
番
外
曲
﹁
玉
鉾
﹂
考

︱
古
今
注
と
の
関
連
・
そ
の
他

︱

稲

田

秀

雄

は
じ
め
に

能
﹁
玉
鉾
﹂
は
︑
い
わ
ゆ
る
番
外
曲
︵
現
在
は
上
演
さ
れ
な
い
︑
非
現
行

曲
︶
で
あ
る
︒
上
演
記
録
は
現
在
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
大
永
四
年
の
識
語

を
も
つ
作
者
付
﹃
能
本
作
者
注
文①
﹄
の
﹁
世
阿
弥
作
﹂
の
う
ち
に
曲
名
の
記
載

が
あ
る
︒
世
阿
弥
作
と
す
る
︵﹃
い
ろ
は
作
者
注
文
﹄﹃
歌
謡
作
者
考
﹄
も
同

様
︶
の
は
信
じ
難
い
と
し
て
も
︑
室
町
期
成
立
の
曲
で
あ
る
こ
と
は
認
め
て
よ

か
ろ
う
︒

本
曲
は
︑
こ
れ
ま
で
作
品
研
究
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
な
く
︑
他
の
作
品
と
の

関
係
に
お
い
て
言
及
さ
れ
た
こ
と
も
お
よ
そ
皆
無
の
よ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
︑

前
場
に
存
す
る
ク
リ
・
サ
シ
・
ク
セ
の
内
容
に
つ
い
て
は
︑﹃
古
今
和
歌
集
﹄

の
注
釈
︱
古
今
注
と
の
関
連
が
明
ら
か
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
︑
す
で
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
︑
古
今
注
と
関
連
す
る
能
作
品②
の
系
列
に
加
え
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
︒
ま
た
︑
そ
の
他
に
も
形
式
・
表
現
・
構
想
の
面
で
︑
甚
だ
興
味
深
い

問
題
が
認
め
ら
れ
る
の
で
︑
そ
れ
ら
の
こ
と
も
合
わ
せ
て
︑
こ
の
機
会
に
若
干

の
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
︒

一
︑
諸
本
と
構
成

｢玉
鉾
﹂
諸
本
の
所
在
を
﹃
国
書
総
目
録
﹄︵
補
訂
版
︑
平
�
︶﹁
能
の
本
﹂

に
よ
っ
て
確
認
す
る
と
︑
室
町
末
期
古
写
本
と
し
て
︑
枡
型
本
十
一
種
︵
東
大

史
料
編
纂
所
蔵
︶
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
同
本
の
中
に
﹁
玉
鉾
﹂
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
︒
た
だ
十
一
種
の

う
ち
﹁
慈
童
﹂
以
下
十
曲
所
収
本
の
中
に
︑
外
題
を
﹁
玉
持﹅

﹂︑
内
題
を
﹁
た

ま
も﹅

ち﹅

﹂︵
以
上
︑
傍
点
筆
者
︶
と
す
る
テ
キ
ス
ト
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
こ

の
題
は
一
見
﹁
玉
鉾
﹂
と
似
て
い
る
が
︑
内
容
を
見
る
と
︑﹁
玉
鉾
﹂
で
は
な

く
︑﹁
香
椎
﹂
と
い
う
曲
で
あ
っ
た
︒
﹁
香
椎
﹂
︵
番
外
曲
︶
は
︑﹁
磯
の
童
﹂
と

番
外
曲
﹁
玉
鉾
﹂
考

一
二
九



も
称
し
︑
藤
原
興
範
が
香
椎
の
浜
で
豊
姫
の
明
神
と
海
神
・
磯
の
童
の
出
現
を

見
る
と
い
う
内
容
の
曲
で
︑
文
正
元
年
二
月
二
十
五
日
の
上
演
記
録
が
あ
る

︵﹃
飯
尾
宅
御
成
記
﹄︶︒
後
場
に
︑
磯
の
童
が
干
珠
・
満
珠
を
持
っ
て
現
れ
る
た

め
︑﹁
玉
持
﹂
の
異
称
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う③
︒

以
上
に
よ
り
︑
こ
の
東
大
史
料
編
纂
所
蔵
桝
型
本
十
一
種
は
﹁
玉
鉾
﹂
の
諸

本
か
ら
は
除
外
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
す
る
と
︑﹁
玉
鉾
﹂
の
室
町
期
に
遡

る
古
写
本
は
︑
今
の
と
こ
ろ
現
存
す
る
も
の
は
な
い
︵
少
な
く
と
も
未
発
見
︶

と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
結
局
︑﹁
玉
鉾
﹂
を
収
め
る
の
は
︑
近
世
の
い
わ
ゆ
る

番
外
謡
本
ば
か
り
な
の
で
あ
る④
︒

こ
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
︑
本
稿
で
は
︑
そ
の
番
外
謡
本
の
う
ち
︑
す
で

に
翻
刻
が
あ
る
樋
口
本
︵
田
中
允
氏
編
﹃
未
刊
謡
曲
集

二
﹄
古
典
文
庫
︑
昭

39
所
収
︶
を
用
い
る
こ
と
に
す
る⑤
︒
同
本
に
よ
っ
て
示
せ
ば
︑
本
曲
の
構
成
は

お
お
よ
そ
以
下
の
通
り
で
あ
る
︵
漢
数
字
は
段
を
示
す
︶︒

一
︑
ワ
キ
の
登
場

藤
原
俊
家
︵
ワ
キ
︶
が
登
場
し
︑
筑
前
志
賀
島
を
訪
れ

る
︒

二
︑
シ
テ
・
ツ
レ
の
登
場

二
人
の
女
︵
シ
テ
・
ツ
レ
︶
が
浦
伝
い
に
登
場

す
る
︒

三
︑
シ
テ
・
ツ
レ
と
ワ
キ
の
応
対

女
た
ち
が
磯
山
の
あ
な
た
に
あ
る
﹁
玉

鉾
の
神
﹂
に
詣
で
る
と
い
う
の
で
︑
俊
家
も
同
行
し
︑
玉
鉾
の
宮
に
着
く
︒

四
︑
シ
テ
の
物
語

俊
家
の
問
い
に
応
じ
て
︑
女
は
玉
鉾
の
謂
わ
れ
を
語
る

︵
ク
リ
・
サ
シ
・
ク
セ
︶︒

五
︑
シ
テ
・
ツ
レ
の
中
入

女
は
竜
女
の
正
体
を
明
か
し
︑
﹁
玉
鉾
の
祭
り
﹂

を
見
せ
る
の
で
︑
こ
こ
に
待
つ
よ
う
言
い
置
い
て
退
場
︵
中
入
︶
︒

(六
︑
間
狂
言
︶

七
︑
後
シ
テ
の
登
場
︑
舞
事

竜
女
︵
後
シ
テ
︶
が
登
場
し
︵
玉
鉾
を
持
っ

て
現
れ
る
か
︶
︑
舞
を
見
せ
る
︒

八
︑
終
曲

竜
女
は
引
き
続
き
神
遊
び
の
さ
ま
を
見
せ
︑
﹁
道
あ
る
御
世
﹂

を
讃
え
て
終
わ
る
︒

な
お
︑
本
曲
の
間
狂
言
の
詞
章
は
未
見
で
あ
る
の
で
︑
そ
の
形
態
は
不
明
で
あ

る
︒
待
謡
が
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
︑
居
語
リ
で
は
な
く
︑
末
社
ア
イ
の
よ
う

