
近
松
浄
瑠
璃
﹃
本
朝
三
国
志
﹄
第
五
段
目
の
演
出
に
つ
い
て

︱
人
形
・
舞
台
・
語
り
を
中
心
に

︱

高

永

珍

は
じ
め
に

﹃
本
朝
三
国
志
﹄︵
享
保
四
︿
一
七
一
九
﹀
年
二
月
︑
大
坂
竹
本
座
初
演
︶
は
︑

近
松
門
左
衛
門
作
の
後
期
時
代
浄
瑠
璃
で
あ
る
︒
本
作
の
一
段
か
ら
三
段
は
︑

本
能
寺
の
変
を
素
材
に
︑
春
長
光
秀
久
吉
の
戦
国
の
世
が
﹁
お
通
﹂
や
そ
の
父

松
下
嘉
平
次
︑
加
藤
虎
之
介
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
︒
そ
し
て
︑
四
︑
五
段
目
は

秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
を
題
材
に
し
て
い
る
︒
た
だ
朝
鮮
出
兵
の
素
材
を
扱
う
に
し

て
も
︑
四
段
目
で
は
︑
三
韓
の
地
図
を
得
る
た
め
︑
小
磯
を
め
ぐ
り
小
西
と
加

藤
と
が
痴
話
喧
嘩
に
な
る
展
開
で
あ
り
︑
五
段
目
は
︑
異
国
で
の
合
戦
の
勝
利

後
︑
春
長
親
子
菩
提
の
た
め
建
立
し
た
東
山
大
仏
殿
前
で
異
国
で
の
合
戦
の
様

子
を
﹁
御
前
あ
や
つ
り
﹂
と
し
て
上
演
す
る
展
開
に
な
っ
て
い
る
︒

本
作
が
異
国
で
あ
る
﹁
朝
鮮
﹂
を
扱
っ
た
数
少
な
い
近
松
作
品
で
あ
っ
た
こ

と
も
あ
り
︑
日
韓
両
国
で
多
く
の
先
学
の
関
心
が
集
ま
り
︑
多
角
的
な
観
点
か

ら
取
り
上
げ
ら
れ
た①
︒
そ
の
中
で
︑
主
に
五
段
目
の
﹁
劇
中
劇
﹂
趣
向
の
特
殊

性
に
注
目
し
︑
舞
台
芸
能
と
し
て
の
人
形
浄
瑠
璃
の
趣
向
を
確
認
す
る
先
行
研

究
が
多
か
っ
た
︒
松
崎
仁
氏
は
﹁
人
形
浄
瑠
璃
の
劇
中
劇
﹂
で
︑
本
作
第
五
段

目
の
﹁
劇
中
劇
﹂
が
﹁
新
奇
な
趣
向
と
し
て
迎
え
ら
れ
﹂
た
と
指
摘
し
た
が
︑

﹁
ご
く
単
純
な
筋
で
︑
人
形
劇
と
し
て
ま
こ
と
に
素
朴
な
も
の
﹂
と
評
価
は
低

い②
︒
ま
た
原
道
生
氏
は
﹁
近
松
の
対
﹁
異
国
﹂
意
識
﹂
で
︑
近
松
作
全
体
に
比

べ
て
異
国
の
場
面
を
﹁
劇
中
劇
﹂
の
異
質
な
趣
向
で
描
い
た
と
指
摘
し
た
も
の

の
︑
そ
の
役
割
や
効
果
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い③
︒
さ
ら
に
平
田
澄
子

氏
の
﹁
享
保
期
の
近
松
時
代
浄
瑠
璃
か
ら
﹂
で
は
︑
人
形
の
裂
く
演
技
の
指
摘

が
加
わ
っ
た
が④
︑
﹃
本
朝
三
国
志
﹄
の
第
五
段
目
に
つ
い
て
演
劇
か
つ
語
り
物

と
し
て
の
側
面
を
探
る
考
察
は
十
分
と
は
い
え
な
い
︒

先
に
結
論
を
述
べ
れ
ば
︑
﹃
本
朝
三
国
志
﹄
第
五
段
目
は
︑
人
形
浄
瑠
璃
の

中
に
﹁
御
前
あ
や
つ
り
﹂
と
し
て
三
巻
の
人
形
浄
瑠
璃
を
挿
入
し
た
特
異
な
体

近
松
浄
瑠
璃
﹃
本
朝
三
国
志
﹄
第
五
段
目
の
演
出
に
つ
い
て

二
七



図Ⅰ 「絵尽本朝三国志」の「十二ウ・別裏見返」（『近松全集』から転載）。

裁
で
あ
り
︑
さ
ま
ざ
ま
な
趣
向
を
駆
使
し
た
場
面
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
当
時
の

上
演
実
態
と
し
て
の
演
出
や
語
り
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
︑
舞
台
芸
能
の

性
質
で
あ
る
﹁
一
回
性
﹂
や
関
連
資
料
が
残
っ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
も
あ
り
︑

証
明
が
困
難
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
特
殊
な
演
出
だ
か
ら
こ
そ
残
っ
た
資
料

も
確
か
に
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑﹃
本
朝
三
国
志
﹄
の
第
五
段
目
の
本
文
と
絵
尽

を
中
心
に
︑
周
辺
資
料
を
利
用
す
る
︒
そ
の
上
で
舞
台
や
人
形
操
作
︑
語
り
に

つ
い
て
考
察
し
︑
本
作
の
第
五
段
の
演
出
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

一

﹃
本
朝
三
国
志
﹄
五
段
目
の
演
出
構
成
と
絵
尽

﹃
本
朝
三
国
志
﹄
の
五
段
目
の
構
成
は
︑
異
国
で
の
勝
利
後
︑
大
仏
殿
の
前

で
行
わ
れ
る
﹁
御
前
あ
や
つ
り
﹂
の
直
前
︑
大
仏
の
作
り
物
と
お
伽
衆
の
一
人

で
あ
る
﹁
曾
呂
利
﹂
が
そ
の
大
仏
の
鼻
か
ら
飛
び
出
る
︑
恐
ら
く
導
入
の
見
せ

場
が
あ
っ
た
︒
久
吉
と
御
台
の
登
場
と
と
も
に
始
ま
る
三
巻
の
﹁
御
前
あ
や
つ

り
﹂︑
上
の
巻
で
は
︑
日
本
軍
が
高
麗
国
へ
渡
り
海
戦
を
行
う
様
子
と
﹁
沐
海

潜
﹂
と
小
西
と
の
戦
い
を
上
演
す
る
︒
中
の
巻
は
︑
日
本
軍
に
負
け
て
北
へ
逃

れ
て
い
く
大
王
の
道
行
と
し
て
異
国
言
葉
風
も
じ
り
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
た
聞

か
せ
場
と
し
て
の
﹁
大
王
道
行
﹂
が
あ
っ
た
︒
下
の
巻
で
は
︑﹁
牧
司
判
官
﹂

の
陣
へ
押
し
寄
せ
る
小
西
軍
の
戦
闘
が
あ
る
︒
そ
こ
へ
︑
加
藤
が
登
場
し
そ
の

場
を
治
め
よ
う
と
す
る
が
︑
小
西
は
生
け
捕
り
の
首
耳
を
削
ぎ
︑﹁
牧
司
判
官
﹂

を
引
き
裂
く
と
こ
ろ
で
︑﹁
御
前
あ
や
つ
り
﹂
は
終
わ
り
本
作
も
大
団
円
と
な

近
松
浄
瑠
璃
﹃
本
朝
三
国
志
﹄
第
五
段
目
の
演
出
に
つ
い
て

二
八



る
︒本

作
の
本
文
と
と
も
に
五
段
目
の
演
出
構
成
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
資
料
と
し
て

﹁
絵
尽
本
朝
三
国
志
﹂︵
享
保
五
年
刊
︑
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
︶
の
挿
絵
︵﹁
十

二
ウ
・
別
裏
見
返
﹂︶
が
挙
げ
ら
れ
る
︵
図
Ⅰ
︶︒

上
中
下
に
分
け
て
見
て
み
れ
ば
︑
上
の
部
分
で
は
︑
大
仏
殿
に
観
相
窓
が
あ

り
︑
そ
こ
か
ら
大
仏
の
顔
が
見
え
る
︒
墨
の
汚
れ
で
判
別
し
に
く
い
が
︑
大
仏

の
鼻
か
ら
傘
を
持
っ
た
人
が
見
え
る
︒
そ
の
右
側
に
﹁
そ
ろ
り
し
や
か
の
は
な

よ
り
い
つ
る
﹂
と
書
き
入
れ
が
あ
る
︒
中
の
部
分
の
大
仏
殿
の
一
階
に
は
﹁
ひ

さ
よ
し
公
﹂﹁
ひ
さ
よ
し
の
み
だ
い
﹂
の
観
劇
の
様
子
と
﹁
三
か
ん
の
ゑ
び
す

た
い
ぢ
の
あ
り
さ
ま
﹂﹁
あ
や
つ
り
に
て
小
人
形
に
て
つ
か
い
申
候
﹂
と
の
書

き
入
れ
も
あ
り
﹁
御
前
あ
や
つ
り
﹂
の
実
態
が
窺
え
る
︒
下
の
部
分
で
︑
挿
絵

の
右
側
に
耳
塚
の
絵
が
あ
り
︑
大
仏
殿
の
前
で
は
﹁
御
前
あ
や
つ
り
﹂
の
三
巻

の
内
容
が
描
か
れ
て
い
る
︵
そ
の
内
容
は
後
述
す
る
︶︒
以
上
の
よ
う
な
絵
尽

の
絵
柄
は
︑
本
作
の
五
段
目
の
展
開
と
関
係
性
が
読
み
取
れ
る
以
上
︑
本
文
と

対
比
し
検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
︒
本
稿
で
は
本
文
と
の
関
係
や
関
連
資
料

