禄
七
年
刊
、
以
下
『
織

留
』
と
略
す
）
と
「
独
吟
百
韻
」
と
の
関
係
は
、「
独
吟
百
韻
」
の
研
究
に
お

い
て
見
過
ご
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。『
織
留
』
の
研
究
に
お
い
て
「
独
吟
百
韻
」

の
用
例
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
独
吟
百
韻
」
の
該
当
箇
所
で

は
『
織
留
』
の
用
例
が
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
態
を
引
き
起
こ
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、「
独
吟
百
韻
」
の
研
究
が
い
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
現
状
を

露
呈
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

「
独
吟
百
韻
」
は
元
禄
五
年
頃
の
成
立
、『
織
留
』
は
元
禄
七
年
の
刊
行
で
あ

り
、
成
立
時
期
が
近
い
こ
と
も
あ
り
、「
独
吟
百
韻
」
の
解
釈
に
『
織
留
』
の

用
例
を
、『
織
留
』
の
解
釈
に
「
独
吟
百
韻
」
の
用
例
を
役
立
て
る
こ
と
が
で

き
る
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
両
者
に
共
通
・
対
応
す
る
語
句
を
比
較

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
鶴
が
ど
の
よ
う
な
認
識
や
論
理
を
も
っ
て
執
筆
し
た

か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
両
者
の
共
通
点
・
相
違
点
か

ら
見
え
て
く
る
も
の
は
、
単
な
る
趣
向
・
表
現
の
一
致
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
そ

れ
ぞ
れ
の
文
芸
の
拠
っ
て
立
つ
基
盤
を
示
唆
す
る
資
料
と
も
な
り
得
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
以
下
、
類
似
の
程
度
の
高
い
箇
所
を
例
示
し
て
検
討
す
る
。

二

「
独
吟
百
韻
」
第
三
十
六
句
か
ら
第
三
十
九
句
ま
で
を
見
て
み
る
と
次
の
よ

う
に
あ
る
。

第
三
十
六
句
　
　
太
夫
買
ふ
身
に
産
れ
替
ら
ん

第
三
十
七
句
　
恋
種
や
麦
も
朱
雀
の
野
は
見
よ
し

第
三
十
八
句
　
　
末
摘
花
を
う
ば
ふ
無
理
酒

第
三
十
九
句
　
和
七
賢
中
間
あ
そ
び
の
豊
也

こ
の
う
ち
、
第
三
十
七
句
「
恋
種
や
麦
も
朱
雀
の
野
は
見
よ
し
」
お
よ
び
第

三
十
八
句
「
末
摘
花
を
う
ば
ふ
無
理
酒
」
に
付
け
ら
れ
た
自
註
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
。
引
用
に
当
た
っ
て
は
、
第
三
十
七
句
の
自
註
を
1
か
ら
3
、
第
三
十

八
句
の
自
註
を
4
と
す
る
。
第
三
十
七
句
の
自
註
は
三
段
落
に
分
割
し
た
が
、

底
本
で
は
ひ
と
続
き
の
文
章
に
な
っ
て
お
り
、
省
略
し
た
部
分
は
な
い
。
本
文

に
は
二
種
類
の
線
を
施
し
た
。
傍
線
を
引
い
た
の
は
、「
独
吟
百
韻
」
と
『
織

留
』
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
語
句
で
あ
り
、
出
現
順
に
Ａ
か
ら
Ｆ
の
符
号
を
付

し
た
。
波
線
を
引
い
た
の
は
、
一
致
で
は
な
い
も
の
の
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ

る
語
句
で
あ
る
。

【
一
】「
独
吟
百
韻
」
第
三
十
七
句
お
よ
び
第
三
十
八
句

第
三
十
七
句
　
恋
種
や
麦
も
朱
雀
の
野
は
見
よ
し

1
爰
は
前
句
の
願
ひ
よ
り
、
色
里
の
移
り
を
付
よ
せ
し
。
い
や
し
き
野
原

の
麦
ま
で
も
よ
き
所
が
ら
に
し
て
、
絶

（
艶
）

し
世
の
詠
め
迚
、
花
も
月
も
物
い

は
ず
、
紅
葉
も
も
み
う
ら
に
お
と
り
、
白
雪
も
美
君
の
は
だ
へ
に
は
ま
け

し
。
ま
こ
と
は
い
き
た
花
崎
・
か
ほ
る
・
高
橋
・
野
風
・
左
門
・
金
太
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夫
・
家
隆
・
も
ろ
こ
し
ま
で
も
隠
れ
な
く
、
太
夫
職
に
そ
な
わ
り
し
風

俗
、
江
戸
は
は
づ
み
過
た
り
、
大
坂
は
ひ
な
び
た
り
、
兎
角
遊
女
は
Ａ
＿都

＿の
＿島
＿原

に
ま
す
花
な
し
。

2
町
屋
の
し
の
び
宿
、
お
ろ
せ
が
早
駕
籠
三
枚
が
た
に
て
い
そ
が
せ
Ｂ
＿丹

＿波
＿口

に
つ
け
ば
、
三
星
屋
に
お
り
て
す
ぐ
に
焼
印
の
紋
あ
る
大
編
笠
、
恋

を
ふ
か
D
C
と
か
ぶ
り
、
名
に
あ
る
末
社
に
神
楽
・
願
西
・
あ
ふ
む
・
乱

酒
、
こ
れ
ら
は
太
鼓
の
四
天
王
、
中
に
も
大
じ
ん
姿
の
あ
ら
は
れ
、
Ｃ
＿朱

＿雀
＿の
＿細
＿道

行
ば
、
大
門
よ
り
引
ふ
ね
女
郎
む
か
ひ
に
出
、
Ｄ
＿待
＿＿兼
＿B

を
見

せ
て
は
る
か
に
ま
ね
く
。

3
程
な
ふ
ち
か
ふ
な
れ
ば
、
太
鼓
女
郎
・
あ
げ
屋
の
か
ゝ
・
や
り
手
・
禿
・

下
男
、
君
一
人
に
女
郎
が
十
七
、
八
人
も
お
供
申
て
、
声
を
揃
へ
て
時
花
う

た
、
ひ
と
つ
も
魂
ひ
は
な
く
て
、
夢
と
も
現
と
も
我
覚
ず
、
お
せ
B
C
と
行

に
、
門
番
の
与
右
衛
門
か
し
こ
ま
り
、
出
口
の
さ
ご
も
け
い
は
く
申
。
此

里
の
生
あ
る
人
は
、
ひ
と
り
に
て
も
腰
か
ゞ
め
ぬ
は
な
し
。
よ
く
B
C
の

事
、
中
道

（
堂
）

寺
の
人
か
み
の
黒
犬
ま
で
も
お
B
を
見
し
り
て
さ
ん
た
す
る
。

そ
も
B
C
大
じ
ん
は
何
の
生
れ
替
り
が
成
物
ぞ
、
う
ら
や
ま
し
。
釈
迦
も

孔
子
も
、
此
道
に
は
と
ん
と
お
は
ま
り
成
べ
し
。

第
三
十
八
句
　
末
摘
花
を
う
ば
ふ
無
理
酒

4
あ
か
ぬ
は
此
里
の
朝
別
れ
、
身
を
し
の
ぶ
人
は
、
Ｅ
＿八
＿ツ
＿門
＿明

と
し
ら

せ
く
る
よ
り
か
な
し
く
、
出
口
の
茶
屋
の
素
湯
呑
て
、「
Ｆ
＿名
＿残
＿お
＿し
＿さ

＿は
＿朱
＿雀
＿の
＿細
＿道

」
と
う
た
〔
ひ
〕
し
も
耳
に
か
し
ま
し
く
、
宵
の
酒
持
こ

し
て
、
B
は
く
れ
な
ゐ
の
野
に
移
り
て
、
下
戸
の
あ
ら
は
れ
た
る
風
情
に

し
て
付
の
き
け
る
。
此
所
は
夜
る
の
編
笠
、
老
人
の
な
げ
づ
き
ん
、
替
つ

た
事
計
、
見
付
て
笑
ふ
人
な
し
。

こ
の
第
三
十
七
句
・
三
十
八
句
の
自
註
に
近
似
す
る
表
現
を
持
つ
章
が
『
織

留
』
巻
一
―
一
「
津
の
国
の
か
く
れ
里
」
で
あ
る
。

【
二
】『
織
留
』
巻
一
―
一
「
津
の
国
の
か
く
れ
里
」

我
里
よ
り
忍
び
駕
籠
を
い
そ
が
せ
、
Ａ
＿都
＿の
＿島
＿原

通
ひ
つ
の
れ
ば
、
す
こ

し
の
望
姓
残
り
す
く
な
く
成
て
、
身
上
あ
ぶ
な
く
、
二
親
な
げ
き
て
異
見

す
る
に
と
ま
ら
ず
。
有
時
約
束
し
て
、
丸
屋
の
七
左
衛
門
か
た
に
太
夫
の

吉
野
を
揚
置
、
つ
ね
よ
り
け
わ
し
く
六
枚
肩
に
て
の
ぼ
り
け
る
に
、
Ｂ
＿丹

＿波
＿口

に
て
夜
半
の
鐘
、
と
か
ふ
す
る
ま
に
Ｅ
＿八
＿つ
＿門
＿明

て
宵
よ
り
夢
見
し

客
、「
Ｆ
＿名
＿残
＿惜
＿さ
＿は
＿朱
＿雀
＿の
＿細
＿道

」
う
た
ひ
連
て
帰
る
。
我
は
今
来
て

太
夫
が
Ｄ
＿待
＿兼
＿B

見
る
も
、
恋
に
ふ
か
き
所
の
籠
れ
り
。

【
一
】
の
傍
線
及
び
波
線
を
引
い
た
語
句
を
手
が
か
り
に
【
一
】
と
【
二
】
を

そ
れ
ぞ
れ
分
析
し
、
二
つ
を
比
較
し
て
み
る
。
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【
一
】
の
1
は
、
付
合
と
第
三
十
七
句
そ
の
も
の
の
説
明
を
し
て
い
る
部
分

