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「
牡
丹
灯
記
」
受
容
の
系
譜
　
臼

読
本
で
は
上
田
秋
成
に
さ
き
が
け
て
都
賀
廃
鏡
の
活
躍
が
始
る
が
、
そ
の
廃
鐘
の

詩
作
に
は
と
り
た
て
ゝ
　
「
牡
丹
灯
記
」
に
拠
っ
た
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
強

い
て
言
う
な
ら
『
英
草
子
『
（
寛
延
二
年
）
の
「
紀
任
重
陰
司
に
至
滞
獄
を
断
く
る

話
」
（
巻
t
ニ
）
の
冥
府
の
場
面
が
そ
れ
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
れ
は

言
わ
れ
る
よ
う
に
明
の
『
喩
世
明
言
』
の
「
閏
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
と
い
う
粉
本
が

あ
ら
て
、
翻
案
の
ど
こ
に
も
「
牡
丹
灯
記
」
の
直
接
の
影
響
を
見
つ
け
る
こ
と
は
困

（注1）

難
で
あ
る
。
山
口
剛
氏
が
「
軽
い
暗
示
に
も
敏
く
、
そ
こ
か
ら
い
ろ
く
の
意
表
に

出
づ
る
も
の
を
作
り
出
す
の
が
庭
鐘
の
翻
案
の
常
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
た
と
こ
ろ
に

従
え
ば
、
こ
の
翻
案
が
「
牡
丹
灯
記
」
の
冥
府
の
件
か
ら
ヒ
ソ
ト
を
得
て
こ
ゝ
に
到

っ
た
も
の
と
な
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も
「
軽
い
暗
示
」
を
得
た
程
度
の
も
の
で
あ

った。そ
う
言
え
ば
、
秋
成
と
「
牡
丹
灯
記
」
の
関
係
も
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
や
は
・
り

そ
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

『
雨
月
物
語
』
の
「
青
備
津
の
釜
」
が
「
牡
丹
灯
記
」
の
直
接
の
翻
案
と
言
わ
れ

た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
是
認
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
全
く
別
の
構
想
の
上
に
「
牡
丹
灯
記
」
の
趣
向
の
幾
分
な
り
が
重
ね
ら
れ
た
と
言

太
刀
川
　
　
　
滑

っ
た
方
が
正
し
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
構
想
の
も
と
に
な
っ
た
の
は
女
の
激
し
い
愛

執
が
弄
り
に
募
っ
て
幽
鬼
と
な
り
、
つ
い
に
は
思
う
男
を
と
り
殺
す
に
ま
で
到
る
執

念
の
甚
だ
し
さ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
構
想
は
怪
談
で
は
格
好
な
も
の
で
あ
っ
た
か

ら
、
近
世
の
怪
異
小
説
を
播
け
ば
随
所
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
〝
女
人
愛
執
の
系

譜
″
と
も
言
う
べ
き
一
連
の
怪
談
を
た
ど
る
こ
と
も
強
ち
む
ず
か
し
く
は
な
い
。
い

ま
こ
の
愛
執
を
女
性
特
有
の
嫉
妬
（
特
有
と
言
っ
た
の
ほ
、
妬
婦
の
怨
念
の
発
現
の

仕
方
に
於
い
て
で
あ
る
ー
後
述
）
に
か
え
て
妬
婦
の
怨
念
と
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う

（法2）

か
。
そ
れ
が
「
膏
備
津
の
釜
」
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
そ
の
先
例
を
鵜
月
洋
氏
ほ
は

る
か
元
禄
頃
の
『
善
悪
報
は
な
し
』
の
「
女
の
一
念
来
て
夫
の
身
を
引
そ
ひ
て
取
っ

て
か
へ
る
こ
と
」
（
巻
五
）
に
も
と
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
よ
り
さ
き
、
嫉
妬
の
た
め

に
生
霊
と
な
る
例
を
『
今
昔
物
語
』
の
「
近
江
国
女
生
霊
来
京
殺
人
語
」
（
巻
二
七
）

（注3）

「
人
妻
成
悪
霊
除
其
嘗
陰
陽
師
語
」
（
巻
二
四
）
に
求
め
ら
れ
た
の
が
鈴
木
敏
也
氏
で

あ
っ
た
。
因
に
こ
の
二
話
を
一
つ
の
構
想
に
ま
と
め
た
の
が
『
蕃
悪
報
は
な
し
』
の

場
合
で
あ
っ
た
。

二

夫
は
捨
て
ら
れ
た
妻
の
一
念
が
悪
鬼
と
な
っ
て
来
る
の
、
経
睦
子
の
加
護
で
救
わ

れ
た
か
町
見
え
た
が
、
ふ
と
し
た
油
断
か
ら
一
命
を
失
う
『
善
悪
報
は
な
し
』
の
趣
向
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ほ
「
書
備
韓
の
釜
」
に
額
似
す
る
。
そ
れ
に
経
椎
子
の
た
め
に
思
い
を
遂
げ
ら
れ
ず

「
あ
な
に
く
や
と
い
ふ
声
耳
に
つ
き
と
を
り
」
と
言
う
の
は
「
書
備
津
の
釜
」
の
末

段
の
表
現
虹
も
通
じ
る
。
し
か
し
趣
向
や
蓑
現
の
頻
似
ほ
さ
て
お
き
、
『
善
悪
報
は

な
し
』
が
、
そ
の
書
名
通
り
因
果
応
報
の
モ
チ
ー
フ
を
露
骨
に
し
て
教
戒
性
の
渡
い

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
、
そ
う
し
た
モ
チ
ー
フ
を
嫉
妬
の
怨
念
の
激
し
さ
に

変
え
た
と
こ
ろ
に
「
青
備
韓
の
釜
」
の
文
学
と
し
て
の
新
し
い
創
造
が
あ
っ
た
と
言

う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
が
「
牡
丹
灯
記
」
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
関
わ
り
方
に
し
て
も
、
直
接
関
係
し
た
の
が
、
当
の
「
牡

丹
灯
記
」
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
郵
奏
し
た
『
伽
稗
子
』
（
寛
文
六
年
）
の

「
牡
丹
灯
寵
」
で
あ
っ
た
の
か
確
か
な
こ
と
は
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も

秋
成
に
は
妬
婦
の
怨
念
の
激
し
さ
を
問
題
転
さ
え
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
れ
ば
、
そ
の
冒
頭
の
設
定
も
、
「
牡
丹
灯
記
」
の
「
元
夕
張
灯
」
で
も
な
け
れ

ば
「
牡
丹
灯
籠
」
の
「
孟
蘭
盆
の
夜
」
で
も
な
く
、
モ
チ
ー
フ
を
む
き
出
し
に
し
た

「
妬
婦
論
」
か
ら
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

妬
滑
の
養
ひ
が
た
き
も
、
老
て
の
後
其
功
を
知
る
と
、
容
こ
れ
何
人
の
語
ぞ
や
。

害
ひ
の
甚
し
か
ら
ぬ
も
商
工
を
妨
げ
物
を
破
り
て
、
塩
の
隣
の
ロ
を
ふ
せ
ぎ
が
た

く
、
害
の
大
な
る
に
お
よ
び
て
ほ
、
家
を
失
ひ
国
を
ほ
ろ
ぼ
し
て
、
天
が
下
に
笑

を
伝
ふ
。
い
忙
し
へ
よ
り
こ
の
毒
に
あ
た
る
人
幾
許
と
い
ふ
事
を
し
ら
ず
。
死
て

燐
と
な
り
、
或
は
霹
靂
を
震
ふ
て
怨
を
報
ふ
顕
は
、
其
肉
を
醇
に
す
る
と
も
飽
べ

か
ら
ず
。
さ
る
た
め
し
は
希
な
り
。
夫
の
お
の
れ
を
よ
く
修
め
て
教
へ
な
は
、
此

息
お
の
づ
か
ら
避
べ
き
も
の
を
、
只
か
り
そ
め
な
る
徒
こ
と
に
、
女
の
僅
し
き
性

を
寡
ら
し
め
て
、
其
身
の
菱
を
も
と
む
る
に
ぞ
あ
り
け
る
。
食
を
制
す
る
は
気
に

あ
り
、
婦
を
制
す
る
は
英
夫
の
雄
々
し
き
に
あ
り
と
い
ふ
ほ
、
現
に
さ
る
こ
と
ぞ

かし。

『
五
雑
狙
』
の
妬
婦
論
転
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
肝
腎
な
こ
と
は
、
秋
成
が
「
牡

丹
灯
記
」
の
符
女
や
「
牡
丹
灯
肇
」
の
弥
子
を
妬
婦
に
変
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に

も
と
く
問
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
符
女
や
弥
子
に
は
妬
婦
と
な
る
べ
き
要
素
も

な
け
れ
ば
、
資
格
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
書
備
韓
の
釜
」
に
は

「
牡
丹
灯
記
」
や
「
牡
丹
灯
籠
」
の
艶
麗
な
幽
霊
物
語
は
思
い
及
ぶ
は
ず
は
な
く
、

僅
し
き
性
を
ま
る
出
し
に
し
て
猛
り
狂
う
凄
惨
な
怨
霊
の
出
現
が
予
卸
さ
れ
る
だ
け

で
あ
っ
た
。

わ
か
り
き
っ
た
物
語
の
筋
を
敢
て
す
る
の
が
早
道
で
あ
る
。
青
備
浮
の
国
賀
夜
郡

庭
妹
の
郷
の
井
沢
庄
太
夫
の
一
子
正
太
郎
は
家
業
の
農
業
を
嫌
い
、
酒
色
に
耽
っ
て

父
の
言
う
こ
と
も
き
か
な
い
。
そ
の
正
太
郎
に
妻
を
迎
え
た
な
ら
ば
身
持
ち
も
お
さ

ま
ろ
う
か
と
、
書
備
浄
神
社
の
神
主
香
央
造
酒
の
娘
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
結