を
中
心
に
︑
五
段
目
の
展
開
に
そ
っ
て
各
場
面
を
具
体
的
に
検
討
す
る
︒

二

舞
台
の
大
道
具
と
﹁
大
仏
の
鼻
﹂
か
ら
飛
び
出
る
﹁
曾
呂
利
﹂

本
作
の
第
五
段
目
の
冒
頭
は
︑
以
下
の
よ
う
に
始
ま
る⑤
︒

高
富
朝
臣
久
吉
公
ゐ
こ
く
の
合
戦
勝
利
を
得
︒
三
韓
大
王
日
本
の
御
下
知

に
し
た
か
は
ん
と
の
血
判
︒
︵
中
略
︶
此
度
異
国
の
合
戦
上
る
り
五
段
に

つ
ゞ
ら
せ
︒
滝
野
沢
澄
り
や
う
け
ん
ぎ
や
う
の
ふ
し
付
︒
大
仏
の
ま
へ
に

人
形
ふ
た
い
を
し
つ
ら
い
︒
あ
や
つ
り
役
人
御
小
姓
し
ゆ
た
る
べ
し
と
の

仰
に
て
︒
御
堂
の
左
右
に
御
桟
敷
を
し
つ
ら
い
花
麗
を
つ
く
す
御
座
の
結

構
︒
一
せ
い
に
相
調
ひ
小
西
如
清
鞘
師
の
曾
呂
利
︒
千
の
利
休
三
人
は
久

吉
公
の
御
咄
伽
︒︵
中
略
︶
曾
呂
利
は
わ
れ
〳
〵
よ
り
先
へ
参
ら
れ
し
か
︒

爰
元
へ
は
ま
だ
見
へ
ら
れ
ぬ
︒
御
覧
な
さ
れ
あ
の
塚
は
唐
人
の
耳
塚
︒
扨

大
き
い
仏
の
︒
な
ふ
ぢ
よ
せ
い
︒
此
大
仏
の
そ
ば
で
は
し
や
く
し
が
み
ゝ

か
き
に
見
へ
る
と
い
ふ
尤
︒
仏
を
み
た
め
で
こ
な
た
を
見
れ
は
人
と
は
見

へ
ぬ
す
つ
き
り
人
形
じ
や
︒
ほ
ん
に
こ
な
た
も
人
形
じ
や
︒
是
は
〳
〵
と

笑
ひ
け
る
︒

こ
の
箇
所
は
︑
大
仏
の
前
で
人
形
舞
台
の
準
備
を
す
る
様
子
と
︑
如
清
︑
利

休
︑
曾
呂
利
の
三
人
が
﹁
御
前
あ
や
つ
り
﹂
の
た
め
御
堂
に
先
に
入
る
場
面
で

あ
る
︒
そ
し
て
右
記
の
引
用
場
面
で
は
︑
当
時
京
都
に
存
在
し
た
﹁
耳
塚
﹂
と

﹁
東
山
大
仏
﹂
を
登
場
さ
せ
た
こ
と
が
わ
か
る⑥
︒
そ
れ
は
︑
当
年
の
朝
鮮
通
信

使
を
当
て
込
み⑦
︑
異
国
趣
味
と
と
も
に
﹁
耳
塚
﹂
か
ら
の
連
想
で
﹁
文
禄
の

役
﹂
を
振
り
返
る
人
形
劇
と
し
て
﹁
御
前
あ
や
つ
り
﹂
を
大
仏
殿
の
前
で
上
演

す
る
と
い
う
設
定
を
語
る
箇
所
だ
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
演
出
の
面
か
ら
考
え

れ
ば
︑
大
仏
を
実
際
の
舞
台
に
登
場
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
仏
を

み
た
め
で
こ
な
た
を
見
れ
は
人
と
は
見
へ
ぬ
す
つ
き
り
人
形
じ
や
﹂
と
い
う
本

近
松
浄
瑠
璃
﹃
本
朝
三
国
志
﹄
第
五
段
目
の
演
出
に
つ
い
て

二
九



文
の
表
現
か
ら
︑
人
形
浄
瑠
璃
の
舞
台
上
で
の
人
形
が
︑
作
品
展
開
上
の
登
場

人
物
で
あ
る
こ
と
を
も
じ
り
つ
つ
︑
人
形
と
の
対
比
で
人
形
よ
り
大
き
い
大
仏

を
登
場
さ
せ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
︒

後
堂
よ
り
さ
や
し
の
曾
呂
利
︒
傘
一
本
た
ば
こ
盆
引
さ
げ
仏
の
手
の
上
む

ず
と
座
し
︒
な
ん
ぼ
後
生
が
よ
ふ
て
も
仏
の
手
の
上
に
ね
は
ら
ば
ふ
て
︒

た
ば
こ
呑
者
お
れ
独
と
︒
所
も
名
に
お
ふ
大
仏
き
せ
る
煙
も
輪
を
ふ
く
︒

︵
中
略
︶
つ
い
で
に
御
身
の
内
拝
見
︒
其
用
意
い
た
し
た
と
︒
傘
ひ
つ
さ

げ
風
ぬ
き
の
御
戸
の
内
へ
ぞ
入
に
け
る
︒

右
記
の
引
用
か
ら
は
︑
当
時
大
仏
前
に
軒
を
連
ね
て
い
た
キ
セ
ル
屋
を
当
て

込
み⑧
︑﹁
曾
呂
利
﹂
の
人
形
が
大
仏
の
中
へ
入
る
仕
掛
け
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
︒俄

に
と
ゞ
ろ
く
輿
車
御
仏
詣
と
呼
は
れ
ば
︒
如
清
利
休
は
気
の
毒
声
︒
曾

呂
利
な
ふ
︒
そ
ろ
り
〳
〵
と
呼
所
に
そ
ろ
り
は
そ
ろ
〳
〵
み
く
し
の
内
︒

見
廻
り
〳
〵
ぬ
つ
と
さ
し
出
す
笠
の
い
た
ゞ
き
あ
た
ま
の
鉢
︒
爰
は
ど
の

穴
は
な
の
あ
な
︒
ハ
ア
ヽ
広
し
〳
〵
︒
此
は
な
で
仏
が
く
つ
さ
め
な
さ
れ

た
ら
︒
大
仏
八
丁
土
か
ぜ
が
は
つ
と
ひ
ら
く
傘
に
︒
ど
つ
と
あ
て
た
る
一

は
づ
み
︒
仏
の
鼻
を
吹
出
さ
れ
︒
枝
を
は
な
れ
し
桜
ば
な
︒
一
も
み
二
も

み
ふ
は
〳
〵
〳
〵
︒
笠
を
ち
か
ら
に
身
を
ち
ゞ
め
︒
だ
い
ざ
の
ま
へ
に
お

り
立
た
り
︒
二
人
立
よ
り
な
ふ
〳
〵
け
が
は
な
さ
れ
ぬ
か
︒
上
々
も
は
や

桟
敷
へ
お
入
な
さ
れ
た
︒
こ
な
た
へ
と
打
つ
れ
御
前
に
出
に
け
る
︒

そ
し
て
︑
右
の
引
用
本
文
の
描
写
か
ら
︑
大
仏
の
鼻
の
穴
か
ら
︑
鼻
を
刺
激

さ
れ
て
の
ク
シ
ャ
ミ
で
︑
広
げ
ら
れ
た
傘
を
持
っ
た
曾
呂
利
が
飛
び
出
る
こ
と

が
推
測
で
き
る
︒
大
仏
の
鼻
か
ら
飛
び
出
る
演
出
は
︑
図
Ⅰ
の
大
仏
の
顔
の
と

こ
ろ
に
傘
を
持
っ
た
曾
呂
利
と
︑﹁
そ
ろ
り
し
や
か
の
は
な
よ
り
い
つ
る
﹂
の

書
き
入
れ
か
ら
も
見
て
取
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
箇
所
は
︑
大
仏
の
鼻
の
穴
か

ら
︑
曾
呂
利
の
人
形
が
飛
び
出
る
仕
掛
け
の
舞
台
演
出
の
見
せ
場
を
提
供
し
て

い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒

﹃
本
朝
三
国
志
﹄
第
五
段
目
の
冒
頭
の
大
仏
の
鼻
か
ら
曾
呂
利
が
出
る
趣
向

が
取
り
込
ま
れ
て
い
た
か
を
確
認
す
る
た
め
︑
当
時
の
近
松
浄
瑠
璃
や
関
連
諸

資
料
を
調
査
し⑨
︑
時
代
は
下
る
も
の
の
︑
享
保
十
一
年
正
月
︑
江
戸
市
村
座
で

上
演
と
さ
れ
る
浄
瑠
璃
﹃
都
見
物
左
衛
門
﹄
か
ら
関
連
事
例
を
見
付
け
た
︒

﹃
都
見
物
左
衛
門
﹄
に
は
︑
都
の
品
々
を
当
て
込
む
詞
章
の
中
﹁
都
の
辰
巳
耳

塚
の
京
へ
は
遠
き
聾
谷
︒
聞
か
ぬ
が
仏
大
仏
殿
︒
さ
て
さ
て
大
き
な
お
仏
様
︒

承
れ
ば
あ
の
鼻
の
穴
か
ら
傘
さ
し
て
出
ら
る
々
由
︒
さ
う
も
ご
ざ
ら
う
﹂
と
大

仏
の
鼻
か
ら
飛
び
出
る
演
出
が
﹃
都
見
物
左
衛
門
﹄
に
は
当
て
込
ま
れ
て
い
る⑩
︒

当
時
の
都
︵
京
︶
の
流
行
物
の
当
て
込
み
に
登
場
し
た
こ
と
は
︑
上
述
の
演
技

演
出
が
人
気
を
博
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
﹃
本
朝
三
国
志
﹄
の
初
演
と
同
年

で
あ
る
享
保
四
年
六
月
市
村
座
で
﹃
本
朝
三
国
志
﹄
が
上
演
さ
れ
た
こ
と
も
あ

り⑪
︑
歌
舞
伎
と
の
関
連
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
が
全
く
資
料
が
残
っ
て
い
な
い
︒