で
あ
り
、
太
夫
を
買
う
身
の
上
に
生
ま
れ
変
わ
り
た
い
と
い
う
「
前
句
の
」
太

鼓
持
の
「
願
ひ
」
か
ら
、「
色
里
」
の
様
子
を
付
寄
せ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。

続
く
2
・
3
で
は
、
詳
細
な
描
写
に
よ
っ
て
島
原
の
遊
廓
の
様
子
を
描
く
。
2

以
下
の
文
章
は
、
句
の
説
明
を
す
る
と
い
う
自
註
本
来
の
役
割
か
ら
は
外
れ
て

い
る
と
判
断
で
き
よ
う
。
2
・
3
は
必
要
不
可
欠
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
具
体
的
に
分
析
し
て
み
よ
う
。

1
で
は
、「
は
づ
み
過
」
ぎ
て
い
る
「
江
戸
」
や
、「
ひ
な
び
」
て
い
る
「
大

坂
」
と
比
較
し
て
、
遊
女
は
「
都
の
島
原
」
が
一
番
で
あ
り
、
島
原
に
通
う
途

中
の
「
い
や
し
き
野
原
の
麦
」
ま
で
も
が
素
晴
ら
し
く
見
え
る
、
と
述
べ
、「
恋

種
や
麦
も
朱
雀
の
野
は
見
よ
し
」
と
い
う
句
の
説
明
を
し
て
い
る
。

「
花
崎
・
か
ほ
る
・
高
橋
・
野
風
・
左
門
・
金
太
夫
・
家
隆
・
も
ろ
こ
し
」

と
い
う
島
原
を
代
表
す
る
八
人
の
遊
女
の
名
前
は
、「
都
の
島
原
」
の
具
体
的

イ
メ
ー
ジ
を
読
み
手
の
中
に
持
た
せ
、「
都
の
島
原
」
が
最
も
優
れ
て
い
る
こ

と
を
裏
付
け
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
遊
女
「
も
ろ
こ
し
」
の
名

前
は
そ
れ
以
下
に
続
く
文
に
も
掛
か
り
、
中
国
を
指
す
「
も
ろ
こ
し
」
の
意
味

も
含
ん
で
い
る
。
西
鶴
は
、「
花
崎
」
を
始
め
と
す
る
遊
女
の
評
判
が
日
本
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
中
国
に
ま
で
知
れ
渡
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
だ
。

「
兎
角
遊
女
は
都
の
島
原
に
ま
す
花
な
し
」
の
表
現
に
集
約
さ
れ
る
通
り
、
1

の
主
眼
は
、
島
原
こ
そ
が
日
本
随
一
の
色
里
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
証
明
す
る

点
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
を
証
明
す
る
こ
と
が
、
第
三
十
七
句

に
詠
ま
れ
た
、「
朱
雀
の
野
」
に
生
え
る
「
麦
」
ま
で
も
が
素
晴
ら
し
く
見
え

る
と
い
う
句
に
つ
い
て
の
答
え
に
な
る
。

2
で
は
、「
太
鼓
の
四
天
王
」
の
「
神
楽
・
願
西
・
あ
ふ
む
・
乱
酒
」
と
共

に
島
原
に
通
っ
て
い
く
大
臣
の
様
子
を
描
い
て
い
る
。
太
鼓
持
の
名
前
の
列
記

は
、
四
人
に
関
わ
る
具
体
的
な
出
来
事
の
導
入
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
で

は
大
臣
が
通
っ
て
い
く
様
子
を
詳
細
に
描
く
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。

続
く
3
で
は
、
大
臣
が
「
色
里
」
に
近
づ
い
た
時
点
か
ら
到
着
し
た
後
の
様

子
ま
で
を
描
き
、「
中
道

（
堂
）

寺
の
人
か
み
の
黒
犬
ま
で
も
」
が
顔
を
見
知
っ
て
い

る
ほ
ど
そ
の
大
臣
は
頻
繁
に
島
原
に
通
う
人
物
で
あ
る
と
す
る
。「
太
鼓
女
郎
・

あ
げ
屋
の
か
ゝ
・
や
り
手
・
禿
・
下
男
」
と
出
迎
え
の
人
々
も
加
え
、
さ
ら
に

は
「
門
番
の
与
右
衛
門
」
・
「
出
口
の
さ
ご
」
を
登
場
さ
せ
る
。
そ
の
出
迎
え

の
様
子
は
「
生
あ
る
人
は
、
ひ
と
り
に
て
も
腰
か
ゞ
め
ぬ
は
な
し
」
と
思
わ
せ

る
程
で
あ
る
。
最
後
は
「
釈
迦
も
孔
子
も
、
此
道
に
は
と
ん
と
お
は
ま
り
成
べ

し
。」
と
、
色
道
は
「
釈
迦
」
や
「
孔
子
」
の
よ
う
に
優
れ
た
人
物
で
あ
っ
て

も
必
ず
耽
溺
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
と
の
判
断
を
加
え
て
い
る
。

【
一
】
の
2
・
3
で
は
、
第
三
十
七
句
の
説
明
と
は
直
接
関
係
の
な
い
、
色

里
へ
と
通
う
男
の
姿
の
描
写
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
描
か
れ
る
男
の

姿
は
、【
二
】
の
男
の
姿
と
重
な
る
。

【
二
】
の
主
人
公
は
、「
つ
ね
よ
り
け
わ
し
く
六
枚
肩
」
で
、「
丹
波
口
」
に

向
か
い
、「
八
つ
門
明
」
の
知
ら
せ
を
聞
き
な
が
ら
遊
女
の
元
へ
と
急
ぐ
途
中

で
、「
名
残
惜
さ
は
朱
雀
の
細
道
」
と
謡
い
な
が
ら
帰
っ
て
行
く
男
と
す
れ
違
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う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
島
原
に
到
着
し
て
太
夫
の
「
待
兼
B
」
を
見
る
と
い

う
描
写
に
な
っ
て
い
る
。

1
〜
3
と
【
二
】
を
比
較
す
る
と
、
Ａ
「
都
の
島
原
」
・
Ｂ
「
丹
波
口
」
・
Ｄ

「
待
兼
B
」
と
い
う
三
つ
の
語
句
が
共
通
し
、
ま
た
、
傍
線
部
Ｆ
「
名
残
惜
さ
は

朱
雀
の
細
道
」
の
中
に
は
、
Ｃ
「
朱
雀
の
細
道
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

対
応
す
る
語
句
「
三
枚
が
た
」（【
一
】）
・
「
六
枚
肩
」（【
二
】）
が
見
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
は
島
原
を
描
く
場
合
に
普
通
に
使
用
さ
れ
、「
独
吟
百

韻
」
と
『
織
留
』
の
み
に
共
通
す
る
語
句
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
次
に
あ
げ

る
『
好
色
一
代
男
』
の
中
の
島
原
を
描
く
場
面
で
も
「
独
吟
百
韻
」
や
『
織

留
』
と
同
様
の
語
句
が
見
ら
れ
る
。

・
『
好
色
一
代
男
』
巻
六
―
五
「
詠
は
初
姿
」

姿
の
入
物
、
＿お
＿ろ
＿せ

が
い
そ
げ
ば
、
＿丹
＿波
＿口

の
初
朝
、
小
六
が
罷
出
て
、

御
慶
と
申
納
。
朱
雀
の
野
辺
近
く
、
は
や
鶯
の
初
音
と
い
ふ
太
夫
の
け
ふ

の
礼
を
見
い
で
は
と
、
＿出
＿口
＿の
＿茶
＿屋

に
腰
懸
な
が
ら
、
＿さ
＿ご

が
大
福
祝
ふ

て
「
三
度
御
ざ
り
ま
せ
い
と
の
、
お
使
誰
じ
や
」、「
鶴
屋
の
伝
左
か
た
よ

り
、
で
あ
ん
す
あ
ん
す
」
と
申
。

こ
の
『
好
色
一
代
男
』
の
用
例
の
よ
う
に
、「
お
ろ
せ
」
・
「
丹
波
口
」
・

「
出
口
の
茶
屋
」
・
「
さ
ご
」
と
い
っ
た
語
句
は
、
島
原
を
描
写
す
る
場
合
に

は
頻
繁
に
使
用
さ
れ
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、【
一
】
・
【
二
】
に
記
さ
れ