婚
に
先
立
っ
て
神
に
幸
い
を
祈
る
た
め
に
蕾
備
浄
神
社
ゆ
か
り
の
御
釜
被
の
神
事
を

行
っ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
縁
談
は
神
の
意
に
添
わ
な
い
も
の
か
秋
の
虫
の
叢
に
す
だ
く

声
す
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
御
釜
被
と
は
、
た
と
え
ば
林
羅
山
の
『
本
朝
神
社

考
』
に
「
書
備
ノ
国
、
膏
備
辞
ノ
官
ノ
真
二
釜
有
り
、
＜
中
略
＞
神
二
請
デ
ル
者
、

事
ヲ
試
・
、
、
ソ
ト
欲
シ
テ
棄
盛
ヲ
釜
前
二
莫
ル
、
福
唱
シ
畢
リ
テ
柴
燃
ク
、
則
チ
釜
鳴

ル
コ
ト
牛
力
声
ノ
如
キ
ト
キ
ハ
即
チ
膏
、
苦
シ
釜
鳴
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
則
チ
凶
シ
ト
云

フ
」
（
巻
≡
）
と
、
こ
の
神
事
を
伝
え
る
。
「
膏
備
浮
の
釜
」
の
題
名
の
由
来
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
題
名
に
し
て
か
ら
「
牡
丹
灯
記
」
の
影
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る。

さ
て
、
か
上
る
神
慮
を
押
し
切
っ
て
ま
で
正
太
郎
に
嫁
い
だ
香
央
の
娘
磯
良
は
舅

姑
に
も
よ
く
仕
え
て
、
井
沢
家
の
嫁
と
し
て
ほ
こ
の
上
も
な
く
立
派
な
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
正
太
郎
の
生
来
の
浮
気
心
は
、
師
の
津
の
袖
と
い
う
遊
女
と
恋
に
な

り
、
こ
れ
を
身
請
け
し
て
近
く
に
住
ま
せ
、
そ
こ
に
留
っ
て
は
家
に
帰
ら
な
い
日
が

靡
く
の
で
あ
る
。
匿
も
か
か
わ
ら
ず
い
じ
ら
し
く
振
舞
う
嫁
を
見
兼
ね
て
、
父
は
正

太
郎
を
責
め
て
、
一
室
直
閉
じ
こ
め
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
た
め
一
旦
は
反
省
し
た
か

の
正
太
郎
で
あ
っ
た
が
、
言
葉
巧
み
に
磯
良
を
欺
き
金
を
調
達
さ
せ
、
袖
を
つ
れ
て

出
奔
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
い
ま
は
す
べ
て
に
裏
切
れ
た
磯
良
は
病
に
臥
し
恨
み

な
げ
き
な
が
ら
死
ん
で
行
く
。
や
が
て
こ
の
磯
良
の
怨
念
が
「
も
の
の
け
」
と
な
っ

て
再
び
正
太
郎
の
前
に
姿
を
現
わ
す
あ
た
り
か
ら
「
牡
丹
灯
記
」
と
の
関
係
が
始
ま
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る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
前
に
怨
念
は
ま
ず
袖
を
と
り
殺
す
生
霊
と
な
っ
て
現
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

駈
落
ち
し
た
二
人
は
、
袖
の
従
弟
の
彦
六
を
播
州
の
荒
井
の
里
に
た
ず
ね
逗
留
す

る
う
ち
、
袖
は
「
も
の
の
け
」
が
渡
い
た
よ
う
に
夜
な
′
～
苦
し
み
な
が
ら
死
ん
で

し
ま
う
。
秋
成
は
こ
れ
を
「
窮
鬼
」
と
言
い
「
青
郷
妃
捨
し
人
の
も
し
や
」
と
叙
べ

て
、
袖
を
殺
し
た
の
が
磯
良
の
生
霊
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。
こ
の
あ
た
り
は

「
牡
丹
灯
記
」
で
は
な
く
、
『
源
氏
物
語
』
に
見
る
妬
婦
六
条
御
息
所
の
「
も
の
の

け
」
の
た
め
に
空
し
く
な
る
夕
顔
の
女
（
夕
顔
の
巻
）
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
、
物
語
は
い
よ
く
「
牡
丹
灯
記
」
か
ら
離
れ
て
行
く
気
配
で
あ

る
。
磯
良
を
妬
婦
と
し
た
秋
成
は
ま
ず
こ
う
し
て
袖
の
殺
害
と
い
う
設
定
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
の
物
語
で
は
妬
婦
の
怨
念
の
発
現
の

仕
方
が
男
の
非
は
さ
て
お
き
、
自
分
の
男
を
奪
い
取
っ
た
女
に
向
け
ら
れ
る
と
い

う
、
池
田
弥
三
郎
氏
の
言
う
と
こ
ろ
が
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
氏
は
ま
た
日
本
の
幽

霊
の
伝
統
と
し
て
男
に
ま
で
禍
い
が
及
ん
で
と
り
殺
す
な
ど
ル
ー
ル
外
れ
で
あ
る
。

だ
か
ら
「
青
備
浮
の
釜
」
で
袖
が
殺
さ
れ
る
の
と
正
太
郎
が
殺
さ
れ
る
の
は
、
話
の

種
と
し
て
別
々
で
一
続
き
の
も
の
で
は
な
い
と
言
う
。
そ
の
通
り
で
、
こ
の
別
々
の

も
の
を
結
び
つ
け
て
一
つ
の
話
と
し
て
展
開
さ
せ
る
に
役
立
っ
た
の
が
『
諸
国
官
物

語
』
（
延
宝
五
年
）
の
「
牡
丹
堂
の
女
し
ふ
し
ん
の
事
」
（
巻
四
）
で
あ
っ
た
。

妻
に
先
だ
た
れ
た
男
が
毎
夜
牡
丹
堂
に
行
っ
て
念
仏
し
て
い
る
と
、
い
つ
も
若
い

女
が
同
じ
く
念
仏
し
て
い
る
。
二
人
は
互
に
悲
し
い
身
の
上
を
語
り
、
l
緒
に
墓
所

を
念
仏
し
て
廻
っ
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
か
浅
か
ら
ぬ
伸
と
な
る
。
男
は
女
を
宿
に

つ
れ
て
来
て
契
り
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
「
書
備
陣
の
釜
」
で
正
太
郎
が

袖
を
失
い
夜
毎
に
そ
の
基
に
詣
で
て
悲
し
ん
で
い
る
。
す
る
と
そ
の
隣
に
新
し
い
基

が
あ
っ
て
、
こ
こ
に
も
夜
毎
に
詣
で
る
女
が
い
た
と
い
う
段
で
、
「
膏
備
韓
の
釜
」

後
半
の
物
語
の
緒
で
あ
り
、
「
牡
丹
灯
記
」
導
入
の
そ
れ
で
も
あ
っ
た
。

二
丁
あ
ま
り
来
て
は
そ
き
径
あ
り
。
こ
ゝ
よ
り
も
一
丁
ば
か
り
を
あ
ゆ
み
て
、
を

ぐ
ら
き
林
の
裏
に
ち
い
さ
き
草
屋
あ
り
。
竹
の
扉
の
わ
び
し
き
に
、
七
日
あ
ま
り

の
月
の
あ
か
く
さ
し
入
り
て
、
ほ
ど
な
き
庭
の
荒
た
る
さ
へ
見
ゆ
。
ほ
そ
き
灯
火

の
光
り
森
の
紙
を
も
り
て
う
ら
さ
び
し
。
こ
1
に
待
た
せ
給
へ
と
て
内
に
入
り

ぬ
。
苔
む
し
た
る
古
井
の
も
と
に
立
ち
て
見
入
る
に
、
唐
紙
す
こ
し
明
け
た
る
間

よ
り
、
火
影
吹
き
あ
ふ
ち
て
、
黒
柳
の
き
ら
め
き
た
る
も
ゆ
か
し
く
覚
ゆ
。
女
出

で
来
り
て
、
御
訪
ら
ひ
の
よ
し
申
し
つ
る
に
、
人
ら
せ
給
へ
。
物
隔
て
か
た
り
ま

い
ら
せ
ん
と
端
の
方
へ
膝
行
出
で
給
ふ
。

主
は
美
し
い
未
亡
人
だ
と
い
う
の
で
、
心
ひ
か
れ
る
。
正
太
郎
を
誘
う
の
は
、
実
は

磯
良
の
怨
念
の
な
す
業
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
怨
霊
の
出
現
を
前
に
し
て

次
第
に
緊
張
感
の
高
ま
っ
て
行
く
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
秋
成
の
叙
述
の
非
凡
さ
は
、

仮
り
に
『
垣
根
草
』
（
明
和
七
年
）
に
お
け
る
伊
丹
棒
園
の
塀
似
の
叙
述
と
餃
べ
る

と
よ
い
。

そ
れ
は
「
伊
藤
帯
刀
中
将
重
衛
の
姫
と
冥
婿
の
事
」
（
巻
l
）
で
、
帯
刀
が
日
暮

に
琴
引
山
の
麓
を
行
く
と
、
年
の
こ
ろ
十
五
六
の
女
の
童
に
会
う
。
こ
れ
と
つ
れ
立

っ
て
、
そ
の
主
の
住
居
と
い
う
を
訪
ね
る
。

童
い
な
む
色
な
く
、
さ
ま
人
＼
物
語
し
も
て
行
く
う
ち
、
松
杉
の
一
村
し
げ
れ
る

ほ
と
り
に
、
あ
や
し
の
編
戸
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
た
る
許
に
て
、
こ
れ
こ
そ
童
が
宮
仕