ま
た
加
納
克
己
氏
の
﹁
人
形
浄
瑠
璃
の
地
方
展
開
﹂
で
は⑫
︑
東
海
地
方
の
諸
資

近
松
浄
瑠
璃
﹃
本
朝
三
国
志
﹄
第
五
段
目
の
演
出
に
つ
い
て

三
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図Ⅱ 天保二年三月、籠細工「天竺大人形」を描いた『観物画譜』（東洋文庫蔵）所収の一

枚刷り物。

料
︵﹃
大
平
年
代
記
﹄
な
ど
︶
か
ら
今
・
下
切
の
各
八
幡
社
祭
礼
帳
か
ら
享
保

十
四
年
八
月
に
﹁
き
よ
う
げ
ん
﹂
の
﹁
本
朝
三
国
志
﹂
が
︑
享
保
十
五
年
に
は

﹁
操

三
国
し
﹂
が
上
演
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
︒

ま
た
か
な
り
時
代
は
下
る
が
︑
見
世
物
の
資
料
か
ら
大
道
具
の
大
仏
と
大
仏

の
鼻
か
ら
出
る
演
出
の
関
連
性
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
︒
そ
れ
が
東
洋
文

庫
蔵
の
﹃
観
物
画
譜
﹄
の
見
世
物
の
一
枚
刷
り
物
の
二
点
で
あ
る
︵
図
Ⅱ
・

Ⅲ
︶︒﹃
日
本
庶
民
文
化
史
集
成

第
八
巻

寄
席
・
見
世
物⑬
﹄
の
解
題
に
よ
れ

ば
︑
一
枚
刷
り
物
図
Ⅱ
は
︑
二
代
目
一
田
庄
七
郎
と
初
代
門
弟
一
田
吉
兵
衛
が

天
保
二
年
三
月
上
旬
︑
大
坂
天
王
寺
で
の
籠
細
工
﹁
天
竺
大
人
形
﹂
の
興
行
を

描
い
た
も
の
で
あ
る
︒
一
枚
刷
り
物
図
Ⅱ
の
右
側
に
題
目
と
口
上
の
本
文
が
載

り
︑
上
下
�
コ
マ
の
絵
に
な
っ
て
い
る
︒
上
段
の
真
ん
中
が
観
相
窓
か
ら
見
る

大
仏
の
顔
が
描
か
れ
︑
そ
の
上
に
﹁
大
人
形
十
八
間
﹂
と
書
き
入
れ
が
あ
る
︒

ど
れ
ほ
ど
精
密
で
あ
る
か
の
検
討
の
余
地
は
あ
る
も
の
の
︑
大
き
い
大
仏
の
籠

細
工
が
登
場
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い⑭
︒
周
辺
の
絵
柄
も
﹁
久
吉
﹂
︑﹁
利
休
﹂

と
﹁
唐
人
﹂︑﹁
耳
塚
﹂
が
登
場
し
︑
大
仏
絵
の
真
下
に
は
加
藤
清
正
風
の
人
物

が
海
の
向
こ
う
側
﹁
富
士
山
﹂
ら
し
い
山
を
見
つ
め
る
︑
つ
ま
り
異
国
征
伐
に

出
た
加
藤
清
正
が
そ
の
地
で
日
本
を
見
つ
め
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
︒
大
仏
絵

の
左
側
に
は
﹁
淀
町
﹂
と
書
き
入
れ
が
あ
る
が
︑
﹁
淀
殿
﹂︑
つ
ま
り
久
吉
の

﹁
御
台
﹂
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
下
段
の
﹁
関
羽
﹂
だ
け
本
作
五
段
目
と
相
違
す

る
が
︑
異
国
の
武
将
と
し
て
出
現
し
た
と
推
測
で
き
る
︒
残
念
な
が
ら
口
上
文

近
松
浄
瑠
璃
﹃
本
朝
三
国
志
﹄
第
五
段
目
の
演
出
に
つ
い
て
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図Ⅲ 安政年間、大坂難波新地で大江定橘郎によるからくり・大道具の興行の『観物画譜』

（東洋文庫蔵）所収の一枚刷り物。

に
は
興
行
の
詳
細
が
記
述
さ
れ
ず
一
田
の
襲
名
の
記
事
の
み
で
あ
っ
た
︒
以
上

の
よ
う
に
見
世
物
一
枚
刷
り
物
図
Ⅱ
は
︑
登
場
人
物
か
ら
注
目
す
れ
ば
﹃
本
朝

三
国
志
﹄
の
五
段
目
を
取
り
入
れ
た
籠
細
工
の
興
行
の
様
子
を
描
い
た
資
料
の

可
能
性
が
あ
る
︒

図
Ⅲ
は
︑
安
政
年
間
︑
大
坂
難
波
新
地
で
大
江
定
橘
郎
に
よ
る
か
ら
く
り
・

大
道
具
の
興
行
を
描
い
て
い
る
︒
絵
柄
は
双
六
の
図
式
で
︑
中
央
に
観
相
窓
か

ら
見
え
る
大
仏
の
顔
が
描
か
れ
︑
鼻
の
上
に
口
上
人
が
座
り
両
鼻
の
穴
か
ら
吹

き
出
し
の
よ
う
な
も
の
で
二
人
の
人
物
を
登
場
さ
せ
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
︒

図
Ⅲ
の
右
側
の
柱
に
記
述
さ
れ
た
口
上
文
に
は
﹁
細
く
人
形
大
切
で
は
大
仏
鼻

の
穴
あ
ま
か
ら
や
罷
出
お
ど
け
口
上
仕
﹂
と
あ
り
︑
口
上
人
の
﹁
あ
ま
か
ら

や
﹂
が
大
仏
の
鼻
の
穴
か
ら
出
現
し
口
上
を
述
べ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
の
大

江
定
橘
郎
は
︑
川
添
裕
の
﹃
江
戸
の
見
世
物
﹄
に
よ
れ
ば⑮
︑﹁
上
方
で
人
形
浄

瑠
璃
の
人
形
と
︑
か
ら
く
り
人
形
︑
か
ら
く
り
仕
掛
を
製
作
し
て
い
た
大
江
の

一
門
﹂
と
さ
れ
︑
大
道
具
と
し
て
籠
細
工
で
大
き
な
大
仏
の
作
り
物
を
出
し
て

い
た
と
推
定
で
き
る⑯
︒
以
上
の
よ
う
﹃
都
見
物
左
衛
門
﹄
の
当
て
込
み
や
﹃
観

物
画
譜
﹄
の
見
世
物
刷
り
物
の
描
写
や
口
上
の
書
き
入
れ
の
情
報
で
︑﹃
本
朝

三
国
志
﹄
第
五
段
目
の
大
仏
の
鼻
の
穴
か
ら
人
形
が
飛
び
出
る
演
出
の
存
在
の

可
能
性
は
確
認
で
き
た
︒
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
後
世
の
芸
能
の
見
世
物
に
形
を

変
え
舞
台
の
様
子
や
大
道
具
︑
演
出
が
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ

た⑰
︒

近
松
浄
瑠
璃
﹃
本
朝
三
国
志
﹄
第
五
段
目
の
演
出
に
つ
い
て

三
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三

｢御
前
あ
や
つ
り
﹂
の
設
定
と
﹁
上
巻
﹂
の
戦
闘
場
面

そ
れ
で
は
﹁
御
前
あ
や
つ
り
﹂
の
内
容
か
ら
演
技
・
演
出
の
要
素
を
検
討
す

る
︒
大
仏
の
鼻
か
ら
降
り
立
っ
た
曾
呂
利
を
も
っ
て
お
伽
衆
も
揃
い
︑
御
台
と

御
世
継
丸
も
登
場
し
︑﹁
御
前
あ
や
つ
り
﹂
が
始
ま
る
︒
そ
の
外
題
も
︑﹁
男
神

宮
皇
后

五
段
続
を
三
段
ニ
つ
ゝ
め
語
申
候

付
リ
異
国
の
鯱
は
小
西
が
む
し

り
肴
﹂
と
人
形
浄
瑠
璃
の
外
題
表
記
形
式
を
模
し
て
い
る
︒
続
く
﹁
御
前
あ
や

つ
り
﹂
の
﹁
上
巻
﹂
冒
頭
を
記
す
︒

江
遠
し
て
水
数
な
が
れ
︒
天
晴
て
雁
転
と
ぶ
︒
故
山
千
里
の
高
麗
国
︒
遼

東
大
王
と
申
奉
り
ゆ
ゝ
し
き
帝
お
わ
し
ま
す
︒
第
一
の
臣
下
李
郎
耶
磧
郎

耶
兄
弟
を
め
さ
れ
︒
扨
も
大
日
本
の
武
将
高
富
久
吉
︒
我
国
毎
年
の
貢
物

お
こ
た
る
こ
と
を
忿
り
︒
日
本
の
兵
船
数
万
艘
︒
釜
山
浦
の
磯
近
よ
す
る

と
聞
︒
入
た
て
ゝ
は
か
な
ふ
ま
じ
︒
沐
海
潜
汝
す
い
れ
ん
を
得
た
る
大
力

の
兵
︒
か
れ
を
毒
魚
の
か
た
ち
に
つ
く
つ
て
海
に
入
︒
大
将
の
乗
た
る
ふ

ね
を
く
つ
返
せ
と
︒
日
本
の
て
き
を
一
の
み
の
︒
か
う
ら
い
ち
や
わ
ん
の

わ
れ
が
ち
に
軍
の
用
意
を
船
よ
そ
ひ
︒

本
作
は
﹃
太
閤
記
﹄
を
脚
色
し
た
も
の
と
さ
れ
る
が⑱
︑
右
に
引
用
し
た
本
文

の
﹁
高
麗
国
﹂﹁
遼
東
大
王
﹂
は
︑﹃
太
閤
記
﹄
に
現
れ
な
い
︒
こ
れ
に
つ
い
て

は
朝
日
新
聞
社
﹃
近
松
全
集
﹄
の
注
で
︑
当
時
の
認
識
と
し
て
﹁
高
麗
国
﹂

﹁
遼
東
大
王
﹂
が
朝
鮮
の
王
を
意
味
す
る
と
の
指
摘
が
あ
っ
た⑲
︒
当
時
の
認
識

と
は
一
体
何
を
指
す
の
か
︒
確
認
の
た
め
︑
当
時
の
京
の
地
誌
の
中
で
﹁
耳

塚
﹂
や
﹁
大
仏
﹂
の
項
目
に
表
れ
る
朝
鮮
の
箇
所
を
調
べ
た
︒
正
徳
四
年
五
月

吉
日
︑
上
村
四
郎
兵
衛
版
行
﹃
都
名
所
車
﹄
に
は
︑
﹁
遼
唐
の
李
子
を
い
け
ど

り
其
外
討
取
し
唐
人
の
首
を
日
本
へ
渡
さ
ん
事
大
分
な
れ
ば
み
ゝ
ば
か
り
き
り

て
異
国
の
人
数
を
し
る
し
て
桶
に
入
日
本
に
お
く
り
﹂
と
あ
り⑳
︑
浅
井
了
意
作
︑

延
宝
五
年
か
六
年
刊
行
﹃
出
来
斎
京
土
産
﹄
の
﹁
遼
東
の
李
子
を
生
捕
軍
兵
お

ほ
く
う
ち
と
り
﹂
の
記
事㉑

か
ら
も
確
認
で
き
る
︒
こ
れ
ら
を
考
え
れ
ば
当
時
で

は
﹁
高
麗
﹂
と
﹁
遼
東
の
李
氏
﹂
で
朝
鮮
の
王
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
︒
と
こ
ろ
で
︑
第
一
の
臣
下
﹁
李
郎
耶
磧
郎
耶
兄
弟
﹂
の
名
は
︑﹃
太
閤
記
﹄

巻
十
五
に
明
の
将
軍
と
し
て
現
れ
︑
以
後
朝
鮮
軍
記
物
へ
伝
わ
る
た
め
︑
本
作

と
﹃
太
閤
記
﹄
と
の
直
接
な
関
連
性
は
確
認
で
き
な
い㉒

︒

問
題
は
︑﹃
太
閤
記
﹄
を
含
む
朝
鮮
軍
記
に
も
現
れ
な
い
﹁
沐
海
潜
﹂
で
あ

る
︒
崔
官
氏
は
韓
国
語
の
論
文
で㉓

︑﹁
沐
海
潜
﹂
の
描
写
が
京
で
刊
行
さ
れ
た

﹃
懲
毖
録
﹄
の
朝
鮮
水
軍
﹁
亀
甲
船
﹂
の
描
写
と
類
似
を
指
摘
し
﹁
沐
海
潜
﹂

が
﹁
亀
甲
船
﹂
の
脚
色
で
あ
る
と
の
推
測
は
示
唆
に
富
む
︒
近
年
の
朝
鮮
軍
記

物
の
研
究
か
ら
も㉔

︑
李
舜
臣
の
記
事
は
朝
鮮
の
﹃
懲
毖
録
﹄
の
刊
行
か
ら
宝
永

期
の
﹃
朝
鮮
太
平
記
﹄
︵
宝
永
二
年
刊
︶
や
﹃
朝
鮮
軍
記
大
全
﹄
︵
宝
永
二
年

刊
︶
に
受
け
継
が
れ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
固
有
名
詞
は
用
い
な
い
が
︑

当
時
の
朝
鮮
軍
記
物
の
影
響
で
﹁
亀
甲
船
﹂
を
意
識
し
脚
色
に
用
い
た
可
能
性

は
指
摘
で
き
よ
う
︒
な
ら
ば
﹁
沐
海
潜
﹂
の
登
場
に
近
松
な
り
の
工
夫
を
加
え

近
松
浄
瑠
璃
﹃
本
朝
三
国
志
﹄
第
五
段
目
の
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出
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た
に
違
い
な
い
︒
本
文
で
は
﹁
沐
海
潜
汝
す
い
れ
ん
を
得
た
る
大
力
の
兵
︒
か

れ
を
毒
魚
の
か
た
ち
に
つ
く
つ
て
海
に
入
︒
大
将
の
乗
た
る
ふ
ね
を
く
つ
返

せ
﹂
と
王
に
命
じ
ら
れ
出
陣
し
︑﹁
風
も
吹
ぬ
に
海
上
さ
か
ま
き
一
丈
あ
ま
り

の
し
や
ち
ほ
こ
顕
れ
︒
剣
の
ひ
れ
を
ふ
り
上
﹂
な
が
ら
﹁
沐
海
潜
﹂
が
登
場
す

る
︒
つ
ま
り
朝
鮮
の
将
軍
が
﹁
毒
魚
の
か
た
ち
﹂
に
変
じ
て
攻
撃
す
る
見
せ
場

が
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
あ
た
っ
て
は
小
西
が
﹁
大
手
を
の
べ
て
か
い
つ
か
み
舟
は

た
に
引
あ
く
れ
ば
︒
皮
は
す
つ
ほ
り
こ
う
ら
い
し
ん
︒
沐
海
潜
と
い
ふ
者
あ
ま

す
ま
じ
い
と
切
て
か
ゝ
る
︒
か
い
く
ゞ
つ
て
引
つ
か
み
︒
ぶ
ゑ
ん
の
し
や
ち
ほ

こ
ま
な
ば
し
い
ら
ず
の
手
料
理
と
︒
首
を
ふ
つ
ゝ
と
ね
ぢ
切
︒
ゐ
こ
く
の
し
や

ち
ほ
こ
取
﹂
る
︑
つ
ま
り
小
西
の
勝
利
で
︑
上
之
巻
は
終
わ
る
の
で
あ
る
︒
こ

の
箇
所
は
︑
図
Ⅰ
の
絵
尽
の
絵
柄
に
は
︑
船
の
前
の
武
将
が
魚
類
の
怪
物
の
よ

う
な
﹁
沐
海
潜
﹂
を
退
治
し
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
﹁
毒

魚
の
か
た
ち
を
つ
く
つ
て
﹂
攻
撃
は
す
る
も
の
の
︑
小
西
の
手
に
よ
り
引
き
上

げ
ら
れ
皮
を
﹁
す
つ
ほ
り
﹂
脱
が
さ
れ
る
な
ど
小
西
に
は
叶
わ
な
い
︒
実
際
の

人
形
の
演
出
に
お
い
て
も
︑﹁
し
や
ち
ほ
こ
﹂
か
ら
﹁
こ
う
ら
い
じ
ん
﹂
の
武

将
を
現
せ
る
と
こ
ろ
が
見
せ
場
で
あ
っ
た
ろ
う
︒

要
す
る
に
﹁
御
前
あ
や
つ
り
﹂
上
巻
は
︑
絵
画
資
料
と
本
文
か
ら
見
れ
ば
︑

怪
物
に
見
立
て
た
﹁
毒
魚
﹂
の
形
の
﹁
高
麗
﹂
武
者
の
人
形
と
小
西
の
人
形
と

が
戦
い
を
見
せ
る
場
面
で
あ
っ
た
︒

四

｢
中
之
巻
﹂
﹁
大
王
道
行
﹂
の
異
国
言
葉
も
じ
り
の
語
り

｢御
前
あ
や
つ
り
﹂
の
﹁
中
之
巻
﹂
は
︑
日
本
軍
に
破
れ
︑
北
へ
落
ち
延
び

て
ゆ
く
﹁
大
王
道
行
﹂
で
あ
り
︑
語
り
の
聞
か
せ
場
で
あ
る
︒
で
は
︑
異
国
王

の
異
国
で
の
道
行
に
は
︑
近
松
が
い
か
な
る
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
か
考
察
し

て
み
る
︒
本
作
全
体
の
注
釈
は
な
い
も
の
の
︑﹁
大
王
道
行
﹂
は
︑﹃
近
松
語

彙
﹄
や
朝
日
新
聞
社
﹃
近
松
全
集
﹄
に
一
部
の
注
が
載
っ
て
は
い
る㉕

︒
だ
が
︑

未
だ
意
味
不
明
な
箇
所
を
多
く
含
む
難
解
な
箇
所
で
︑
朝
鮮
の
地
名
や
そ
れ
ら

し
き
も
の
を
ち
り
ば
め
︑
異
国
言
葉
も
じ
り
の
多
い
道
行
で
あ
る
︒
両
注
で
は
︑

﹁
で
た
ら
め
﹂
な
異
国
語
も
じ
り
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
︑
い
か
な
る
も
じ
り

で
あ
る
か
考
察
が
必
要
で
あ
る
︒
ま
ず
冒
頭
箇
所
﹁
鳥
の
跡
文
字
に
か
ゝ
ね
ば
︒

詞
に
は
︒
聞
わ
け
が
た
く
聞
し
ら
ず
﹂
で
は
︑
異
国
王
の
道
行
ら
し
く
異
国
言

葉
で
語
る
箇
所
で
あ
る
と
暗
示
し
て
い
る
表
現
か
ら
﹁
道
行
﹂
は
始
ま
る
の
で

あ
る
︒
続
く
﹁
大
王
は
べ
る
あ
ん
ど
う
を
立
出
て
︒
あ
ぼ
す
と
う
げ
の
夜
る
の

道
︒﹂
で
は
︑
下
線
の
﹁
べ
る
あ
ん
ど
う
﹂
は
﹁
平
安
道
﹂
を
表
す
が
﹁
あ
ぼ

す
と
う
げ
﹂
は
未
知
な
地
名
で
あ
る
︒﹁
あ
ぼ
す
と
う
げ
﹂
以
外
に
道
行
に
表

れ
る
﹁
ひ
す
な
ん
ざ
ん
﹂
︑﹁
こ
ん
さ
ん
ち
や
﹂
は
︑
朝
鮮
や
明
の
地
名
で
見
付

け
ら
れ
な
い
が
︑
外
国
の
地
名
風
に
し
た
近
松
の
創
作
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
ま