る
Ａ
「
都
の
島
原
」
・
Ｂ
「
丹
波
口
」
・
Ｃ
「
朱
雀
の
細
道
」
は
、
島
原
と
い

う
場
所
を
設
定
す
る
語
句
と
言
え
る
た
め
、
話
の
場
面
が
【
一
】
・
【
二
】
と

も
に
島
原
に
あ
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
一
致
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
Ｄ
「
待
兼
B
」
と
い
う
、
島
原
に
は
限
定
さ
れ
な
い
一
般
的
な
語

句
ま
で
も
が
「
独
吟
百
韻
」
に
も
『
織
留
』
に
も
共
通
す
る
こ
と
は
、
特
筆
す

べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
待
兼
B
」
と
い
う
語
句
は
、
西
鶴
作
品
の
中
で

も
「
独
吟
百
韻
」
と
『
織
留
』
巻
一
―
一
の
み
に
出
現
す
る
の
で
あ
る
。

「
待
兼
B
」
と
類
似
し
た
表
現
に
は
、
次
に
示
す
と
お
り
、「
待
B
」
や
「
待

か
ね
た
る
B
つ
き
」
が
あ
る

（
注
５
）

。

・
『
諸
艶
大
鑑
』
巻
四
―
一
「
縁
の
撮
取
は
今
日
」（
貞
享
元
年
刊
）

此
中
で
も
大
笑
ひ
し
て
、
そ
れ
よ
り
道
を
い
そ
ぐ
に
、
又
、
三
野
が
へ
り

の
酒
機
嫌
の
男
ど
も
、
無
分
別
に
ぬ
き
け
る
。
兎
角
夜
は
通
る
ま
じ
き
所

也
。
や
う
B
C
大
門
口
に
は
し
り
込
、
足
を
さ
だ
め
、
伊
勢
屋
の
久
左
衛

門
方
に
行
ば
、
皆
＿待
＿B

に
撥
音
を
や
め
、
二
階
よ
り
来
る
、
針
貫
の
藤

助
・
鈴
木
町
の
才
兵
衛
・
平
太
蜘
の
勘
八
、
其
外
お
か
し
ひ
中
間
の
若
ひ

者
ど
も
、
い
づ
れ
も
下
座
に
か
た
ま
る
。

・
『
色
里
三
所
世
帯
』
巻
下
―
第
一
「
恋
に
堪
忍
有
女
も
た
ず
」（
貞
享
五
年
刊
）

け
ふ
品
川
に
着
て
、
陰
陽
の
神
い
さ
め
、
鈴
の
森
を
跡
に
な
し
て
、
先
は

浅
草
そ
の
町
に
今
の
世
の
太
皷
も
ち
、
堀
貫
井
土
の
源
次
か
た
に
借
宿
。

い
ま
だ
馬
折
よ
り
亭
主
よ
び
出
し
、「
な
ん
ぢ
が
上
方
へ
書
中
に
て
の
幅
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見
る
事
只
今
な
り
。
か
た
D
C
に
馳
走
、
女
よ
り
外
は
な
し
。
魚
鳥
は
め

づ
ら
し
か
ら
ず
。」
と
皆
々
下
帯
か
き
か
へ
、「
今
夜
は
善
悪
に
か
ま
ひ
な

し
。
旅
く
た
び
れ
を
は
ら
す
ぶ
ん
也
。」
と
扨
も
＿待
＿か
＿ね
＿た
＿る
＿B
＿つ
＿き

、

「
夜
明
た
れ
ば
な
る
事
也
。
す
こ
し
の
堪
忍
し
給
へ
」
と
い
ふ
。

こ
れ
ら
の
用
例
の
よ
う
に
、「
待
B
」
や
「
待
か
ね
た
る
B
つ
き
」
は
島
原

以
外
の
場
所
に
つ
い
て
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
待
兼
B
」
が

ど
ち
ら
も
島
原
を
描
く
「
独
吟
百
韻
」（【
一
】）
と
『
織
留
』（【
二
】）
に
の
み

出
現
す
る
こ
と
は
、
二
作
品
の
近
似
を
強
く
印
象
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。

続
く
4
と
【
二
】
に
共
通
す
る
語
句
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
Ｅ

「
八
ツ
門
明
」
は
、
島
原
の
門
が
開
く
知
ら
せ
が
来
る
時
間
で
あ
る
た
め
、
先

に
挙
げ
た
Ａ
「
都
の
島
原
」
・
Ｂ
「
丹
波
口
」
・
Ｃ
「
朱
雀
の
細
道
」
と
同
じ

く
、
共
通
の
場
面
設
定
か
ら
生
じ
る
語
句
の
一
致
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
Ｆ
「
名
残
お
し
さ
は
朱
雀
の
細
道
」
は
、「
当
世
投
節
」
に
見
ら
れ

る
歌
の
一
節
で
あ
り
、
西
鶴
の
他
の
作
品
で
も
、
島
原
か
ら
帰
る
客
が
こ
の
歌

を
歌
っ
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
加
藤
氏
が
第
三
十
八
句
と
自
註
に
つ
い
て
の

「
参
考
」
と
し
て
掲
げ
た
「
出
口
の
門
よ
り
は
や
引
懸
、
飲
懸
、
な
ご
り
を
し

さ
は
朱
雀
の
細
道
す
ぎ
て
」（
好
色
一
代
男
・
八
・
一
）、「
そ
も
B
C
の
野
秋

に
か
ゝ
り
、
名
残
を
し
さ
は
朱
雀
の
細
道
、
と
う
と
ふ
た
る
、
恋
草
の
朝
露
踏

て
」（
西
鶴
俗
つ
れ
D
C
・
五
・
一
）
に
も
見
え
る
通
り
、
島
原
の
朝
に
ふ
さ

わ
し
い
文
句
取
り
と
い
え
よ
う
。
加
藤
裕
一
氏
は
、『
織
留
』
の
注
釈
書
で
、

【
二
】
の
「
名
残
惜
さ
は
朱
雀
の
細
道
」
に
つ
い
て
頭
注
を
施
し
、「
独
吟
百

韻
」
に
も
用
例
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（
注
６
）

。

し
か
し
、「
独
吟
百
韻
」
第
三
十
七
句
と
第
三
十
八
句
の
二
つ
の
句
及
び
自

註
に
わ
た
っ
て
見
ら
れ
る
Ａ
か
ら
Ｆ
の
語
句
が
、『
織
留
』
巻
一
―
一
の
一
部

分
に
集
中
し
て
見
ら
れ
、
同
じ
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
他
作
品
と
の

類
似
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
考
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、『
織
留
』
と
の
語
句
の
一
致

は
特
筆
に
値
す
る
。

三

以
上
の
よ
う
に
、
第
三
十
七
・
三
十
八
句
の
自
註
に
見
ら
れ
る
語
句
と
『
織

留
』
巻
一
―
一
に
見
ら
れ
る
語
句
と
の
顕
著
な
一
致
を
確
認
で
き
た
。
島
原
を

描
く
場
面
で
の
重
要
語
句
を
複
数
含
み
、
さ
ら
に
「
待
兼
B
」
と
い
う
語
句
ま

で
も
が
共
通
す
る
点
で
、
両
者
の
近
接
は
明
ら
か
で
あ
る
。

で
は
、【
一
】
と
【
二
】
と
の
違
い
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
共
通
す
る
語
句
を
複

数
持
ち
な
が
ら
も
、
決
し
て
同
じ
表
現
に
は
な
っ
て
い
な
い
。「
独
吟
百
韻
」

で
は
、
夜
に
島
原
に
向
か
う
大
臣
と
、
朝
に
な
っ
て
赤
い
顔
に
な
っ
て
帰
る
客

と
に
分
け
て
描
き
、『
織
留
』
で
は
、
主
人
公
の
男
を
「
八
つ
門
明
」
頃
に
島

原
に
到
着
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
朝
に
な
っ
て
帰
っ
て
行
く
客
と
の
す
れ
違
い

を
描
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
視
点
を
切
り
替
え
な
が
ら
詠
ま
れ
て
い
る

「
独
吟
百
韻
」
と
、
一
人
の
中
心
人
物
の
視
点
に
沿
っ
て
描
写
さ
れ
て
い
る
『
織

留
』
と
い
う
作
品
の
特
性
か
ら
生
じ
る
表
現
の
相
違
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
表
現
の
細
部
に
気
を
配
っ
て
見
て
み
る
と
、「
独
吟
百
韻
」
で
は
、

波
線
部
「
三
枚
が
た
」
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、『
織
留
』
で
は
、
波
線
部