な
形
態
で
あ
っ
た
か
︒
と
も
か
く
︑
本
曲
が
神
霊
︵
竜
女
と
す
る
の
は
︑
世
阿

弥
作
﹁
鵜
羽
﹂
に
例
が
あ
る
︶
の
出
現
と
当
代
の
賛
美
を
旨
と
す
る
脇
能
の
一

種
で
あ
る
こ
と
は
︑
明
ら
か
で
あ
る
︒
以
下
︑
第
三
段
の
問
答
を
経
て
︑
第
四

段
の
ク
リ
・
サ
シ
・
ク
セ
で
語
ら
れ
る
﹁
玉
鉾
の
謂
わ
れ
﹂
を
中
心
に
︑
そ
の

内
容
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
︒

二
︑
ク
リ
・
サ
シ
・
ク
セ
と
古
今
注

女
た
ち
は
俊
家
を
玉
鉾
の
宮
へ
案
内
す
る
︒
そ
こ
で
︑
俊
家
は
︑﹁
玉
鉾
の

宮
と
申
は
︒
唐
土
の
秦
の
代
の

璽
シ
ル
シ

﹂
で
あ
る
と
い
う
奇
妙
な
理
解
を
口
に
す

る
︒
そ
れ
を
受
け
て
女
︵
前
シ
テ
︶
は
﹁
秦
の
代
に
有
し
玉
鉾
も
︒
竜
女
の
持

番
外
曲
﹁
玉
鉾
﹂
考

一
三
〇



た
り
し
鉾
也
﹂
と
言
い
︑﹁
玉
鉾
の
目
出
度
謂
れ
﹂
を
語
り
出
す
の
で
あ
る
︒

ク
リ
地

﹁
夫
玉
鉾
の
初
を
尋
る
に
︒
唐
土
秦
の
始
皇
の
御
宇
に
︒
一
天
四

海
を
治
め
給
ひ
し
︒
御
代
の
宝
の
︒
数
々
に

(
シ
テ
︶
サ
シ

﹁
中
に
も
此

玉
鉾
は
︒
同

﹁
始
皇
四
代
の
先
祖
︒
用 ヨ

ウ

義 ギ

と
い
ひ
し
人
の
︒
竜
宮
城
に
至

り
給
ひ
て
︒
玉
を
飾
れ
る
御
鉾
を
と
り
て
帰
り
︒
御
代
の
宝
と
な
し
給

ふ

シ
テ
下

﹁
然
ば
此
鉾
︒
同

﹁
始
皇
迄
四
代
伝
は
る
宝
と
し
て
︒
怨
敵
悪

魔
を
払
ふ
と
か
や

シ
テ

﹁
玉
を
飾
れ
る
鉾
な
れ
ば
と
て
︒
同

﹁
玉
鉾
と

是
を
︒
名
付
た
り

ク
セ
下

﹁
然
る
に
此
鉾
を
︒
仮
初
に
お
く
時
も
︒
鉾

先
を
主
（
ぬ
し
）の

方
へ
︒
向
ひ
て
置
時
は
︒
か
な
ら
ず
︒
鉾
先
立
か
へ
つ
て
︒
余

の
か
た
へ
な
る
な
り
︒
鉾
の
柄
は
主
の
方
へ

向
ひ
て
︒
目
前
あ
ら
た
な

る

神
変
の
宝
是
な
り
︒
又
玉
鉾
の
道
た
り
し
︒
始
を
尋
ぬ
る
に
︒
始
皇

武
皇
を
伴
ひ

明
州
に
至
り
給
ひ
し
時
︒
此
鉾
を
取
落
し
て
︒
広
野
に
有

け
る
に
︒
始
皇
の
御
孫
に

周
公
と
い
つ
し
王
子
の
︒
君
に
は
追
離
れ
︒

広
野
に
迷
ひ
給
ひ
し
が

上
シ
テ

﹁
此
鉾
を
見
付
つ
ゝ

同

﹁
鉾
の
柄
の
向

ひ
け
る
方
へ
︒
尋
行
則
︒
始
皇
の
御
座
所
（
ど
こ
ろ
）に

尋
合
せ
給
ひ
て

悦
び
の

道
を
し
る
事
を
︒
し
る
べ
と
名
付
今
の
代
に

万
賞
を
み
が
く
玉
鉾
の
︒

道
は
曇
ら
で

直
な
る
例
成
べ
し

こ
こ
に
は
︑
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

①
玉
鉾
は
︑
秦
の
始
皇
四
代
の
先
祖
で
あ
る
用
義⑥
が
竜
宮
城
か
ら
持
ち
帰
っ

た
も
の
で
あ
る
︒

②
始
皇
ま
で
四
代
を
経
て
伝
わ
り
︑﹁
玉
を
飾
れ
る
鉾
﹂
で
あ
る
の
で
︑
玉

鉾
と
名
付
け
ら
れ
た
︒

③
こ
の
玉
鉾
は
︑
主
の
い
る
方
向
へ
決
し
て
鉾
先
を
向
け
る
こ
と
が
な
い
︒

鉾
先
を
主
の
方
へ
向
け
て
置
い
て
も
︑
反
転
し
て
柄
の
方
が
主
へ
向
く⑦
と

い
う
神
変
の
宝
で
あ
る
︒

④
始
皇
が
武
皇
を
伴
い
明
州
に
行
っ
た
時
︑
玉
鉾
を
取
り
落
と
し
た
︒
始
皇

の
孫
・
周
公
王
子
は
︑
始
皇
に
は
ぐ
れ
て
広
野
に
迷
っ
た
が
︑
こ
の
鉾
を

見
付
け
︑
柄
の
向
い
て
い
る
方
向
を
尋
ね
て
行
く
と
︑
始
皇
の
居
場
所
へ

到
達
し
た
︒

玉
鉾
の
由
来
と
効
用
に
関
す
る
︑
い
か
に
も
荒
唐
無
稽
な
説
で
あ
る
が
︑
こ

れ
は
一
体
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
室
町
期
の
連
歌
辞
書
で
あ
る
﹃
藻

塩
草
﹄
巻
十
七
﹁
鉾
﹂
に
︑
﹁
玉
鉾

玉
を
か
さ
れ
る
鉾
也

又
道
ハ
も
と
よ

り
也
﹂
と
あ
る
︒
右
の
②
に
も
こ
れ
に
相
当
す
る
叙
述
が
あ
っ
た
︒
い
う
ま
で

も
な
く
﹁
玉
鉾
︵
の
︶
﹂
は
﹁
道
﹂
の
枕
詞
な
の
で
あ
る
が
︑
中
世
で
は
こ
の

よ
う
に
︑﹁
玉
を
飾
れ
る
鉾
﹂
と
い
う
︑
具
体
物
と
し
て
の
理
解
が
あ
っ
た
も

の
ら
し
い
︒

そ
れ
で
は
︑
中
世
に
お
い
て
︑
玉
鉾
と
は
ど
の
よ
う
な
﹁
物
﹂
と
理
解
さ
れ

て
い
た
の
か
︒
そ
の
詳
細
を
語
る
説
話
は
︑
実
は
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
の
注
釈
書
︑

い
わ
ゆ
る
古
今
注
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

ま
ず
︑
す
で
に
世
阿
弥
作
品
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る⑧
﹃
古
今
和
歌
集

番
外
曲
﹁
玉
鉾
﹂
考

一
三
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序
聞
書

三
流
抄
﹄︵
以
下
﹃
三
流
抄
﹄
と
す
る
︶
を
掲
げ
よ
う
︒﹃
三
流
抄
﹄

で
は
︑﹃
古
今
集
﹄
仮
名
序
の
﹁
こ
の
歌
︑
天
地
の
開
け
は
じ
ま
り
け
る
時
よ

り
︑
い
で
来
に
け
り
﹂
と
い
う
箇
所
に
関
す
る
注
と
し
て
︑
伊
弉
諾
・
伊
弉
冊
（
マ
マ
）

尊
の
二
神
が
国
生
み
の
た
め
に
嫁
︵
ま
ぐ
は
ひ
︶
し
た
時
︑
伊
弉
諾
が
︑
伊
弉

冊
に
詠
み
与
え
た
歌
は
﹁
烏ウ

羽バ

玉タ
マ

野ノ

吾
黒
髪
毛
不レ
ヌ㆑

乱
爾
結
定
メ
余
宵サ

夜ヨ

野ノ

手タ

枕
マ
ク
ラ

我
臥ネ

テ
モ
見
ン⑨
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︑
と
述
べ
る
︒
こ
の
二
神
の
こ

と
に
つ
い
て
︑
さ
ら
に
問
答
が
続
く
中
で
︑﹁
烏
羽
玉
ト
云
事
ハ
大
国
秦
ノ
始

皇
ノ
三
宝
ノ
一
ツ
也
︒
何
ゾ
爰
ニ
至
テ
神
代
ノ
哥
ノ
詞
作
哉
﹂
と
い
う
問
い
が

現
れ
る
︒
そ
の
答
え
と
し
て
︑
秦
の
始
皇
帝
が
所
有
す
る
渡
角
・
烏
羽
玉
・
玉

鉾
の
三
つ
の
宝
の
由
来
が
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
く
︒
こ
こ
で
は
特
に