た
﹁
雲
に
さ
ほ
さ
す
あ
ま
を
ぶ
ね
︒
れ
ん
の
〳
〵
と
引
あ
み
の
め
に
も
た
ま
ら

ぬ
︒
て
れ
め
ん
す
︒
是
か
ら
島
の
事
と
へ
ば
︒
こ
た
へ
も
な
み
の
し
ら
は
ま
に

近
松
浄
瑠
璃
﹃
本
朝
三
国
志
﹄
第
五
段
目
の
演
出
に
つ
い
て

三
四



ね
む
る
︒
か
も
め
や
︒
ふ
に
す
鳥
︒
な
れ
も
い
づ
く
を
や
ど
り
と
や
﹂
の
﹁
て

れ
め
ん
す
﹂﹁
ふ
に
す
鳥
﹂
に
つ
い
て
は
︑
朝
日
新
聞
社
﹃
近
松
全
集㉖

﹄
の
注

で
﹁
て
れ
め
ん
す
﹂
を
﹁
手
練
を
丁
列
綿
油
と
混
じ
て
外
国
語
に
擬
せ
し
も
の

な
ら
ん
﹂
と
︑﹁
ふ
に
す
鳥
﹂
を
﹁
伏
す
鳥
を
わ
ざ
と
フ
ニ
ス
と
変
へ
て
異
国

の
鳥
名
ら
し
く
変
ひ
し
な
ら
ん
﹂
と
し
て
い
る
︒
し
か
し
﹃
増
補
華
夷
通
商

考
﹄︵
宝
永
五
年
板
︶
で㉗

︑﹁
ア
ラ
ビ
ヤ
︵
中
略
︶
此
国
に
フ
ニ
ス
と
云
鳥
あ
り
︒

寿
命
四
五
百
歳
な
り
︒
自
ら
死
す
る
事
を
知
て
︑︵
中
略
︶
炎
天
の
時
を
待
て

尾
を
揺
し
て
火
を
燃
し
自
ら
焼
死
す
︒
此
鳥
此
国
に
只
一
鳥
之
れ
有
り
︒
死
す

る
と
き
は
又
一
鳥
生
ず
︒
此
故
に
国
の
諺
に
︑
人
物
奇
異
に
し
て
二
つ
の
無
き

の
を
フ
ニ
ス
と
云
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
同
書
の
﹁
阿
蘭
陀
﹂
国
の
箇
所
で
﹁
土
産

油
類

ア
ゼ
ト
ウ
ナ
︑
ハ
ル
ナ
メ
︑
テ
レ
メ
ン
テ
イ
ナ
︑
丁
子
の
油
︑
琥
珀
油

の
類
此
外
色
々
﹂
と
確
認
で
き
る
︒
つ
ま
り
異
国
言
葉
も
じ
り
で
﹃
増
補
華
夷

通
商
考
﹄
の
利
用
の
可
能
性
が
あ
る
︒
し
か
し
こ
の
道
行
は
未
だ
多
く
の
意
味

不
明
な
箇
所
が
残
る
︒

本
稿
で
注
目
し
た
の
は
﹁
大
王
道
行
﹂
の
漢
詩
箇
所
﹁
風
既
来
︒
雨
既
来
︒

君
音
信
不
来
︒
花
開
愁
不
開
︒
泪
満
東
祥
海
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
箇
所
は
︑
本
文

に
︑﹁
ほ
ん
ち
や
ん
の
ら
い
い
ひ
ち
や
ん
の
ら
い
き
い
ち
ん
こ
ふ
う
ら
い
は
か

い
る
て
め
ん
ふ
う
か
い
よ
て
へ
ま
ん
こ
と
ん
や
ん
の
は
い
﹂
と
仮
名
が
付
さ
れ

て
い
る
︒
こ
の
漢
詩
の
読
み
は
設
定
を
考
慮
し
朝
鮮
の
漢
詩
読
み
で
語
っ
た
の

だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
以
前
に
漢
詩
の
唐
音
と
の
比
較
を
す
る
た
め
︑﹃
唐
話
辞
書

類
集
﹄
か
ら
当
時
の
唐
音
か
ら
漢
詩
箇
所
の
読
み
を
再
現
し
て
み
れ
ば㉘

︑﹁
フ

ヲ
キ
イ
ラ
イ
ウ
ィ
キ
イ
ラ
イ
キ
ユ
ン
イ
ン
ス
イ
ン
プ
ラ
イ
ホ
ア
カ
イ
チ
ウ
プ
カ

イ
■
マ
ン
ト
ウ
ヅ
ヤ
ン
ハ
ァ
イ
﹂
で
あ
る
︒
そ
し
て
伊
藤
東
涯
の
﹃
朝
鮮
国
諺

文
文
字
母
反
切
二
十
七
字
﹄
や
雨
森
芳
洲
に
よ
る
朝
鮮
語
辞
書
で
あ
る
﹃
全
一

道
人
﹄
等
を
参
考
に
漢
詩
箇
所
の
読
み
を
当
時
の
諺
文
の
音
か
ら
再
現
し
て
み

れ
ば㉙

︑﹁
フ
ン
ギ
レ
イ
ウ
ギ
レ
イ
ク
ン
ヲ
ン
シ
ン
ブ
ル
レ
イ
フ
ハ
カ
イ
ス
ウ
ブ

ル
カ
イ

ル
マ
ン
ト
ン
ヤ
ン
ヘ
イ
﹂
と
な
る
︒
比
較
し
て
み
れ
ば
︑
当
時
の
唐

音
と
も
当
時
の
朝
鮮
語
諺
文
と
も
一
致
せ
ず
︑
日
本
の
漢
字
音
読
み
に
近
い
こ

と
が
わ
か
る
︒
し
か
し
付
さ
れ
た
仮
名
の
傍
線
を
引
い
た
箇
所
の
よ
う
に
音
を

変
化
さ
せ
る
か
無
い
音
︵﹁
の
﹂︑﹁
よ
﹂︶
を
挿
入
し
た
方
法
を
と
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
︒
近
松
が
朝
鮮
の
漢
詩
に
つ
い
て
ど
れ
ほ
ど
熟
知
し
て
い
た
か
は

不
明
で
あ
る
が
︑
朝
鮮
の
漢
詩
訓
読
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
﹁
吐ト

﹂

︵
口
訣
字
と
も
︶
で
あ
る㉚

︒
﹁
吐ト

﹂
と
は
︑
朝
鮮
漢
詩
の
訓
読
で
︑
意
味
の
切
れ

目
に
入
れ
る
助
詞
と
し
て
︑
﹁
エ
﹂︵
日
本
語
の
﹁
の
﹂︶
﹁
イ
﹂﹁
イ
ニ
﹂﹁
ヨ
﹂

﹁
イ
ニ
ラ
﹂
等
を
付
け
て
詠
む
こ
と
で
あ
る
︒
断
言
は
で
き
な
い
が
︑
上
述
の

﹁
沐
海
潜
﹂
の
描
写
に
朝
鮮
軍
記
物
か
ら
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
︑
近

松
が
朝
鮮
に
興
味
を
持
っ
て
お
り
︑
朝
鮮
の
漢
詩
訓
読
の
特
徴
を
知
り
︑
語
り

に
そ
れ
を
反
映
し
趣
向
と
し
て
取
り
入
れ
た
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
︒
そ
れ
に
比
べ
︑
同
時
代
の
他
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
で
の
異
国
言
葉
も
じ
り

の
用
例
を
み
れ
ば
︑﹃
大
職
冠
﹄
第
二
段
目
︵
正
徳
元
年
︵
一
七
一
一
︶
竹
本

近
松
浄
瑠
璃
﹃
本
朝
三
国
志
﹄
第
五
段
目
の
演
出
に
つ
い
て

三
五



座
初
演
︶
で
は
意
味
不
明
な
唐
音
言
葉
が
あ
り
︑﹃
国
性
爺
合
戦
﹄
の
第
二
段

目
︵
正
徳
五
年
︵
一
七
一
五
︶
竹
本
座
初
演
︶
の
唐
音
も
じ
り
は
評
判
を
得
︑

歌
舞
伎
で
も
同
趣
向
の
上
演
が
確
認
で
き
る㉛

︒
そ
の
上
︑
歌
舞
伎
﹃
仏
母
摩
耶

山
開
帳
﹄
第
一
︵
元
禄
六
年
︵
一
六
九
三
︶
万
太
夫
座
︶
で
は
︑
で
た
ら
め
な

朝
鮮
語
も
じ
り
が
あ
る
︒
つ
ま
り
同
時
の
異
国
言
葉
も
じ
り
は
︑
で
た
ら
め
で

意
味
不
明
な
異
国
言
葉
も
じ
り
で
あ
っ
た
︒

以
上
の
異
国
言
葉
も
じ
り
の
検
討
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
本
作
五
段
目

﹁
大
王
道
行
﹂
の
異
国
言
葉
も
じ
り
は
漢
詩
の
形
を
利
用
し
た
特
殊
な
趣
向
と

認
め
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
﹃
本
朝
三
国
志
﹄
第
五
段
目
の
﹁
中
之
巻
﹂﹁
大
王
道

行
﹂
は
︑
朝
鮮
語
風
の
異
国
語
の
も
じ
り
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
た
﹁
高
麗
王
﹂