参
ら
す
る
方
な
り
、
道
の
つ
か
れ
を
も
は
ら
し
給
ひ
て
ん
や
と
い
ひ
す
て
ゝ
内
に

入
る
。
帯
刀
も
主
は
い
か
な
る
人
や
ら
ん
と
み
い
れ
た
る
に
、
よ
し
あ
る
人
の
隈

家
と
覚
え
て
庭
の
け
し
き
も
お
の
づ
か
ら
な
る
風
情
に
て
、
尾
花
く
ず
花
霹
ち

り
、
や
り
水
に
紅
葉
う
づ
も
れ
、
霜
に
う
つ
ろ
ひ
た
る
菊
の
審
一
重
を
へ
だ
て

ゝ
、
あ
れ
た
る
軒
な
が
ら
に
簾
な
か
は
た
れ
て
、
灯
か
す
か
に
き
ら
め
き
、
琴
の

音
ほ
の
か
に
も
る
ゝ
に
ぞ
、
い
と
ゞ
其
名
ゆ
か
し
く
た
ち
や
す
ら
ひ
た
る
に
、
先

の
重
出
で
て
云
く
、
あ
る
じ
の
御
方
に
き
こ
え
参
ら
せ
た
れ
ば
、
何
か
は
菅
し
か

る
べ
き
、
こ
な
た
へ
い
ち
せ
給
へ
と
侍
る
。
と
く
く
と
云
ふ
に
、
帯
刀
よ
ろ
こ

び
て
内
に
入
る
。

さ
し
て
違
い
の
な
い
描
写
で
あ
り
な
が
ら
、
七
日
余
り
の
月
に
照
し
出
さ
れ
た
佗
び

住
居
の
描
写
の
中
に
た
だ
な
ら
ぬ
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
の
は
、
帯
刀
を
慕
う



長野県短期大学紀要　第44号（1989）

26

重
衝
の
女
と
、
正
太
郎
を
怨
む
磯
良
、
こ
の
二
人
の
情
念
の
違
い
に
よ
る
と
こ
ろ

で
、
前
者
を
単
に
幽
霊
と
言
え
ば
後
者
は
怨
霊
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
幽
霊
と
怨

霊
の
違
い
は
、
そ
の
死
が
な
ん
ら
か
の
マ
イ
ナ
ス
を
蒙
っ
た
も
の
か
否
か
に
よ
る
情

念
の
相
違
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
磯
良
に
つ
け
ば
正
太
郎
の
「
好
け
た
る

性
」
に
よ
っ
て
悩
さ
れ
虐
げ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
正
太
郎
の
性
を
い
ま
は
逆

手
に
取
っ
て
、
こ
ん
ど
は
正
太
郎
を
破
滅
に
追
い
こ
ん
で
行
く
の
で
あ
る
。

人
の
入
る
ば
か
り
に
開
け
た
客
殿
の
車
に
は
、
低
い
屏
風
の
端
か
ら
古
い
余
が
わ

ず
か
に
見
え
て
い
た
。
主
人
は
こ
の
屏
風
の
か
げ
に
い
る
と
正
太
郎
は
思
う
の
で
あ

る。

あ
る
じ
の
女
屏
風
す
こ
し
引
き
あ
け
て
、
め
づ
ら
し
く
も
あ
ひ
見
奉
る
も
の
か

な
。
つ
ら
き
報
ひ
の
程
し
ら
せ
ま
い
ら
せ
ん
と
い
ふ
些
∵
驚
き
て
見
れ
ば
、
青
郷

に
残
せ
し
磯
良
な
り
。
顔
の
色
い
と
青
ざ
め
て
、
た
ゆ
き
限
す
さ
ま
じ
く
、
我
を

指
た
る
手
の
青
く
ほ
そ
り
た
る
恐
し
さ
に
、
あ
た
や
と
叫
ん
で
た
を
れ
死
す
。

こ
の
場
面
は
「
牡
丹
灯
記
」
に
な
く
て
ほ
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
寄

生
が
湖
心
寺
に
入
っ
て
震
卿
の
柩
を
見
て
恐
催
し
て
逃
げ
出
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
正

太
郎
を
導
く
苦
い
女
は
い
う
ま
で
も
な
く
金
蓮
で
あ
り
、
磯
良
が
正
太
郎
に
言
い
か

け
る
「
め
づ
ら
し
く
も
あ
ひ
見
奉
る
も
の
か
な
。
つ
ら
き
報
ひ
の
程
し
ら
せ
ま
い
ら

せ
ん
」
と
怨
を
こ
め
て
言
う
の
も
、
湖
心
寺
の
門
前
で
金
蓮
に
「
娘
子
久
待
、
何
一

向
薄
情
」
と
誘
わ
れ
た
寄
生
が
符
女
■
に
「
妾
恨
君
深
奏
、
今
季
得
見
豊
能
相
捨
」
と

言
わ
れ
る
恨
み
言
に
対
応
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
恨
冬
青
と
言
っ
て
も
、
決
し
て
怨

念
の
こ
も
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
恨
み
が
「
愛
恨
」
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
、

相
手
に
な
つ
か
し
さ
を
含
め
た
物
言
い
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
秋
成

が
同
じ
『
雨
月
物
語
』
の
他
の
篇
「
浅
茅
が
宿
」
で
、
亡
霊
と
な
っ
て
夫
に
再
会
す

る
宮
木
に
「
今
は
長
き
恨
み
も
ほ
れ
人
＼
と
な
り
ぬ
る
事
の
嬉
し
く
侍
り
、
逢
ふ
を

待
つ
間
に
恋
ひ
死
な
ん
は
人
し
ら
ぬ
恨
み
な
る
べ
し
」
と
、
宮
木
の
心
情
を
「
恨

み
」
と
表
現
し
、
磯
良
の
そ
れ
を
「
さ
き
に
女
の
命
を
う
ば
ひ
怨
み
猶
尽
ず
」
と
言

い
、
ま
た
「
或
は
霹
靂
を
震
ふ
て
怨
み
を
報
ふ
」
と
区
別
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
困

に
「
牡
丹
灯
記
」
の
符
女
に
は
「
恨
」
と
あ
り
、
前
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
く

し
て
「
膏
備
韓
の
釜
」
は
プ
ロ
ッ
ト
の
上
で
は
対
応
し
て
も
、
そ
の
怪
異
の
相
は

「
牡
丹
灯
記
」
で
も
「
牡
丹
灯
籠
」
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
「
我
を
指

し
て
」
そ
の
青
く
痩
せ
細
っ
た
指
先
堅
言
い
知
れ
な
い
戦
懐
感
を
正
太
郎
な
ら
ぬ
読

者
ま
で
覚
え
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
も
は
や
救
い
難
い
「
怨
念
」
の
所
為
な
れ
ば
こ
そ

の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

や
が
て
気
づ
い
て
み
る
と
女
の
屋
敷
と
思
っ
た
の
に
荒
野
の
三
昧
堂
で
、
そ
こ
に

黒
づ
ん
だ
仏
像
が
立
っ
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
。
恐
れ
お
の
の
き
走
り
帰
っ
た
正
太
郎

は
事
の
次
第
を
彦
六
に
話
す
。
彦
六
は
精
神
が
滅
入
っ
て
い
る
時
に
は
迷
わ
し
神
が

憑
く
も
の
だ
と
言
っ
て
刀
田
の
里
の
陰
陽
師
を
紹
介
す
る
。
か
く
し
て
正
太
郎
に
は

朱
符
が
授
け
ら
れ
て
物
忌
み
に
籠
る
こ
と
に
な
る
。
「
牡
丹
灯
記
」
に
つ
け
ば
、
彦

六
は
隣
翁
、
陰
陽
師
は
貌
法
師
と
言
う
こ
と
に
な
る
。

プ
ロ
ッ
ト
の
展
開
は
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
た
だ
ひ
と
つ
、
秋
成
は
「
さ
き
に

女
の
命
を
う
ば
ひ
怨
み
猶
つ
き
ず
、
足
下
の
命
も
且
夕
に
せ
ま
る
、
此
の
鬼
、
世
を

去
り
ぬ
る
は
七
日
さ
き
な
れ
ば
」
と
、
袖
の
死
が
実
は
磯
良
の
生
霊
の
な
せ
る
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
怨
念
が
正
太
郎
に
向
け
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
明
か
に
し
て

い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
陰
陽
師
に
「
我
が
禁
し
め
を
守
ら
ば
九
死
を
出
で
て
全
か
ら

ん
か
、
一
時
も
過
る
と
も
ま
ぬ
が
る
べ
か
ら
ず
」
と
こ
の
さ
き
「
牡
丹
灯
記
」
と
は

異
な
る
結
果
を
迎
え
る
用
意
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
し
ば
ら
く
関
わ
っ
て
来
た
「
牡
丹
灯
記
」
と
は
再
び
離
れ
て
物
語
は
終

末
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
陰
陽
師
の
こ
と
ば
そ
の
ま
ま
に
磯
良
の
死
霊
は
、
そ
の

夜
更
に
も
う
現
実
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
夜
毎
に
現
れ
る
怨
霊
は
、
日

を
追
っ
て
ま
す
ま
す
怠
り
狂
い
な
が
ら
、
つ
い
に
四
十
二
日
目
の
夜
と
な
る
の
で
あ

る。

か
く
し
て
四
十
二
日
と
い
ふ
其
夜
に
い
た
り
ぬ
。
今
は
l
夜
に
み
た
し
ぬ
れ
ば
、

殊
に
慎
み
て
、
や
や
五
更
の
天
も
し
ら
ノ
＼
と
明
け
わ
た
り
ぬ
。
長
き
夢
の
さ
め

た
る
如
く
、
や
が
て
彦
六
を
よ
ぶ
に
壁
に
ょ
り
て
い
か
に
と
答
ふ
。
お
も
き
物
い
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み
も
既
に
滞
ぬ
。
絶
て
兄
長
の
面
を
見
ず
。
な
つ
か
し
さ
に
、
か
つ
此
月
頃
の
憂