玉
鉾
の
由
来
を
中
心
に
引
く
こ
と
に
す
る⑩
︒

秦
始
皇
ノ
三
宝
ハ
︑
渡ト

角カ
ク

︑
烏ウ

羽バ

玉タ
マ

︑
玉タ
マ

鉾ボ
コ

︑
是
也
︒︵
中
略
︶
三
ツ
ニ

玉
鉾
ト
ハ
︑
始
皇
ノ
母
方
ノ
四
代
ノ
先
祖
ニ
耀
鬼
ト
云
人
︑
龍
宮
城
ヨ
リ

玉
ヲ

厳
カ
ザ
リ

タ
ル
鉾
ヲ
取
テ
出
タ
リ
︒
此
鉾
代
々
始
皇
マ
デ
四
代
ニ
至
ル
︒

此
鉾
︑
イ
カ
ヤ
ウ
ニ
置
ケ
ド
モ
主
ニ
サ
キ
ヲ
不
㆑

向ム
ケ

︒
ワ
ザ
ト
向ム
ケ

レ
バ
︑

ヲ
キ
返
リ
テ
柄エ

ヲ
主
ノ
方
ヘ
ム
ク
ル
也
︒
始
皇
︑
楚
ノ
武
王
ト
軍
セ
シ
時
︑

軍
ニ
負
テ
湖
州
ニ
落
玉
ヘ
リ
︒
始
皇
ノ
孫
︑
酒
公
ト
云
人
︑
敵
ニ
ハ
ナ
レ

テ
始
皇
ノ
行
方
ヲ
不
㆑

知
︒
広
キ
野
ヲ
迷
ヒ
行
ク
ニ
︑
ア
ハ
テ
テ
始
皇
玉

鉾
ヲ
野
ニ
落
シ
タ
リ
︒
酒
公
見
付
テ
此
鉾
ハ
サ
キ
ヲ
主
ニ
向
奉
ラ
ズ
︒
柄

ノ
向
タ
ル
ラ
ン
方
ニ
ゾ
始
皇
ハ
マ
シ
マ
ス
ラ
ン
ト
テ
此
鉾
ヲ
執ト
リ

テ
知
ル
ベ

ニ
尋
行
ヌ
︒
則
︑
逢
奉
リ
ヌ
︒
ソ
レ
ヨ
リ
道
ヲ
玉
鉾
ト
云
也
︒

武
王
︵
皇
︶
を
戦
の
相
手
と
す
る
こ
と
や
︑
始
皇
が
湖
州
︵﹁
玉
鉾
﹂
は
明
州
︶

に
落
ち
た
と
す
る
こ
と
な
ど
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
︑
傍
線
を
施
し
た
部
分
が
︑

先
の
﹁
玉
鉾
﹂
ク
セ
︵
以
下
︑
ク
リ
・
サ
シ
も
含
め
て
い
う
︶
の
傍
線
部
と
ほ

ぼ
一
致
︵
人
名
の
表
記
は
異
な
る
が
︑
音
通
︶
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
﹃
三
流
抄
﹄
に
近
い
説
話
は
︑
耕
雲
︵
花
山
院
長
親
︶
の
大
内
盛
見
へ

の
講
義
の
聞
書
で
あ
る
﹃
古
今
集
耕
雲
聞
書
﹄
に
も
見
え
る
︒
そ
こ
で
は
︑
玉

鉾
を
竜
宮
城
か
ら
取
っ
て
来
た
こ
と
︑
始
皇
帝
の
孫
が
玉
鉾
の
柄
の
方
向
を
し

る
べ
に
尋
ね
て
行
き
︑
始
皇
に
会
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
が
︑
﹁
用
義
︱
耀
鬼
﹂

﹁
周
公
︱
酒
公
﹂
の
よ
う
に
︑﹁
玉
鉾
﹂
ク
セ
と
﹃
三
流
抄
﹄
と
に
共
通
︵
音

通
︶
す
る
人
名
を
全
く
記
さ
な
い
︒
な
お
︑
玉
鉾
が
竜
宮
か
ら
伝
え
ら
れ
た
こ

と
︑
主
に
先
を
向
け
な
い
こ
と
︵
﹁
玉
鉾
﹂
ク
セ
の
①
③
に
対
応
︶
は
︑﹃
鴉

鷺
物
語
﹄
に
も
簡
略
な
が
ら
見
え
て
い
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
数
あ
る
古
今
注
の
中
に
は
︑
玉
鉾
に
つ
い
て
右
の
﹃
三
流
抄
﹄

や
﹃
古
今
集
耕
雲
聞
書
﹄
と
は
ま
た
異
な
る
系
統
の
説
が
あ
る
︒
そ
れ
ら
も
念

の
た
め
に
比
較
・
検
討
し
て
お
き
た
い
︒

例
え
ば
︑
南
北
朝
期
の
書
写
と
見
ら
れ
る
﹃
毘
沙
門
堂
本
古
今
集
注⑪
﹄
巻
四

物
名
注
・
四
四
九
番
歌
注
は
次
の
よ
う
な
説
話
を
記
す
︒

ム
ハ
タ
マ
ト
ハ
黒
事
ニ
云
也

仍
夜
モ
黒
キ
故
ニ
云
也

抑
烏
羽
玉
ト
云

事
ハ
秦
武
政
用
記
ノ
一
巻
云
秦
皇
有
三
宝
渡
角
烏
羽
珠
玉
鉾
ト
云
ヘ
リ

番
外
曲
﹁
玉
鉾
﹂
考

一
三
二



︵
中
略
︶
玉
鉾
ト
云
者
始
皇
ノ
家
ニ
代
々
伝
ル
玉
□
カ
サ
レ
ル
鉾
ア
リ

此
鉾
ハ
主
ニ
サ
キ
ヲ
ム
ケ
ス

ワ
サ
ト
ム
ク
レ
ハ
子
カ
ヘ
リ
テ
エ
ヲ
主
ニ

ム
ク
ル
ナ
リ

始
皇
ノ
兄
ト
軍
シ
テ
マ
ケ
テ
南
州
ヘ
落
行
タ
リ
シ
ニ
始
皇

ノ
大
将
ニ
安
長
ト
云
人
敵
ニ
隔
ラ
レ
テ
始
皇
ノ
行
方
ヲ
シ
ラ
ス

安
長
タ

ツ
子
ア
リ
ク
ニ
野
中
ニ
此
玉
鉾
ア
リ

此
ヲ
見
ツ
ケ
テ
サ
テ
ハ
始
皇
ノ
行

方
知
ナ
ム
ト
テ
鉾
ノ
エ
ノ
ム
カ
フ
方
ヲ
シ
ル
ヘ
ニ
テ
行
ホ
ト
ニ
南
州
ニ
至

テ
始
皇
ニ
ア
ヘ
リ

仍
道
ノ
シ
ル
ヘ
ニ
鉾
ヲ
セ
シ
故
ニ
道
ヲ
玉
鉾
ト
ハ
云

也

こ
こ
で
は
︑
玉
鉾
を
始
皇
帝
の
家
に
代
々
伝
わ
る
物
と
し
︵
二
重
傍
線
部
︶︑

﹃
三
流
抄
﹄
等
に
あ
っ
た
竜
宮
か
ら
の
由
来
を
言
わ
な
い
︒
そ
し
て
︑
始
皇
の

行
方
を
尋
ね
る
人
物
を
︑﹁
酒
公
﹂
で
は
な
く
︑﹁
安
長
﹂︵
傍
線
部
︶
と
す
る

の
で
あ
る
︒﹃
古
今
集
註
︵
為
相
註
︶﹄︵
京
都
大
学
蔵
︶
巻
十
四
恋
四
・
七
三

八
番
歌
注
︑﹃
古
今
和
歌
集
三
條
抄
﹄︵
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
︶
中
・
四
四
九
番
歌

注
も
︑
以
上
の
点
に
関
し
て
は
︑
同
様
の
内
容
で
あ
る
︒
な
お
︑﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄

巻
十
六
︱
十
五
﹁
玉
鉾
道
﹂
に
も
︑
こ
の
系
統
の
説
が
見
え
る
︒

こ
の
他
︑﹃
雑
和
集
﹄
中
・
十
七
﹁
む
ば
玉
た
ま
鉾
の
事
﹂
に
玉
鉾
の
説
話

が
あ
り
︑
始
皇
の
先
祖
で
あ
る
﹁
耀
鬼
﹂
が
竜
宮
か
ら
玉
鉾
を
取
っ
て
き
た
と

す
る
の
は
︑﹃
三
流
抄
﹄
と
同
じ
で
あ
る
が
︑
戦
場
で
始
皇
を
探
す
人
物
を

﹁
安
長
﹂
と
す
る
の
は
︑﹃
毘
沙
門
堂
本
古
今
集
注
﹄
に
一
致
し
て
お
り
︑
あ
た

か
も
両
方
の
系
列
を
折
衷
し
た
よ
う
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
︒