の
道
行
で
あ
っ
た
︒
絵
尽
の
図
Ⅰ
で
は
︑﹁
中
之
巻
﹂
ら
し
き
と
こ
ろ
︑﹁
高
麗

王
﹂
と
臣
下
ら
し
き
四
人
が
描
か
れ
て
い
る
が
︑
実
際
の
人
形
の
動
き
や
演
出

は
検
討
が
で
き
な
い
︒
本
稿
で
検
討
し
た
漢
詩
風
の
も
じ
り
も
検
討
の
余
地
も

あ
り
︑
異
国
言
葉
も
じ
り
を
も
合
わ
せ
て
考
察
す
る
こ
と
を
今
後
の
課
題
に
し

た
い
︒

五

｢下
之
巻
﹂
人
形
を
﹁
ひ
き
さ
く
﹂
演
出
の
見
せ
場

｢御
前
あ
や
つ
り
﹂
の
﹁
下
之
巻
﹂
に
つ
い
て
見
て
い
く
︒﹁
下
之
巻
﹂
で
は
︑

木
梅
と
小
西
の
戦
闘
か
ら
牧
司
判
官
と
小
西
の
戦
闘
へ
続
き
︑
そ
こ
へ
加
藤
が

遼
東
大
王
を
生
け
捕
り
に
し
て
現
れ
︑
そ
の
場
を
押
さ
え
る
展
開
に
な
っ
て
い

る
︒
戦
闘
場
面
も
人
形
操
り
の
見
せ
場
で
あ
っ
た
と
思
う
が
︑﹁
い
け
ど
り
ぶ

ん
ど
り
﹂
と
し
て
首
と
耳
を
削
ぎ
︑
牧
司
判
官
を
引
き
裂
く
﹁
御
前
あ
や
つ

り
﹂
の
結
末
が
注
目
を
引
く
︒

か
た
う
こ
に
し
も
く
そ
が
り
や
う
そ
く
両
方
へ
引
は
つ
て
︒
ヤ
ア
ゑ

い
〳
〵
ふ
た
つ
に
さ
つ
と
う
な
ぎ
を
さ
く
よ
り
や
す
か
り
け
り
︒
御
さ
ん

じ
き
よ
り
久
吉
公
あ
ふ
き
を
上
︒
ヲ
ヽ
め
で
た
い
〳
〵
で
き
た
〳
〵
是

へ
〳
〵
と
御
諚
有
︒

こ
の
場
面
は
︑
絵
尽
で
は
耳
を
削
ぐ
絵
柄
は
あ
る
も
の
の
牧
司
判
官
を
引
き

裂
く
様
子
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
︑
こ
の
箇
所
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

し
か
し
先
述
し
た
平
田
の
論
考
で㉜

︑﹁
人
形
の
足
を
裂
い
た
り
す
る
演
技
﹂
が

古
く
金
平
浄
瑠
璃
か
ら
あ
り
当
時
の
例
と
し
て
﹃
国
性
爺
合
戦
﹄
の
五
段
目
の

﹁
三
方
か
ら
引
き
裂
く
﹂
例
を
は
じ
め
て
取
り
上
げ
た
︒﹁
下
之
巻
﹂
本
文
で
は
︑

﹁
両
方
へ
引
は
つ
て
︒
ヤ
ア
ゑ
い
〳
〵
ふ
た
つ
に
さ
つ
と
﹂
と
両
方
か
ら
人
形

の
足
を
﹁
う
な
ぎ
を
さ
く
よ
り
や
す
﹂
く
裂
く
場
面
と
し
て
見
せ
た
は
ず
で
あ

ろ
う
︒
こ
の
よ
う
な
人
形
操
り
の
演
出
は
︑
先
行
研
究
の
指
摘
だ
け
で
な
く
︑

多
く
の
用
例
が
あ
る
︒
近
松
作
の
中
で
も
︑
﹃
以
呂
波
物
語
﹄
の
第
五
段
目
に
︑

﹁
や
し
や
じ
ん
﹂
が
熊
丸
を
﹁
ひ
つ
つ
か
ん
で
両
足
と
つ
て
さ
つ
と
さ
き
﹂
と

い
う
本
文
と
︑
同
作
の
異
本
東
京
大
学
図
書
館
蔵
の
絵
入
細
字
本
の
挿
絵
に
両

足
を
引
き
裂
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る㉝

︒
ま
た
︑
古
浄
瑠

璃
﹃
日
本
蓬
萊
山
﹄
や
﹃
牛
若
千
人
切
付
タ
リ
牛
王
姫
﹄
の
挿
絵㉞

や
︑
近
松
作

近
松
浄
瑠
璃
﹃
本
朝
三
国
志
﹄
第
五
段
目
の
演
出
に
つ
い
て

三
六



﹃
天
神
記
﹄
の
五
段
目
の
終
わ
り
に
﹁
両
あ
し
つ
か
ん
で
︒
二
つ
に
さ
つ
と
つ

か
み
さ
き㉟

﹂
な
ど
か
ら
も
︑﹁
下
之
巻
﹂
の
牧
司
判
官
の
両
足
を
引
っ
張
り
引

き
裂
く
場
面
が
︑
こ
う
し
た
人
形
演
出
の
踏
襲
と
し
て
︑
ひ
と
つ
の
見
せ
場
と

し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
え
る
︒

六

｢劇
中
劇
﹂
と
人
形
の
趣
向

最
後
に
劇
中
劇
全
体
の
人
形
の
操
作
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
に
つ
い

て
考
え
る
︒
劇
中
劇
の
人
形
操
作
の
論
点
は
︑
人
形
が
人
形
を
遣
っ
た
か
ど
う

か
と
︑
実
際
の
人
形
遣
い
が
登
場
人
物
に
な
り
人
形
を
遣
う
か
ど
う
か
で
あ
る
︒

前
者
の
場
合
︑
本
作
の
演
技
・
演
出
に
つ
い
て
で
は
な
い
が
当
時
の
人
形
の
遣

い
方
か
ら
す
れ
ば
︑
人
形
が
人
形
を
遣
う
こ
と
は
可
能
と
み
た
祐
田
善
雄
氏
の

﹁﹃
曾
根
崎
心
中
﹄
と
辰
松
の
手
妻
人
形
﹂
論
稿
か
ら
顧
み
る
余
地
は
あ
ろ
う㊱

︒

元
禄
か
ら
享
保
ま
で
活
躍
し
た
辰
松
八
郎
兵
衛
の
変
化
す
る
人
形
の
手
妻
芸
の

技
巧
の
解
説
で
紹
介
し
た
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
の
山
本
飛
騨
掾
の
記
述
で
︑
引

き
線
︵
仕
掛
け
糸
︶
を
﹁
用
い
る
あ
や
つ
り
で
︑
碁
盤
の
上
で
人
形
に
人
形
を

舞
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
﹂
と
い
う
記
事
と
合
わ
せ
︑﹃
大
内
水
上
御
遊
﹄︵
元

禄
十
六
年
︶
の
﹁
三
つ
人
形
片
手
づ
か
い
﹂
の
遣
い
方
が
﹁
人
形
が
人
形
を
遣

う
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
た
﹂
と
推
測
し
た
︒
そ
れ
に
対
し
て
松
崎
仁
の
先
述
の

論
考
で
は㊲

︑
人
形
劇
中
の
人
形
劇
と
い
う
同
趣
向
の
例
と
し
て
﹃
源
義
経
将
棊

経
﹄︵
竹
本
座
︑
正
徳
元
年
正
月
上
演
推
定
︶
の
第
一
を
挙
げ
︑﹁
演
技
と
現
実

と
の
混
同
の
お
か
し
み
が
生
じ
て
い
る
﹂
と
評
し
︑
人
形
劇
中
の
人
形
劇
に
注

目
し
た
︒
た
だ
氏
は
﹁
人
形
劇
中
の
人
形
劇
だ
か
ら
と
い
っ
て
︑
人
形
が
小
人

形
を
操
る
演
出
が
行
わ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
﹂
と
し
な
が
ら
も
︑
﹃
金
屋

金
五
郎
後
日
雛
形
﹄
︵
宝
永
二
年
︑
豊
竹
座
︶
の
﹁
小
さ
ん
﹂
の
述
懐
の
所
作

で
は
﹁
人
形
を
手
に
持
ち
︑
こ
れ
を
操
り
な
が
ら
演
出
さ
れ
た
と
考
え
る
﹂
こ

と
や
当
時
の
巧
緻
な
手
妻
人
形
の
発
達
か
ら
肯
定
的
と
見
た
︒
し
か
し
﹃
本
朝

三
国
志
﹄
に
つ
い
て
は
︑
﹁
や
は
り
人
形
が
人
形
を
操
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が

劇
場
の
観
客
に
な
く
て
は
︑
こ
の
趣
向
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
﹂
と
本
文
し
か

手
が
か
り
は
な
い
が
︑
人
形
が
人
形
を
操
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
み
た
︒

現
時
点
で
は
︑
資
料
不
足
で
ど
ち
ら
か
に
確
定
し
に
く
い
の
が
現
状
で
あ
る
︒

た
だ
し
五
段
目
冒
頭
の
﹁
大
仏
の
ま
へ
に
人
形
ふ
た
い
を
し
つ
ら
い
︒
あ
や
つ

り
役
人
御
小
姓
し
ゆ
た
る
と
の
仰
に
て
︒
御
堂
の
左
右
に
御
桟
敷
を
し
つ
ら
い

花
麗
を
つ
く
す
御
座
の
結
構
﹂
︑﹁
御
前
あ
や
つ
り
﹂
が
始
ま
る
前
の
様
子
と
し

て
﹁
手
す
り
ぶ
た
い
を
組
立
て
る
其
役
々
の
御
小
姓
し
ゆ
︒
役
付
の
人
形
手
ご

と
に
持
て
が
く
屋
入
﹂
︑
﹁
御
前
あ
や
つ
り
﹂
終
了
直
後
の
描
写
﹁
手
ン
に
人
形

さ
し
あ
げ
て
御
ま
へ
に
か
し
こ
ま
る
︒
こ
う
ら
い
日
本
一
時
に
見
る
な
り
き
く

な
り
上
る
り
あ
や
つ
り
こ
れ
︒
お
さ
ま
れ
る
﹂
は
︑
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
︒
同
じ
﹁
入
子
型
﹂
の
﹁
劇
中
劇
﹂
で
あ
る
﹃
源
義
経
将
棊
経
﹄
に
は
ほ
ぼ

描
写
が
な
い
こ
と
か
ら
も
︑﹃
本
朝
三
国
志
﹄
の
第
五
段
目
は
人
形
浄
瑠
璃
の

舞
台
や
人
形
操
作
に
関
す
る
描
写
と
し
て
看
過
で
き
な
い
︒
そ
れ
に
︑
絵
尽
の

近
松
浄
瑠
璃
﹃
本
朝
三
国
志
﹄
第
五
段
目
の
演
出
に
つ
い
て

三
七



﹁
小
人
形
に
て
つ
か
い
申
候
﹂
の
書
き
入
れ
も
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
︑
イ
メ
ー