伯
し
さ
を
心
の
か
ぎ
り
い
ひ
和
さ
ま
ん
。
眠
さ
ま
し
給
へ
。
我
も
外
の
方
に
出
で

ん
と
い
ふ
。
彦
六
用
意
な
き
男
な
れ
ば
、
今
は
何
か
あ
ら
ん
。
い
ざ
こ
な
た
へ
わ

た
り
給
へ
と
、
戸
を
明
く
る
事
半
な
ら
ず
、
と
な
り
の
軒
に
あ
な
や
と
叫
ぶ
声
耳

を
つ
ら
ぬ
き
て
、
思
は
ず
尻
居
に
座
す
。
こ
ほ
正
太
郎
の
身
の
上
に
こ
そ
と
、
斧

引
提
て
大
路
に
出
づ
れ
ば
、
明
け
た
る
と
い
ひ
し
夜
は
い
ま
だ
く
ら
く
、
月
は
中

天
な
が
ら
影
騰
々
と
し
て
、
風
冷
や
か
に
、
さ
て
正
太
郎
が
戸
は
明
け
は
な
し
て

英
人
は
見
え
ず
。
内
に
や
逃
げ
入
り
つ
ら
ん
と
走
り
入
り
て
見
れ
ど
も
、
い
づ
く

に
か
く
る
べ
き
住
居
に
も
あ
ら
ね
は
、
大
路
に
や
倒
れ
け
ん
と
も
と
む
れ
ど
も
、

其
わ
た
り
に
は
物
も
な
し
。
い
か
に
な
り
つ
る
や
と
、
あ
る
ひ
は
異
し
み
、
或
は

恐
る
く
、
と
も
し
火
を
挑
げ
て
こ
ゝ
か
し
こ
を
見
廻
る
に
、
明
け
た
る
戸
腋
の

壁
に
渥
し
き
血
潅
ぎ
流
て
地
に
つ
た
ふ
。
さ
れ
ど
屍
も
骨
も
見
え
ず
、
月
あ
か
り

忙
見
れ
ば
、
軒
の
端
に
も
の
あ
り
、
と
も
し
火
を
捧
げ
て
照
し
見
る
に
男
の
髪
の

督
ば
か
り
か
か
り
て
、
外
に
は
霹
ば
か
り
の
も
の
も
な
し
。

こ
の
場
面
は
「
牡
丹
灯
記
」
の
符
女
が
寄
生
を
棺
の
中
に
引
き
入
れ
て
と
り
殺
す
と

こ
ろ
に
対
応
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
全
く
異
な
る
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
る
。
む
し
ろ
似

て
い
る
と
言
え
ば
先
述
の
『
善
悪
報
は
な
し
』
で
あ
る
が
、
秋
成
の
殺
し
の
描
写
は

そ
ん
な
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

か
つ
て
鵜
月
渾
氏
は
「
こ
の
部
分
の
凄
絶
さ
は
文
章
の
妙
と
い
う
よ
り
も
読
み
の

（注5）

心
理
を
計
算
し
た
緻
密
な
文
脈
の
構
成
に
あ
る
」
と
言
わ
れ
た
が
、
明
か
に
秋
成
に

は
そ
の
心
づ
も
り
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
す
で
に
青
く
痩
せ
細
っ
た
指
を
さ
さ
れ

た
読
者
に
、
今
度
は
日
を
追
っ
て
募
る
正
太
郎
と
同
じ
緊
張
感
と
恐
怖
感
を
与
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
四
十
二
日
目
の
「
や
ゝ
五
更
の
天
も
し
ら
、
′
ぐ
明
け

わ
た
り
ぬ
」
と
い
う
時
点
で
柾
隈
に
連
す
る
。
明
け
た
と
思
っ
た
夜
は
、
実
は
ま
だ

明
け
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
正
太
郎
の
錯
覚
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ

う
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
人
智
を
超
え
た
怨
霊
の
は
か
り
知
れ
な
い
恐
ろ
し
さ
が
漂
う
の

で
あ
る
。
こ
う
し
て
怨
霊
は
正
太
郎
を
惑
わ
せ
、
思
慮
の
浅
い
彦
六
を
か
た
ら
っ
て

目
的
を
達
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
当
然
な
が
ら
凄
惨
な
手
段
で
な
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
手
段
の
卓
抜
さ
に
つ
い
て
は
諸
家
の
考
証
が
あ

る
が
、
戸
腋
の
壁
に
伝
わ
っ
て
流
れ
て
い
た
膿
々
し
い
血
、
そ
れ
に
軒
端
に
ひ
っ
か

か
っ
て
い
た
啓
ひ
と
つ
、
そ
の
他
は
な
に
も
な
か
っ
た
と
い
う
描
写
に
恐
怖
の
す
べ

て
が
集
約
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
世
の
誰
で
も
が
坑
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
魔
力
の
存

在
を
患
わ
せ
る
表
現
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

三

「
膏
備
津
の
釜
」
の
こ
の
末
段
は
さ
す
が
に
傑
作
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず

伊
丹
椿
園
が
模
倣
し
、
つ
づ
い
て
山
東
京
伝
が
剰
窃
さ
え
厭
わ
な
い
の
で
あ
る
。

同
時
代
の
知
識
人
の
ひ
と
り
と
し
て
棒
園
は
夙
に
秋
成
を
意
識
す
る
ふ
し
が
あ
っ

（注6）た
。
『
深
山
草
』
（
天
明
二
年
）
の
「
姫
妓
死
後
に
怨
恨
を
報
ず
る
説
」
（
巻
四
）
に

は
「
膏
備
韓
の
釜
」
の
こ
の
末
段
を
意
識
す
る
だ
け
で
一
帯
を
成
し
た
も
の
と
さ
え

思
わ
れ
る
。

梅
村
菊
治
は
浪
華
の
妓
女
常
盤
木
と
馴
染
み
、
そ
れ
を
安
う
と
す
る
が
許
さ
れ

ず
、
一
門
の
中
か
ら
妻
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
粛
治
の
友
人
金
沢
伝
蔵
が
常
盤
木

に
横
恋
慕
す
る
が
、
操
を
立
て
、
菊
治
の
気
変
り
も
、
そ
の
伝
蔵
の
せ
い
か
と
伝
蔵

を
怨
み
な
が
ら
鑑
死
す
る
。
さ
て
そ
の
死
骸
を
葬
る
と
き
、
死
骸
は
起
き
あ
が
り
伝

蔵
に
取
り
か
か
る
。
そ
れ
を
切
り
捨
て
た
が
、
そ
の
夜
か
ら
伝
蔵
は
常
盤
木
の
怨
霊

に
苛
れ
る
こ
と
に
な
る
。
伝
蔵
は
高
津
の
宮
の
神
主
近
藤
大
蔵
の
神
符
を
授
か
り
十

七
日
の
間
潔
斉
し
て
祈
祷
す
る
と
怨
霊
も
遠
の
え
て
行
っ
た
か
に
見
え
た
。

一
年
あ
ま
り
に
お
よ
び
絶
て
姿
を
あ
ら
は
き
ざ
り
し
か
は
、
今
は
は
や
怨
念
も
は

れ
け
る
よ
と
心
ゆ
る
ま
り
、
慎
み
も
う
す
く
な
り
て
夏
日
炎
熱
の
時
に
及
び
神
符

を
か
た
は
ら
の
在
に
か
け
置
、
衣
服
刀
も
片
よ
せ
て
浴
せ
ん
と
、
ク
ぐ
れ
橡
側
に

出
て
快
く
納
涼
し
け
る
に
、
晴
た
る
空
俄
に
か
き
く
も
り
、
さ
も
凄
ま
じ
き
一
陣

の
猛
風
さ
っ
と
吹
来
る
に
、
伝
蔵
す
は
や
と
驚
き
神
符
を
と
ら
ん
と
立
上
る
時
、

ほ
や
両
手
を
取
て
引
立
る
も
の
あ
り
、
き
っ
と
薪
を
見
れ
ば
二
人
の
幽
霊
己
前
よ
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り
も
お
そ
ろ
し
き
姿
に
て
恨
み
を
報
ず
べ
き
時
こ
そ
来
れ
と
、
葉
蘭
と
打
笑
み
口

よ
り
青
き
炎
を
吹
出
す
有
さ
ま
を
見
て
、
傍
に
あ
り
し
男
女
あ
っ
と
叫
び
て
こ
と

ー
′
ハ
ト
く
悶
絶
し
あ
り
け
る
に
、
此
物
音
を
驚
き
近
隣
の
人
々
集
り
て
、
か
た
く

に
水
を
そ
ゝ
ぎ
薬
を
あ
た
へ
て
呼
活
け
る
に
、
伝
蔵
が
す
が
た
兄
へ
ざ
れ
は
、
あ

や
し
み
そ
こ
菱
と
尋
け
る
に
軒
を
つ
た
ふ
て
落
る
滴
あ
り
、
雨
も
ふ
ら
ざ
る
に
ふ

し
ぎ
や
と
よ
く
見
れ
ば
鮮
血
な
り
。
借
こ
そ
と
屋
上
を
火
に
照
し
何
へ
は
伝
蔵
を

二
つ
に
引
裂
捨
置
た
り
。
お
の
く
恩
は
ず
尻
居
に
ふ
し
身
の
毛
よ
だ
ち
て
恐
れ

あ
ひ
け
る
。

こ
ゝ
に
は
例
の
「
書
備
津
の
釜
」
　
の
未
段
だ
け
で
は
な
く
、
磯
良
の
生
霊
が
正
太
郎

の
前
に
現
れ
る
件
、
「
顔
の
色
い
と
青
ざ
め
て
た
ゆ
き
限
す
さ
ま
じ
く
、
我
を
指
し

た
る
指
の
青
き
ほ
そ
り
た
る
恐
し
さ
に
あ
な
や
と
叫
ん
で
た
ふ
れ
死
す
」
と
言
う
戦

慄
す
べ
き
場
面
も
重
な
っ
て
い
る
の
は
、
磯
良
の
生
霊
と
死
霊
を
併
せ
た
か
の
ふ
し

が
あ
る
。
軒
を
伝
っ
て
滴
た
る
鮮
血
を
た
よ
り
に
尋
ね
る
と
伝
蔵
は
屋
根
の
上
覧
一

つ
に
引
き
裂
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
所
為
は
仮
名
草
子
こ
の
か
た
（
例
え
ば