「
六
枚
肩
」
と
な
っ
て
い
る
。「
三
枚
が
た
」
で
も
、
島
原
に
急
ぐ
男
の
様
子

は
、
十
分
に
表
現
で
き
よ
う
。【
一
】
の
2
に
あ
る
Ｂ
「
丹
波
口
」
に
つ
い
て
、

近
藤
氏
が
、

人
倫
訓
蒙
図
彙
七
に
「
丹
波
口
の
茶
屋
、
此
所
は
色
里
に
通
ふ
男
、
＿三
＿枚

＿肩
＿四
＿枚
＿肩
＿の
＿お
＿ろ
＿せ
＿に
＿足
＿を
＿早
＿め

、
空
を
飛
ぶ
が
如
く
に
駈
け
り
、
茶
屋

近
く
な
り
ぬ
れ
ば
、
六
尺
ひ
と
り
先
へ
走
り
、
茶
屋
の
表
と
ほ
り
さ
ま

に
、
誰
様
御
出
で
と
伝
ふ
れ
ば
、
内
よ
り
よ
う
御
出
で
と
言
ふ
よ
り
早
く
、

焼
印
の
編
笠
持
ち
来
り
ぬ
云
々
」。
丹
波
街
道
の
入
口
に
在
る
茶
屋
町

と
指
摘
す
る
と
お
り
、「
三
枚
が
た
」
で
島
原
の
丹
波
口
へ
と
急
ぐ
の
は
当
た

り
前
の
光
景
と
言
っ
て
も
よ
い
。

し
か
し
、【
二
】
の
主
人
公
の
男
は
、「
つ
ね
よ
り
け
わ
し
く
六
枚
肩
」
で
、

「
丹
波
口
」
に
向
か
い
、「
八
つ
門
明
」
の
知
ら
せ
を
聞
い
て
「
名
残
惜
さ
は
朱

雀
の
細
道
」
と
謡
い
な
が
ら
帰
る
男
と
す
れ
違
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
島
原

に
到
着
し
て
太
夫
の
「
待
兼
B
」
を
見
る
と
い
う
描
写
に
な
っ
て
い
る
。
野
間

光
辰
氏
が
『
織
留
』
の
注
釈
書
で
【
二
】
の
「
六
枚
肩
」
に
つ
い
て
、

前
棒
・
後
棒
の
外
に
、
手
替
り
の
人
数
を
加
え
て
三
枚
肩
・
四
枚
肩
・
六

枚
肩
な
ど
と
い
う
。
二
代
男
、
六
ノ
五
「
此
里
（
島
原
）
は
早
駕
籠
、
大

坂
よ
り
四
枚
肩
は
廿
四
匁
の
定
ま
り
、
難
波
の
暮
の
七
つ
に
乗
出
し
、
西

嶋
の
四
つ
門
さ
ゝ
ぬ
内
に
請
合
飛
す
也
。
又
六
枚
が
た
は
卅
六
匁
、
是
は

日
暮
よ
り
二
時
に
、
十
里
半
の
道
を
行
事
ぞ
か
し
」。

と
頭
注
を
施
し
て
い
る

（
注
７
）

こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、「
六
枚
肩
」
で
島
原
に

向
か
う
に
は
、
三
枚
肩
・
四
枚
肩
よ
り
は
る
か
に
費
用
が
か
か
っ
た
。

『
織
留
』
に
お
い
て
、
普
通
と
は
違
い
「
六
枚
肩
」
で
急
ぐ
と
設
定
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
主
人
公
の
男
が
大
金
を
使
っ
て
島
原
へ
急
ぐ
様
子
を
強
調
す
る

こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。「
三
枚
が
た
」
か
ら
「
六
枚
肩
」
へ
と
数
を
増
や

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
男
の
遊
び
に
対
す
る
打
ち
込
み
具
合
を
さ
り
げ
な
く
表
現

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。「
三
枚
が
た
」
の
常
識
が
基
盤
と
し
て
あ
っ
て
、
そ

の
上
で
「
六
枚
肩
」
と
強
調
し
て
見
せ
る
と
こ
ろ
に
西
鶴
の
ひ
そ
や
か
な
工
夫

が
あ
っ
た
。四

次
に
第
三
十
句
「
小
判
拝
め
る
時
も
有
け
り
」
を
見
て
み
よ
う
。
参
考
と
し

て
第
二
十
九
句
か
ら
第
三
十
一
句
ま
で
の
句
の
み
を
掲
げ
る
。

第
二
十
九
句
　
住
替
て
不
破
の
関
や
の
瓦
葺

第
三
十
句
　
　
　
小
判
拝
め
る
時
も
有
け
り
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第
三
十
一
句
　
堀
当
て
哀
れ
棺
桶
の
形
消
へ

第
三
十
句
に
は
以
下
の
よ
う
な
自
註
が
付
さ
れ
て
い
る
。
引
用
に
あ
た
っ
て

は
、「
独
吟
百
韻
」
と
『
織
留
』
に
共
通
す
る
語
句
を
四
角
で
囲
み
、
両
作
品

に
お
い
て
対
応
す
る
部
分
に
傍
線
を
施
し
た
（
以
下
、【
四
】
か
ら
【
六
】
の

引
用
も
こ
れ
に
準
ず
る
）。

【
三
】「
独
吟
百
韻
」
第
三
十
句

第
三
十
句
　
小
判
拝
め
る
時
も
有
け
り

＿近
＿年
＿、＿世
＿の
＿人
＿、＿そ
＿れ
＿B
＿C
＿に
＿奢
＿り
＿て
＿、＿衣
＿食
＿住
＿の
＿三
＿つ
＿の
＿外
＿に
＿十
＿A
＿香

＿の
＿会
＿、
＿楊
＿弓
＿の
＿あ
＿そ
＿び
＿、
＿立
＿花
＿、
＿能
＿は
＿や
＿し
＿、
＿面
＿々
＿の
＿竈
＿将
＿軍
＿、
＿我
＿広

＿庭
＿に
＿御
＿所
＿車
＿を
＿拵
＿へ
＿て
＿の
＿遊
＿楽
＿も
＿外
＿よ
＿り
＿と
＿が
＿む
＿る
＿な
＿し

。
む
か
し
、

黄
金
い
た
ゞ
か
せ
け
れ
ば
、
大
か
た
な
る
病
ひ
は
な
を
り
け
る
、
と
也
。

こ
の
自
註
は
、
十
A
香
・
楊
弓
・
立
花
・
能
・
囃
子
の
諸
芸
を
、「
小
判
拝

め
る
時
も
有
け
り
」
か
ら
連
想
し
て
世
の
人
の
奢
り
の
象
徴
と
し
て
掲
げ
て
い

る
。
自
註
の
冒
頭
は
「
近
年
、
世
の
人
」
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
前
句
「
住
替

て
不
破
の
関
や
の
瓦
葺
」
か
ら
の
付
合
を
説
明
す
る
訳
で
も
な
く
、「
小
判
拝

め
る
時
も
有
け
り
」
と
い
う
句
の
説
明
を
し
て
い
る
訳
で
も
な
い
。
よ
っ
て
、

第
三
十
句
の
自
註
は
、
本
来
の
役
割
か
ら
外
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

自
註
に
掲
げ
ら
れ
る
諸
芸
は
、
加
藤
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、『
織
留
』

巻
三
―
二
「
芸
者
は
人
を
そ
し
り
の
種
」
に
も
、
順
番
は
前
後
す
る
も
の
の

「
近
年
」
の
人
々
の
「
奢
る
心
」
の
象
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

【
四
】『
織
留
』
巻
三
―
二
「
芸
者
は
人
を
そ
し
り
の
種
」

＿人
＿間
＿の
＿第
＿一
＿は
＿、
＿筆
＿道
＿修
＿行
＿の
＿後
＿、
＿学
＿文
＿の
＿外
＿な
＿し
＿。
＿今
＿の
＿世
＿の
＿人
＿心
＿、

＿分
＿限
＿相
＿応
＿よ
＿り
＿高
＿う
＿と
＿ま
＿り
＿、
＿鞠
＿場
＿の
＿柳
＿陰
＿に
＿日
＿を
＿暮
＿し
＿、
＿九
＿損
＿一
＿徳
＿に