一
方
︑
古
今
注
に
は
︑
始
皇
を
探
す
人
物
を
﹁
湛
忠
﹂
と
す
る
︑
ま
た
別
系

統
の
説
話
も
あ
る
︒
﹃
古
今
和
歌
集
三
條
抄⑫
﹄
中
・
五
五
四
番
歌
注
﹁
イ
ト
セ

メ
テ
恋
シ
キ
時
ハ
ム
ハ
玉
ノ
ヨ
ル
ノ
衣
ヲ
返
シ
テ
ソ
キ
ル
﹂
に
︑

ム
ハ
玉
ト
云
ヘ
ル
ハ
大
方
黒
事
ニ
云
ヘ
リ

漢
書
云

秦
始
皇
得
天
寵ヲ
㆒

致
三
宝ヲ
㆒

ト
云
ヘ
リ

一
ニ
ハ
犀
角

二
ニ
ハ
烏
羽
玉

三
ニ
ハ
玉
鉾
也

︵
中
略
︶
玉
鉾
ト
云
ハ
始
皇
四
世
ノ
親
ニ
テ
オ
ハ
シ
ケ
ル
人
ノ
眼
ヲ
鉾
ノ

元
ニ
ホ
リ
入
テ
玉
ヲ
厳
テ
モ
テ
リ

主
ノ
ア
ル
方
ヘ
鉾
サ
キ
ヲ
ム
ケ
サ
リ

シ
故
ニ
始
皇
ノ
軍
破
タ
リ
ケ
ル
時
相
州
ノ
江
ノ
辺
ニ
オ
リ
ヰ
給
ヘ
リ

湛

忠
ト
云
ヘ
ル
始
皇
ノ
将
軍
敵
ニ
オ
シ
隔
ラ
レ
テ
野
中
ニ
迷
行
程
ニ
此
玉
鉾

ヲ
見
付
テ
中
ヲ
取
テ
サ
ケ
ツ
ヽ
サ
キ
ヲ
ム
ケ
タ
ル
ヲ
指
テ
ユ
ク
程
ニ
始
皇

ニ
尋
相
奉

又
此
故
ニ
玉
鉾
ノ
道
ト
云
ヘ
リ
︵
下
略
︶

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
波
線
部
の
よ
う
に
︑
玉
鉾
に
始
皇
の
先

祖
の
﹁
眼
﹂
を
彫
り
入
れ
た
と
す
る
奇
怪
な
説
明
が
見
え
る
が
︑
そ
れ
に
似
た

説
明
は
﹃
古
今
集
抄
︵
平
松
抄
︶
﹄
︵
京
都
大
学
附
属
図
書
館
平
松
文
庫
蔵
︶
五

五
四
番
歌
注
︵
行
間
注
︶
に
も
見
出
せ
る
︵
先
祖
の
眼
を
掛
け
た
と
す
る
︶︒

な
お
︑
湛
忠
の
名
は
︑
先
に
引
い
た
﹃
三
流
抄
﹄
の
烏
羽
玉
の
由
来
の
中
に

﹁
始
皇
ノ
将
軍
﹂
と
し
て
見
え
て
い
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
系
統
の
注
で
は
︑

そ
れ
が
玉
鉾
の
由
来
に
入
り
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
︒

以
上
︑
古
今
注
を
中
心
に
︑
玉
鉾
に
関
す
る
説
話
を
見
て
き
た
が
︑
こ
の
説

話
は
︑
す
べ
て
の
古
今
注
に
存
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒﹃
頓
阿
序
注
﹄︑﹃
尊
円

番
外
曲
﹁
玉
鉾
﹂
考

一
三
三



序
注
﹄
及
び
そ
れ
と
共
通
す
る
本
文
を
も
つ
﹃
古
今
和
歌
集
見
聞
﹄︵
八
戸
市

立
図
書
館
蔵⑬
︶︑﹃
了
誉
序
註
﹄︑﹃
弘
安
十
年
古
今
集
歌
注
﹄
に
は
︑
右
の
よ
う

な
玉
鉾
の
説
話
は
全
く
見
え
な
い
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
︒

ち
な
み
に
︑
こ
れ
以
外
に
も
︑
始
皇
帝
と
は
関
連
付
け
な
い
玉
鉾
の
説
話
が

あ
る
︒
由
阿
に
よ
る
﹃
万
葉
集
﹄
の
注
釈
で
あ
る
﹃
詞
林
采
葉
抄⑭
﹄
第
七
﹁
玉

鉾
道
﹂
は
︑
玉
鉾
は
漢
の
高
祖
の
重
宝
で
あ
っ
た
と
し
て
︑﹁
合
戦
破
テ
軍
兵

散
々
ニ
ナ
リ
ケ
ル
時
此
玉
鉾
ヲ

阡
チ
マ
タ

ニ
立
テ
ケ
レ
ハ
高
祖
ノ
オ
ハ
ス
ル
方
ヘ
鉾

ノ
向
ケ
レ
ハ
是
ヲ
シ
ル
ヘ
ニ
テ
尋
行
ケ
リ
ト
申
﹂
と
︑
先
に
検
討
し
た
古
今
注

と
類
似
の
説
を
記
す
︒
ま
た
︑﹃
自
讃
歌
注⑮
﹄
十
八
﹁
藤
原
秀
能
﹂
は
︑﹁
下
紅

葉
移
ひ
行
は
玉
鉾
の
道
の
山
風
さ
む
く
吹
ら
し
﹂
の
注
に
︑﹁
玉
鉾
と
は
天
照

大
神
よ
り
住
吉
大
明
神
に
つ
か
は
さ
る
︒
そ
の
光
七
方
へ
さ
す
︑
そ
れ
を
し
る

へ
に
て
道
を
初
て
ふ
み
そ
め
け
り
︑
諸
国
七
道
と
云
事
是
よ
り
は
し
む
︑
京
の

七
口
も
是
よ
り
は
し
む
﹂
と
︑
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
古
今
注
と
は
全
く
異
な
る

由
来
を
述
べ
て
い
る
︒

も
と
よ
り
管
見
の
範
囲
で
は
あ
る
が
︑
特
に
玉
鉾
に
関
す
る
説
話
を
有
す
る

古
今
注
の
う
ち
︑
本
稿
で
検
討
し
た
も
の
の
内
容
を
整
理
す
る
と
︑
以
下
の
よ

う
に
三
つ
の
系
統
に
分
け
ら
れ
る
︒

Ａ
玉
鉾
は
竜
宮
か
ら
始
皇
四
代
の
先
祖
・
耀
鬼
が
も
た
ら
し
た
も
の
︑
始
皇

を
探
す
の
は
孫
の
酒
公
↓
﹃
三
流
抄
﹄︑︵﹃
古
今
集
耕
雲
聞
書
﹄︶

Ｂ
玉
鉾
は
始
皇
の
先
祖
代
々
の
重
宝
︑
始
皇
を
探
す
の
は
安
長
↓
﹃
毘
沙
門

堂
本
古
今
集
注
﹄︑﹃
古
今
集
註
︵
為
相
註
︶﹄︑
﹃
古
今
和
歌
集
三
條
抄
﹄

︵
四
四
九
番
歌
注
︶

Ｃ
玉
鉾
は
始
皇
四
代
の
先
祖
の
眼
を
込
め
た
も
の
︑
始
皇
を
探
す
の
は
湛
忠

↓
﹃
古
今
和
歌
集
三
條
抄
﹄
︵
五
五
四
番
歌
注
︶︑︵
﹃
古
今
集
抄
︵
平
松

抄
︶﹄︶

な
お
︑
古
今
注
以
外
の
資
料
と
し
て
は
︑﹃
鴉
鷺
物
語
﹄
は
Ａ
系
統
の
一
部

と
一
致
し
︑﹃
雑
和
集
﹄
は
Ａ
・
Ｂ
二
系
統
の
折
衷
的
内
容
︑
﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
は

Ｂ
系
統
で
あ
る
︒
こ
の
他
︑
始
皇
帝
と
関
連
付
け
な
い
説
と
し
て
は
︑
﹃
詞
林

采
葉
抄
﹄︵
部
分
的
に
古
今
注
と
類
似
︶︑
﹃
自
讃
歌
注
﹄
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
︑
﹁
玉
鉾
﹂
ク
セ
の
内
容
︵
先
に
①
～
④
と
し
て
要
約

し
た
︶
に
立
ち
戻
る
時
︑
古
今
注
と
の
関
連
で
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
︑
次
の
二
点
で
あ
ろ
う
︒