「
悪
縁
に
あ
ふ
も
善
心
の
す
ゝ
め
と
な
る
事
」
＜
『
曽
呂
利
物
語
』
＞
）
怪
異
小
説
で

も
っ
と
も
残
忍
な
所
為
の
ひ
と
つ
と
し
て
措
き
続
け
ら
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
だ
け
に
猟
奇
的
な
醜
悪
さ
が
異
常
に
残
り
、
恐
怖
感
以
前
に
多
分
に
形
式
的
な

処
置
と
患
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
椿
園
の
よ
う
に
こ
の
一
帯
を
よ
し
な
き
恋
慕
を

戒
め
る
教
訓
を
も
っ
て
結
ぼ
う
と
す
る
も
の
な
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
か
ろ
う
が
、

「
膏
備
津
の
釜
」
の
迫
真
性
と
は
凡
そ
異
質
な
印
象
が
残
る
の
で
あ
る
。

四

京
伝
の
「
復
響
奇
談
安
帯
轄
」
（
事
和
三
年
）
は
、
ま
た
の
名
を
「
小
幡
小
平
治

死
霊
物
語
」
と
言
う
。
小
幡
小
平
治
は
江
戸
の
役
者
で
、
殊
に
幽
霊
役
に
妙
を
得
た

が
、
そ
の
人
気
も
僅
か
三
年
と
続
か
ず
、
果
て
は
旅
役
者
と
な
っ
て
奥
州
を
旅
稼
業

中
、
浅
香
沼
で
同
僚
の
た
め
に
殺
さ
れ
る
。
そ
の
中
平
治
の
怨
霊
が
仇
を
報
い
る

（
「
俳
優
叢
談
」
）
と
、
い
か
に
も
幽
霊
役
者
ら
し
い
生
涯
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
京
伝

は
こ
う
改
め
た
。
小
平
治
の
妻
お
塚
は
安
達
左
九
部
と
暫
通
し
、
左
九
郎
ほ
お
塚
を

我
も
の
に
し
よ
う
と
謀
り
、
小
平
治
を
安
横
沼
の
釣
に
誘
い
水
中
に
突
き
落
し
て
し

ま
う
。
江
戸
に
帰
っ
た
左
九
即
は
早
速
お
塚
を
訪
ね
る
、
す
る
と
小
平
治
は
す
で
に

帰
宅
し
て
疲
れ
て
い
ま
だ
寝
間
に
い
る
と
言
う
。

左
九
郎
聞
て
、
そ
れ
は
怪
し
き
事
な
り
。
彼
所
に
行
き
こ
ゝ
ろ
む
べ
し
と
て
お
塚

と
と
も
に
房
間
に
入
り
や
を
ら
屏
風
を
ひ
き
あ
け
ん
と
す
る
時
、
裏
よ
り
青
く
細

り
た
る
手
く
び
を
さ
し
出
し
、
屏
風
を
押
へ
て
閲
か
し
め
ず
、
猶
強
く
閲
か
ん
と

せ
し
に
裏
よ
り
屏
風
の
縁
に
か
け
た
る
五
つ
の
指
ば
ら
ば
ら
と
落
ち
て
屏
風
は
自

ら
関
り
、
裏
に
は
人
影
見
え
ず
、
只
臥
具
の
う
ち
よ
り
一
団
の
陰
火
ま
ろ
ぴ
ぃ
で

引
窓
を
越
え
て
飛
去
り
ぬ
（
巻
四
1
八
）

左
九
郎
と
お
塚
の
見
た
も
の
は
ま
ざ
れ
も
な
く
正
太
郎
の
見
た
磯
良
の
怨
霊
で
あ
っ

た
。
秋
成
が
正
太
郎
の
心
象
を
視
覚
に
訴
え
て
、
そ
こ
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
創
ら
う
と

す
る
。
京
伝
は
ま
た
「
屏
風
の
縁
に
か
け
た
る
五
つ
の
持
ば
ら
ば
ら
と
こ
ぼ
れ
落

ち
」
と
同
じ
リ
ア
リ
テ
ィ
を
求
め
て
も
質
に
於
い
て
同
じ
で
は
な
い
。
後
日
南
北
が

『
東
海
道
四
谷
怪
談
』
で
、
お
岩
の
指
の
爪
が
伊
右
衛
門
の
持
ち
去
ろ
う
と
す
る
蚊

帳
に
付
い
て
抜
け
落
ち
る
と
い
う
無
気
味
な
趣
向
と
同
じ
で
、
事
を
構
え
て
恐
怖
心

に
訴
え
よ
う
と
す
る
の
も
、
か
え
っ
て
醜
悪
な
印
象
だ
け
が
残
る
の
で
あ
る
。

九
平
治
の
怨
霊
ほ
お
塚
に
つ
い
て
離
れ
ず
、
さ
す
が
の
強
気
の
お
塚
も
つ
い
に
発

狂
す
る
。
そ
う
し
た
あ
る
日
、
み
す
ぼ
ら
し
い
姿
を
し
た
祝
部
が
朱
符
を
授
け
て
去

る。

か
く
て
神
符
を
門
に
貼
し
窓
に
貼
し
、
つ
ゝ
し
み
て
守
り
け
る
が
、
そ
の
夜
三
更

の
頃
お
そ
ろ
し
き
声
し
て
、
今
夜
ほ
と
て
行
か
ん
と
恩
ひ
し
に
僧
き
奴
、
こ
ゝ
に

尊
き
符
文
を
設
く
る
よ
と
つ
ぶ
や
き
て
再
び
声
な
し
、
左
九
郎
は
終
夜
妻
を
守

り
、
い
ま
や
と
ら
る
べ
き
と
魂
も
身
に
そ
は
ず
、
や
う
く
夜
明
ぬ
九
は
、
い
き

出
た
る
心
地
し
て
、
視
部
が
詞
を
奇
な
り
と
し
、
ひ
た
す
ら
神
明
を
念
じ
て
怠
ら

ざ
り
し
が
、
此
夜
は
、
松
吹
く
風
物
を
た
ふ
す
が
如
く
雨
さ
へ
強
く
ふ
り
て
、
常

な
ら
ぬ
心
の
さ
ま
な
る
に
四
更
の
頃
窓
の
紙
に
さ
と
赤
き
光
さ
し
、
あ
な
隙
き
奴
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こ
ゝ
に
も
飴
つ
る
ほ
と
、
い
ふ
声
き
こ
ゆ
、
深
夜
に
は
い
と
ゞ
凄
じ
く
左
九
郎
は

毛
髪
さ
か
し
ま
に
竪
て
、
暫
く
は
死
に
い
り
ぬ
、
明
れ
ば
碁
る
ゝ
を
愁
ひ
暮
る
れ

ば
明
る
を
ま
も
わ
び
て
、
此
日
ご
ろ
を
過
る
こ
と
千
歳
を
お
く
る
よ
り
も
久
し
、

菟
魂
は
夜
毎
に
家
を
め
ぐ
り
、
或
は
屋
の
棟
に
叫
び
て
い
か
れ
る
声
夜
ま
し
に
凄

じ
く
、
か
く
し
て
三
十
二
日
と
い
ふ
其
夜
に
な
り
ぬ
、
今
は
一
夜
に
み
た
し
ぬ
、

今
夜
だ
に
脱
る
れ
ば
妻
の
命
助
る
べ
し
と
左
九
郎
こ
と
に
慎
み
守
り
て
、
や
ゝ
五

更
の
天
し
ら
ー
ぐ
と
明
わ
た
り
ぬ
れ
ば
、
今
は
長
き
夢
の
醒
め
た
る
思
ひ
を
な

し
、
少
し
く
心
を
や
す
め
て
、
厨
に
い
た
り
引
窓
を
ひ
ら
く
に
、
こ
は
い
か
に
明

た
り
と
患
ひ
し
夜
は
未
だ
く
ら
く
、
月
は
中
天
な
が
ら
影
粍
な
り
、
冷
か
な
る
風

さ
と
吹
く
に
つ
れ
て
こ
凹
の
陰
火
飛
入
る
と
見
え
し
が
、
屏
風
の
裏
に
間
と
叫
ぶ

声
耳
を
つ
ら
ぬ
き
、
お
ぼ
え
ず
尻
居
に
桂
と
坐
す
、
こ
は
妻
が
身
の
上
に
こ
そ
と

い
そ
が
は
し
く
屏
風
を
お
し
の
け
て
見
る
に
お
塚
は
見
え
ず
、
重
き
病
に
腰
た
ゝ

ね
ば
避
逃
る
べ
き
や
う
ほ
な
く
、
い
づ
こ
に
隠
る
べ
き
住
居
に
も
あ
ら
ね
ば
、
い

か
な
り
つ
る
や
と
或
は
怪
み
、
或
は
怖
る
ノ
＼
と
も
し
び
を
と
り
て
、
こ
ゝ
彼
所

と
見
め
ぐ
り
け
る
に
、
窓
の
あ
る
塵
に
遅
々
し
き
血
そ
1
ぎ
て
流
れ
て
地
に
伝

ふ
、
さ
れ
ど
も
屍
も
骨
も
見
え
ず
、
月
あ
か
り
町
見
れ
ば
軒
の
つ
ま
に
物
あ
り
、

と
も
し
火
を
か
ゝ
げ
て
見
る
忙
た
け
長
き
女
の
髪
の
毛
ば
か
り
か
ゝ
り
て
、
外
に

は
霹
ば
か
り
の
も
の
も
な
し
、
浅
ま
し
く
も
お
そ
ろ
し
さ
は
筆
に
尽
す
べ
う
も
あ

ら
ず
、
夜
明
け
て
近
き
辺
を
探
索
む
れ
ど
も
つ
い
に
其
跡
さ
へ
な
け
れ
ば
、
左
九

郎
悲
し
み
愁
ふ
る
こ
と
か
ぎ
り
な
し
、

紛
れ
も
な
く
「
膏
備
憩
の
釜
」
宋
段
の
剰
窃
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
あ
れ
は
男
、
こ
れ