＿早
＿足
＿が
＿き
＿け
＿ば
＿と
＿て
＿、
＿別
＿の
＿事
＿な
＿し

。
闇
き
夜
は
挑
灯
も
た
せ
て
静
に
行

ば
、
溝
へ
は
は
ま
ら
ぬ
物
也
。
殊
更
楊
弓
、
官
女
の
業
な
り
。（
中
略
）

十
A
香
は
い
よ
B
C
福
徳
そ
な
は
れ
る
隙
人
の
花
車
あ
そ
び
、
是
聞
分
る

鼻
に
て
食
の
こ
げ
る
を
聞
出
し
、
釜
の
下
の
薪
を
ひ
か
す
れ
ば
、
始
末
の

種
に
も
成
ぞ
か
し
。
茶
の
湯
は
道
具
に
た
よ
れ
ば
、
中
々
貧
者
の
成
が
た

し
。（
中
略
）
又
能
は
や
し
、
乱
・
道
成
寺
ま
で
伝
受
し
て
、
其
身
太
夫

に
望
み
な
く
、
素
人
芸
に
は
用
な
し
。
耳
ぢ
か
き
こ
う
た
ひ
覚
え
て
、
近

所
の
祝
言
ぶ
る
ま
ひ
の
間
に
あ
は
す
れ
ば
済
事
な
り
。（
中
略
）
立
花
は
、

宮
御
門
跡
が
た
の
御
手
業
な
り
。
野
辺
遠
き
四
季
の
草
花
、
品
々
を
見
給

は
ぬ
人
の
た
め
に
、
深
山
木
の
松
・
柏
、
し
ば
人
の
手
に
か
ゝ
る
を
集
め

て
あ
そ
ば
さ
れ
し
に
、
＿近
＿年

い
づ
れ
も
＿奢
＿る
＿心

よ
り
用
捨
せ
ず
、
継
木
の

椿
を
も
ぎ
取
、
鉢
植
の
梅
も
ど
き
を
引
切
、
霊
地
の
荷
葉
を
折
せ
、
神
山

の
杉
を
と
り
よ
せ
、
我
ま
ゝ
の
ふ
る
ま
ひ
、
草
木
心
な
き
に
し
も
あ
ら

ず
、
花
の
う
ら
み
も
深
か
る
べ
し
。
是
只
一
日
の
詠
め
、
世
の
費
な
り
。

扨
又
小
商
人
の
碁
・
将
棋
、
侍
の
三
味
線
、
町
人
の
兵
法
、
出
家
の
浄
留
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利
、
百
性
の
諸
礼
が
た
、
是
皆
よ
し
な
し
。
世
間
に
此
類
あ
ま
た
有
。

こ
こ
で
は
、
人
間
が
本
来
第
一
と
す
べ
き
も
の
は
、
筆
道
修
業
で
あ
り
学
文

の
他
に
は
な
い
は
ず
な
の
に
、
近
年
に
お
い
て
人
々
は
分
不
相
応
に
諸
芸
に
熱

中
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
に
「
独
吟
百
韻
」
で
も
あ
げ

ら
れ
て
い
た
「
楊
弓
・
十
A
香
・
能
は
や
し
・
立
花
」
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。「
奢
る
心
」
が
あ
る
か
ら
こ
そ
人
々
は
諸
芸
に
打
ち
込
む
の
だ
と
い
う

西
鶴
の
考
え
は
、
特
殊
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
分
不
相
応

に
過
ご
す
人
々
の
具
体
的
遊
び
と
し
て
、
楊
弓
・
十
A
香
・
能
は
や
し
・
立
花

が
「
独
吟
百
韻
」
と
『
織
留
』
に
共
通
す
る
の
は
大
変
興
味
深
い
。
他
の
浮
世

草
子
と
の
語
句
の
一
致
の
レ
ベ
ル
と
比
較
す
る
と
そ
の
違
い
は
一
目
瞭
然
で

あ
る
。

・
『
本
朝
二
十
不
孝
』
巻
五
―
三
「
無
用
の
力
自
慢
」（
貞
享
三
年
刊
）

爰
に
、
高
松
の
荒
磯
と
名
乗
て
、
力
ば
か
り
を
自
慢
し
て
昨
今
取
出
の

男
、
丸
亀
や
の
才
兵
衛
と
て
歴
々
の
町
人
、
両
替
見
世
出
し
、
世
間
に
し

れ
た
る
者
に
は
、
慰
な
が
ら
是
は
似
合
ざ
り
き
。「
そ
れ
、
人
の
＿も
＿て
＿あ

＿そ
＿び

に
は
＿琴
＿碁
＿書
＿画
＿の
＿外
＿に
＿茶
＿の
＿湯
＿・
＿鞠
＿・
＿楊
＿弓
＿・
＿謡
＿な
＿ど

聞
よ
し
。
な

ん
ぞ
や
裸
身
と
な
り
て
、
五
体
あ
ぶ
な
き
勝
負
、
さ
り
と
は
宜
し
か
ら

ず
。
自
今
是
を
止
て
よ
き
友
に
ま
じ
は
り
、
四
書
の
素
読
な
ら
へ
」
と
、

親
仁
、
分
別
ら
し
き
異
見
。

こ
の
用
例
は
、
世
間
一
般
の
諸
芸
に
つ
い
て
記
述
し
た
形
に
は
な
っ
て
い
な

い
が
、
登
場
人
物
に
「
人
の
も
て
あ
そ
び
に
は
琴
碁
書
画
の
外
に
茶
の
湯
・

鞠
・
楊
弓
・
謡
な
ど
」
が
良
い
、
と
発
言
さ
せ
て
い
る
。「
も
て
あ
そ
び
」
の

例
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、「
独
吟
百
韻
」
と
は
一
致
し
て
い
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、「
独
吟
百
韻
」（【
三
】）
と
『
織
留
』
巻
三
―
二
（【
四
】）

で
は
、「
楊
弓
・
十
A
香
・
能
は
や
し
・
立
花
」
と
い
う
共
通
語
句
が
奢
っ
た

人
々
の
遊
び
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
共
通
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
両
者
の
類
似
の
程
度
が
高
い
と
判
断
で
き
よ
う
。

五

さ
ら
に
『
織
留
』
巻
三
―
二
を
読
み
進
め
て
い
く
と
、「
独
吟
百
韻
」
と
の

明
ら
か
な
一
致
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。【
四
】
に
直
接
続
く
部
分
は
、

以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

【
五
】『
織
留
』
巻
三
―
二
「
芸
者
は
人
を
そ
し
り
の
種
」

さ
れ
ば
＿和
＿歌
＿は
＿和
＿朝
＿の
＿風
＿俗
＿に
＿し
＿て
＿、
＿う
＿ぐ
＿ひ
＿す
＿・
＿蛙
＿ま
＿で
＿も
＿其
＿声
＿其
＿す

＿が
＿た
＿な
＿り
＿。
＿い
＿は
＿ん
＿や
＿生
＿あ
＿る
＿人
＿の
＿、
＿此
＿心
＿ざ
＿し
＿な
＿く
＿て
＿有
＿べ
＿か
＿ら
＿ず
＿。

＿時
＿に
＿連
＿歌
＿の
＿掟
＿を
＿ゆ
＿る
＿が
＿せ
＿に
＿し
＿て
＿俳
＿諧
＿と
＿い
＿ふ
＿も
＿、
＿こ
＿れ
＿歌
＿道
＿の
＿一
＿体

＿な
＿り
＿。
＿む
＿か
＿し
＿は
＿世
＿を
＿隙
＿に
＿な
＿す
＿人
＿、
＿あ
＿る
＿ひ
＿は
＿神
＿主
＿、
＿又
＿は
＿武
＿士
＿の

＿も
＿て
＿あ
＿そ
＿び
＿に
＿し
＿て
＿有
＿け
＿る
＿を
＿、
＿ち
＿か
＿き
＿年
＿世
＿上
＿に
＿は
＿や
＿り
＿過
＿、
＿人
＿の
＿め

＿し
＿つ
＿か
＿ひ
＿の
＿小
＿者
＿・
＿下
＿女
＿ま
＿で
＿も
＿い
＿た
＿さ
＿ぬ
＿と
＿い
＿ふ
＿事
＿な
＿し

。（
中
略
）
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扨
下
座
よ
り
宗
匠
を
さ
し
を
き
、
平
連
衆
よ
り
さ
し
合
の
吟
味
、
是
法
に

な
き
事
な
り
。
つ
ら
B
C
お
も
ふ
に
、
点
者
愚
に
し
て
徳
の
な
き
ゆ
へ
な
り
。

作
者
の
貧
福
に
か
ま
は
ず
、
ま
こ
と
を
さ
ば
く
を
ま
こ
と
の
宗
匠
な
り
。

＿ま
＿こ
＿と
＿に
＿和
＿歌
＿の
＿は
＿し
＿く
＿れ
＿な
＿る
＿俳
＿諧
＿さ
＿へ
＿、
＿か
＿く
＿す
＿た
＿り
＿ゆ
＿け
＿ば
＿、
＿ま

＿し
＿て
＿や
＿外
＿の
＿諸
＿芸
＿の
＿師
＿匠
＿も
＿、
＿是
＿に
＿な
＿ぞ
＿ら
＿へ
＿て
＿し
＿る
＿べ
＿し
＿。
＿さ
＿り
＿と
＿て

＿は
＿か
＿し
＿こ
＿過
＿て
＿、
＿今
＿う
＿た
＿て
＿の
＿人
＿心
＿に
＿は
＿な
＿れ
＿り

。

先
に
【
四
】
で
確
認
し
た
よ
う
に
、『
織
留
』
巻
三
―
二
で
は
様
々
な
諸
芸

の
廃
れ
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
実
は
後
半
の
記
述
の
大
部
分
は
俳
諧

の
廃
れ
に
費
や
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
巻
三
―
二
の
諸
芸
の
廃
れ
を
論

じ
る
際
の
重
点
は
俳
諧
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

【
五
】
に
お
い
て
四
角
で
囲
ん
だ
語
句
は
、「
独
吟
百
韻
」
の
序
に
も
見
え

る
。
第
三
十
句
の
自
註
と
共
通
す
る
語
句
を
持
つ
章
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
『
織
留
』
巻
三
―
二
、
そ
の
中
で
重
点
を
置
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
部
分