○
玉
鉾
は
︑
秦
の
始
皇
の
四
代
の
先
祖
︵
用
義
︶
に
よ
り
︑
竜
宮
か
ら
も
た

ら
さ
れ
た
︵
①
︶
︒

○
始
皇
の
孫
︵
周
公
︶
が
︑
戦
場
で
始
皇
が
落
と
し
た
玉
鉾
の
柄
の
向
い
た

方
角
に
よ
っ
て
︑
始
皇
の
居
場
所
を
知
っ
た
︵
④
︶︒

こ
の
二
点
を
と
も
に
有
し
て
い
る
の
は
︑
つ
ま
り
能
に
最
も
近
い
の
は
︑
右
に

整
理
し
た
古
今
注
の
う
ち
︑
﹃
三
流
抄
﹄
等
の
Ａ
系
統
で
あ
る
こ
と
は
︑
も
は

や
疑
い
あ
る
ま
い
︒
Ｂ
及
び
Ｃ
系
統
は
︑
い
ず
れ
も
右
の
二
点
と
内
容
的
に
一

致
し
な
い
︒
そ
の
他
︑
古
今
注
以
外
の
始
皇
帝
と
関
連
付
け
な
い
説
は
も
ち
ろ

番
外
曲
﹁
玉
鉾
﹂
考

一
三
四



ん
対
象
外
で
あ
る
︒
以
上
の
検
討
に
よ
り
︑
能
﹁
玉
鉾
﹂
の
ク
セ
に
見
え
る
玉

鉾
の
由
来
と
効
用
に
関
す
る
説
話
は
︑
基
本
的
に
﹃
三
流
抄
﹄
系
統
の
古
今
注

に
拠
っ
た
も
の
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

三
︑
そ
の
他
の
問
題

以
下
に
︑﹁
玉
鉾
﹂
が
内
包
す
る
形
式
・
表
現
・
構
想
に
関
わ
る
問
題
点
を
︑

覚
え
書
き
風
に
列
挙
し
て
お
く
︒
い
ず
れ
も
詳
し
い
検
討
は
他
日
を
期
し
た
い
︒

'
︑
ワ
キ
を
藤
原
俊
家
と
す
る
の
は
︑﹁
佐
保
山
﹂
に
同
じ
︵
番
外
曲
﹁
伏

見
﹂
も
︶︒
た
だ
し
︑
十
一
世
紀
の
人
物
で
あ
る
は
ず
の
俊
家
が
﹁
後
嵯
峨
の

院
に
仕
へ
奉
る
﹂
と
言
う
の
は
︑
時
代
が
合
わ
な
い
︒
も
ち
ろ
ん
後
嵯
峨
院
は

鎌
倉
期
の
人
物
で
あ
る
︵
在
位
・
一
二
四
二
～
四
六
︶︒

�
︑
管
見
に
入
っ
た
﹁
玉
鉾
﹂
の
本
文
で
は
︑
す
べ
て
ワ
キ
の
名
ノ
リ
が
次

第
の
前
に
あ
り
︑
名
ノ
リ
・
次
第
・
上
ゲ
歌
︵
道
行
︶
と
続
く
︵
通
常
は
次

第
・
名
ノ
リ
・
上
ゲ
歌
の
順
︶︒
こ
れ
は
世
阿
弥
自
筆
本
﹁
難
波
梅
﹂
と
同
じ

か
た
ち
で
あ
り
︑
世
阿
弥
﹃
三
道
﹄
に
い
う
﹁
開
口
人
出
て
︑
さ
し
声
︵
名
ノ

リ
に
相
当⑯
︶
よ
り
︑
次
第
﹂
と
い
う
記
述
に
も
合
致
す
る
︒
つ
ま
り
こ
の
冒
頭

は
︑
ワ
キ
の
開
口
を
前
提
と
し
た
室
町
前
期
脇
能
の
形
式
を
反
映
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
︒

(
︑
第
一
段
ワ
キ
の
道
行
︵
上
ゲ
歌
︶
は
︑
世
阿
弥
作
の
﹁
老
松
﹂
と
ほ
ぼ

同
文
で
あ
る
︒
相
違
は
︑﹁
み
調
の
道
の
末
こ
こ
に

安
楽
寺
に
も
着
き
に
け

り
﹂︵﹁
老
松
﹂
︶
を
﹁
御
代
を
守
り
の
神
垣
や
︒
鹿
の
嶋
に
も
着
に
け
り
﹂
と

す
る
と
こ
ろ
の
み
で
︑
明
ら
か
に
﹁
老
松
﹂
か
ら
の
転
用
と
見
ら
れ
る
︒
そ
う

で
あ
れ
ば
︑
本
曲
は
世
阿
弥
作
品
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
に
な
る
︒

)
︑
第
二
段
︵
シ
テ
・
ツ
レ
登
場
段
︶
の
上
ゲ
歌
に
︑
定
家
歌
の
引
用
が
あ

る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
︒

上
哥

﹁
見
渡
せ
ば

花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
︒
〳
〵
︒
浦
の
苫
屋
の
秋

の
暮
︒
心
な
き
心
迄

実
も
と
思
ふ
よ
そ
ほ
ひ
の
︒
友
な
し
千
鳥
鳴
音
迄
︒

か
ゝ
る
う
き
身
の
類
ひ
か
な

〳
〵

傍
線
部
は
︑﹃
新
古
今
和
歌
集
﹄
巻
四
秋
歌
上
︑﹃
拾
遺
愚
草
﹄
に
収
め
る
著
名

な
和
歌
︵﹁
見
わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
浦
の
と
ま
や
の
秋
の
夕

暮
﹂︶
に
拠
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
実
は
こ
の
歌
の
引
用
・
利
用
に
つ

い
て
は
︑
現
行
曲
中
に
全
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
︒
室
町
末
期
ま
で
に
成

立
し
た
と
お
ぼ
し
き
番
外
曲
に
つ
い
て
も
︑
今
の
と
こ
ろ
確
認
し
得
て
い
な
い
︒

定
家
歌
︵
特
に
﹃
拾
遺
愚
草
﹄︶
の
引
用
は
︑
作
者
に
よ
っ
て
か
な
り
偏
向
が

あ
る
の
は
確
か
で
︑
そ
れ
は
ま
た
金
春
禅
竹
作
品
の
特
徴
の
一
つ⑰
で
あ
る
こ
と

は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

,
︑
右
の
も
う
一
つ
の
傍
線
部
﹁
⁝
︵
の
︶
類
ひ
か
な
﹂
と
い
う
表
現
に
注

意
し
た
い
︒
こ
の
表
現
は
︑
﹁
萎
る
る
袖
の
色
ま
で
も

今
日
の
夕
べ
の
類
ひ

か
な

今
日
の
夕
べ
の
類
ひ
か
な
﹂
︵
﹁
千
手
﹂
︶
︑﹁
な
ほ
う
き
ふ
ね
の
楫
を
絶

え

綱
手
悲
し
き
類
ひ
か
な

綱
手
悲
し
き
類
ひ
か
な
﹂︵﹁
玉
葛
﹂︶
な
ど
の

番
外
曲
﹁
玉
鉾
﹂
考

一
三
五



禅
竹
作
と
認
め
ら
れ
る
曲
に
見
え
て
お
り
︑
伊
藤
正
義
氏
に
よ
れ
ば
︑﹁
個
性

的
な
禅
竹
詞
﹂
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る⑱
︒

-
︑
第
七
段
及
び
第
八
段
︵
ロ
ン
ギ
︶
の
詞
章
に
︑
次
の
よ
う
な
特
徴
的
な

表
現
が
見
え
る
︒

○
後
シ
テ
上

﹁
玉
鉾
の
道
は
遙
に
あ
ら
ね
共
︒
雲
井
よ
り
く
る
上
人
（
び
と
）の

︒
星
を

戴
く
久
堅
の
︒
天
の
逆
鉾
と
名
付
︒
悪
魔
を
降
伏
し
︒
万
道
を
た
ゞ

す

上
同

﹁
森
羅
万
像

治
る
宝
︒
い
た
ゞ
き
祭
れ
や

〳
〵
︒
あ
り
が

た
や

マ
イ

(第
七
段
︶

○
上
ロ
ン
ギ
地

﹁
月
の
光
り
や
玉
鉾
の
︒
〳
〵

返
す
袂
は
面
白
や

シ
テ
上

﹁
道
あ
る
御
代
を
守
ら
ん
と
︒
神
代
の
跡
を
又
爰
に
︒
あ
ら
玉
鉾
の
神
遊

び

光
さ
す
手
も
妙
な
れ
や

上
地

﹁
さ
す
や
日
影
も
青
海
の
︒
月
の
み

ふ
ね
の
水
馴
棹

シ
テ

﹁
是
も
直
な
る
玉
鉾
の
︒
同

﹁
満
く
る
潮
（
う
し
ほ
）夜

の
波
︒

か
ゝ
る

例
は
荒
磯
と
︒
み
え
た
る
海
は
瑠
璃
を
敷
て
︒
宮
殿

楼
閣
金

銀
の
︒
た
ま
す
だ
れ
玉
垣
︒
光
を
つ
ら
ね
影
を
見
て
︒
天
も
か
ゝ
や
き
地

も
ひ
か
る
︒
玉
鉾
の
ま
つ
り
ご
と

み
ち
あ
る
御
代
と
な
り
に
け
り

〳
〵

︵
第
八
段
︶

傍
線
を
施
し
た
﹁
森
羅
万
象
︵
像
︶﹂﹁
い
た
ゞ
き
祭
れ
や
﹂﹁
月
の
み
ふ
ね
の

水
馴
棹
﹂
は
︑
禅
竹
作
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
﹁
佐
保
山⑲
﹂
に
︑
以
下