は
女
で
あ
っ
た
か
ら
、
さ
す
が
に
「
啓
ひ
と
つ
」
と
は
い
か
ず
、
「
長
き
女
の
髪
の

毛
ば
か
り
」
が
軒
端
に
掛
っ
て
い
た
と
言
い
な
お
き
な
け
れ
ば
な
ら
つ
か
っ
た
。
一

体
、
こ
の
両
者
に
怪
談
の
道
具
立
て
の
上
で
ど
れ
だ
け
の
違
い
が
あ
ろ
う
か
。
に
も

か
ゝ
わ
ら
ざ
秋
成
の
描
写
に
は
数
段
の
凄
さ
が
あ
る
と
見
る
の
は
、
京
伝
が
秋
成
を

模
倣
し
た
と
言
う
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
ひ
と
つ
「
冷
か
な
風
さ
と
吹
く
に
つ
れ
て

一
団
の
陰
火
飛
び
入
る
と
見
し
が
」
と
、
言
わ
ず
も
な
が
の
説
明
が
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
説
明
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
屋
上
で
左
九
即
の
首
に
喰
い
付
い
た
小
平
治

の
物
凄
い
形
相
の
挿
絵
さ
え
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
山
口
剛
氏
の
見
ら

れ
た
初
刷
本
に
は
御
丁
寧
に
も
二
度
刷
り
の
赤
い
血
潮
の
色
ま
で
が
加
え
て
あ
っ
た

と
言
う
。
火
の
玉
と
化
し
た
小
平
治
の
魂
は
再
び
そ
の
姿
を
現
わ
し
て
怨
敵
左
九
郎

を
と
り
殺
し
た
の
で
あ
る
と
京
伝
は
言
い
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
語
ら
ず
し

て
読
者
を
戦
慣
さ
せ
た
秋
成
に
く
ら
べ
て
、
あ
ま
り
に
も
稚
拙
な
京
伝
の
思
い
つ
き

で
は
な
か
っ
た
か
。

五

秋
成
を
介
し
て
「
牡
丹
灯
記
」
の
世
界
を
垣
間
見
た
京
伝
は
、
や
は
り
「
牡
丹
灯

記
」
の
す
べ
て
を
我
が
も
の
に
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
京
伝
に
は
後
に
「
小
説

浮
牡
丹
全
伝
」
（
文
化
六
年
）
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
京
伝
自
ら
が
「
此

春
や
つ
か
れ
牡
丹
灯
記
を
翻
奏
し
て
浮
牡
丹
全
伝
と
い
ふ
小
説
本
四
冊
を
編
し
て
己

に
世
に
お
こ
な
ふ
」
と
、
つ
づ
い
て
著
わ
す
合
巻
「
戯
場
花
牡
丹
灯
髄
」
（
文
化
七

年
）
に
宣
伝
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

翻
案
と
い
っ
て
も
『
伽
碑
子
』
の
「
牡
丹
灯
寵
」
の
よ
う
に
原
話
に
忠
実
に
従
っ

た
も
の
で
は
な
く
、
審
曲
『
女
郎
花
』
に
「
牡
丹
灯
記
」
を
付
会
し
た
も
の
で
、
御

家
騒
動
や
ら
仇
討
ち
や
ら
を
交
え
た
京
伝
一
流
の
長
篇
の
中
の
一
部
で
あ
っ
て
、
巻

三
「
辟
邪
怨
号
」
の
第
三
回
が
そ
れ
で
あ
る
。

瑠
島
豹
太
夫
の
一
子
磯
之
蕊
は
十
九
才
の
眉
目
清
雅
な
若
者
、
学
問
武
芸
を
志
し

家
僕
弓
助
を
伴
っ
て
洛
外
山
崎
に
寓
居
す
る
。
今
日
も
師
匠
を
訪
ね
て
の
帰
る
さ
男

山
八
幡
に
参
詣
す
る
。

頃
し
も
七
月
孟
蘭
盆
の
時
な
り
け
れ
ば
、
此
所
役
所
に
高
灯
寵
を
と
も
し
、
寺
々

に
は
灯
寵
の
飾
物
、
或
は
花
鳥
或
は
草
木
、
さ
ま
7
ぐ
、
し
ほ
ら
し
く
造
り
な
し

て
、
其
の
裏
に
灯
火
を
と
も
し
て
か
け
つ
ら
ね
、
其
の
光
あ
た
か
も
白
日
の
ご
と

く
な
り
、
又
そ
れ
ー
′
ぐ
の
塚
に
到
り
、
聖
霊
を
迎
ふ
る
と
て
事
毎
に
灯
寵
を
提
げ

て
、
ゆ
き
か
ふ
人
あ
ま
た
あ
り
、
磯
之
盃
は
道
々
彼
方
此
方
の
寺
院
に
立
よ
り
て
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灯
寵
を
一
覧
し
、
覚
え
ず
時
を
う
つ
し
け
る
に
ぞ
、
往
来
ふ
人
も
稀
に
な
り
、
寺