が
、「
独
吟
百
韻
」
全
体
を
統
御
す
る
序
文
と
も
一
致
す
る
の
を
看
過
す
る
こ

と
は
出
来
な
い
。「
独
吟
百
韻
」
の
序
を
見
て
み
よ
う
。

【
六
】「
独
吟
百
韻
」
序

＿和
＿歌
＿は
＿和
＿国
＿の
＿風
＿俗
＿に
＿し
＿て
＿、
＿八
＿雲
＿立
＿御
＿国
＿の
＿神
＿代
＿の
＿む
＿か
＿し
＿よ
＿り
＿今
＿に

＿長
＿く
＿伝
＿て
＿、
＿世
＿の
＿も
＿て
＿あ
＿そ
＿び
＿と
＿ぞ
＿な
＿れ
＿り
＿。
＿其
＿は
＿し
＿く
＿れ
＿迚
＿、
＿俳
＿諧
＿は

＿そ
＿も
＿B
＿C
＿勢
＿州
＿山
＿田
＿の
＿住
＿、
＿風
＿月
＿長
＿者
＿荒
＿木
＿田
＿氏
＿守
＿武
＿よ
＿り
＿は
＿じ
＿め
＿て
＿、

＿山
＿崎
＿の
＿一
＿夜
＿庵
＿の
＿法
＿師
＿、
＿今
＿の
＿都
＿の
＿松
＿永
＿氏
＿貞
＿徳
＿、
＿中
＿古
＿の
＿道
＿を
＿広
＿め
＿給

＿へ
＿り
＿。

其
後
、
難
波
の
梅
翁
先
師
、
当
流
の
一
体
、
た
と
へ
ば
富
士
の
け

ぶ
り
を
茶
釜
に
仕
掛
、
湖
を
手
だ
ら
ひ
に
見
立
、
目
の
覚
め
た
る
作
意
を

俳
道
と
せ
ら
れ
し
。
付
か
た
は
、
梅
に
鶯
、
紅
葉
に
鹿
、
ふ
る
き
を
以
是

新
し
き
句
作
り
也
。
時
に
俳
風
、
当
世
の
す
が
た
を
百
韻
の
一
巻
、
菊
は

ち
と
せ
の
色
酒
、
ひ
と
つ
な
る
口
に
ま
か
せ
侍
る
に
、
上
戸
な
ら
ず
下
戸

な
ら
ず
、
此
間
を
よ
し
と
見
定
め
つ
か
ふ
ま
つ
り
て
さ
し
あ
げ
け
る
。
我

ひ
と
り
の
機
嫌
に
し
て
う
た
ひ
け
る
は
千
秋
楽
。

難
波
俳
林
　
松
寿
軒
　
西
鶴

「
和
朝
（
和
国
）
の
風
俗
」
で
あ
る
和
歌
の
流
れ
を
汲
む
「
俳
諧
」
を
「
は

し
く
れ
」
・
「
も
て
あ
そ
び
」
と
い
う
語
句
を
使
用
し
な
が
ら
説
明
し
て
い
る

点
が
【
五
】
・
【
六
】
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
。

俳
諧
を
和
歌
の
流
れ
を
汲
む
文
芸
と
位
置
づ
け
て
説
明
す
る
こ
と
は
決
し
て

特
異
な
こ
と
で
は
な
い
。
野
間
氏
・
加
藤
氏
と
も
に
「
其
は
し
く
れ
迚
」
に
施

し
た
頭
注
で
『
天
水
抄
』（
松
永
貞
徳
著
　
寛
永
二
十
一
年
識
）
を
指
摘
す
る

の
も
、
そ
れ
故
で
あ
る
。

・
野
間
氏
頭
注

「
天
水
抄
」「
不
慮
に
此
ご
ろ
誹
諧
は
や
り
て
、
都
鄙
の
老
若
心
を
慰
む
と

見
へ
た
り
。
定
て
上
古
の
歌
仙
と
を
く
末
代
を
か
ん
が
み
て
、
誹
諧
と

（
マ
マ
）名
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を
歌
の
雑
体
に
い
れ
て
残
置
れ
し
と
見
へ
た
り
」。

・
加
藤
氏
頭
注

「
誹
諧
も
和
歌
の
一
体
也
」（
天
水
抄
・
一
）。

た
し
か
に
『
天
水
抄
』
と
「
独
吟
百
韻
」
は
、
俳
諧
を
和
歌
の
一
体
と
し
て

権
威
づ
け
て
い
る
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、『
天
水
抄
』
に
は
、

「
は
し
く
れ
」
と
い
う
語
句
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。【
五
】
で
掲
げ
た
通
り
、

「
ま
こ
と
に
和
歌
の
は
し
く
れ
な
る
俳
諧
」
と
「
独
吟
百
韻
」
と
同
じ
語
句
を

使
用
し
て
述
べ
る
の
は
、
管
見
の
限
り
、『
織
留
』
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、

先
行
の
「
独
吟
百
韻
」
序
の
注
釈
で
は
、「
は
し
く
れ
」
の
注
と
し
て
『
織
留
』

（【
五
】）
を
掲
げ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
『
織
留
』
の
注
釈
書
を
見
て

み
る
と
、
そ
ち
ら
の
方
で
は
「
は
し
く
れ
」
の
注
と
し
て
「
独
吟
百
韻
」
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

（
注
８
）

。
こ
の
こ
と
は
、「
独
吟
百
韻
」
の
細
部
に
わ
た
る

研
究
が
ま
だ
十
分
で
は
な
い
と
言
い
得
る
端
的
な
例
で
あ
る
。

「
は
し
く
れ
」
と
い
う
語
句
が
使
わ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
俳
諧
を
和
歌

の
一
体
と
位
置
づ
け
、【
六
】
と
同
じ
よ
う
に
、「
風
月
長
者
荒
木
田
氏
守
武
」

か
ら
始
ま
る
俳
諧
の
歴
史
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
記
述
が
『
俳
諧
石
車
』（
元

禄
四
年
刊
）
と
『
西
鶴
名
残
の
友
』（
元
禄
十
二
年
刊
）
に
あ
る

（
注
９
）

。「
独
吟
百

韻
」
の
序
と
対
応
す
る
語
句
に
は
傍
線
を
付
し
た
。

・
『
俳
諧
石
車
』
巻
二
「
三
日
月
の
あ
か
き
は
科
ぞ
烏
賊
幟
」

△
此
発
句
作
者
愚
眼
に
さ
へ
長
点
を
掛
し
は
難
と
云
。
然
れ
ば
悪
を
覚
へ

て
の
科
也
。
＿俳
＿諧
＿も
＿歌
＿道
＿の
＿一
＿体

な
る
に
、
月
の
科
と
仕
立
た
る
は
是
愚

痴
也
。
そ
も
B
C
俳
道
の
元
祖
＿勢
＿州
＿山
＿田
＿の
＿住
＿、
＿風
＿月
＿長
＿者
＿荒
＿木
＿田
＿氏
＿守

＿武
は
じ
め
て
神
路
山
の
千
句
の
時
ほ
と
ゝ
ぎ
す
の
焼
鳥
と
い
ふ
句
を
い
た

せ
し
作
者
を
人
外
の
沙
汰
せ
ら
れ
け
る
。

・
『
西
鶴
名
残
の
友
』
巻
一
―
一
「
美
女
に
摺
小
木
」

神
風
や
、
＿伊
＿勢
＿の
＿国
＿の
＿山
＿田
＿に
＿、
＿風
＿月
＿長
＿者
＿荒
＿木
＿田
＿氏
＿の
＿守
＿武

、
は
じ
め

て
俳
諧
の
本
式
を
立
、
是
よ
り
世
々
の
作
者
天
の
岩
戸
の
あ
か
り
を
は
し

り
、
此
道
の
広
き
所
を
わ
き
ま
へ
け
る
。
そ
れ
ま
で
は
百
韻
つ
ゞ
け
る
と

い
ふ
事
も
な
く
、
発
句
・
脇
・
第
三
過
て
は
す
ゑ
D
C
さ
し
合
の
吟
味
も

せ
ず
、
前
句
覚
て
う
ち
越
を
わ
す
れ
、
是
云
捨
に
同
じ
。
其
節
守
武
千
句

を
出
す
事
、
な
ら
び
な
き
作
者
、
＿守
＿武
＿・
＿宗
＿鑑

を
俳
諧
の
父
母
と
も
い
へ

り
。
＿是
＿も
＿和
＿歌
＿の
＿一
＿て
＿い
＿な
＿れ
＿ば
＿、
＿神
＿国
＿の
＿も
＿て
＿あ
＿そ
＿び
＿に
＿よ
＿ろ
＿し

。
さ

る
に
よ
つ
て
、
山
田
は
す
ゑ
D
C
作
者
の
絶
ぬ
所
な
り
。

ど
ち
ら
の
用
例
も
、【
六
】
と
同
様
に
、
伊
勢
の
「
山
田
」
に
住
む
「
風
月

長
者
荒
木
田
氏
守
武
」
を
俳
諧
の
祖
と
し
て
い
る
。
守
武
に
「
風
月
長
者
」
と

冠
し
て
い
る
の
は
西
鶴
独
自
と
い
え
る
が
、
俳
諧
が
和
歌
・
連
歌
の
流
れ
を
汲

む
文
芸
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
一
般
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
守
武
を
俳
諧
の
祖