ジ
だ
け
で
は
な
く
普
段
の
人
形
浄
瑠
璃
の
操
り
人
形
が
そ
れ
よ
り
小
さ
い
人
形

を
遣
っ
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
た
め
︑
や
は
り
人
形
が
人
形
を
遣
っ
て
上
演
し

た
と
推
測
し
た
い
︒
ま
た
本
作
五
段
目
は
人
形
操
作
だ
け
で
は
な
く
︑
当
時
の

人
形
浄
瑠
璃
の
舞
台
裏
を
覗
く
こ
と
の
で
き
る
表
現
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も

注
目
で
き
る
︒

お
わ
り
に

本
稿
は
︑﹃
本
朝
三
国
志
﹄
の
第
五
段
目
の
詳
細
を
︑
人
形
浄
瑠
璃
と
い
う

舞
台
芸
能
と
し
て
舞
台
や
人
形
︑
演
出
︑
そ
し
て
語
り
物
の
特
徴
か
ら
探
る
試

み
で
あ
っ
た
︒
考
察
し
た
五
段
目
の
詳
細
は
︑
導
入
の
舞
台
演
出
の
見
せ
場
と

し
て
︑
大
仏
と
い
う
大
道
具
と
そ
の
大
仏
の
鼻
か
ら
人
形
が
飛
び
出
る
演
出
の

可
能
性
を
指
摘
で
き
た
︒
上
巻
で
は
架
空
で
あ
ろ
う
﹁
沐
海
潜
﹂
と
い
う
特
殊

な
人
形
を
小
西
の
人
形
と
戦
わ
せ
る
見
せ
場
と
し
て
設
け
る
工
夫
を
し
た
︒
ま

た
中
之
巻
の
﹁
大
王
道
行
﹂
は
︑
朝
鮮
語
風
の
異
国
言
葉
も
じ
り
を
多
く
用
い

た
高
麗
王
の
道
行
で
あ
り
︑
特
殊
な
趣
向
の
漢
詩
風
の
も
じ
り
が
あ
っ
た
︒
そ

し
て
下
之
巻
の
牧
司
判
官
を
引
き
裂
く
こ
と
で
︑
最
後
の
大
団
円
に
以
前
か
ら

の
常
套
演
出
で
あ
っ
た
人
形
を
引
き
裂
く
演
出
と
し
て
見
せ
場
を
設
け
た
︒
つ

ま
り
恒
例
の
演
出
を
駆
使
し
た
の
で
あ
る
︒

以
上
の
考
察
か
ら
も
︑﹃
本
朝
三
国
志
﹄
の
第
五
段
目
は
︑
語
り
や
人
形
︑

舞
台
を
見
せ
る
た
め
︑
つ
ま
り
見
せ
場
・
聞
か
せ
場
の
た
め
に
作
ら
れ
た
と
い

え
る
︒
し
か
し
本
稿
で
扱
え
な
か
っ
た
節
を
も
合
わ
せ
て
考
察
す
る
必
要
も
あ

ろ
う
︒
異
国
言
葉
も
じ
り
の
考
察
を
も
含
め
今
後
の
課
題
に
し
た
い
︒

最
後
に
本
文
引
用
箇
所
で
差
別
な
表
現
が
含
ま
れ
て
い
る
が
︑
原
文
の
ま
ま

に
掲
載
し
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
︒

注①

本
稿
で
取
り
扱
っ
た
論
考
以
外
︑
主
に
金
光
哲
﹃
中
近
世
に
お
け
る
朝
鮮
観
の
創

出
﹄︵
校
倉
書
房
︑
一
九
九
九
年
︶︑
崔
官
﹁
江
戸
時
代
に
現
わ
れ
る
壬
辰
倭
乱

︱

木
曾
官
の
変
容
を
め
ぐ
っ
て

︱
﹂
︵
﹃
比
較
文
学
研
究
﹄
六
十
二
巻
︑
一
九
九
二
年

十
二
月
︶︑
須
田
努
﹁
江
戸
時
代

民
衆
の
朝
鮮
・
朝
鮮
人
観

︱
浄
瑠
璃
・
歌
舞

伎
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て

︱
﹂︵﹃
思
想
﹄
﹁
﹁
韓
国
併
合
﹂
�
�
�
年
を
問

う
﹂︑
二
〇
一
〇
年
一
月
︶
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
は
当
時
日
本
庶
民
の
朝
鮮
観

を
抽
出
す
る
材
料
と
し
て
﹃
本
朝
三
国
志
﹄
を
含
む
文
芸
作
品
を
扱
っ
た
︒
し
か
し
︑

観
客
論
や
当
時
の
庶
民
の
朝
鮮
観
を
考
え
る
際
︑
ど
う
い
う
媒
体
で
ど
う
表
現
さ
れ

て
い
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
が
︑
享
受
者
へ
伝
わ
る
経
路
や
方
法
を
探
る
こ
と
が
不

可
欠
の
作
業
と
判
断
し
た
︒
そ
の
た
め
︑
本
稿
で
は
朝
鮮
観
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い

こ
と
を
断
っ
て
お
く
︒

②

松
崎
仁
﹁
人
形
浄
瑠
璃
の
劇
中
劇

︱
元
禄
・
宝
永
期
を
中
心
に

︱
﹂︵﹃
立
教

大
学
日
本
文
学
﹄
八
号
︑
一
九
七
二
年
六
月
︶︒

③

原
道
生
﹁
近
松
の
対
﹁
異
国
﹂
意
識
﹂︵﹃
国
文
学

解
釈
と
教
材
研
究
﹄﹁
江
戸

の
劇
空
間

︱
比
較
演
劇
の
視
点
﹂︑
二
〇
〇
〇
年
二
月
︶︒

④

平
田
澄
子
﹁
享
保
期
の
近
松
時
代
浄
瑠
璃
か
ら

︱
世
界
の
広
が
り
・
混
沌
・
や

さ
し
さ

︱
﹂
︵﹃
岩
波
文
学
﹄
﹁
特
集

人
形
浄
瑠
璃
・
文
楽
の
こ
と
ば
へ
﹂︑
二
〇

近
松
浄
瑠
璃
﹃
本
朝
三
国
志
﹄
第
五
段
目
の
演
出
に
つ
い
て

三
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一
一
年
三
・
四
月
︶︒

⑤

本
稿
の
﹃
本
朝
三
国
志
﹄
の
す
べ
て
の
引
用
は
﹃
近
松
全
集

第
十
一
巻
﹄︵
岩

波
書
店
︑
一
九
八
九
年
八
月
︶
に
よ
る
︒
引
用
に
際
し
て
節
章
は
省
略
し
︑
適
宜
︑

清
濁
点
・
句
読
点
を
私
に
付
す
︒
そ
し
て
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒

⑥

﹃
国
史
大
辞
典
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
九
年
︶
に
よ
れ
ば
︑
現
在
の
耳
塚
は
京

都
市
の
豊
国
神
社
の
近
辺
に
あ
り
︑
当
時
方
広
寺
の
門
前
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
︒
五

段
目
冒
頭
に
登
場
す
る
﹁
る
し
や
な
仏
﹂︵
毘
盧
遮
那
仏
︶
は
︑
現
在
は
消
失
さ
れ

た
方
広
寺
の
御
堂
で
あ
り
︑﹁
東
山
大
仏
﹂
を
表
す
︒

⑦

﹃
正
本
近
松
全
集
﹄︵
勉
誠
社
︑
一
九
七
七
年
︶
の
解
説
︑﹃
近
松
全
集
﹄︵
岩
波
書

店
︶
の
解
説
等
︒

⑧

田
中
冨
吉
著
﹃
続
・
日
本
の
た
ば
こ

︱
歴
史
と
文
化

︱
﹄︵
た
ば
こ
総
合
研

究
セ
ン
タ
ー
︑
一
九
九
六
年
︶

﹁
寛
文
︵
一
六
六
一
～
七
二
︶
ご
ろ
か
ら
京
都
の
町
に
は
キ
セ
ル
店
が
多
く
︑﹁
間

之
町
︵
あ
い
の
ま
ち
︶
通
二
乗
下
る
き
せ
る
や
町
こ
の
町
東
西
両
側
な
が
ら
き
せ
る

を
張
り
て
世
を
渡
る
を
業
と
す
﹂
と
︿
京
雀
﹀
に
あ
り
五
条
に
近
い
方
広
寺
大
弘
殿

の
前
に
も
キ
セ
ル
屋
が
多
く
あ
っ
て
︑
大
仏
前
の
キ
セ
ル
だ
か
ら
大
仏
キ
セ
ル
と
名

付
け
た
の
が
︑
い
つ
し
か
宣
伝
に
使
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
︒﹂

⑨

﹃
近
松
全
集
﹄︵
岩
波
書
店
︶
を
は
じ
め
︑
横
山
重
編
﹃
古
浄
瑠
璃
正
本
集
﹄︵
角

川
書
店
︑
一
九
六
四
年
︶︑
古
浄
瑠
璃
正
本
集
刊
行
会
編
﹃
古
浄
瑠
璃
正
本
集
﹄︵
大

学
堂
書
店
︑
一
九
八
九
年
︶︑
古
浄
瑠
璃
正
本
集
刊
行
会
編
﹃
竹
本
義
太
夫
浄
瑠
璃

正
本
集
﹄︵
大
学
堂
書
店
︑
一
九
九
五
年
︶︑
信
多
純
一
編
﹃
赤
木
文
庫
古
浄
瑠
璃
稀

本
集

影
印
と
解
題
﹄︵
八
木
書
店
︑
一
九
九
五
年
︶
な
ど
︒

⑩

土
田
衛
の
﹁﹃
歌
舞
伎
年
表
﹄
補
訂
考
証
享
保
編
其
三
︵
享
保
七
～
十
一
年
︶﹂

︵﹃
演
劇
研
究
会
会
報
﹄
第
三
十
二
号
︑
二
〇
〇
六
年
五
月
︶
で
﹁
享
保
十
一
年
正
月

一
六
日
︑
市
村
座
︑
春
狂
言
﹁
鶏
奥
州
源
氏
﹂︒
浄
瑠
璃
﹁
都
見
物
左
衛
門
﹂﹁
ね
び

き
の
か
ど
ま
つ
﹂︵
一
中
︶︒
太
夫
︵
都
一
中
︑
都
千
車
︶
三
味
線
︵
都
千
弥
︶﹂
と

あ
る
︒﹃
都
見
物
左
衛
門
﹄
の
本
文
は
﹃
日
本
名
著
全
集

歌
謡
音
曲
集
﹄︵
日
本
名

著
全
集
刊
行
会
︑
一
九
二
九
年
︶
に
よ
る
︒

⑪

土
田
衛
﹁﹃
歌
舞
伎
年
表
﹄
補
訂
考
証

享
保
編
其
二
︵
享
保
三
～
六
年
︶﹂︵﹃
演

劇
研
究
会
会
報
﹄
第
三
十
一
号
︑
二
〇
〇
五
年
︶︒

⑫

加
納
克
己
﹁
人
形
浄
瑠
璃
の
地
方
展
開

︱
東
海
地
方
を
中
心
と
し
た
地
操
り
の

歴
史

︱
﹂
︵
﹃
神
戸
女
子
大
学
古
典
芸
能
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
﹄
�
号
︑
二
〇
一
二