々
の
灯
火
も
消
え
て
、
物
音
も
静
か
な
り
け
れ
ば
、
い
ざ
帰
ら
は
や
と
思
ひ
急
ぎ

行
き
け
る
に
、
年
の
こ
ろ
は
ひ
十
二
一
歳
と
お
ぼ
し
き
斬
秀
の
女
童
、
容
貌
き
よ

ら
に
い
や
し
か
ら
ざ
る
が
莫
麗
し
く
造
り
た
る
牡
丹
の
花
の
灯
寵
を
提
げ
て
唯
一

箇
来
り
、
磯
之
丞
匠
対
ひ
て
い
ふ
や
う
「
妾
は
此
の
近
き
辺
に
宮
仕
し
は
ん
べ
る

者
な
る
が
、
今
宵
霊
迎
一
の
為
、
其
の
基
に
ま
う
で
ず
る
に
途
中
に
具
し
た
る
人
を

見
失
ひ
幼
き
身
の
夜
道
な
れ
ば
、
何
と
な
く
物
恐
ろ
し
う
て
、
道
の
案
内
ほ
し
り

な
が
ら
、
ひ
と
り
帰
る
に
な
や
み
侯
、
こ
ひ
ね
が
は
く
は
君
妾
を
伴
ひ
て
、
住
家

に
送
り
た
ま
は
る
ま
じ
や
、
馴
れ
く
し
き
者
と
お
は
さ
れ
ん
が
せ
ん
か
た
な
さ

に
願
ひ
侯
、

か
く
し
て
磯
之
丞
と
女
童
は
相
伴
て
行
く
。
こ
の
磯
之
丑
の
灯
籠
見
物
の
場
面
は
、

京
伝
は
す
で
に
に
『
優
壁
華
物
語
』
（
文
化
三
年
）
の
巻
五
「
餃
二
郎
弓
児
玉
蘭
盆

の
灯
寵
を
見
る
事
」
で
措
い
て
い
た
。

此
国
に
も
年
毎
の
七
月
十
五
日
よ
り
二
四
日
ま
で
は
精
霊
の
棚
を
か
ざ
り
家
々
に

こ
れ
を
祭
る
、
又
い
ろ
く
の
灯
寵
を
つ
く
り
て
或
は
ま
つ
り
の
概
に
と
も
し
、

あ
る
ひ
は
民
家
の
軒
、
寺
院
の
仏
殿
に
も
と
も
す
、
又
寺
に
て
は
施
餓
鬼
を
修
行

し
、
村
々
に
は
席
を
催
す
、
こ
れ
な
べ
て
此
頃
の
風
俗
に
て
唐
土
の
上
元
の
佳
節

に
似
た
り
、
こ
れ
を
見
る
人
、
道
も
き
り
あ
へ
ず
甚
賑
な
り
、
健
助
も
霊
棚
を
か

ざ
り
て
兄
衛
守
事
実
袖
が
新
霊
を
む
か
へ
け
る
が
、
鮫
二
郎
に
む
か
ひ
て
此
節
は

所
々
に
灯
髄
を
と
も
し
て
甚
賑
な
り
、
今
宵
は
姫
君
を
も
と
も
な
ひ
て
灯
篭
を
遊

覧
し
た
ま
へ
て
、
こ
の
ほ
ど
の
鬱
閑
を
慰
め
た
ま
は
ゞ
や
と
す
す
め
け
れ
ば
両
人

そ
の
言
に
し
た
が
へ
、

京
伝
お
気
に
入
り
の
こ
の
場
面
は
三
度
ま
で
採
ら
れ
て
『
浮
牡
丹
全
伝
』
の
当
該
個

所
と
な
っ
た
が
、
こ
の
度
は
『
伽
脾
子
』
の
「
牡
丹
灯
籠
」
に
泥
む
表
現
が
目
に
つ

く
と
こ
ろ
、
そ
う
見
る
と
磯
之
蕊
と
い
う
名
前
ま
で
が
「
牡
丹
灯
幣
」
の
新
之
蕊
に

似
て
い
は
し
ま
い
か
。
そ
れ
に
し
て
も
構
想
が
い
つ
の
間
に
か
「
青
備
津
の
釜
」
に

ひ
か
れ
て
行
く
の
は
、
お
そ
ろ
し
い
ま
で
の
秋
成
の
筆
の
魔
力
で
あ
る
。
そ
の
磯
之

蕊
は
正
太
郎
が
墓
参
り
の
女
に
誘
れ
て
行
く
よ
う
に
、
こ
れ
ま
た
ひ
か
れ
て
女
の
住
　
3
0

居
を
訪
ね
る
の
で
あ
る
。

扱
草
深
き
野
道
を
行
く
事
十
四
五
町
ば
か
り
に
し
て
、
少
し
く
奥
ま
り
て
松
杉
の

一
む
ら
繁
り
た
る
所
に
い
た
り
、
女
の
童
の
い
へ
る
ほ
、
こ
1
こ
そ
妾
が
宮
仕
ま

ゐ
ら
す
る
所
な
り
、
苦
し
か
ら
ざ
れ
ば
此
方
に
到
り
姶
ひ
て
、
し
ば
し
道
の
労
れ

を
も
は
ら
し
給
ひ
て
ん
や
と
、
い
ひ
っ
ゝ
導
き
て
冠
木
門
の
裏
に
通
う
し
、
一
間

の
座
敷
に
居
ら
し
め
て
、
彼
の
牡
丹
の
灯
寵
を
軒
端
に
か
け
お
き
て
、
お
の
れ
は

奥
の
方
に
行
き
ぬ
、

磯
之
丑
に
は
ま
さ
に
や
ん
ご
と
な
き
人
の
館
を
恩
お
る
の
で
あ
っ
た
。
構
想
を
「
青

備
津
の
釜
」
に
と
り
な
が
ら
、
直
接
拠
っ
た
の
は
『
垣
根
草
』
の
「
伊
藤
帯
刀
中
将

重
衝
の
娘
と
冥
婿
の
事
」
で
あ
る
。
磯
之
丞
が
女
の
面
影
を
忘
れ
ら
れ
ず
悶
々
と
す

る
と
こ
ろ
な
ど
は
ま
さ
に
同
文
の
剰
額
で
さ
え
あ
っ
た
。

磯
之
丞
ほ
女
を
訪
ね
る
こ
と
七
夜
、
下
僕
の
弓
助
が
不
審
に
思
っ
て
そ
の
後
に
従

っ
て
ゆ
く
。
そ
の
屋
敷
は
磯
之
丞
の
目
に
映
る
の
と
は
全
く
違
っ
て
家
も
庭
も
荒
れ

放
題
で
、
た
だ
女
郎
花
だ
け
が
今
を
盛
り
に
咲
き
誇
っ
て
い
た
。
磯
之
丞
ほ
と
見
る

と、

軒
端
に
牡
丹
の
灯
寵
を
か
け
た
る
座
敷
に
、
菰
庸
し
き
て
、
灯
台
の
も
と
に
磯
之

丞
l
具
の
骸
骨
に
よ
り
そ
ひ
て
居
た
り
、
其
の
傍
辺
堅
二
つ
の
骸
骨
あ
り
、
又
ち

ひ
さ
き
稗
子
、
人
の
ご
と
く
に
団
扇
を
把
も
て
、
磯
之
蕊
を
あ
ふ
ぎ
居
た
り
、
磯

之
丞
何
や
ら
ん
も
の
い
へ
ば
骸
骨
手
足
う
ど
き
閤
麿
う
な
ず
き
て
、
口
と
お
ぼ
し

き
所
よ
り
声
ひ
ゞ
き
い
で
ゝ
物
語
す
、

こ
ん
ど
ほ
『
伽
幹
子
』
の
「
牡
丹
灯
簡
」
の
剰
額
で
妖
し
い
鬼
気
迫
る
場
面
の
再
現

で
あ
っ
た
が
、
京
伝
に
は
一
工
夫
し
た
挿
絵
が
あ
っ
た
。
見
開
き
の
挿
絵
は
ま
ず
絢

爛
た
る
屋
敷
で
姫
と
睦
言
を
交
わ
す
磯
之
丞
が
あ
り
、
こ
れ
を
め
く
る
と
、
う
っ
て

変
っ
た
廃
屋
で
骸
骨
に
寄
り
添
う
磯
之
丞
と
な
る
。
軒
場
の
牡
丹
灯
篭
の
妖
し
い
光

に
映
し
出
さ
れ
た
変
幻
極
り
な
い
相
異
る
二
つ
の
世
界
が
交
互
す
る
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
灯
髄
の
光
を
慕
っ
て
群
が
る
胡
蝶
、
そ
れ
を
目
掛
け
て
狂
う
手
飼
い
の
猫
が
柱
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忙
か
け
登
る
。
す
る
と
冷
か
な
一
陣
の
風
が
吹
い
て
灯
寵
の
火
が
消
え
る
。
筆
頭
の

牡
丹
の
花
を
慕
う
媒
二
つ
、
そ
れ
を
目
掛
け
て
と
び
つ
く
猫
、
京
伝
好
み
の
こ
の
プ

ロ
ッ
ト
は
、
の
ち
『
双
味
記
』
（
文
化
十
年
）
で
再
び
登
場
す
る
が
、
磯
之
丑
の
夢

幻
世
界
彷
径
も
そ
こ
ま
で
ゝ
あ
っ
た
。
弓
助
に
事
の
次
第
を
教
え
ら
れ
諭
さ
れ
家
に

帰
っ
て
行
く
。

そ
れ
か
ら
数
日
、
再
度
そ
の
廃
屋
を
訪
ね
た
磯
之
丞
の
夢
に
現
れ
た
女
は
、
磯
之

盃
と
は
前
世
の
契
り
の
あ
る
こ
と
を
詰
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
磯
之
盃
の
前
々
世
は
播

州
天
王
寺
の
僧
房
に
飼
れ
た
牝
猫
で
あ
り
、
女
は
そ
こ
の
牡
猫
で
あ
っ
た
。
牝
は
い

つ
も
経
蔵
を
守
っ
て
経
巻
を
食
む
鼠
を
倒
し
た
尊
顔
で
前
世
に
は
人
間
と
し
て
生
ま

れ
て
小
野
親
風
と
な
り
、
こ
の
世
で
も
前
々
世
の
宿
縁
で
再
度
人
間
に
生
を
う
け
て

磯
之
丞
と
な
っ
た
町
で
あ
る
。
し
か
る
に
牡
は
俗
家
を
往
来
し
て
魚
肉
を
あ
さ
り
、

仏
具
を
稼
し
た
悪
縁
で
、
前
世
で
は
女
郎
花
と
い
う
女
に
生
ま
れ
て
東
風
と
夫
婦
に

な
っ
た
が
非
業
の
死
を
遂
げ
る
。
現
世
で
も
前
々
世
の
宿
異
に
よ
っ
て
人
間
と
し
て

生
を
う
け
ら
れ
ず
幽
鬼
と
な
っ
て
磯
之
丞
に
近
づ
き
年
来
の
執
心
を
晴
ら
し
た
と
い

う
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
両
人
の
関
係
は
前
々
世
ま
で
遡
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ

ち
「
牡
丹
灯
記
」
の
寄
生
符
女
の
関
係
を
三
世
因
果
の
理
法
で
説
こ
う
と
す
る
と
こ

ろ
に
京
伝
の
新
し
い
試
み
が
あ
っ
た
も
の
の
そ
り
大
方
は
謡
曲
1
女
郎
花
」
に
拠
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
磯
之
丞
の
訪
ね
た
屋
敷
は
、
実
は
寺
の
三
昧
堂
で
、
辺
り
二
間
に
女
郎
花

が
咲
い
て
、
そ
の
奥
に
は
苔
し
た
五
輪
の
塔
が
二
つ
あ
っ
て
、
そ
れ
を
覆
う
柱
に
は

牡
丹
の
灯
寵
が
掛
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

祈
り
し
も
磯
之
蕊
に
国
元
よ
り
帰
国
を
促
す
書
状
が
届
く
、
名
和
家
伝
来
の
重
宝

浮
牡
丹
の
香
炉
を
将
軍
足
利
義
政
に
献
ず
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
任
に
あ
た
っ
た
父

豹
太
夫
が
伯
著
わ
田
原
峠
で
宿
怨
の
者
に
討
た
れ
香
炉
も
奪
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
た

め
義
政
の
不
興
を
豪
り
、
■
瑠
島
家
は
阿
房
払
い
と
な
っ
て
四
散
す
る
。
か
く
し
て
磯

之
蕊
は
父
の
仇
を
さ
が
し
て
出
立
す
る
が
、
こ
の
顛
末
は
巻
四
以
降
紅
委
ね
ら
れ
、

以
後
些
一
度
と
「
牡
丹
灯
記
」
と
関
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
っ

六

「
牡
丹
灯
記
」
の
読
本
で
の
人
気
は
自
ず
と
歌
舞
伎
の
舞
台
に
も
及
ぶ
こ
と
に
な

っ
た
。
鶴
屋
南
北
の
『
阿
国
御
前
化
粧
鏡
』
の
上
演
は
、
京
伝
の
『
浮
牡
丹
全
伝
』

の
出
た
そ
の
年
文
化
六
年
六
月
江
戸
は
森
田
座
の
夏
狂
言
で
あ
っ
た
。
南
北
と
し
て

は
初
期
怪
談
劇
の
ひ
と
つ
で
、
そ
の
第
一
番
目
の
五
立
目
、
い
わ
ゆ
る
「
元
興
寺
の

場
」
が
「
牡
丹
灯
記
」
と
関
係
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
阿
国
御
前
の
怪

談
に
『
伽
碑
子
』
の
「
牡
丹
灯
籠
」
を
借
り
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。

舞
台
は
こ
れ
よ
り
さ
き
、
佐
々
木
家
の
家
臣
狩
野
四
郎
次
郎
元
信
が
、
お
家
の
跡

目
相
続
に
必
要
な
系
図
一
巻
を
阿
国
御
前
か
ら
色
仕
掛
け
で
欺
し
取
る
。
そ
の
働
き

に
よ
っ
て
銀
香
の
前
と
祝
言
を
あ
げ
る
。
そ
れ
を
聞
い
て
阿
国
御
前
は
浜
野
の
あ
ま

り
悶
え
死
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
さ
て
「
元
興
寺
の
場
」
は
、
念
仏
太
鼓
に
従
っ
て

舞
台
で
は
牡
丹
の
灯
寵
を
鍵
げ
た
腰
元
が
登
場
す
る
。

旦
那
様
も
御
参
詣
の
筈
の
と
こ
ろ
、
今
宵
は
わ
た
し
を
御
代
参
、
コ
レ
御
覧
じ
ま

せ
こ
の
牡
丹
の
灯
寵
を
御
堂
へ
あ
げ
て
、
ま
た
持
っ
て
帰
っ
て
明
日
の
夜
も
御
灯

を
あ
げ
に
参
り
ま
す
わ
い
た
ァ
、

と
貰
う
の
は
御
国
御
前
に
仕
え
る
腰
元
撫
子
で
あ
る
。
そ
の
撫
子
鱒
導
か
れ
て
乳
香

子
を
つ
れ
た
元
盾
と
銀
杏
の
前
は
阿
国
御
前
の
御
殿
へ
と
や
っ
て
来
る
。
撫
子
の
挑

げ
る
牡
丹
灯
寓
、
そ
の
あ
と
に
元
盾
と
銀
杏
の
前
が
続
く
、
舞
台
の
r
牡
丹
灯
記
」

は
小
静
と
は
ま
た
ひ
と
昧
違
っ
た
妖
し
い
艶
か
さ
が
漂
っ
て
い
た
。

阿
国
御
前
が
元
信
の
前
に
姿
せ
現
わ
す
。
陶
死
し
た
亡
豊
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が