と
し
て
説
明
す
る
の
も
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
っ
た

（
注
10
）

。

し
か
し
、『
俳
諧
石
車
』
・
『
俳
諧
な
ら
ひ
事
』
と
「
独
吟
百
韻
」
序
に
お
い
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て
は
、
俳
諧
を
説
明
す
る
た
め
の
常
套
句
と
も
言
う
べ
き
語
句
が
一
致
し
て
い

る
の
で
あ
り
、「
も
て
あ
そ
び
」
・
「
は
し
く
れ
」
と
い
う
語
句
が
一
致
す
る

「
独
吟
百
韻
」
と
『
織
留
』
の
一
致
と
は
程
度
が
異
な
る
。

で
は
、
改
め
て
【
五
】
と
【
六
】
に
つ
い
て
比
較
す
る
。
両
者
は
、
同
じ
語

句
を
用
い
て
同
じ
よ
う
に
俳
諧
を
位
置
づ
け
て
い
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な

く
、
説
明
の
論
理
は
少
し
異
な
っ
て
い
る
。

【
五
】『
織
留
』
巻
三
―
二
で
は
、「
時
に
連
歌
の
掟
を
ゆ
る
が
せ
に
し
て
俳

諧
と
い
ふ
も
、
こ
れ
歌
道
の
一
体
な
り
。
む
か
し
は
世
を
隙
に
な
す
人
、
あ
る

ひ
は
神
主
、
又
は
武
士
の
も
て
あ
そ
び
に
し
て
有
け
る
を
、
ち
か
き
年
世
上
に

は
や
り
過
、
人
の
め
し
つ
か
ひ
の
小
者
・
下
女
ま
で
も
い
た
さ
ぬ
と
い
ふ
事
な

し
。」
と
、
連
歌
か
ら
派
生
し
た
「
歌
道
の
一
体
」
で
あ
る
「
俳
諧
」
の
現
状

に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
西
鶴
は
、
昔
は
「
世
を
隙
に
な
す
人
」
や
「
神
主
」
・

「
武
士
」
と
い
っ
た
一
部
の
人
々
の
「
も
て
あ
そ
び
」
で
あ
っ
た
も
の
が
、
近

年
に
お
い
て
は
流
行
し
す
ぎ
た
為
に
、「
人
の
め
し
つ
か
ひ
の
小
者
・
下
女
」

ま
で
も
が
俳
諧
を
「
も
て
あ
そ
び
」
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
も
て
あ
そ
び
」
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も

俳
諧
で
あ
り
、「
も
て
あ
そ
び
」
は
俳
諧
の
大
流
行
を
強
調
す
る
た
め
の
語
句

で
あ
る
。

し
か
し
、【
六
】「
独
吟
百
韻
」
で
は
、「
和
歌
は
和
国
の
風
俗
に
し
て
、
八

雲
立
御
国
の
神
代
の
む
か
し
よ
り
今
に
長
く
伝
て
、
世
の
も
て
あ
そ
び
と
ぞ
な

れ
り
。」
と
論
じ
て
お
り
、「
も
て
あ
そ
び
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
「
和
歌
」
で

あ
る
。
こ
こ
に
は
、
俳
諧
の
根
本
と
な
る
和
歌
そ
れ
自
体
が
「
も
て
あ
そ
び
」

に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
和
歌
の
「
は
し
く
れ
」
で
あ
る
俳
諧
が
「
も

て
あ
そ
び
」
と
し
て
愛
好
さ
れ
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う
西
鶴
の
意

識
が
読
み
取
れ
よ
う
。

【
五
】
で
は
、「
連
歌
の
掟
」
を
ゆ
る
め
て
確
立
さ
れ
た
俳
諧
が
「
も
て
あ
そ

び
」
と
な
っ
て
久
し
く
な
り
、
小
者
や
下
女
ま
で
も
が
俳
諧
を
嗜
ん
で
い
る
と

述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
和
歌
・
連
歌
は
別
格
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、

「
も
て
あ
そ
び
」
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
卑
賤
な
者
ま
で
も
が
嗜
む
よ
う
に

な
っ
た
の
は
俳
諧
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
以
降
の
文
章
で
は
点
者
な
ど
を

例
に
と
っ
て
俳
諧
の
廃
れ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
雅
文
学
の
和
歌
・
連
歌
か

ら
切
り
離
さ
れ
た
俳
諧
は
、
大
流
行
し
た
こ
と
に
よ
り
他
の
諸
芸
と
と
も
に
廃

れ
て
き
た
。
廃
れ
て
し
ま
っ
た
俳
諧
と
和
歌
・
連
歌
の
間
に
は
、
文
学
と
し
て

の
位
置
に
明
ら
か
な
差
異
が
生
じ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
【
六
】
で
は
、
和
歌
が
「
も
て
あ
そ
び
」
と
な
っ
て
い
た
こ

と
だ
け
を
述
べ
、
そ
の
「
は
し
く
れ
」
の
俳
諧
の
流
行
を
当
然
と
見
な
し
て
い

る
。
俳
諧
は
あ
く
ま
で
も
、「
神
代
の
む
か
し
」
か
ら
今
に
至
る
ま
で
「
も
て

あ
そ
び
」
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
和
歌
の
中
の
一
体
で
あ
る
と
い
う
の

だ
。
両
者
は
同
じ
語
句
を
使
用
し
な
が
ら
も
、「
独
吟
百
韻
」
の
序
（【
六
】）

の
方
が
俳
諧
の
正
統
性
を
よ
り
強
く
押
し
出
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
和
歌
の
位
置
づ
け
を
変
え
て
ま
で
俳
諧
の
正
統
性
を
持
ち
出
し

た
の
は
、「
独
吟
百
韻
」
の
序
が
、
次
に
続
く
百
韻
を
意
義
づ
け
る
役
割
を
持
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っ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

六

「
独
吟
百
韻
」
と
『
織
留
』
に
共
通
・
対
応
す
る
語
句
は
、
同
じ
内
容
を
記

述
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
第
三
十
七
句
・
三
十
八
句
の
自
註
と

『
織
留
』
巻
一
―
一
に
お
い
て
は
、「
三
枚
が
た
」
か
ら
「
六
枚
肩
」
へ
と
語
句

を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
色
道
に
は
ま
る
男
を
強
調
し
て
見
せ
、「
独
吟
百

韻
」
序
と
『
織
留
』
巻
三
―
二
に
お
い
て
は
、「
和
歌
」
の
位
置
づ
け
を
変
化

さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
合
う
よ
う
な
論
理
で
記
述
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
三
十
句
の
自
註
と
『
織
留
』
巻
三
―
二
に
お
い
て
は
、

語
句
の
相
違
は
見
ら
れ
な
い
が
『
織
留
』
執
筆
時
に
お
け
る
西
鶴
の
諸
道
に
対

す
る
認
識
が
、
圧
縮
さ
れ
た
形
で
「
独
吟
百
韻
」
に
も
反
映
さ
れ
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
に
、『
織
留
』
を
例
と
し
て
「
独
吟
百
韻
」
と
浮
世
草
子
の
語

句
の
一
致
を
検
討
し
、
そ
の
趣
向
・
表
現
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
考
察
し
た
。
わ

ず
か
な
語
句
の
変
化
に
よ
っ
て
効
果
的
な
描
写
を
行
っ
た
り
、
語
句
の
変
化
を

伴
わ
ず
と
も
表
現
に
違
い
を
生
み
出
し
た
り
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
今
回
指
摘
し
た
『
織
留
』
の
用
例
だ
け
が
全
て
と
は
考
え
て
い

な
い
。「
独
吟
百
韻
」
は
、
こ
の
他
に
も
様
々
な
レ
ベ
ル
で
他
作
品
と
共
通
点
・

相
違
点
を
持
つ
。
他
の
浮
世
草
子
・
俳
書
に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
に
考
察
を
行

い
、
そ
の
蓄
積
に
よ
っ
て
「
独
吟
百
韻
」
を
解
釈
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
西
鶴
晩
年
の
俳
諧
観
に
つ
い
て
論
じ
る
た
め
に
利

用
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
「
独
吟
百
韻
」
を
、
作
品
そ
の
も
の
と
し
て
再
評

価
す
る
こ
と
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。
今
後
も
詳

細
な
調
査
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

（
注
１
）
本
稿
で
い
う
「
西
鶴
独
吟
百
韻
自
註
絵
巻
」
と
は
、「
独
吟
百
韻
自
註
絵
巻
」（
天

理
図
書
館
蔵
、
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
編
輯
発
行
『
西
鶴
』〈
昭
和
四
十
年
〉

所
収
、
図
版
一
五
六
）
を
指
す
。
本
稿
で
は
、
野
間
光
辰
氏
「
西
鶴
独
吟
百
韻
自

註
絵
巻
」
解
説
（『
定
本
西
鶴
全
集
』
第
十
二
巻
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
四
十
五