年
三
月
︶︒

⑬

芸
能
史
研
究
会
編
﹃
日
本
庶
民
文
化
史
集
成

第
八
巻

寄
席
・
見
世
物
﹄︵
三

一
書
房
︑
一
九
七
六
年
︶
︒

⑭

川
添
裕
氏
の
﹃
江
戸
の
見
世
物
﹄︵
岩
波
文
庫
︑
二
〇
〇
〇
年
︶
で
は
︑
一
田
庄

七
郎
は
︑
文
政
年
間
︑
浅
草
奥
山
に
て
巨
大
見
世
物
小
屋
を
持
ち
︑﹁
江
戸
に
お
け

る
細
工
見
世
物
の
ブ
ー
ム
の
き
っ
か
け
﹂
を
つ
く
っ
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
︒

⑮

注
⑭
に
同
じ
︒

⑯

﹃
摂
陽
観
物
画
譜
﹄︵
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
蔵
︶
に
も
︑
安
政
年
間
︑
大
坂
難
波
新
地

で
大
江
定
橘
郎
に
よ
る
か
ら
く
り
・
大
道
具
の
興
行
を
描
い
た
同
様
の
一
枚
刷
り
物

が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
﹁
あ
ま
か
ら
や
﹂
の
書
き
入
れ
の
位
置
以
外
は
︑
同
様
で
あ

る
︒

⑰

そ
の
他
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
小
咄
・
落
語
に
も
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

早
く
は
天
明
五
年
江
戸
板
﹃
猫
に
小
判
﹄
︵
﹃
江
戸
小
咄
本
﹄︵
金
竜
堂
書
店
︑
一
九

二
九
年
︶︶
所
収
の
小
咄
﹁
大
仏
﹂
が
あ
り
︑
落
語
﹁
鹿
政
談
﹂
の
挿
入
話
に
あ
る

奈
良
大
仏
の
鼻
の
穴
を
傘
差
し
て
通
れ
る
か
賭
け
を
す
る
小
咄
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
︒

⑱

﹃
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
八
三
年
︶︒

⑲

藤
井
乙
男
校
注
﹃
近
松
全
集

第
十
一
巻
﹄︵
朝
日
新
聞
社
︑
一
九
二
五
年
︶︒

⑳

﹃
新
修
京
都
叢
書
﹄︵
臨
川
書
店
︑
一
九
六
七
年
︶
の
第
五
巻
五
〇
〇
頁
︒
傍
線
は

近
松
浄
瑠
璃
﹃
本
朝
三
国
志
﹄
第
五
段
目
の
演
出
に
つ
い
て

三
九



引
用
者
に
よ
る
︒

㉑

注
⑳
に
同
じ
︒
十
巻
五
三
九
頁
︒

㉒

檜
谷
昭
彦
・
江
本
裕
校
注
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系
六
〇

太
閤
記
﹄︵
岩
波
書

店
︑
一
九
九
六
年
︶
の
注
に
よ
れ
ば
︑﹁
明
の
大
将
は
宋
応
昌
と
李
如
松
︒
こ
の
二

将
の
名
の
出
所
未
詳
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒

㉓

崔
官
﹁
近
松
門
左
衛
門
の
﹃
本
朝
三
国
志
﹄
に
関
す
る
一
考
察
﹂︵﹃
日
本
文
化
学

報
第
�
輯
﹄︑
一
九
九
七
年
五
月
︶︒

㉔

金
時
徳
﹁
近
世
文
学
と
﹃
懲
毖
録
﹄

︱
朝
鮮
軍
記
物
︵
壬
辰
倭
乱
作
品
群
︶
と

そ
の
周
辺
﹂︵﹃
近
世
文
芸
﹄
八
十
八
号
︑
二
〇
〇
八
年
七
月
︶︑
崔
官
﹁
壬
辰
倭
乱

︵
文
禄
の
役
︶
と
日
本
近
世
文
学
﹂︵﹃
ア
ジ
ア
遊
学
�
�
�
日
本
近
世
文
学
と
朝
鮮
﹄

︵
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
三
年
五
月
︶
な
ど
︒

㉕

上
田
萬
年
・
樋
口
慶
千
代
著
﹃
近
松
語
彙

復
刻
版
﹄︵
冨
山
房
︑
一
九
七
六
年
︶

の
語
注
と
︑
藤
井
紫
影
校
注
﹃
近
松
全
集
﹄︵
大
阪
朝
日
新
聞
社
︑
大
正
一
四
～
昭

和
三
／
〈復
刻
﹀
思
文
閣
︑
昭
和
五
三
︶
の
頭
注
︒

㉖

注
㉕
に
同
じ
︒

㉗

﹃
日
本
水
土
考
・
水
土
解
辨
・
増
補
華
夷
通
商
考
﹄︵
岩
波
書
店
︑
昭
和
十
九
年
︶︒

㉘

﹃
唐
話
辞
書
類
集
﹄︵
古
典
研
究
会
︑
一
九
六
九
～
一
九
七
六
︶
か
ら
︑
当
時
の

﹁
唐
音
﹂
を
再
現
す
る
と
︑
次
の
よ
う
で
あ
る
︒
■
は
不
明
・
調
査
で
き
な
い
字
の

音
で
あ
る
︒

㉙

﹃
朝
鮮
国
諺
文
文
字
母
反
切
二
十
七
字
﹄︵
伊
藤
東
涯
著
︑
一
七
〇
四
年
成
︶
京
大

本
︑﹃
全
一
道
人
の
研
究
﹄︵
京
都
大
学
国
文
学
会
︑
一
九
六
四
年
︶︑﹃
和
漢
三
才
図

会
﹄︵
寺
島
良
安
著
︑
一
七
一
二
年
脱
稿
︶︑﹃
捷
解
新
語
﹄︵
京
都
大
学
国
文
学
会
︑

一
九
五
七
年
︶
を
参
照
し
た
︒

㉚

金
文
京
著
﹃
漢
文
と
東
ア
ジ
ア
訓
読
の
文
化
圏
﹄︵
岩
波
文
庫
︑
二
〇
一
〇
年
︶︒

㉛

享
保
二
年
正
月
刊
﹃
役
者
色
茶
湯
﹄
の
瀬
川
菊
之
条
の
評
︵﹃
歌
舞
伎
評
判
記
集

成
第
一
期
第
六
巻
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
七
二
年
︶︶︑﹁
顔
み
せ
瀬
川
殿
は
せ
ん
だ
ん

女
．
唐
船
ニ
の
り
和
藤
内
を
ま
ね
き
．
日
本
人
〳
〵
．
な
む
き
や
ら
ち
よ
ん
の
ふ
．

と
ら
や
あ
〳
〵
の
唐
音
で
け
ま
し
た
﹂︒
下
線
は
引
用
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒

㉜

注
④
に
同
じ
︒

㉝

﹃
近
松
全
集

十
三
巻
﹄︵
岩
波
書
店
︶
の
﹁
以
呂
波
物
語
﹂
の
第
五
段
目
︒

㉞

﹃
日
本
蓬
萊
山
﹄︵﹃
古
浄
瑠
璃
正
本
集

角
太
夫
編
第
三
巻
﹄︵
大
学
堂
書
店
︑
一

九
八
九
年
︶︶︑
﹃
牛
若
千
人
切
付
タ
リ
牛
王
姫
﹄
︵﹃
古
浄
瑠
璃
正
本
集

加
賀
掾
編

第
一
巻
﹄︵
大
学
堂
書
店
︑
一
九
八
九
年
︶︶
の
第
九
・
十
図
︒

㉟

﹃
近
松
全
集

八
巻
﹄︵
岩
波
書
店
︶
︒

㊱

祐
田
善
雄
﹁
﹃
曾
根
崎
心
中
﹄
と
辰
松
の
手
妻
人
形
﹂︵
﹃
山
辺
道
﹄
六
号
︑
一
九

六
〇
年
︒
後
に
﹃
浄
瑠
璃
史
論
考
﹄
︵
中
央
公
論
社
︑
一
九
七
五
年
︶
に
収
録
︶︒

㊲

注
②
に
同
じ
︒

︹
付
記
︺

本
稿
は
日
本
近
世
文
学
会
平
成
二
十
三
年
度
秋
期
大
会
︵
於
高
麗
大
学
校
︶

の
口
頭
発
表
に
基
づ
き
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
︒
貴
重
な
御
教
示
を
賜
り
ま
し

た
諸
先
生
方
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒
ま
た
資
料
の
閲
覧
及
び
図
掲
載
を

ご
許
可
下
さ
っ
た
東
洋
文
庫
に
は
︑
末
筆
な
が
ら
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒
な
お
︑

本
校
は
︑
平
成
二
十
三
年
度
平
和
中
島
財
団
﹁
外
国
人
留
学
生
奨
学
金
﹂
に
よ

る
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒

近
松
浄
瑠
璃
﹃
本
朝
三
国
志
﹄
第
五
段
目
の
演
出
に
つ
い
て

四
〇