元
信
に
は
わ
か
ら
な
い
。
▲
「
お
国
御
前
を
四
郎
次
郎
よ
も
見
忘
れ
は
致
す
奮
い
」
の

恨
み
青
葉
は
「
牡
丹
灯
記
」
の
寄
生
に
対
す
る
符
女
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
r
牡

丹
灯
籠
」
の
新
乏
丞
に
対
す
る
弥
子
の
そ
れ
で
も
あ
っ
た
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら

正
太
郎
に
対
す
る
磯
良
の
「
曹
備
浮
の
釜
」
の
物
凄
い
場
面
も
併
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
阿
国
御
前
の
怨
霊
は
銀
杏
の
前
を
斥
け
て
元
信
を
自
分
に
従
わ
せ
よ
う
と
す
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る
。
そ
の
時
土
佐
又
平
重
重
典
の
持
つ
尊
像
の
威
徳
は
、
御
国
御
前
の
姿
は
忽
ち
異

形
と
化
し
、
御
殿
は
朽
ち
果
て
た
荒
寺
と
な
り
、
灯
篭
は
粋
け
て
牡
丹
の
花
び
ら
が

ハ
ラ
く
と
落
ち
て
仏
前
の
古
い
灯
篭
と
な
っ
て
、
そ
の
中
か
ら
奪
れ
た
系
図
一
巻

が
現
れ
る
。
異
形
と
化
し
た
御
国
御
前
は
と
見
れ
ば
、
こ
れ
ま
た
圃
厳
と
な
っ
て
、

五
立
目
の
幕
が
お
り
る
。

こ
の
場
面
は
、
京
伝
の
『
浮
牡
丹
全
伝
』
に
似
て
い
た
。
女
の
童
に
導
か
れ
た
磯

之
丞
は
草
深
い
野
辺
を
行
く
、
そ
の
彼
方
に
は
優
雅
な
屋
敷
が
あ
っ
た
、
し
か
し
そ

れ
は
優
雅
ど
こ
ろ
か
古
寺
の
三
昧
堂
で
、
女
郎
花
の
中
に
五
輪
の
塔
が
苔
し
、
そ
の

覆
い
の
柱
に
は
牡
丹
の
灯
寵
が
掛
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
浮
牡
丹
全
伝
』
の
刊
行
が
『
阿
国
御
前
化
粧
鏡
』
に
わ
ず
か
に
発
行
す
る
こ
と

か
ら
、
南
北
が
京
伝
を
其
似
た
と
言
わ
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
南
北
は
ど
の
狂
言

作
者
が
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
人
気
の
あ
っ
た
「
牡
丹
灯
記
」
を
閑
視
す
る
こ
と
も
あ
る

ま
い
。
妖
し
さ
と
艶
か
さ
の
中
に
恐
ろ
し
さ
を
鞠
ぜ
に
し
た
「
牡
丹
灯
記
」
の
怪
談

劇
は
名
優
松
助
（
初
世
）
を
も
っ
て
舞
台
の
上
に
も
盛
ん
な
人
気
を
博
す
と
こ
ろ
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
狂
言
の
興
行
に
は
芝
居
茶
屋
で
は
反
対
す
る
も
の
が
多
か

っ
た
と
言
う
。
今
更
松
助
の
怪
談
狂
言
で
も
あ
る
ま
い
と
、
そ
の
当
た
り
を
疑
っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
南
北
は
松
助
を
励
ま
し
て
開
演
に
こ
ぎ
つ
け
た
の
で
あ
る
が
、

開
け
て
み
れ
ば
大
当
り
で
、
わ
ず
か
二
　
二
軒
の
芝
居
茶
屋
だ
け
が
大
儲
け
を
し
た

と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ
っ
た
。
と
も
あ
れ
、
阿
国
御
前
の
怪
談
に
「
牡
丹
灯
記
」

を
あ
し
ら
っ
た
そ
の
趣
向
に
人
気
あ
り
と
見
た
南
北
の
日
に
は
狂
い
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

七

南
北
の
狂
言
に
刺
戟
さ
れ
た
京
伝
は
、
こ
ん
ど
ほ
絵
草
紙
と
出
た
の
で
あ
る
。

「
牡
丹
灯
記
」
を
合
巻
に
仕
立
て
た
『
戯
場
花
牡
丹
灯
寵
』
を
著
わ
す
の
が
翌
文
化

七
年
八
月
で
あ
っ
た
。
「
戯
場
花
」
を
「
か
ぶ
き
の
は
な
」
と
よ
ま
せ
た
と
こ
ろ
に

『
阿
国
御
前
化
粧
鏡
』
と
の
関
係
を
窺
わ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
京
伝
自
か
ら
も
発

端
で
言
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

牡
丹
灯
篭
の
事
は
原
明
の
洪
武
十
一
年
、
呉
山
の
宗
青
先
生
の
著
は
す
努
灯
新
語

の
牡
丹
灯
記
よ
り
出
た
り
、
本
朝
寛
文
年
中
涜
井
了
意
と
い
ふ
人
の
著
は
す
於
伽

稗
子
に
牡
丹
灯
記
を
か
な
ぷ
み
に
や
は
ら
げ
載
せ
た
り
、
此
春
や
つ
が
れ
牡
丹
灯

記
を
翻
案
し
て
浮
牡
丹
全
伝
と
い
ふ
読
本
四
冊
を
編
し
て
己
に
世
に
お
こ
な
ふ
今

歳
夏
六
月
尾
上
三
朝
が
狂
言
牡
丹
灯
を
趣
向
し
て
、
古
今
ま
れ
な
る
大
当
り
に
し

て
見
物
群
集
を
な
し
、
牡
丹
灯
の
花
、
時
あ
っ
て
開
き
児
女
の
隈
を
こ
ら
す
に
至

れ
り
、
於
此
や
つ
が
れ
再
び
牡
丹
灯
の
と
も
し
火
を
か
ゝ
げ
、
児
女
を
な
ぐ
さ
む

伽
稗
子
に
か
え
ま
く
思
ひ
て
一
部
の
絵
草
紙
と
な
り
、
坂
元
富
貴
草
と
も
な
ら
ば

幸
ひ
甚
し
と
い
は
ん

「
牡
丹
灯
記
を
趣
向
し
た
尾
上
三
朝
の
狂
言
」
と
は
件
の
『
阿
国
御
前
化
粧
鏡
』
の

こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
当
り
を
見
て
の
京
伝
の
絵
草
子
（
合
巻
）
で
あ
っ
た
。

こ
の
合
巻
は
「
昇
灯
新
話
を
や
わ
ら
げ
お
伽
牌
子
の
昔
か
た
り
」
と
角
書
き
し
、

開
巻
第
一
に
「
牡
丹
灯
記
」
の
冒
頭
の
原
文
を
そ
の
ま
ま
置
く
と
言
っ
た
ま
で
の
凝

り
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
あ
と
は
京
伝
お
き
ま
り
の
、
読
本
で
再
三
使
っ

た
、
あ
■
の
牡
丹
の
灯
寵
を
挑
げ
て
行
く
場
面
で
あ
っ
た
。

扱
て
小
野
の
親
風
は
我
身
の
武
運
を
祈
る
た
め
時
し
も
七
見
十
五
日
、
か
の
男
山

の
八
幡
へ
参
詣
し
帰
り
途
に
て
夜
ね
入
り
け
る
が
、
月
を
眺
め
て
、
女
郎
花
の
露

踏
み
つ
け
つ
つ
帰
り
け
る
に
も
年
も
二
八
と
見
ゆ
る
や
ん
ご
と
な
き
姫
君
十
l
二
二

な
る
女
の
童
の
灯
寵
を
下
さ
せ
て
後
よ
り
来
る
。
其
灯
寵
を
能
く
み
る
に
我
手
細

工
の
綿
ぼ
り
の
牡
丹
灯
寵
な
れ
ば
、
さ
れ
ば
こ
の
間
誹
へ
し
灯
寵
の
主
は
此
の
姫

に
て
あ
り
け
る
か
と
、
近
寄
り
て
能
く
見
れ
ば
、
こ
れ
則
ち
女
郎
花
姫
に
て
あ
り

け
れ
ば
、
こ
れ
は
く
と
驚
き
、

ほ
か
な
ら
ず
『
浮
牡
丹
全
伝
』
の
合
巻
化
で
あ
っ
た
。

ど
こ
ま
で
も
続
く
京
伝
の
「
牡
丹
灯
記
」
　
へ
の
執
着
ぶ
り
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し

て
読
本
に
歌
舞
伎
に
、
そ
し
て
合
巻
に
と
「
牡
丹
灯
記
」
は
際
限
も
な
く
文
芸
の
世
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界
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
行
っ
た
の
が
、
文
化
年
間
、
世
は
の
泰
平
の
時
代
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

山
口
剛
民
『
名
著
全
集
江
戸
文
芸
之
部
・
怪
談
名
作
集
』
解
説
。

鵜
月
浮
環
『
雨
月
物
語
評
釈
』
（
角
川
裔
店
）
。

鈴
木
敏
也
民
『
雨
月
物
語
新
釈
』
。

池
田
弥
三
郎
氏
『
日
本
の
幽
霊
』
（
中
央
公
論
社
）
。

（
注
2
）
と
同
じ
。

拙
稿
「
椿
園
の
小
説
」
H
（
長
野
短
大
紀
要
2
1
号
）
。