年
）
に
従
い
、「
西
鶴
独
吟
百
韻
自
註
絵
巻
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
、「
独
吟
百
韻
」

と
略
す
。
ま
た
、
野
間
氏
と
呼
称
す
る
場
合
に
は
『
定
本
西
鶴
全
集
』
所
収
の
「
西

鶴
独
吟
百
韻
自
註
絵
巻
」
校
注
を
指
す
。

「
独
吟
百
韻
」
の
引
用
は
『
西
鶴
』
の
図
版
に
拠
り
、
同
書
の
解
説
を
参
照
し
て

錯
簡
を
訂
正
し
た
上
で
、
発
句
・
脇
・
第
三
・
第
四
句
以
下
第
百
句
ま
で
句
番
号

を
振
り
、
句
読
点
及
び
濁
点
を
付
し
、
適
宜
か
ぎ
括
弧
を
補
っ
た
。
な
お
、
本
文

に
誤
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
は
、
右
横
の
括
弧
内
に
正
し
い
形
を
示
し
、

脱
字
が
あ
る
場
合
に
は
〔

〕
の
中
に
文
字
を
補
っ
た
。
記
号
・
傍
線
・
段
落
は

私
に
付
し
た
。

（
注
２
）
近
藤
忠
義
氏
「
西
鶴
自
註
独
吟
百
韻
」（
日
本
古
典
読
本
９
『
西
鶴
』、
日
本
評
論

社
、
昭
和
十
四
年
）。

（
注
３
）
加
藤
定
彦
氏
校
注
「
日
本
道
に
の
巻
」（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
61
『
連
歌
集

俳
諧
集
』、
小
学
館
、
平
成
十
三
年
）。
以
下
、
加
藤
氏
と
呼
称
す
る
時
は
こ
れ
を

指
す
。

（
注
４
）
こ
の
他
、
藤
村
作
氏
「
自
註
独
吟
百
韻
」（『
訳
注
西
鶴
全
集
』
第
二
巻
、
至
文

堂
、
昭
和
二
十
二
年
）
が
あ
り
、
発
句
の
み
の
注
釈
が
前
田
金
五
郎
氏
『
西
鶴
発
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句
注
釈
』（
勉
誠
出
版
、
平
成
十
三
年
）
に
あ
る
。

（
注
５
）「
待
B
」
の
用
例
は
、
こ
の
他
に
、『
好
色
一
代
女
』（
貞
享
三
年
刊
）
巻
一
―
四
・

『
好
色
盛
衰
記
』（
貞
享
五
年
刊
）
巻
五
―
四
・
『
浮
世
栄
花
一
代
男
』（
元
禄
六
年

刊
）
巻
二
―
二
に
見
ら
れ
る
。
前
田
金
五
郎
氏
『
好
色
一
代
女
全
注
釈
』（
勉
誠

社
、
平
成
八
年
）
の
「
待
B
」
の
語
注
に
は
「
待
っ
て
い
る
と
言
う
よ
う
な
態
度
。

『
山
時
鳥
の
一
声
も
、
君
の
御
幸
を
、
待
ち
顔
な
り
』（
謡
曲
・
大
原
御
幸
）。」
と

あ
る
。
本
文
に
は
、「
待
B
」
の
中
で
も
刊
行
年
の
早
い
用
例
と
し
て
『
諸
艶
大

鑑
』
を
掲
げ
た
。「
待
か
ね
た
る
B
つ
き
」
は
、
管
見
の
限
り
に
お
い
て
は
、『
色

里
三
所
世
帯
』
の
一
例
の
み
で
あ
る
。
な
お
、『
色
里
三
所
世
帯
』
と
『
浮
世
栄
花

一
代
男
』
に
つ
い
て
は
、
西
鶴
作
か
否
か
の
存
疑
が
あ
る
も
の
の
、
西
鶴
な
い
し

は
西
鶴
を
中
心
と
す
る
執
筆
グ
ル
ー
プ
の
作
品
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
た
め
、
用

例
と
し
て
掲
出
し
た
。『
色
里
三
所
世
帯
』
の
引
用
は
、
古
典
文
庫
616
『
元
禄
好
色

草
子
集
Ⅲ
』（
吉
田
幸
一
編
、
平
成
十
年
）
に
よ
る
。

（
注
６
）
加
藤
裕
一
氏
は
、『
西
鶴
選
集
　
西
鶴
織
留
〈
翻
刻
〉』（
お
う
ふ
う
、
平
成
八
年
）

に
お
い
て
、
巻
一
―
一
に
見
え
る
「
名
残
惜
さ
は
朱
雀
の
細
道
」
の
頭
注
に
、「
島

原
通
い
の
は
や
り
小
唄
の
一
節
。
朱
雀
の
細
道
と
は
、
丹
波
口
か
ら
丹
波
街
道
、

衣
紋
の
馬
場
を
経
て
島
原
大
門
に
至
る
道
。
参
西
鶴
〈
独
吟
百
韻
自
註
絵
巻
〉〈
俗

つ
れ
B
C
５
ー
１
〉」
と
記
し
て
い
る
。

（
注
７
）
野
間
光
辰
氏
校
注
「
西
鶴
織
留
」（
日
本
古
典
文
学
大
系
48
『
西
鶴
集
下
』、
岩
波

書
店
、
昭
和
三
十
五
年
）。

（
注
８
）
注
６
・
注
７
に
掲
げ
た
『
織
留
』
注
釈
書
に
お
い
て
指
摘
が
あ
り
、
こ
の
他
に
、
麻

生
磯
次
氏
・
冨
士
昭
雄
氏
『
西
鶴
織
留
』（
決
定
版
　
対
訳
西
鶴
全
集
14
、
明
治
書

院
、
平
成
五
年
）
で
も
、「
独
吟
百
韻
」
と
『
織
留
』
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
注
９
）『
西
鶴
名
残
の
友
』
の
用
例
は
、
野
間
氏
・
加
藤
氏
が
「
勢
州
山
田
の
住
、
風
月

長
者
の
荒
木
田
氏
守
武
」
の
頭
注
で
既
に
指
摘
し
て
い
る
。
本
文
に
は
掲
げ
な
か

っ
た
が
、『
俳
諧
の
な
ら
ひ
事
』
序
（
元
禄
二
年
奥
書
）
に
も
守
武
を
俳
諧
の
祖
と

す
る
記
述
が
あ
る
こ
と
を
両
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
他
、
野
間
氏
は
「
風
月

長
者
」
の
頭
注
で
、「
守
武
の
称
号
。『
誹
諧
の
な
ら
ひ
事
』『
西
鶴
織
留
』『
西
鶴

名
残
の
友
』
等
に
見
ゆ
る
の
み
、
他
に
所
見
な
し
。」
と
述
べ
、「
風
月
長
者
」
の

見
え
る
用
例
と
し
て
『
織
留
』
を
指
摘
す
る
が
、『
織
留
』
に
は
「
風
月
長
者
」
と

い
う
語
句
は
見
当
た
ら
な
い
た
め
、『
俳
諧
石
車
』
の
誤
り
か
と
考
え
ら
れ
る
。

（
注
10
）
例
え
ば
、
西
鶴
と
同
じ
談
林
派
の
岡
西
惟
中
著
『
俳
諧
蒙
求
』（
延
宝
三
年
刊
）

に
は
、「
む
か
し
天
文
の
比
、
勢
州
山
田
に
す
め
る
荒
木
田
の
守
武
、
い
ま
の
代
に

は
、
な
に
は
の
か
た
は
ら
に
す
み
給
ふ
七
十
の
隠
逸
、
即
非
禅
師
の
法
嗣
法
雲
和

尚
に
戒
授
た
ま
ふ
西
山
の
翁
こ
そ
、
俳
諧
悟
道
の
大
祖
な
る
べ
し
。」
と
あ
る
。
引

用
は
、
古
典
俳
文
学
大
系
４
『
談
林
俳
諧
集
二
』（
飯
田
正
一
氏
ら
校
注
、
集
英

社
、
昭
和
四
十
七
年
）
に
よ
る
。

﹇
付
記
﹈
引
用
に
当
た
っ
て
は
特
に
断
り
の
な
い
限
り
、
西
鶴
の
作
品
に
つ
い
て
は
『
近
世

文
学
資
料
類
従
』（
近
世
文
学
書
誌
研
究
会
編
、
勉
誠
社
）
の
各
巻
に
よ
り
、
必
要
に

応
じ
て
濁
点
・
句
読
点
及
び
傍
線
を
付
し
た
。
た
だ
し
、
諸
論
引
用
は
こ
の
限
り
で

は
な
い
。

本
稿
は
、
平
成
十
七
年
度
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
秋
季
研
究
集
会
に
お
い
て
発

表
し
た
「『
西
鶴
独
吟
百
韻
自
註
絵
巻
』
と
浮
世
草
子
―
一
致
す
る
表
現
か
ら
見
え
る

も
の
―
」
の
一
部
を
も
と
に
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
ま
た
発
表
後
に
ご
教
示

下
さ
っ
た
方
々
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

―
さ
え
き
・
ゆ
き
こ
、
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
―
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