の
よ
う
に
見
出
さ
れ
る
︵
鴻
山
文
庫
蔵
吉
川
家
旧
蔵
車
屋
本
に
よ
る
︶︒

○
此
山
姫
の
神
徳
と
し
て
︒
草
木
し
ん
ら
ま
ん
ざ
う
ま
て
︒
み
か
け
の
み
と

り
ミ
ち
み
て
り

○
同

き
さ
ら
き
の
︒
初
猿
（
マ
マ
）な

れ
や
︒
春
日
山

し
て
下

嶺
ど
よ
む
ま
て
︒
い

た
ゝ
き
ま
つ
れ
︒
や
さ
ほ
姫
の
︒
袖
も
か
さ
し
の
玉
か
つ
ら

○
し
て

﹁
久
堅
の
︒
月
の
御
舟
の
み
な
れ
さ
ほ
︒
山
姫
の
袖
︒
返
す
霞
の
う

す
衣

こ
の
う
ち
﹁
い
た
ゞ
き
祭
れ
や
﹂
は
︑﹁
佐
保
山
﹂
が
引
く
か
た
ち
の
よ
う
に
︑

﹁
き
さ
ら
ぎ
の
初
申
な
れ
や
春
日
山
峰
と
よ
む
ま
で
い
た
だ
き
ま
つ
る
﹂︵﹃
散

木
奇
歌
集
﹄
第
六
・
神
祇
︶
に
拠
る
も
の
で
あ
り
︑
同
歌
は
世
阿
弥
﹃
金
島

書
﹄﹁︵
薪
の
神
事
︶﹂
に
も
引
か
れ
て
い
る⑳
︒
さ
ら
に
こ
の
表
現
は
︑
能
﹁
逆

矛
﹂
に
も
︑﹁﹁
或
ハ
あ
ま
つ
み
そ
ら
の
み
ほ
こ

｢
ま
た
ハ
宝
山
く
り
か
ら
み

た
け

｢い
た
ゝ
き
ま
つ
れ
や
お
と
ろ
か
し
た
て
ま
つ
れ
や
滝
祭
﹂︵
四
百
番

本
︶
と
あ
る
︒﹁
逆
矛
﹂
も
禅
竹
作
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
曲
で
あ
る㉑
︒

ま
た
︑﹁
森
羅
万
象
﹂
は
︑
現
行
曲
で
は
右
の
﹁
佐
保
山
﹂
以
外
に
見
え
ず
︑

あ
ま
り
能
作
品
に
は
用
い
ら
れ
な
い
詞
で
あ
る
︵
番
外
曲
で
は
︑
世
阿
弥
自
筆

本
﹁
多
度
津
左
衛
門
﹂
の
ク
セ
に
見
え
る
︶︒
し
か
し
︑

○
第
四
像
輪
ハ
︑
天
衆
地
類
︑
森
羅
万
像
︑
此
輪
ニ

治
ヲ
サ
マ
ル

︒
法
界
躰
性
無
㆓

差
別
㆒︑
森
羅
万
像
即
仏
身
︵
下
略
︶︵﹃

六
輪
一
露
之
記
﹄︿
八
左
衛
門
本
﹀)

○
四
ニ
︑
像
輪
ハ
︑
天
・
地
・
人
ノ
三
才
ヨ
リ
︑
ミ
チ
〳
〵
シ
ナ
〴
〵
ワ
カ

レ
カ
ワ
リ
テ
︑
森
羅
万
像
サ
マ
〴
〵
ナ
リ
︒

︵﹃
六
輪
一
露
之
記
注
﹄)

番
外
曲
﹁
玉
鉾
﹂
考
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○
真
実
翁
ノ
理
相
ニ
ヲ
キ
テ
ワ
︑
ア
ル
ト
ア
ラ
ユ
ル
ト
コ
ロ
︑
百
ヲ
ク
ノ
シ

ユ
ミ
︑
百
ヲ
ク
ノ
日
月
︑
山
河
大
地
・
シ
ン
ラ
万
ザ
ウ
・
草
木
瓦
石
等
ニ

至
マ
デ
︑
ミ
ナ
コ
ノ
分
身
妙
用
ナ
ラ
ズ
ト
云
事
ナ
シ
︒

(﹃
明
宿
集
﹄)

の
よ
う
に
︑
禅
竹
伝
書
に
は
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
︑
世
阿
弥
か
ら

禅
竹
に
相
伝
さ
れ
た
﹃
拾
玉
得
花
﹄
に
も
︑﹁
万 マ

ン

象 ザ
ウ

・
森 シ

ン

羅 ラ

︑
是ゼ

非ヒ

・
大
小
︑

有ウ

生
ジ
ヤ
ウ

・
非ヒ

生
ジ
ヤ
ウ

︑
こ
と
ご
と
く
︑
お
の
〳
〵
序
破
急
を
そ
な
へ
た
り
﹂
と
︑
逆

転
し
た
か
た
ち
な
が
ら
見
え
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒

:
︑
右
に
掲
げ
た
第
七
段
の
二
重
傍
線
部
は
︑
玉
鉾
を
﹁
天
の
逆
鉾
﹂
に
な

ぞ
ら
え
て
い
る
が
︑
こ
う
し
た
発
想
は
︑﹃
宴
曲
集
﹄
巻
二
に
収
め
る
早
歌

﹁
神
祇
﹂
の
﹁
伊
弉
諾
伊
弉
冉
の

ふ
た
り
の
尊
計
て

天
よ
り
降
す
玉
鉾
の

道
あ
る
御
世
の
い
ま
も
猶
﹂
と
い
う
詞
章
に
も
う
か
が
え
る㉒
︒
イ
ザ
ナ
キ
・
イ

ザ
ナ
ミ
が
天
よ
り
降
ろ
し
た
鉾
と
は
︑﹁
天
の
逆
鉾
﹂
に
他
な
ら
な
い
︵
能

﹁
逆
矛
﹂
参
照
︶︒
ま
た
︑
波
線
を
施
し
た
﹁
道
あ
る
御
世
﹂
は
︑
先
に
引
い
た

第
八
段
の
波
線
部
以
外
に
も
︑
本
曲
に
は
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
る
文
句
で
あ
る

︵
第
一
段
次
第
︑
第
五
段
ロ
ン
ギ
に
も
︶︒﹁
道
﹂
は
︑
そ
の
枕
詞
で
あ
る
﹁
玉

鉾
﹂
か
ら
た
や
す
く
導
か
れ
る
の
で
あ
る
が
︑
早
歌
の
中
に
は
ま
た
︑﹁
曇
ら

ぬ
光
は
玉
鉾
の

道
あ
る
御
世
を
や
照
す
ら
む
﹂︵﹃
宴
曲
集
﹄
巻
二
﹁
祝
言
﹂︶

と
い
う
例
も
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
︒
ち
な
み
に
︑
こ
の
﹁
道
あ

る
御
世
﹂
と
い
う
文
句
は
︑
能
﹁
志
賀
﹂﹁
源
太
夫
﹂﹁
代
主
﹂
に
も
見
え
る
も

の
で
あ
る
︒

<
︑
そ
も
そ
も
な
ぜ
玉
鉾
が
志
賀
島㉓
と
結
び
つ
く
の
か
︒
本
曲
に
は
そ
の
こ

と
に
関
し
て
説
明
が
な
い
︒
玉
鉾
の
宮
と
称
す
る
社
が
志
賀
島
に
実
在
し
た
か
︑

ま
た
現
存
す
る
か
ど
う
か
は
︑
今
の
と
こ
ろ
確
認
し
得
て
い
な
い
︒
志
賀
島
に

は
志
賀
海
神
社
が
鎮
座
し
︑
玉
鉾
の
宮
は
そ
の
末
社
か
︵
磯
辺
に
あ
る
と
い
う

こ
と
で
い
え
ば
︑
沖
津
宮㉔
を
指
す
か
︶
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
詳
細
に
つ
い
て

は
未
調
査
で
あ
る
︒

志
賀
海
神
社
に
つ
い
て
は
︑
﹁
当
社
は
︑
安
曇
礒
良
丸
と
い
ひ
て
︑
神
功
皇

后
異
国
退
治
の
時
︑
竜
宮
よ
り
出
で
て
︑
兵
船
の
梶
取
と
し
て
海
士
の
し
る
べ

せ
し
神
な
り
﹂︵
細
川
幽
斎
﹃
九
州
道
の
記㉕
﹄︶
と
あ
る
よ
う
に
︑
海
神
・
安
曇

磯
良
を
祭
神
と
す
る
説
が
あ
り
︵
志
賀
海
神
社
蔵
﹃
志
賀
海
神
社
縁
起
絵
﹄
に

も
神
功
皇
后
説
話
の
一
環
と
し
て
︑
安
曇
磯
良
を
海
底
か
ら
誘
い
出
す
場
面
が

描
か
れ
る
︶︑
竜
宮
と
は
関
係
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ
で
︑﹃
三
流
抄
﹄

等
の
所
説
に
あ
る
﹁
玉
鉾
が
竜
宮
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
﹂
と
い
う
縁
で
︑
玉
鉾

と
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
う
い
え
ば
︑
玉
鉾
を
﹁
竜
女
の
持

た
り
し
鉾
﹂︵
第
三
段
︶
と
す
る
の
も
︑
古
今
注
に
は
見
当
た
ら
な
い
説
で
あ

る
︒
何
ら
か
の
背
景
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
詳
細
は
不
明
で
あ
る
︒
実
地
踏

査
も
含
め
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

こ
う
し
た
玉
鉾
と
志
賀
島
︑
さ
ら
に
竜
女
と
の
結
び
つ
き
は
︑
こ
と
に
よ
る

と
間
狂
言
で
説
明
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
本

曲
の
間
狂
言
詞
章
を
い
ま
だ
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
︒
こ
れ
に
つ
い
て
も
大

番
外
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﹁
玉
鉾
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方
の
ご
教
示
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

番
外
曲
﹁
玉
鉾
﹂
第
四
段
の
ク
セ
︵
ク
リ
・
サ
シ
を
含
む
︶
は
︑
古
今
注
︑

中
で
も
﹃
三
流
抄
﹄
系
統
の
注
に
あ
る
玉
鉾
の
説
話
に
依
拠
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
︒
能
と
﹃
三
流
抄
﹄
と
の
間
に
小
異
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
︑﹃
三

流
抄
﹄
以
外
の
古
今
注
に
あ
る
玉
鉾
の
説
話
は
︑
玉
鉾
の
由
来
及
び
始
皇
を
探

す
人
物
の
名
に
関
し
て
︑
全
く
別
系
統
の
内
容
を
伝
え
て
お
り
︑
能
と
は
か
な

り
離
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
︑︵
管
見
の
範
囲
で
は
あ
る

が
︶
能
﹁
玉
鉾
﹂
の
ク
セ
は
︑
基
本
的
に
﹃
三
流
抄
﹄
系
統
の
古
今
注
を
基
に

作
ら
れ
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
本
曲
も
ま
た
︑
部
分
的
で
は
あ

れ
︑
古
今
注
の
影
響
下
に
あ
る
能
作
品
の
一
つ
な
の
で
あ
る
︒

｢玉
鉾
﹂
は
︑
そ
の
他
に
も
興
味
深
い
問
題
を
含
む
曲
で
あ
る
︒
先
に
掲
げ

た
)
・
,
・
-
か
ら
は
︑
本
曲
が
金
春
禅
竹
︵
ま
た
は
そ
の
可
能
性
の
あ
る
︶

作
品
と
特
徴
を
共
有
す
る
こ
と
を
通
し
て
︑
本
曲
の
作
者
が
金
春
禅
竹
で
あ
る

可
能
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒
し
か
し
ま
た
︑
そ
の
こ
と
は
本
曲
が
禅
竹

作
品
の
影
響
下
に
成
立
し
た
可
能
性
も
示
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
︑
本
曲
を
禅

竹
作
と
断
定
す
る
こ
と
は
︑
現
時
点
で
は
ま
だ
差
し
控
え
て
お
か
ね
ば
な
る
ま

い
︒室

町
末
期
ま
で
に
制
作
さ
れ
た
膨
大
な
番
外
曲
は
︑
能
の
作
品
研
究
に
お
い

て
も
ま
だ
開
拓
の
可
能
性
を
秘
め
た
沃
野
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑
そ
の
中
か
ら

﹁
玉
鉾
﹂
と
い
う
曲
を
発
掘
し
て
み
た
が
︑
全
体
の
構
想
や
背
景
な
ど
︑
残
さ

れ
た
問
題
も
多
い
︒
番
外
曲
と
い
え
ど
も
︑
一
曲
の
総
合
的
な
把
握
に
は
︑
そ

れ
相
応
の
考
察
の
積
み
重
ね
が
必
要
な
の
で
あ
る
︒

注①

近
年
︑
樹
下
文
隆
氏
﹁
新
世
代
の
革
新
性

︱
観
世
信
光

︱
﹂︵
小
林
健
二
氏

編
﹃
中
世
文
学
と
隣
接
諸
学
:

中
世
の
芸
能
と
文
芸
﹄
竹
林
舎
︑
平
24
所
収
︶
は
︑

﹃
能
本
作
者
注
文
﹄
の
識
語
の
検
討
か
ら
﹁
大
永
四
年
の
識
語
が
た
だ
ち
に
成
立
時

期
を
示
す
も
の
と
は
い
え
な
い
﹂
こ
と
を
指
摘
さ
れ
︑
大
永
四
年
以
後
の
増
補
が
あ

っ
た
と
す
る
田
口
和
夫
氏
の
見
解
︵﹁
作
品
研
究
︿
輪
蔵
﹀﹂﹃
能
・
狂
言
研
究

︱

中
世
文
芸
論
考

︱
﹄
三
弥
井
書
店
︑
平
@
所
収
︶
も
認
め
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
の

作
者
付
が
︑
あ
く
ま
で
観
世
長
俊
の
雑
談
を
核
と
し
た
も
の
で
あ
り
︑
室
町
末
期
ま

で
に
成
立
し
て
い
た
曲
目
を
掲
げ
て
い
る
︵
つ
ま
り
︑
近
世
以
降
に
成
立
し
た
曲
目

は
含
ま
れ
て
い
な
い
︶
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
特
に
疑
う
余
地
は
な
い
よ
う
で
あ
る
︒

②

古
今
注
と
能
作
品
︵
謡
曲
︶
と
の
関
連
を
指
摘
し
た
先
駆
的
な
論
文
に
︑
伊
藤
正

義
氏
﹁﹁
富
士
山
﹂
考

︱
世
阿
弥
と
古
今
注
﹂︵
﹃
国
文
学

言
語
と
文
芸
﹄
64
︑

昭
44
・
,
︶
︒
同
氏
﹁
古
今
注
の
世
界

︱
そ
の
反
映
と
し
て
の
中
世
文
学
と
謡
曲

︱
﹂︵﹃
観
世
﹄
昭
45
・
-
︶︒
熊
沢
れ
い
子
氏
﹁
古
今
集
と
謡
曲
﹂︵
﹃
国
語
国
文
﹄

昭
45
・
10
︶
等
が
あ
る
︒
な
お
伊
藤
氏
論
考
は
︑
三
木
雅
博
氏
・
大
谷
節
子
氏
編

﹃
伊
藤
正
義
中
世
文
華
論
集
第
一
巻

謡
と
能
の
世
界
︵
上
︶﹄
和
泉
書
院
︑
平
24
︶

に
収
録
︒
現
在
︑
﹁
金
札
﹂
﹁
高
砂
﹂
﹁
難
波
﹂
﹁
白
楽
天
﹂
﹁
志
賀
﹂﹁
淡
路
﹂﹁
伏
見
﹂

﹁
富
士
山
﹂﹁
采
女
﹂﹁
蛙
﹂﹁
女
郎
花
﹂﹁
松
虫
﹂﹁
長
柄
橋
﹂
等
の
作
品
︵
主
に
本
説

と
関
わ
る
曲
の
み
掲
げ
た
︶
と
古
今
注
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

番
外
曲
﹁
玉
鉾
﹂
考

一
三
八



③

｢香
椎
﹂
に
﹁
玉
持
﹂
の
異
称
が
あ
る
こ
と
は
︑﹃
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
﹄
第
一

巻
︵
岩
波
書
店
︑
昭
58
︶﹁
香
椎
﹂
の
項
︵
伊
藤
正
義
氏
執
筆
︶
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
︒

④

﹃
国
書
総
目
録
﹄
に
掲
げ
る
番
外
謡
本
は
︑
福
王
系
番
外
謡
本
︵
能
研
蔵
︶
以
下

十
一
種
で
あ
る
︒
な
お
こ
の
他
に
︑﹁
玉
鉾
﹂
は
︑
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
朝
日

新
聞
社
文
庫
蔵
番
外
謡
本
︵
二
十
冊
︶︵
請
求
記
号
﹁
朝
日
／
2
2
7／
2
0﹂︶
第
七
冊

に
も
あ
る
こ
と
を
付
言
す
る
︒

⑤

引
用
に
際
し
て
︑
校
異
の
注
記
は
省
い
た
︒
な
お
︑
樋
口
本
に
加
え
て
︑
島
原
松

平
文
庫
蔵
本
︑
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
朝
日
新
聞
社
文
庫
蔵
本
を
も
参
照
し
た
が
︑

い
ず
れ
も
大
異
な
し
︒

⑥

﹃
未
刊
謡
曲
集

二
﹄
で
は
︑
樋
口
本
を
底
本
と
し
て
︑
下
掛
系
の
下
村
本
・
上

杉
本
と
校
合
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
両
本
で
は
﹁
用
義
﹂
を
﹁
昭
︵
照
︶
襄
﹂
と
す
る

由
︑
翻
刻
本
文
に
注
記
が
あ
る
︒
照
襄
は
︑
後
述
の
古
今
注
等
の
説
話
に
は
見
え
な

い
人
名
で
あ
る
が
︑
始
皇
帝
の
曾
祖
父
に
当
た
る
昭
襄
王
︵﹃
塵
添
壒
嚢
鈔
﹄
巻
六

︱
七
﹁
秦
昭
嚢
王
事
﹂
参
照
︶
の
こ
と
か
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
史
実
に
即
し
た
改
変

と
も
い
え
よ
う
︒

⑦

玉
鉾
が
主
に
先
を
向
け
ず
︑
常
に
そ
の
反
対
方
向
を
指
す
と
い
う
の
は
︑﹃
三
国

伝
記
﹄
巻
一
︱
五
﹁
三
皇
五
帝
事

指
南
車
事
﹂
に
見
え
る
︑
常
に
南
を
指
す
と
い

う
指
南
車
の
機
構
を
想
起
さ
せ
る
︒

⑧

伊
藤
正
義
氏
﹁﹃
古
今
集
﹄
と
能
﹂︵﹃
国
立
能
楽
堂
﹄
33
～
35
︑
昭
61
・
,
～
:
︒

三
木
雅
博
氏
・
大
谷
節
子
氏
編
﹃
伊
藤
正
義
中
世
文
華
論
集
第
一
巻

謡
と
能
の
世

界
︵
上
︶﹄
和
泉
書
院
︑
平
24
所
収
︶︒

⑨

こ
の
歌
は
︑
能
﹁
淡
路
﹂﹁
歌
占
﹂
に
も
引
か
れ
て
い
る
︒
注
⑧
伊
藤
正
義
氏
論

考
参
照
︒

⑩

片
桐
洋
一
氏
﹃
中
世
古
今
集
注
釈
書
解
題

二
﹄︵
赤
尾
照
文
堂
︑
昭
48
︶
に
よ

る
︒

⑪

片
桐
洋
一
氏
編
﹃
毘
沙
門
堂
本
古
今
集
注
﹄︵
八
木
書
店
︑
平
10
︶
に
よ
る
︒

⑫

徳
江
元
正
氏
編
﹃
室
町
文
學
纂
集
第
二
輯

古
今
和
歌
集
三
條
抄
﹄︵
三
弥
井
書

店
︑
平
�
︶
に
よ
る
︒

⑬

佐
伯
真
一
氏
﹁
翻
刻
・
紹
介

八
戸
市
立
図
書
館
本
﹃
古
今
和
歌
集
見
聞
﹄﹂

︵﹃
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
﹄
18
︑
平
)
・
(
︶
︒

⑭

片
桐
洋
一
氏
監
修
・
ひ
め
ま
つ
の
会
編
﹃
詞
林
采
葉
抄
﹄︵
大
学
堂
書
店
︑
昭
52
︶

に
よ
る
︒

⑮

王
淑
英
氏
﹃
自
讃
歌
古
注
総
覧
﹄︵
東
海
大
学
出
版
会
︑
平
:
︶
に
よ
る
︒

⑯

日
本
思
想
大
系
﹃
世
阿
弥
・
禅
竹
﹄
︵
岩
波
書
店
︑
昭
49
︶
補
注
六
九
︵
表
章
氏

執
筆
︶︒

⑰

伊
藤
正
義
氏
﹃
金
春
禅
竹
の
研
究
﹄
︵
赤
尾
照
文
堂
︑
昭
45
︶
Ⅰ
二
﹁
禅
竹
の
能
﹂︒

⑱

伊
藤
正
義
氏
﹁︹
付
︺
禅
竹
の
能
﹂︵﹃
謡
曲
雑
記
﹄
和
泉
書
院
︑
平
'
所
収
︶︒

⑲

味
方
健
氏
﹁
対
の
能

︱
佐
保
山
と
竜
田

︱
﹂
︵﹃
能
︵
京
都
観
世
会
︶﹄
438
︑

平
-
・
11
︶︒
注
⑱
伊
藤
正
義
氏
論
考
︒
三
宅
晶
子
氏
﹃
歌
舞
能
の
確
立
と
展
開
﹄

︵
ぺ
り
か
ん
社
︑
平
13
︶
第
三
章
二
﹁
禅
竹
の
物
ま
ね
論
﹂﹁
禅
竹
の
歌
語
意
識
﹂︒

⑳

二
〇
一
四
年
度
世
阿
弥
忌
セ
ミ
ナ
ー
︵
平
成
二
十
六
年
八
月
八
日
︶
に
お
け
る
︑

樹
下
好
美
氏
の
報
告
︵
口
頭
発
表
︶
﹁︿
佐
保
山
﹀
の
構
想

︱
ワ
キ
藤
原
俊
家
を
め

ぐ
っ
て

︱
﹂
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

㉑

味
方
健
氏
﹃
能
の
理
念
と
作
品
﹄︵
和
泉
書
院
︑
平
11
︶
第
三
部
第
二
章
﹁
金
春

禅
竹
の
嗜
好
と
情
調
﹂
︒

㉒

﹃
七
十
一
番
職
人
歌
合
﹄
冒
頭
の
﹁
天
地
ひ
ら
け
し
時
︑
逆
鉾
の
く
だ
れ
り
け
る

よ
り
︑
道
を
玉
鉾
と
名
づ
け
て
︑
よ
ろ
づ
の
道
を
た
て
た
り
﹂
と
い
う
一
文
も
︑
同

じ
く
逆
鉾
を
玉
鉾
と
す
る
発
想
か
ら
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

㉓

現
・
福
岡
市
東
区
志
賀
島
︒
博
多
湾
に
張
り
出
す
交
通
の
要
衝
地
で
あ
り
︑﹁
漢

委
奴
国
王
﹂
の
金
印
の
出
土
地
と
し
て
も
知
ら
れ
る
︒
日
本
歴
史
地
名
大
系
﹃
福
岡

県
の
地
名
﹄
︵
平
凡
社
︑
平
16
︶
﹁
志
賀
海
神
社
﹂
の
項
︑
大
谷
光
男
氏
﹁
志
賀
島
と

番
外
曲
﹁
玉
鉾
﹂
考

一
三
九



そ
の
現
況
﹂﹁
志
賀
海
神
社
の
由
来
﹂︵
同
氏
編
﹃
金
印
研
究
論
文
集
成
﹄
新
人
物
往

来
社
︑
平
-
所
収
︶
等
参
照
︒

㉔

志
賀
海
神
社
の
境
外
末
社
︒
志
賀
島
西
北
の
旧
勝
馬
村
に
あ
る
︒
貝
原
益
軒
﹃
筑

前
国
続
風
土
記
﹄
に
は
︑
勝
馬
明
神
と
称
し
︑﹁
海
浜
の
小
山
の
上
﹂
に
あ
る
と
す

る
︒

㉕

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
中
世
日
記
紀
行
集
﹄︵
長
崎
健
氏
他
校
注
・
訳
︑
小

学
館
︑
平
-
︶
に
よ
る
︒

番
外
曲
﹁
玉
鉾
﹂
考

一
四
〇


